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日
本
の
祭
り
は
、
明
治
期
の
神
仏
分
離
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
外
し
て
見
な
く
て
は

そ
の
本
質
が
わ
か
り
づ
ら
い
、
と
神
崎
宣
武
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

神
事
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
祭
り
に
は
、

神
と
の
共
食
か
ら
瞬
時
に
力
を
得
る
、
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン
ク
の
よ
う
な
側
面
も
。

な
ん
と
も
変
幻
自
在
な
日
本
の
神
様
、
仏
様
の
姿
が
現
わ
れ
て
、

共
同
体
に
と
っ
て
の
祭
り
の
役
割
が
、
未
然
の
手
当
て
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。
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明
治
の
フ
ィ
ル
タ
ー

今
、
我
々
が
祭
り
と
呼
ん
で
い
る
も

の
は
、
ほ
と
ん
ど
混
乱
状
態
に
あ
っ
て
、

と
り
と
め
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
た
め
に
祭
り
の
本
質
が
見
え
づ
ら

く
な
っ
て
い
ま
す
。

混
乱
の
始
ま
り
は
、
明
治
に
神
仏
分

離
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

法
令
上
は
〈
神
仏
判
然
令
〉。
神
仏
の

違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
法
律

で
し
た
が
、
政
府
は
そ
も
そ
も
文
化
土

壌
を
無
視
し
た
、
あ
り
得
な
い
こ
と
を

や
っ
た
ん
で
す
ね
。

神
仏
判
然
令

１
８
６
８
年
４
月
５
日
（
慶
応
４
年

３
月
13
日
）
か
ら
１
８
６
８
年
12
月
１
日
（
明
治
元

年
10
月
18
日
）
ま
で
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
と
神

祇
官
事
務
局
達
と
太
政
官
達
な
ど
、
一
連
の
通
達
の

総
称
で
、
こ
れ
に
基
づ
き
全
国
的
規
模
で
公
的
に
行

な
わ
れ
た
。

日
本
人
は
、
神
仏
習
合
で
神
も
仏
も

渾
然
一
体
の
も
の
と
し
て
、
日
常
生
活

を
平
気
で
過
ご
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
、
は
っ
き
り
分
け
よ
う
な
ん
て

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、

近
代
的
な
法
治
国
家
と
し
て
は
、
宗
教

法
人
と
い
う
制
度
に
則
り
、
神
道
と
仏

教
を
別
な
も
の
と
し
て
登
録
す
る
必
要

が
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
明
治
政
府
は
神
道
を
公
事
化

し
て
、
国
家
神
道
と
い
う
言
葉
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
神
道
が
「
お
お
や
け
ご

と
」
で
、
逆
に
い
う
と
仏
教
は
私
事
、

「
わ
た
く
し
ご
と
」
に
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
仏
教
は
葬
式
仏
教
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
神
道
が
公
事
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
の
公
の
行

事
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

国
家
的
な
枠
組
み
で
い
う
と
、
神
道

と
仏
教
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
、

肌
合
い
を
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
し
か
し
、
一
般
の
生
活
の
中
で

は
一
つ
の
家
の
中
に
神
棚
が
あ
っ
て
、

仏
壇
が
あ
っ
て
、
宮
参
り
し
て
、
寺
参

り
し
て
、
生
ま
れ
た
と
き
は
宮
参
り
、

亡
く
な
っ
た
と
き
は
お
寺
さ
ん
、
と
い

う
よ
う
な
暮
ら
し
が
続
い
て
き
ま
し
た
。

そ
の
神
と
仏
が
渾
然
一
体
と
し
た
暮
ら

し
は
、
い
ま
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
政
府
の
建
前
と
民
間
の
実

態
と
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
出
た
こ
と
が
、
今

の
我
々
が
宗
教
や
祭
り
の
こ
と
を
理
解

す
る
上
で
混
乱
が
出
て
い
る
大
き
な
理

由
で
す
。

日
本
人
の
宗
教
は
な
ん
だ
、
と
言
わ

れ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
る
人
が
少
な
い

こ
と
に
も
、
こ
う
い
う
背
景
が
あ
り
ま

す
。
明
治
の
神
仏
分
離
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
逆
の
方
向
か
ら
通
さ
な
い
と
、

我
々
日
本
人
の
信
仰
や
祭
り
の
歴
史
と

い
う
の
が
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ん
で

す
よ
。
我
々
は
明
治
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

軽
視
し
て
、
祭
り
や
宗
教
行
事
が
江
戸

時
代
を
経
て
、
古
代
か
ら
延
々
と
続
い

て
い
る
も
の
だ
と
思
い
が
ち
だ
け
れ
ど
、

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
を
外
せ
ば
、
か
な
り
素
直

に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
で
、
極
端
に
言
っ
た
ら
江
戸
時

代
ま
で
は
、
葬
式
以
外
は
全
部
祭
り
な

ん
で
す
よ
。
明
治
に
な
る
と
神
道
が
公

事
化
す
る
か
ら
、
神
社
に
お
け
る
祭
り

だ
け
が
〈
祭
り
〉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
か
ら
で
す
。

特
に
新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

と
い
う
も
の
は
、
農
村

の
収
穫
祭
と
重
な
っ
て
、
大
変
重
要
な

意
味
を
持
た
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ

に
か
か
わ
る
も
の
が
本
来
の
祭
り
で
あ

る
、
と
い
う
認
識
が
前
面
に
押
し
出
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
今
の
我
々
は
、
混
乱
し
た
認

識
の
中
で
な
ん
と
な
く
神
社
で
行
な
わ

れ
る
祭
り
だ
け
が
祭
り
で
あ
る
、
と
思

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
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家
庭
の
祭
り
も
あ
れ
ば
、
お
寺
の
祭
り

も
あ
る
の
で
す
。

祭
り
の
語
源

〈
祭
り
〉
と
い
う
言
葉
自
体
も
同
じ
で

す
。
言
語
学
者
は
二
通
り
の
言
い
方
を

し
て
い
ま
す
が
、
私
は
ど
ち
ら
も
正
し

い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
示
す
偏
に
巳

と
書
く
〈
祀
る
〉。
こ
れ
が
な
ま
っ
て

〈
祭
り
〉。

も
う
一
つ
は
〈
待
つ
ら
う
〉。
民
俗

学
者
の
柳
田
國
男
は
、「
神
霊
を
呼
び

出
し
迎
え
て
こ
れ
ら
に
、
供
献
侍
し
、

以
っ
て
そ
れ
を
慰
め
ま
い
ら
し
め
る
こ

と
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど

こ
か
ら
か
訪
れ
る
神
様
、
仏
様
を
〈
待

つ
〉。
そ
し
て
我
欲
を
捨
て
て
服
従
、

奉
仕
す
る
の
が
祭
り
の
起
こ
り
だ
っ
た

と
い
う
説
で
す
。

祭
り
と
い
う
言
葉
を
、
こ
の
二
つ
の

意
味
か
ら
と
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
う
ん

で
す
。
分
け
て
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
主

張
す
る
必
要
は
な
い
。
二
つ
重
ね
て
正

当
な
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

多
様
な
祭
り

中
央
部
か
ら
遠
い
所
、
あ
る
い
は
大

き
な
祭
り
か
ら
離
れ
た
所
で
は
、
明
治

以
降
、
公
事
化
さ
れ
た
祭
り
以
外
の
も

の
も
い
ま
だ
に
祭
り
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
た
昭
和

40
年
代
こ
ろ
ま
で
は
、
南
九
州
や
沖
縄

で
は
「
盆
祭
り
」
と
い
う
言
葉
が
普
通

で
し
た
か
ら
。

八
朔
も
祭
り
だ
し
、
正
月
も
祭
り
だ

し
。
節
句
も
祭
り
の
言
葉
が
部
分
的
に

残
っ
て
い
ま
す
。

八
朔

旧
暦
８
月
１
日
（
朔
日
）
の
こ
と
で
、
台
風

や
病
害
虫
の
被
害
を
被
る
こ
と
が
多
い
こ
の
時
期

に
、
風
雨
を
避
け
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
こ
と
を
主
目

的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
祭
り
。

都
市
の
祭
り
は
、
も
と
か
ら
実
際
に

祭
り
を
行
な
う
人
と
見
る
人
に
分
か
れ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
頭
（
当
）
屋
に
当

た
る
の
も
、
家
持
ち
の
人
だ
け
。
だ
か

ら
、
熊
さ
ん
、
八
っ
つ
ぁ
ん
と
い
っ
た

長
屋
住
ま
い
の
人
は
祭
り
の
構
成
員
に

は
な
り
得
な
い
。

村
の
祭
り
の
場
合
は
、
あ
る
年
は
構

成
員
に
な
れ
な
く
て
も
、
別
の
年
は
順

番
が
回
っ
て
き
て
役
目
が
あ
る
ん
で
す

が
、
都
市
の
祭
り
は
そ
こ
が
違
う
。
村

の
祭
り
は
収
穫
の
予
祝
で
あ
り
収
穫
の

報
告
で
あ
っ
た
か
ら
、
特
に
農
村
部
で

は
全
員
参
加
と
な
る
の
で
す
。

都
市
の
祭
り
は
、
収
穫
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
村
の
祭
り
は
春

