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開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ
る

村
の
神
社
は
、
い
わ
ゆ
る
産
土

う
ぶ
す
な

神
で

神
主
さ
ん
も
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、

祭
り
の
と
き
に
働
く
お
当
番
が
当
屋

（
頭
屋
）
で
す
。

当
屋
の
仕
事
は
大
き
く
分
け
て
二
つ

あ
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
神
主

さ
ん
、
宗
教
者
の
代
わ
り
を
務
め
ま
す
。

地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す

が
、
長
い
所
で
は
１
年
間
、
少
な
く
と

も
１
カ
月
は
水
ご
り
を
す
る
ん
で
す
。

海
の
そ
ば
だ
っ
た
ら
、
潮
水
で
。
１
カ

月
か
ら
１
週
間
前
に
な
る
と
、
夫
婦
の

営
み
も
断
っ
て
。

も
う
一
つ
は
直
会

な
お
ら
い

。
祭
り
の
あ
と
に

は
、
必
ず
神
と
の
共
食
が
あ
り
、
そ
の

ご
馳
走
を
全
部
ま
か
な
っ
た
の
で
す
。

村
落
共
同
体
の
維
持
に
は
、
集
会
と

神
聖
な
慣
行
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま

す
。
祭
り
は
、
村
の
一
層
の
共
同
と
合

意
を
図
る
た
め
に
有
効
な
手
段
だ
っ
た

の
で
す
。

当
屋
に
当
た
る
こ
と
は
、
名
誉
な
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
、
経
済
的
に
大
変

な
負
担
で
す
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
負
担

に
耐
え
ら
れ
る
家
で
あ
る
こ
と
を
見
せ

る
た
め
に
も
、
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。

今
で
も
都
市
の
ど
真
ん
中
に
、
当
屋

が
続
い
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
姫
路

の
北
平
野
と
い
う
所
で
、
姫
路
獨
協
大

学
の
そ
ば
で
す
。
浜
の
ほ
う
か
ら
見
る

と
少
し
高
く
な
っ
た
辺
り
に
北
平
野
が

あ
っ
て
、
薪
で
炊
事
を
し
た
時
代
に
は
、

夕
餉

ゆ
う
げ

の
煙
が
上
が
る
の
が
見
え
た
そ
う

で
す
。
と
こ
ろ
が
祭
り
の
日
は
当
屋
の

家
か
ら
し
か
、
煙
が
上
が
ら
な
い
。
朝
、

昼
、
晩
と
40
戸
か
ら
の
全
員
に
食
事
を

振
る
舞
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
。

で
す
か
ら
、〈
開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ

る
〉
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
同
じ
村

人
で
も
あ
る
程
度
の
力
の
あ
る
人
で
な

け
れ
ば
、
当
屋
は
引
き
受
け
ら
れ
な
い

の
で
す
。

で
す
か
ら
宮
座
に
も
上
層
村
人
し
か

当
屋
に
な
れ
な
い
〈
株
座
〉
制
の
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
村
人
で
あ
れ
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あ
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
が
、
も
し
も
当

屋
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
で
き
な
か

っ
た
は
ず
で
す
。

〈
内
部
で
資
格
を
持
つ
者
の
間
に
あ

る
平
等
性
〉
は
、
外
部
に
対
す
る
閉
鎖

性
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
よ
り
広

域
で
の
〈
市
場
の
論
理
〉
に
抵
触
す
る

の
で
す
が
、
そ
こ
に
〈
宗
教
的
な
る
も

の
〉
を
介
入
さ
せ
る
。〈
宗
教
的
な
る

も
の
〉
は
、
私
権
で
は
な
く
神
に
つ
な

が
る
の
で
、
閉
鎖
性
が
破
ら
れ
る
、
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

か
つ
て
存
在
し
た
イ
エ
の
家
格
な
ど

は
、
封
建
的
と
否
定
さ
れ
て
平
等
に
な

っ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
今
で
も
基
本
的
に
は
本
家

の
長
男
が
資
格
を
持
っ
て
い
る
。
分
家

が
で
き
て
そ
こ
の
長
男
に
も
資
格
を
与

え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
増
え
て
は

困
る
と
い
う
所
は
、
宮
座
を
複
数
つ
く

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
家
の
長
男
だ
け
が
所
属

す
る
宮
座
と
、
分
家
し
か
所
属
で
き
な

い
宮
座
で
す
。
長
男
、
と
い
う
条
件
は

い
つ
で
も
つ
い
て
回
る
ん
で
す
け
れ
ど
。

そ
し
て
分
家
の
グ
ル
ー
プ
に
は
別
に

何
々
座
、
と
い
う
新
し
い
名
前
を
つ
け

て
、
お
手
伝
い
の
よ
う
な
こ
と
を
や
ら

せ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
こ
に
は
序

列
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
開
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
て
、
構
成
員
を
選
ん

で
い
る
。

組
織
っ
て
何
で
も
そ
う
で
す
よ
ね
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
団
体
だ
っ
て
最
初
は

女
性
し
か
入
れ
な
い
、
黒
人
解
放
運
動

も
最
初
は
黒
人
し
か
入
れ
な
い
。
入
る

人
の
条
件
を
狭
め
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ

れ
が
や
が
て
世
間
に
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い

た
ん
じ
ゃ
、
世