と
秋
。
町
の
祭
り
は
夏
な
ん
で
す
。
夏

に
や
る
と
い
う
の
は
、
疫
病
封
じ
で
す
。

つ
ま
り
、
祭
り
と
い
う
の
は
神
仏
な

ど
の
超
人
間
的
存
在
を
祀
り
上
げ
て
、

そ
の
下
に
待
つ
ら
ん
、
と
す
る
行
事
の

す
べ
て
を
い
う
の
で
す
。
あ
る
特
定
の

家
庭
で
の
み
行
な
わ
れ
る
行
事
は
除
い

て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
俯
瞰
し
て

見
た
場
合
、
日
本
に
は
実
に
多
様
な
祭

り
が
あ
り
ま
す
。

大
き
く
分
け
る
と
、
家
庭
の
祭
り
、

集
団
社
会
の
祭
り
に
分
け
ら
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
集
団
社
会
も
、
地
域
集

団
の
場
合
、
職
能
集
団
の
場
合
、
民
族

集
団
、
国
家
的
集
団
な
ど
と
分
け
て
考

え
る
と
、
整
理
さ
れ
て
理
解
し
や
す
く

な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
作
業
は

行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
言
う
の
は
、

神
社
側
が
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る
神

道
行
事
が
祭
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
か
ら
で
す
。

日
本
の
神
社
神
道
は
、
明
治
以
降
大

切
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

明
治
以
前
に
神
道
は
な
か
っ
た
の
か
と

聞
か
れ
た
と
き
に
、
返
事
に
窮
す
る
よ

う
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的

に
、
文
化
人
や
民
俗
学
者
も
臭
い
も
の

に
は
蓋
を
す
る
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て
、

そ
こ
に
は
触
れ
な
い
で
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
こ
の
公
事
的
な
神
社
神
道
が
、

戦
前
、
残
念
な
こ
と
に
軍
国
主
義
と
天

皇
制
に
大
き
く
偏
っ
て
利
用
さ
れ
た
の

で
、
そ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
い
ま
だ
に
残
さ

れ
て
い
て
、
余
計
触
れ
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
う
い

う
こ
と
を
平
ら
に
す
る
時
代
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
明
治
政
府
に

よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
、
あ

ま
り
に
も
我
々
の
中
で
育
ち
過
ぎ
て
い

る
。
そ
の
見
直
し
を
、
祭
り
と
い
う
切

り
口
な
ら
で
き
そ
う
な
気
が
し
て
い
ま
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す
。例

え
ば
、
起
工
式
の
と
き
に
神
道
で

お
祓
い
を
す
る
こ
と
が
特
定
宗
教
に
偏

る
か
ら
憲
法
違
反
だ
、
と
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
明
治
以
前
は
祭

り
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

に
な
っ
て
か
ら
は
、
正
祭
式
に
対
す
る

雑
祭
式

ざ
っ
さ
い
し
き

。
そ
の
雑
祭
式
の
中
に
地
鎮
祭

も
あ
る
の
だ
か
ら
、
民
間
の
古
習
を
認

め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
一
般
の
人
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
渾
然
と
し
て
い

ま
す
か
ら
。

祭
り
の
要
素
と
は

神
事
は
祭
り
の
一
つ
の
パ
ー
ツ
で
す
。

祭
り
を
構
成
す
る
一
つ
の
要
素
で
す
。

そ
し
て
、
祭
り
を
構
成
す
る
対
極
の
要

素
が
直
会

な
お
ら
い

で
す
。

折
口

お
り
く
ち

信
夫

し
の
ぶ

が
祭
り
を
構
成
す
る
要
素

を
あ
る
程
度
整
理
し
て
い
る
の
で
、

我
々
は
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
い
い
の
で

す
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

す
。

折
口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
年
）
日
本
民
俗

学
、
国
文
学
、
国
学
の
研
究
者
。
異
人
を
異
界
か
ら

の
客
人
と
す
る
〈
マ
レ
ビ
ト
信
仰
〉
を
提
唱
し
、
日

本
人
の
信
仰
や
他
界
観
念
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り

と
し
た
。

ま
ず
第
一
に
、
神
仏
へ
の
祈
願
。
こ

れ
は
神
事
、
仏
事
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
神
主
や
長
老
が
神
棚
に
向
か
っ
て

パ
チ
パ
チ
と
柏
手
を
打
つ
よ
う
な
こ
と
、

儀
礼
で
す
ね
。

も
う
一
つ
が
、
飲
食
。
ご
馳
走
に
よ

っ
て
穢け

が

れ
を
癒
す
。
食
養
生
で
す
ね
。

つ
ま
り
滋
養
に
な
る
も
の
を
そ
の
と
き

に
集
中
し
て
食
べ
る
。

私
は
こ
れ
か
ら
連
想
す
る
の
で
す
が
、

多
分
ね
、
日
本
人
の
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン

ク
信
仰
な
ん
か
は
、
こ
こ
か
ら
き
て
い

る
。
私
が
こ
う
言
う
と
、
韓
国
や
中
国

に
行
っ
て
、「
こ
こ
だ
っ
て
同
じ
じ
ゃ

な
い
か
」
と
言
う
人
が
い
る
け
れ
ど
、

あ
れ
は
日
本
の
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン
ク
が

渡
っ
て
い
っ
て
広
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
も
と
も
と
彼
ら
の
習
慣
に
は
な

い
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
日
常
的
に
医

食
同
源
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
日
本
に

は
そ
れ
が
乏
し
い
。
日
本
で
は
、
祭
り

で
の
ご
馳
走
こ
そ
が
癒
し
の
元
と
い
う

考
え
方
が
強
い
は
ず
で
す
。

こ
れ
が
集
団
社
会
に
な
る
と
、〈
酒
〉

に
な
る
。
特
に
節
句
に
な
る
と
酒
に
薬

味
を
浸
け
た
〈
薬
酒

や
く
し
�

〉
が
用
い
ら
れ
る
。

桃
酒
、
菊
酒
の
類
い
で
す
ね
。

飲
食
、
特
に
酒
が
嵩こ

う

じ
て
く
る
と
そ

れ
に
つ
い
て
く
る
の
が
芸
能
で
す
。
芸

能
は
神
様
を
慰
撫
す
る
、
接
待
す
る
神

事
的
な
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
酒
と

と
も
に
必
要
が
生
じ
て
く
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
祭
り
の
大
切
な
要
素
で

あ
り
ま
す
が
、
最
近
は
言
い
に
く
い
、

特
に
女
性
の
前
で
言
う
と
袋
叩
き
に
遭

う
も
の
に
、
男
女
の
交
歓
が
あ
り
ま
す
。

川
柳
に
も
、「
社
前
よ
り
裏
が
に
ぎ
わ

う
村
祭
り
」
と
詠
う
よ
う
に
、
歴
然
と

し
た
歴
史
の
事
実
と
し
て
外
せ
な
い
も

の
な
ん
で
す
。
祭
り
と
い
う
の
は
、
男

女
の
営
み
が
そ
の
地
域
社
会
で
黙
認
さ

れ
た
日
で
も
あ
る
。
古
く
万
葉
集
、
風

土
記
の
世
界
か
ら
そ
れ
が
黙
認
さ
れ
て

き
た
。

だ
か
ら
、
私
生
児
で
あ
っ
て
も
さ
ほ

ど
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
村
社
会
の

中
で
平
然
と
育
て
ら
れ
て
き
た
。
我
々

の
二
、
三
世
代
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
曖あ

い

昧ま
い

な
が
ら
そ
う
い
う
常
識
で
し
た
。
明

治
政
府
は
、
そ
う
い
う
習
慣
も
正
そ
う

と
し
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
す
ぐ

に
直
ら
な
い
の
が
庶
民
社
会
の
伝
統
で

す
か
ら
ね
。
親
が
誰
だ
か
わ
か
っ
て
い

て
も
、「
あ
の
子
は
祭
り
の
子
供
だ
」

と
認
め
合
う
、
今
と
違
っ
た
村
社
会
の

ル
ー
ル
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
風
習
は
西
日
本
の
ほ
う
が
強
く

残
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
、
秋
祭
り
の

時
期
で
も
野
外
の
交
歓
が
可
能
だ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
昔
は
「
祭

り
の
夜
は
出
て
ゆ
く
な
」
と
い
う
の
が
、

良
家
の
教
え
だ
っ
た
。
特
に
娘
は
、
絶

対
に
外
に
出
さ
な
い
。

古
代
の
常
陸
・
筑
波
山
な
ど
に
は
、

〈
嬥
歌

か
が
い

〉（
歌
垣

う
た
が
き

の
東
国
方
言
）
の
風
習

が
存
在
し
た
こ
と
が
『
万
葉
集
』
な
ど

か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
〈
妻
問

い
〉
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。
他よ

所そ

の
男
が
吾
が
妻
を
口
説
い
て
い
る
、

な
ら
ば
我
も
人
妻
を
呼
ぼ
う
、
と
い
う

高
橋
虫
麻
呂
の
記
述
が
有
名
で
す
。
こ

の
日
だ
け
は
、
こ
の
山
を
お
治
め
に
な
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る
神
が
、
昔
か
ら
禁
じ
な
い
技
だ
か
ら
、

咎
め
て
は
い
け
な
い
、
と
詠
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
に
は
酒
と
芸
能
と
い
う

の
が
、
景
気
づ
け
に
は
誠
に
よ
ろ
し
い
、

と
さ
れ
る
。

折
口
は
そ
こ
ま
で
書
い
て
は
な
い
ん

で
す
が
、
祭
り
を
構
成
す
る
要
素
と
し

て
、
祈
願
・
祈
祷
、
酒
食
、
芸
能
、
性

交
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

神
事
か
娯
楽
か

神
輿

み
こ
し

や
盆
踊
り
な
ど
は
、
神
仏
を
慰

撫
す
る
意
味
合
い
と
芸
能
と
し
て
の
娯

楽
の
意
味
合
い
が
あ
っ
て
、
は
っ
き
り

と
は
分
け
難
い
場
合
が
あ
り
ま
す
ね
。

長
野
・
遠
山
谷
や
三
重
・
志
摩
半
島

の
盆
踊
り
な
ど
は
、
芸
能
で
は
な
く
聖

霊
を
慰
撫
す
る
ほ
う
に
主
眼
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
音
頭
は
あ
っ
て
も
、
動
き
自

体
が
撫
で
る
動
作
に
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
。
盆
踊
り
の
起
源
は
、
撫
で
る
こ
と

で
す
。
疲
れ
た
ご
先
祖
様
、
精
霊
が
来

た
の
を
撫
で
て
も
て
な
す
の
で
す
。
つ

ま
り
、
手
当
て
。
手
厚
い
も
て
な
し
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
撫
で
て
い
た
も
の
が
、
芸

能
化
す
る
に
従
っ
て
、
手
が
上
に
上
が

る
。
足
も
高
く
な
る
。
あ
げ
く
は
阿
波

踊
り
や
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
に
な
る
。

精
霊
を
慰
撫
し
て
い
た
も
の
が
芸
能

に
な
っ
て
、
そ
れ
も
最
初
は
流
し
だ
っ

た
の
が
輪
踊
り
に
な
る
。
輪
踊
り
に
な

っ
た
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
派
手
に
芸
能

化
し
て
い
く
。

今
で
も
東
北
地
方
や
南
の
島
に
は
、

各
家
の
庭
で
踊
る
と
い
う
盆
踊
り
が
結

構
残
っ
て
い
ま
す
よ
。
そ
れ
は
、
そ
の

家
に
招
い
た
盆
の
精
霊
を
、
み
ん
な
で

慰
撫
す
る
。
家
々
を
回
る
か
ら
、
盆
踊

り
と
言
わ
な
い
で
盆
回
し
と
か
も
言
い

ま
す
ね
。

そ
う
い
う
所
に
は
、
お
葬
式
の
あ
と

に
行
な
う
〈
貫
気

か
ん
き

〉
と
い
う
制
度
も
ま

だ
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
葬
式
の

あ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
死
霊
や
餓
鬼
霊

の
気
を
抜
く
た
め
に
行
な
い
ま
す
。
宗

派
を
問
わ
ず
、
こ
の
ご
ろ
は
般
若
心
経

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

を
唱
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。

同
様
に
、
祈
祷
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が

あ
る
。
神
主
が
司
る
神
事
と
い
わ
れ
る

も
の
か
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
行
な
う
よ

う
な
呪
術
と
い
わ
れ
る
も
の
ま
で
。

酒
食
も
宮
座
を
組
ん
で
の
限
ら
れ
た

メ
ン
バ
ー
で
の
式
三
献

し
き
さ
ん
こ
ん

（
酒
一
盃
と
肴
一
品

を
一
応
納
め
る
の
を
一
献
と
し
、
そ
れ
を
三
度
繰

り
返
し
て
供
す
る
。
俗
に
い
う
三
三
九
度
の
こ
と
）

や
、
神
饌
の
神
酒
を
下
ろ
し
て
行
な
う

直
会
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
す
。
儀
礼
的
な

酒
宴
、
つ
ま
り
礼
講
で
す
。

礼
講
が
あ
っ
て
の
無
礼
講
で
す
か
ら

ね
。
で
す
か
ら
直
会
に
も
、
礼
講
的
な

直
会
と
無
礼
講
的
な
直
会
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の

伝
統
文
化
は
、
お
し
な
べ
て
二
重
の
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
し
て

い
け
ば
、
見
え
に
く
か
っ
た
も
の
が
見

え
て
き
ま
す
。

芸
能
も
、
よ
り
神
事
的
に
霊
に
向
か

っ
て
い
る
芸
能
も
あ
れ
ば
、
娯
楽
的
に

人
に
向
か
っ
て
い
る
芸
能
も
あ
る
。

で
は
、
祀
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
神

は
ど
う
い
う
神
か
。
そ
れ
に
も
二
通
り

あ
る
。
一
つ
は
、
平
安
時
代
の
『
延
喜

え
ん
ぎ

式し
き

』
の
神
祇
式

じ
ん
ぎ
し
き

、
式
内
社

し
き
な
い
し
ゃ

の
神
名
帳

じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
うと

い
う
あ
た
り
で
、
神
様
の
鎮
座
ま
し
ま

す
所
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
日
本
の
神
様
全
体
の
こ
と

で
い
う
と
、
大
社
に
限
っ
た
こ
と
で
、

10
分
の
１
ぐ
ら
い
し
か
網
羅
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
。

神
祇
式

平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
格
式
（
律
令
の
施
行

細
則
）、
つ
ま
り
古
代
法
典
で
あ
る
『
延
喜
式
』（
９

０
５
年
〈
延
喜
５
〉
藤
原
時
平
ほ
か
11
名
の
委
員
に

よ
っ
て
編
纂
開
始
、
９
２
７
年
（
延
長
５
）
撰
進
。

施
行
は
、
40
年
後
の
９
６
７
年
〈
康
保
４
〉）
全
50

巻
の
内
、
神
祇
官
関
係
の
式
で
あ
る
巻
１
〜
巻
10
の

こ
と
。

式
内
社

『
延
喜
式
』
の
中
の
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
神
社
の

こ
と
で
、
社
格
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

神
名
帳

『
延
喜
式
』
の
巻
９
と
巻
10
の
こ
と
。
当
時
官
社
と

さ
れ
て
い
た
全
国
の
神
社
の
一
覧
。

式
内
社
に
は
二
千
八
百
数
社
し
か
数

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
、
文
字
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
物
知

り
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
書
い
て
い
く

の
で
複
雑
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
中
、
小
全
部
の
神
社
に
祭
神

が
定
ま
る
の
は
明
治
の
神
仏
判
然
令
以

降
の
こ
と
で
す
。
神
社
神
道
を
公
事
に

し
て
い
く
に
は
、
神
様
の
名
前
が
わ
か

ら
な
い
と
困
る
わ
け
で
す
か
ら
。

須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

、
大
国
主
命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
とな

ど
の
名
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前
の
通
っ
た
神
様
を
祀
っ
た
神
社
が
、

全
国
的
に
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
登
録

の
期
限
に
合
わ
せ
て
、
や
む
な
く
祭
神

を
設
け
た
か
ら
な
の
で
す
。

八
幡
様
な
ん
て
、
い
ま
だ
に
祭
神
の

正
体
が
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
本
来
、
八
幡

様
と
い
う
の
は
神
仏
が
合
体
し
て
の

〈
八
幡
大
菩
薩
〉
で
あ
っ
て
、
八
幡
様

の
正
体
が
神
功
皇
后
な
の
か
仲
哀
天
皇

な
の
か
、
は
た
ま
た
玉
依
姫

た
ま
よ
り
ひ
め

な
の
か
、

ほ
と
ん
ど
誰
も
ご
存
知
な
い
。
残
念
な

が
ら
、
明
治
政
府
を
リ
ー
ド
し
た
人
た

ち
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
関
す
る
素
養

が
ま
っ
た
く
な
い
人
た
ち
だ
っ
た
、
と

い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
近
代
国
家
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
国
の
宗
教
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か

ら
、
神
仏
習
合
の
伝
統
的
な
信
仰
を
無

視
し
て
、
神
道
の
国
教
化
を
図
っ
た
の

で
す
か
ら
。

だ
か
ら
祭
り
の
祭
式
も
神
饌
も
、
す

べ
て
伊
勢
に
な
ら
う
形
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
旧
勢
力
と
な
っ
た
出
雲
と
宇
佐
が

独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

全
国
的
に
は
、
二
拍
手
一
拝
と
い
う
伊

勢
式
の
作
法
が
正
当
化
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
出
雲
に
行
き
ま
す
と
四
礼
四
拍
手

二
拝
で
す
。
宇
佐
に
行
き
ま
す
と
、
二

礼
四
拍
手
一
拝
で
す
。
元
の
形
を
守
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
戦
争
に
な

ら
な
い
の
が
、
日
本
の
良
い
と
こ
ろ
で

す
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
評
価
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
の
神
・
仏
観
念

日
本
の
神
観
念
は
、
基
本
的
に
は
祖

霊
信
仰
と
自
然
信
仰
。
仏
観
念
も
同
じ
。

神
道
と
仏
教
が
習
合
で
き
た
の
も
、
こ

の
二
つ
を
柱
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

祖
霊
信
仰
と
い
う
の
は
、
稲
作
定
住

と
い
う
歴
史
が
背
景
に
あ
る
。
定
住
し

て
い
る
か
ら
、
何
世
代
も
前
の
ご
先
祖

様
の
命
日
が
決
ま
っ
て
、
墓
参
り
、
法

要
と
い
う
の
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
点
々
と
移
動
す
る
の
で
は
、

あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
で
稲
作
定
住
の
歴
史
を
１
０

０
０
年
以
上
持
っ
て
い
る
所
に
は
、
か

な
り
共
通
し
て
い
る
風
習
で
す
。

祖
霊
と
い
う
意
識
は
、
仏
教
伝
来
以

前
か
ら
日
本
人
の
中
に
あ
っ
た
の
で
す
。

山
の
頂
上
に
霊
が
棲
む
と
し
た
。
自
然

神
も
山
に
い
る
。
も
ち
ろ
ん
海
も
無
視

は
で
き
ま
せ
ん
。
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ

イ
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
し
か
し
、
割
合

に
す
る
と
圧
倒
的
に
山
を
精
霊
の
霊
場

と
し
た
。

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
　
沖
縄
や
鹿
児
島
・
奄
美
群
島
に
伝

わ
る
他
界
概
念
で
、
東
（
か
つ
て
は
辰
巳
の
方
角
と

い
わ
れ
た
の
で
、
南
東
）
の
海
の
彼
方
、
ま
た
は
海

の
底
、
地
の
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

５
万
分
の
１
の
地
図
を
見
る
と
、
生

活
圏
に
幾
つ
か
、
必
ず
神
様
、
仏
様
の

山
が
あ
る
。
御
山
、
御
嶽
、
御
岳
、
明

神
岳
、
釈
迦
ケ
岳
、
不
動
岳
な
ど
。
海

に
張
り
出
し
た
所
を
ミ
サ
キ
と
い
う
の

も
、
同
様
の
意
味
で
す
。
御
崎
。
こ
う

し
て
見
て
み
る
と
、
日
本
中
に
神
様
、

仏
様
の
山
が
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
も
山
容
が
優
れ
て
い
る
山
に
は
、

富
士
山
と
か
白
山
と
か
剣
山
と
い
う
名

前
を
つ
け
る
。

で
す
か
ら
神
様
を
祀
る
最
も
古
い
形

が
、
山
に
登
る
こ
と
。
そ
れ
が
定
住
社

会
に
な
っ
て
少
し
山
か
ら
離
れ
て
い
く

と
、
山
に
い
ち
い
ち
登
れ
な
く
な
る
。

そ
れ
で
山
の
懐
に
お
寺
や
お
宮
を
つ
く

っ
て
、
山
の
上
は
本
山

も
と
や
ま

と
か
、
奥
の
院

と
か
言
い
だ
す
。
そ
れ
で
山
を
遥
拝
す

る
形
式
に
な
る
。
さ
ら
に
平
場
に
人
が

住
む
よ
う
に
な
る
と
、
神
社
や
寺
も
平

場
に
出
る
よ
う
に
な
る
け
れ
ど
、
お
寺

に
は
山
号
を
残
し
て
い
る
。
浅
草
の
浅

草
寺
の
山
号
は
、
金
龍
山
。
み
ん
な
、

自
分
の
旦
那
寺
の
名
前
は
言
え
る
け
れ

ど
、
山
号
を
忘
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ

に
山
門
も
あ
る
。

神
社
は
、
い
く
ら
平
場
で
新
し
く
つ

く
っ
た
も
の
で
も
、
鎮
守
の
森
を
つ
く

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
平
地
に
あ
っ
て
も
山
に
あ
っ
た

と
き
と
同
じ
よ
う
な
、
い
う
な
れ
ば
原

風
景
を
残
し
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
神
・
仏
は
変
幻
自
在

も
と
も
と
は
、
山
の
上
に
す
べ
て
の

霊
が
集す

だ

く
。
そ
し
て
必
要
な
と
き
に
里

に
下
り
て
く
る
。
里
に
下
り
て
も
ら
え

る
か
ら
、
周
期
的
に
祭
り
が
で
き
る
ん

で
す
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
の
感
覚
だ
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
宗
教
観
と

い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
に
都
合

よ
く
で
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。
私
は
こ

れ
を
ア
メ
ー
バ
原
理
と
呼
ん
で
い
る
ん

だ
け
れ
ど
、
神
様
、
仏
様
は
在
所
を
固

定
し
な
い
。
必
要
な
時
に
、
必
要
な
所

に
、
フ
ー
っ
と
伸
び
て
い
く
。
変
幻
自

在
。
こ
れ
は
ま
だ
本
に
書
い
て
い
な
い

け
れ
ど
、
や
が
て
書
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。

だ
か
ら
10
月
を
神
無
月
と
い
う
。
神

様
が
出
雲
の
サ
ミ
ッ
ト
に
行
っ
て
留
守

な
の
に
、
な
ん
で
こ
こ
で
祭
り
が
で
き

る
ん
だ
、
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と
を
言
う

の
は
、
そ
の
原
理
を
知
ら
な
い
か
ら
で

す
。
唯
一
絶
対
神
と
し
て
の
神
観
念
で

も
の
を
考
え
る
と
、
そ
う
い
う
疑
問
が

生
じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ア
メ
ー
バ

原
理
で
考
え
れ
ば
、
出
雲
の
サ
ミ
ッ
ト

に
行
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
ー
バ
で
ぐ

う
っ
と
伸
び
て
い
る
先
っ
ぽ
の
部
分
だ

け
。
い
う
な
れ
ば
、
外
務
大
臣
だ
け
が

出
張
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
ほ
か
の
大

臣
は
常
駐
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
の

で
す
。

だ
か
ら
平
場
に
出
て
き
て
い
て
も
、

山
の
上
に
は
も
と
も
と
の
神
様
の
一
部

が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
拝
み
た
い
人

は
、
山
ま
で
登
っ
て
い
け
ば
い
い
。
そ

れ
が
奥
の
院
で
す
。
便
利
な
こ
と
に
山

の
入
口
に
も
神
仏
は
い
る
し
、
法
要
を

や
る
と
き
に
は
町
中
の
寺
に
も
移
っ
て

き
て
も
ら
え
る
し
、
家
に
招
く
こ
と
も
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で
き
る
。

法
要
と
い
う
の
が
、
こ
こ
ま
で
制
度

化
し
た
の
も
日
本
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

韓
国
、
中
国
、
小
乗
仏
教
で
す
が
タ
イ

な
ど
に
は
、
法
要
と
い
う
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
明
治
以
降
の
お
寺
さ

ん
が
、
自
立
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か

ら
、
営
業
化
し
て
強
化
さ
れ
も
し
た
制

度
で
す
。

宗
派
に
よ
っ
て
違
う
け
れ
ど
、
三
十

三
回
忌
で
〈
弔

と
む
ら
いい

上
げ
〉
と
す
る
。
そ

う
す
る
と
、
先
祖
霊
は
山
か
ら
あ
っ
ち

の
世
界
に
行
く
と
考
え
る
。
極
楽
へ
。

そ
う
す
る
と
、
総
体
と
し
て
の
ご
先
祖

様
に
な
る
。
山
の
上
に
い
る
か
ら
、

個
々
に
簡
単
に
下
り
て
く
る
ん
で
す
。

そ
の
間
に
名
無
し
の
権
兵
衛
じ
ゃ
可
哀

想
だ
か
ら
、
中
間
社
会
に
い
る
間
は
戒

名
と
か
法
名
を
使
う
。
三
十
三
回
忌
と

い
う
の
は
、
そ
の
故
人
を
知
っ
て
い
る

人
間
が
供
養
で
き
る
一
般
的
な
限
度
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
か
ら
先
は
各
家
の
ご
先
祖
様
で

は
な
く
、
集
団
社
会
総
体
の
ご
先
祖
様

に
な
る
。
こ
れ
を
祀
る
の
が
氏
神
と
な

る
。
氏
神
信
仰
。
総
祖
霊
、
不
特
定
多

数
の
匿
名
化
さ
れ
た
祖
霊
。
こ
の
辺
が
、

仏
教
と
神
道
が
仲
良
く
や
っ
て
こ
ら
れ

た
秘
訣
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
両
方
と

も
、
祖
霊
信
仰
が
中
心
な
の
で
す
。

人
間
の
都
合
で
、
こ
こ
ま
で
つ
く
り

上
げ
て
い
っ
た
日
本
人
の
神
観
念
、
仏

観
念
は
本
当
に
す
ご
い
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。

祖
霊
信
仰
と
と
も
に
自
然
信
仰
も
根

強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
世
界
で
い
う

と
こ
ろ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
。
そ
れ
は
、
未

開
社
会
で
顕
著
な
信
仰
形
態
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
日
本
で
は
い
ま
だ
に
し
っ

か
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
自
然
信
仰
は
、
端
的
に
言
っ

て
し
ま
え
ば
、
始
め
に
山
の
神
あ
り
き
。

さ
ま
ざ
ま
な
霊
を
所
轄
す
る
、
受
け
入

れ
る
の
が
山
の
神
だ
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
山
の
神
は
、
最
古
代
に
お
い

て
は
唯
一
万
能
神
に
近
か
っ
た
。
正
月

の
神
様
〈
歳
神
様
〉
は
、
あ
る
時
期
だ

け
山
の
神
が
里
へ
下
り
て
き
て
、
歳
神

様
の
機
能
を
各
家
に
分
配
し
て
果
た
し

た
。
田
植
え
が
始
ま
る
と
、
田
の
神
様

に
変
身
す
る
。
ま
た
、
八
朔
を
過
ぎ
て
、

雨
や
日
照
り
の
心
配
が
な
く
な
る
と
、

も
う
田
を
守
護
す
る
必
要
が
な
い
と
山

に
帰
る
。
四
季
折
々
の
自
然
循
環
と
同

じ
よ
う
に
、
神
様
が
一
年
を
通
じ
て
循

環
し
て
い
る
構
図
だ
っ
た
。

北
関
東
の
童
歌

わ
ら
べ
う
た

の
中
に
も
そ
の
構
図

が
残
っ
て
い
ま
す
。

正
月
様
ご
ざ
っ
た

ど
こ
か
ら
ご
ざ
っ
た

山
か
ら
ご
ざ
っ
た

ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と

楪
ゆ
ず
り
はに

乗
っ
て

山
か
ら
ご
ざ
っ
た

山
の
常
緑
の
木
と
い
う
の
が
、
山
か

ら
下
り
る
神
様
の
乗
り
も
の
に
な
っ
た
。

正
月
に
一
般
的
に
は
門
松
を
立
て
ま
す

が
、
こ
れ
も
松
枝
を
依
代

よ
り
し
ろ

と
し
て
山
か

ら
下
り
て
き
た
証
し
。
あ
れ
は
、
い
う

な
れ
ば
歳
神
様
が
乗
っ
て
き
た
ハ
イ
ヤ

ー
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
家
の
中
ま
で

入
れ
な
い
。
か
と
い
っ
て
放
り
投
げ
て

お
く
の
は
失
礼
だ
か
ら
、
入
口
に
立
て

て
お
く
。
だ
か
ら
、
あ
の
形
式
を
と
や

か
く
言
う
意
味
は
な
い
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
鳶
職

と
び
し
�
く

が
造
形
的

に
つ
く
っ
て
商
う
よ
う
に
な
る
か
ら
、

松
竹
梅
を
あ
し
ら
っ
た
り
、
和
紙
を
飾

っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

本
来
的
な
意
味
か
ら
い
う
と
、
松
が
１

本
あ
れ
ば
結
構
な
ん
で
す
。
楪
を
注し

連め

縄な
わ

に
取
り
つ
け
る
の
で
も
い
い
。

そ
れ
か
ら
中
国
山
地
で
は
、
か
な
り

広
い
範
囲
で
、
諺

こ
と
わ
ざが

伝
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。正

月
く
れ
ば
　
歳
徳
さ
ん

節
分
過
ぎ
れ
ば
　
田
の
神
さ
ん

八
朔
過
ぎ
れ
ば
　
山
の
神

山
の
神
が
原
始
万
能
神
だ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
す
。

龍
神
、
水
神
と
い
っ
た
水
の
神
も
山

の
神
で
す
。
水
を
配
る
の
は
、
水
分
神

み
く
ま
り
の
か
み

。

特
に
奈
良
盆
地
に
は
た
く
さ
ん
祀
っ
て

あ
り
ま
す
。
水
が
分
水
嶺
か
ら
川
を
流

れ
て
、
地
下
を
く
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
は
、

昔
の
人
だ
っ
て
当
然
知
っ
て
い
る
自
然

の
原
理
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
水
が
涸

れ
た
ら
、
雨
乞
い
は
山
に
上
が
っ
て
す

る
わ
け
で
す
。
山
の
神
を
直
接
祀
る
か

ら
山
に
登
る
の
で
あ
っ
て
、「
あ
れ
は

天
に
近
い
か
ら
」
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と

を
言
っ
ち
ゃ
あ
い
け
ま
せ
ん
。

海
上
の
神
も
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
け

れ
ど
、
日
本
で
は
な
ん
と
い
っ
て
も
山

の
神
。
絶
対
神
で
は
な
い
け
れ
ど
、
万

能
神
な
の
で
す
。

そ
う
や
っ
て
循
環
し
て
く
れ
る
山
の

神
な
ん
だ
け
れ
ど
、
ア
メ
ー
バ
の
一
端

が
山
に
帰
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す

よ
。
居
心
地
が
良
い
か
ら
、
家
の
中
に

居
着
い
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
我

が
家
の
〈
山
の
神
〉
と
い
う
。

怒
ら
す
と
怖
い
よ
。

ま
あ
、
こ
れ
は
冗
談
で
は
な
く
、
主

婦
の
こ
と
を
な
ん
で
山
の
神
と
い
う
か

と
い
う
と
、
男
と
女
と
ど
っ
ち
が
大
事

か
と
い
う
と
、
女
の
ほ
う
だ
と
い
う
こ

と
。
子
供
を
産
む
、
と
い
う
こ
と
だ
け

で
も
大
変
な
こ
と
。
だ
か
ら
戦
争
が
激

し
く
な
る
と
、
女
性
は
自
然
と
保
護
さ

れ
る
。
牛
で
い
っ
た
っ
て
、
10
頭
の
雌

に
２
、
３
頭
の
雄
が
い
れ
ば
、
子
孫
を

保
つ
こ
と
の
用
が
足
り
る
。
逆
は
あ
り

得
な
い
か
ら
。
だ
か
ら
、
原
始
女
性
は

太
陽
で
あ
っ
た
、
と
平
塚
雷
鳥
も
言
っ

た
ん
で
す
。

亭
主
元
気
で
留
守
が
い
い
、
と
も
言

い
ま
す
。
そ
し
て
、
主
婦
は
家
の
中
で

し
っ
か
り
根
を
下
ろ
す
。
だ
か
ら
、
奥

さ
ん
の
こ
と
を
〈
大
黒
様
〉
と
も
い
う
。

家
の
大
黒
柱
は
女
性
と
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
〈
家
刀
自

い
え
と
じ

〉
と
も
い
う
。
ト

ジ
と
い
う
の
は
、
頭

か
し
ら

の
こ
と
で
す
。
字

は
違
い
ま
す
が
、
酒
蔵
の
仕
込
み
の
頭

9 生活行事のすべてが祭り

長野県・南信濃地域の遠山郷霜月祭りは、集落ごとに少しずつ異なる作法で行なわ
れる。この拾五社は、険しい山道を上った標高の高い土地にあるが、祭り当日は地
元民、観光客合わせて、大勢の人で大変な賑わいとなる。
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さ
す
が
に
一
国
主
義
と
い
う
か
、
日

本
人
は
一
言
語
で
一
民
族
、
と
い
う
人

は
い
な
く
な
り
ま
し
た
が
。
こ
う
い
う

歴
史
観
を
長
く
幻
想
と
し
て
抱
い
て
き

た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
日
本
人
は
日

本
人
は
、
と
一
元
化
し
て
言
う
風
潮
が

つ
い
最
近
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
研
究
し
て
い
る
人
が
、
生
活

体
験
者
で
な
い
人
が
多
い
の
も
問
題
で

し
た
。
生
活
体
験
者
な
ら
、
こ
う
い
う

結
論
に
は
結
び
つ
け
な
か
っ
た
、
と
い

う
よ
う
な
歴
史
観
や
民
俗
観
が
生
じ
た

の
で
す
。

日
本
列
島
は
南
北
に
３
０
０
０
㎞
。

中
国
や
ア
メ
リ
カ
の
南
北
に
ほ
ぼ
匹
敵

す
る
距
離
で
す
。
自
然
信
仰
を
考
え
た

ら
、
そ
の
広
い
範
囲
で
、
み
ん
な
同
じ

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
が
統
一
さ

れ
て
、
い
か
に
も
一
つ
と
な
っ
た
よ
う

に
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
か
。
神
社
神
道

の
大
き
な
祭
具
で
あ
る
榊

さ
か
き

は
、
東
日
本

に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
東
京
で
売
っ
て

い
る
の
は
ヒ
サ
カ
キ
と
い
っ
て
、
サ
カ

キ
も
ど
き
。
葉
が
小
さ
く
て
端
に
ギ
ザ

ギ
ザ
が
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
、
江
戸
時

代
以
前
で
江
戸
で
榊
を
祀
っ
て
い
る
か

ど
う
か
の
疑
問
を
持
っ
て
い
い
ん
で
す

よ
。特

に
自
然
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
来
、

土
地
土
地
で
さ
ま
ざ
ま
。
そ
の
多
様
性

こ
そ
が
日
本
の
土
着
性
で
あ
り
、
民
俗

文
化
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

中
で
、
ほ
ぼ
ど
こ
で
も
望
め
る
高
山
が

信
仰
の
対
象
と
な
り
、
広
く
共
有
さ
れ

て
き
た
、
と
い
う
の
が
妥
当
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
の
役
割

祭
り
が
定
例
化
す
る
以
前
の
古
い
時

代
に
は
、
非
日
常
的
な
出
来
事
に
は
シ

ャ
ー
マ
ン
（
呪
術
師
）
が
対
応
し
ま
し
た
。

日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
原
初

は
ど
こ
で
も
そ
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

祭
り
の
日
立
て
も
そ
の
人
が
行
な
い
ま

し
た
か
ら
、
銘
々
勝
手
に
行
な
う
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

に
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
ど
ん
な
に
神
が
か

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
が
喰
っ
て

い
け
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
占
わ
な

い
。シ

ャ
ー
マ
ン
は
世
襲
で
は
な
く
、
長

老
が
認
め
た
人
が
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

普
通
の
状
態
で
は
認
め
ら
れ
に
く
く
、

舌
を
切
っ
た
り
、
目
を
潰
さ
れ
た
り
し

ま
し
た
。
身
障
者
が
な
る
こ
と
も
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
以
前
は
片
目
の

神
主
と
い
う
の
は
多
く
見
ら
れ
、
シ
ャ

ー
マ
ン
が
神
主
に
移
行
す
る
過
程
が
う

か
が
え
ま
す
。

日
本
で
は
、
古
代
は
女
性
が
な
っ
て

い
た
シ
ャ
ー
マ
ン
に
、
中
世
、
近
世
で

は
男
が
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と

普
通
の
形
で
は
み
ん
な
が
呪
術
性
を
認

め
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
早
い

話
が
焼
け
火
箸
を
目
に
突
っ
込
ん
で
修

行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
が
23
歳
か
ら
24
歳
の
こ
ろ
、
ヒ
マ

は
杜
氏
と
い
い
ま
す
ね
。

ア
メ
ー
バ
原
理
を
支
え
た
の
は

日
本
で
神
仏
の
ア
メ
ー
バ
原
理
が
発

達
し
た
の
は
、
喰
う
こ
と
に
さ
ほ
ど
困

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
２
７
０
年
間

も
鎖
国
を
続
け
て
、
安
穏
と
暮
ら
し
て

い
か
れ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
ほ
か

の
国
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
島
国
だ
か

ら
侵
略
が
難
し
か
っ
た
、
と
い
う
立
地

的
な
原
因
も
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
列
島

の
中
で
自
立
し
て
自
給
し
て
喰
っ
て
い

け
た
ん
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
大
飢
饉
の
と
き
に
娘
を

身
売
り
し
た
と
か
例
外
的
な
こ
と
は
あ

る
け
れ
ど
、
今
ま
で
の
歴
史
検
証
と
い

う
の
は
、
東
北
は
毎
年
そ
う
だ
っ
た
み

た
い
に
い
う
け
れ
ど
、
そ
ん
な
は
ず
は

な
い
。

こ
れ
は
、
戦
後
の
歴
史
学
者
が
文
献

主
義
に
偏
り
過
ぎ
た
こ
と
に
因
る
こ
と

で
、
歴
史
観
を
偏
狭
な
も
の
に
し
た
。

文
献
も
大
事
な
ん
で
す
が
、
普
通
の
こ

と
は
書
か
な
い
。
特
別
な
こ
と
、
異
常

な
こ
と
し
か
書
か
な
い
の
で
す
か
ら
。

銘
々
の
日
記
だ
っ
て
、
下
痢
を
し
た
こ

と
は
書
い
て
も
、
通
便
が
良
か
っ
た
こ

と
は
書
か
な
い
で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
、

一
生
下
痢
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
だ
か

ら
、
絵
図
を
挟
む
と
か
、
庶
民
が
書
い

た
カ
ナ
釘
流
の
道
中
記
な
ん
か
も
資
料

と
し
て
併
せ
て
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

右：遠山郷霜月祭り／拾五社での直
会の様子。
左：天神祭／神域と現世を隔てる結
界の役割を担う注連縄。普通の注連
縄の前に、紙垂（しで）が下げられ
たアーチ状の注連縄が立てられ、両
脇に笹竹が据えられている。
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１
９
２
９
年
に
「
春
の
海
」
を
発
表
。
フ
ラ
ン
ス
人

女
流
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
　
ル
ネ
・
シ
ュ
メ
ー
と
競
演

し
、
世
界
的
な
評
価
を
得
た
。

さ
っ
き
の
歌
垣
に
お
け
る
男
女
の
こ

と
に
し
て
も
、
身
体
の
不
自
由
な
方
の

こ
と
に
し
て
も
、
今
の
価
値
観
と
は
違

う
許
容
社
会
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

歴
史
は
簡
単
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の

で
す
。

時
間
、
空
間
、
人
間
の
三
つ
の
要
素

が
循
環
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
で
は
天
地

人
な
ん
て
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
今
、

天
地
人
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
、

と
ま
で
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
崩
れ
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

観
光
化
す
る
祭
り

交
通
手
段
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
祭

り
が
観
光
行
事
と
し
て
人
を
集
め
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
他
所
の
祭
り
を
わ
ざ
わ
ざ
見
に
行

く
と
い
う
の
は
、
鉄
道
や
自
動
車
が
発

達
し
て
以
降
の
こ
と
で
す
。
ご
く
ご
く

最
近
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
の
先
駆
け
が
京
都
の
祇
園
祭
り

で
し
ょ
う
ね
。
祇
園
祭
り
は
昭
和
40
年

代
（
１
９
６
５
年
〜
）
か
ら
、
山
鉾
を
曳
く

の
に
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
い
ま
し
た

か
ら
ね
。
東
京
の
三
つ
の
祭
り
の
神
輿

か
き
も
、
連
に
任
せ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
祭
り
の
一
部
を
請
け
負
い
に
出

し
た
と
こ
ろ
で
、
一
番
最
近
起
き
た
大

き
な
変
容
が
あ
る
。
か
つ
て
は
自
分
た

ち
で
汗
水
流
し
て
何
ら
か
の
役
を
こ
な

し
て
い
た
も
の
が
、
見
物
人
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

東
京
の
三
つ
の
祭
り
　
神
田
明
神
・
神
田
祭
り
／
赤

坂
日
枝
神
社
・
山
王
祭
り
／
浅
草
神
社
・
三
社
祭
り

し
か
し
、
表
向
き
に
他
所
の
人
を
雇

っ
て
や
る
よ
う
な
部
分
は
、
観
光
客
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
元
の

氏
子
組
織
に
よ
る
儀
礼
や
行
事
は
簡
単

に
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

へ
の
参
加
は
一
般
人
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
、
そ
こ
の
部
分
に
古
く
か
ら
の
し

き
た
り
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん

で
す
よ
。

例
え
ば
祇
園
祭
り
だ
っ
て
、
町
内
の

神
酒
所
と
か
、
稚
児
を
出
し
た
家
で
の

行
事
と
か
は
、
昔
の
よ
う
に
や
っ
て
い

る
し
、
部
外
者
が
入
っ
て
行
っ
て
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
祭
り
が
観

光
化
し
て
巨
大
化
す
る
と
、
か
え
っ
て

そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
見
せ
な
い
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
は
、
中
核
に
い
る
人
た
ち

の
、
あ
る
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
が
見

え
に
く
い
か
ら
、
表
の
大
き
く
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
わ
け

で
す
が
。

伊
勢
神
宮
だ
っ
て
、
式
年
遷
宮
は
い

く
ぶ
ん
か
観
光
化
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

お
木
曳
行
事
は
、
宮
川
渡
会
橋
か
ら
外

宮
ま
で
の
約
１
㎞
の
道
の
り
を
曳
く
も

の
。
も
と
は
伊
勢
の
旧
領
民
だ
け
が
参

加
で
き
る
行
事
だ
っ
た
の
で
す
が
、
１

ラ
ヤ
を
歩
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
各
地

で
シ
ャ
ー
マ
ン
が
焼
き
ご
て
を
足
裏
や

手
の
甲
に
押
し
つ
け
て
、
失
神
し
た
振

り
を
し
て
占
う
、
と
い
う
こ
と
を
何
回

も
見
ま
し
た
。
日
本
で
も
山
伏
が
火
渡

り
を
す
る
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
、
そ
う

で
す
よ
。
見
て
い
る
人
が
「
す
げ
え
な

あ
」
と
感
心
す
る
よ
う
で
な
い
と
シ
ャ

ー
マ
ン
と
し
て
通
用
し
な
い
。

ま
あ
、
近
世
、
あ
る
い
は
近
代
以
降

は
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
神
主
や
僧
侶

が
務
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

韓
国
に
は
、
今
で
も
家
を
建
て
る
と

き
な
ど
に
家
相
を
見
て
も
ら
っ
て
祓は

ら

い

を
し
て
も
ら
う
〈
ム
ー
ダ
ン
〉
と
い
う

シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
て
、
在
日
韓
国
人
の

人
で
も
１
０
０
万
円
ぐ
ら
い
平
気
で
出

し
て
い
ま
す
。〈
ム
ー
ダ
ン
〉
の
基
本

的
な
条
件
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
の
が

標
準
化
し
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
る
に
、
身
障
者
が
自
活
す

る
た
め
に
あ
る
分
野
の
職
業
を
空
け
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
瞽
女

ご
ぜ
　

と
か
宮
城
道
雄
さ

ん
の
よ
う
な
琴
の
師
匠
と
か
、
按
摩
と

か
、
目
の
不
自
由
な
人
が
就
き
や
す
い

職
業
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
う

い
う
こ
と
を
差
別
と
い
う
観
点
だ
け
で

は
な
く
、
社
会
福
祉
に
近
い
機
能
を
持

っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
見

直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

瞽
女
（
ご
ぜ
）
目
が
見
え
な
い
女
性
が
、
旅
回
り
を

し
な
が
ら
三
味
線
を
弾
き
歌
を
歌
っ
て
糧
を
得
る
。

宮
城
道
雄

１
８
９
４
〜
１
９
５
６
年
　
兵
庫
県
神

戸
市
生
ま
れ
の
作
曲
家
・
箏
曲
家
。
８
歳
で
失
明
。



９
７
３
年
（
昭
和
48
）
の
第
60
回
式
年
遷

宮
の
と
き
に
、
初
め
て
一
般
の
人
も

〈
一
日
神
領
民
〉
と
し
て
参
加
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
陸
曳
き
で
あ
っ
て
、

川
曳
き
は
絶
対
に
外
か
ら
の
人
間
は
入

れ
ま
せ
ん
。

村
の
脆
弱
化
と
祭
り

私
が
昭
和
40
年
代
に
歩
き
始
め
た
と

き
か
ら
比
べ
て
、
消
え
て
い
っ
た
り
消

え
よ
う
と
し
て
い
る
祭
り
は
、
や
は
り

村
の
祭
り
で
す
。
都
市
は
流
動
的
に
見

え
て
も
、
中
核
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず

維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
簡
単
に
は
消

え
ま
せ
ん
ね
。
な
ん
だ
か
ん
だ
い
っ
て

も
、
人
が
住
ん
で
い
ま
す
か
ら
。

村
の
問
題
は
、
こ
の
20
年
か
ら
30
年

に
起
き
た
顕
著
な
現
象
と
し
て
、
祭
り

の
と
き
に
子
供
を
帰
さ
な
く
な
っ
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
親
の
責

任
で
、
今
、
泣
い
て
も
遅
い
。
物
わ
か

り
の
い
い
親
を
演
じ
始
め
た
こ
と
が
原

因
で
す
。

息
子
が
都
会
の
学
校
に
行
き
た
い
と

言
え
ば
、
平
日
は
工
場
に
勤
め
て
夜
勤

を
や
っ
て
、
土
日
で
田
ん
ぼ
を
耕
し
て
、

親
は
フ
ル
回
転
で
働
き
な
が
ら
子
供
を

都
会
に
出
し
た
が
、
そ
の
子
供
を
時
々

に
で
も
帰
す
手
立
て
を
考
え
な
か
っ
た
。

そ
の
子
供
を
放
任
す
る
こ
と
が
、
物
わ

か
り
の
良
い
親
だ
、
と
勘
違
い
し
た
。

そ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
、
今
、
も
ろ
に
出
て

い
ま
す
。

祭
り
の
こ
と
で
い
う
と
、
20
年
前
に

は
頭
屋
に
当
た
っ
た
と
き
に
は
長
男
を

呼
び
返
し
た
も
の
で
す
よ
。
こ
ん
な
こ

と
は
数
年
に
一
度
し
か
な
い
ん
だ
し
、

一
年
も
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
か

ら
、
３
日
や
４
日
の
休
み
が
取
れ
な
い

は
ず
が
な
い
ん
で
す
。
所
に
よ
っ
て
は

次
男
、
三
男
も
帰
っ
て
く
る
。
長
男
は

妻
や
子
供
も
連
れ
て
帰
る
。
こ
れ
も
、

村
や
家
の
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
帰
っ
て
こ
な
く
て
い
い
よ
、

と
言
う
の
は
、
今
は
祭
り
も
省
略
化
さ

れ
て
い
る
し
、
賄
い
だ
っ
て
仕
出
し
を

頼
め
ば
済
む
。
お
金
さ
え
出
せ
ば
、
な

ん
と
か
で
き
る
。
だ
か
ら
老
夫
婦
と
近

い
所
に
い
る
親
戚
が
手
伝
う
。
頭
屋
組

と
い
っ
て
、
近
所
の
人
も
手
伝
っ
て
く

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
の
跡
取
り
が

い
な
い
祭
り
と
い
う
の
が
、
珍
し
く
な

く
な
っ
て
い
く
と
、
祭
り
の
伝
承
力
は

著
し
く
後
退
し
て
い
く
。
親
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
に
、
子
供
が
五
十
面

ご
じ
�
う
づ
ら

下

げ
て
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
役

に
は
立
た
な
い
ん
で
す
。

こ
れ
は
日
本
の
地
方
を
脆
弱
に
し
て

い
る
一
つ
の
理
由
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

政
治
の
責
任
も
あ
り
ま
す
が
、
物
わ
か

り
の
良
い
親
が
増
え
た
こ
と
が
、
地
方

の
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

葬
儀
も
、
そ
の
後
追
い
を
し
て
い
ま

す
。
町
村
合
併
に
よ
っ
て
葬
儀
場
が
使

え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
自
宅
で
葬

式
を
出
す
た
め
の
し
き
た
り
が
継
承
さ

れ
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
村
の
中
で
も
顔
を
合
わ
せ
る

機
会
が
ま
す
ま
す
な
く
な
る
。

私
は
、
帰
っ
て
い
ま
す
よ
。
都
会
か

ら
帰
っ
て
く
る
人
間
が
十
何
軒
の
集
落

に
３
人
い
れ
ば
、
何
と
か
祭
り
も
維
持

で
き
る
と
思
い
ま
す
が
。
常
駐
す
る
ま

で
の
必
要
は
な
く
、
時
々
で
よ
い
の
で

す
。島

の
祭
り
は
、
昔
か
ら
帰
る
こ
と
を

義
務
づ
け
た
所
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

残
っ
て
い
る
ん
で
す
。

い
っ
た
ん
崩
し
た
も
の
は
も
う
簡
単

に
は
取
り
戻
せ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
こ

ろ
で
の
村
お
こ
し
は
幻
想
に
し
か
過
ぎ

な
い
。
も
っ
と
早
く
手
を
打
つ
べ
き
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。

先
日
私
は
、
神
戸
の
灘
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。
震
災
で
あ
れ
だ
け
の
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
不
景
気

で
随
分
落
ち
込
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
で
も
あ
れ
だ
け
の
酒
蔵
が
維
持
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
感
心
す
る
。
や
は

り
、
酒
蔵
の
旦
那
衆
に
は
見
識
が
あ
っ

た
。
そ
の
一
番
の
功
績
は
、
１
９
５
１

年
（
昭
和
26
）
に
甲
南
大
学
を
つ
く
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
、
後
継
者

が
東
京
の
大
学
に
行
っ
て
、
東
京
付
き

に
な
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
ら
困
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
慶
応
大
学
に
匹

敵
す
る
大
学
を
つ
く
ろ
う
、
と
い
っ
て
、

み
ん
な
で
資
金
を
調
達
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
で
は
、
商
業
的

な
才
覚
と
い
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、

灘
で
は
底
力
を
感
じ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
人
口
が
集
積
し
て
い
な

い
村
に
同
じ
こ
と
を
し
ろ
、
と
い
う
の

は
無
理
で
し
ょ
う
が
、
人
口
の
流
出
を

未
然
に
防
い
だ
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

は
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

沖
縄
が
元
気
な
こ
と
の
一
つ
の
要
因

も
、
人
口
の
流
出
を
あ
の
手
こ
の
手
で

防
い
だ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
手
だ
て
の
一
つ
が
、
中
央
に
出

て
実
績
を
残
し
た
人
を
野
球
の
監
督
と

し
て
呼
び
戻
す
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
本
土
へ
の
練
習
試
合
に
生
徒
を
派

遣
し
、
そ
の
旅
費
は
す
べ
て
後
援
会
が

持
つ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
離

島
の
八
重
山
高
校
だ
っ
て
、
甲
子
園
に

出
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
沖
縄

復
帰
直
後
は
、
特
別
枠
で
出
場
し
て
負

け
て
い
た
ん
で
す
か
ら
、
大
変
な
進
歩

で
す
。
そ
れ
が
、
相
乗
効
果
と
し
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
高
め
て
い
る
。

子
供
や
人
材
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し

て
外
に
出
た
人
間
を
郷
友
会
で
つ
な
ぎ

ま
し
た
。
私
も
二
度
ほ
ど
参
加
し
ま
し

た
が
、
久
米
島
郷
友
会
な
ん
て
、
そ
の

と
き
は
東
京
・
小
金
井
公
会
堂
を
借
り

て
盛
大
に
お
祭
り
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
得
た
お
金
も
久
米
島
に
還
元
さ

れ
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
も
稀
な
例
だ
け
れ
ど
、

存
在
す
る
。
沖
縄
の
場
合
は
、
一
例
と

し
て
野
球
で
の
活
性
化
が
作
用
し
た
わ

け
で
す
。

都
会
に
出
て
稼
い
で
い
る
人
を
ど
う

や
っ
て
戻
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

知
恵
が
な
き
ゃ
金
を
出
せ
、
金
が
な
き
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ゃ
帰
っ
て
働
け
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

国
土
交
通
省
が
提
案
し
た
二
地
域
居
住

の
制
度
な
ど
、
も
っ
と
利
用
さ
れ
る
と

よ
か
っ
た
。
年
間
１
０
０
日
ぐ
ら
い
、

都
会
で
残
っ
た
労
働
力
を
帰
し
て
い
く
。

地
元
は
旅
費
と
宿
泊
、
食
費
を
保
証
す

る
。
賃
金
は
出
来
高
制
、
と
い
う
こ
と

に
す
れ
ば
必
要
な
人
材
は
確
保
で
き
る
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
地
域
の
出
身
者
を
第

一
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
、
親

が
生
き
て
い
る
間
は
帰
れ
る
。
親
が
死

ん
で
か
ら
は
帰
り
に
く
い
で
し
ょ
う
か

ら
。ま

だ
間
に
合
う
所
な
ら
、
親
の
生
き

て
い
る
う
ち
に
、
ま
ず
は
祭
り
に
帰
郷

し
て
も
ら
う
こ
と
を
是
非
検
討
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

穢
れ
に
対
す
る
未
然
の
手
当
て

そ
も
そ
も
祭
り
を
す
る
の
は
、
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
周
期
的
に
祭
り

を
行
な
い
、
年
中
行
事
化
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
私
は
、
考
え
を
整
理
す
る

た
め
の
図
式
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

祭
り
を
す
る
の
は
、
集
団
社
会
の
穢

れ
を
癒
す
た
め
。「
気
」
が
「
枯
れ
て

い
く
」
こ
と
に
対
す
る
未
然
の
手
当
て

と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
き
ま
す
。

祭
り
を
テ
ー
マ
に
す
る
か
ら
と
い
っ

て
祭
り
だ
け
で
考
え
た
ら
い
け
な
い
の

で
あ
っ
て
、「
旅
」
と
い
う
の
も
こ
れ

に
当
て
は
め
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
、
一

層
、
明
確
に
な
り
ま
す
。
よ
く
言
う
よ

う
に
、
日
常
（
ケ=

気
）
か
ら
の
一
時

的
な
脱
出
と
い
う
の
は
、
充
分
に
説
明

材
料
に
な
る
で
し
ょ
う
。

旅
は
祭
り
で
は
な
い
け
れ
ど
、
祭
り

に
準
ず
る
穢
れ
落
と
し
に
は
な
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
旅
は
祭
り
の
構
成
員
と

一
緒
で
は
な
い
。
も
う
少
し
、
任
意
性

が
強
い
。
有
志
集
団
が
主
体
と
な
る
の

だ
し
、
個
々
に
も
ば
ら
け
る
。
そ
の
違

い
が
あ
る
。

集
団
社
会
が
全
体
的
に
疲
れ
て
き
た

と
き
に
、
つ
ま
り
穢
れ
（
気
枯
れ
）
た

と
き
に
祭
り
を
す
る
。
今
は
、
疲
れ
た

と
き
に
は
銘
々
で
医
者
に
行
く
。
医
療

が
不
足
の
時
代
と
い
う
の
は
、
食
養
生

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
っ
た
。

か
と
い
っ
て
、
毎
日
、
銘
々
が
食
養
生

し
ろ
っ
て
い
っ
た
っ
て
、
と
て
も
で
き

ま
せ
ん
か
ら
。
今
だ
っ
て
、「
メ
タ
ボ

だ
か
ら
食
養
生
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ

て
、
自
分
で
で
き
る
人
は
少
な
い
で
す

よ
ね
。
そ
れ
が
集
団
社
会
で
だ
っ
た
ら
、

で
き
る
ん
で
す
よ
。
何
日
間
か
い
っ
せ

い
に
仕
事
を
休
ん
で
、
共
同
の
目
的
の

も
と
に
役
割
分
担
を
し
て
、
酒
と
ご
馳

走
を
食
す
る
。
今
は
集
団
社
会
の
ル
ー

ル
と
い
う
の
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
か
つ
て
は
生
き
る
た
め
に
は
、

集
団
社
会
の
力
と
い
う
の
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

家
を
建
て
る
に
し
て
も
、
村
に
は
建

築
会
社
な
ん
て
な
い
で
す
か
ら
、
大
工

の
棟
梁
の
も
と
に
集
団
社
会
に
頼
る
し

か
な
か
っ
た
ん
で
す
。

我
々
は
集
団
社
会
の
拘
束
と
い
う
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
ば
か
り
を
い
っ
た
け

れ
ど
、
共
働
、
扶
助
と
い
う
こ
と
で
考

え
る
と
、
集
団
社
会
と
い
う
の
は
非
常

に
ま
と
ま
り
が
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
仕
事
、
同
じ
よ
う
な
考

え
方
を
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
穢
れ

が
溜
ま
る
時
期
も
ほ
ぼ
量
れ
る
。
そ
れ

で
「
祭
り
を
し
よ
う
か
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
、
来
年
も
、
再
来
年
も
、
と

定
期
的
に
な
る
わ
け
で
す
。

忙
し
い
と
き
に
、
祭
り
は
や
り
ま
せ

ん
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
の
日
程
を
組
む
と

き
に
、
構
成
員
の
す
べ
て
が
忙
し
さ
か

ら
解
放
さ
れ
る
時
期
を
見
計
ら
っ
て
い

る
は
ず
で
す
。
も
し
く
は
、
忙
し
く
な

る
前
。
そ
の
象
徴
的
な
時
期
が
春
祭
り
、

秋
祭
り
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
漁
村
社
会
の
祭
り
を
見
れ
ば
、

一
層
、
明
白
で
す
。
公
事
化
し
た
神
道

が
入
り
、
カ
レ
ン
ダ
ー
通
り
に
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
定
例
化
し

ま
し
た
が
、
も
と
は
流
動
的
だ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
太
陰
暦
の
月
齢
に
従
っ
て
い

た
か
ら
で
す
。
月
夜
の
晩
に
集
ま
っ
て

く
る
魚
も
い
れ
ば
、
逆
に
月
の
な
い
晩

に
集
ま
っ
て
く
る
魚
も
い
て
、
魚
種
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
。
そ
れ
な
の
に
、
捕

れ
る
は
ず
の
魚
が
ま
っ
た
く
捕
れ
な
い

と
き
も
あ
る
。
不
漁
が
続
け
ば
、
験げ

ん

直

し
の
祭
り
を
し
よ
う
か
と
な
る
。
本
来
、

そ
の
種
の
祭
り
は
、
定
期
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

日
常
の
ケ
（
気
）
が
枯
れ
そ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
穢
れ（
気
枯
れ
）
て
く
る
。
そ
れ
を

防
ぐ
た
め
に
ハ
レ
（
晴
）
の
行
事
と
し
て

祭
り
を
行
な
う
。
人
間
同
士
の
申
し
合

わ
せ
で
は
、
時
々
の
都
合
を
言
う
人
も

あ
る
か
ら
、
神
様
、
仏
様
、
ご
先
祖
様

を
冠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
い

っ
せ
い
に
休
ん
で
共
同
で
飲
食
に
興
じ

る
。
気
晴
ら
し
を
共
同
で
行
な
う
こ
と

で
、
気
が
元
に
戻
る
。
元
気
と
な
る
。

と
、
ま
あ
、
こ
ん
な
図
が
描
け
る
で
し

ょ
う
。（
右
図
）

祭
り
の
必
然
は
、
信
仰
心
は
別
と
し

て
、
そ
れ
を
共
同
で
行
な
う
こ
と
で
集

団
社
会
の
気
を
維
持
し
、〈
安
心
〉
を

得
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
言
え
る
は
ず

で
す
が
、
そ
れ
を
必
要
と
し
な
く
な
る

と
、
い
か
な
る
弊
害
が
生
じ
る
か
。
ま

だ
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り

ま
す
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
終

わ
り
ま
す
。
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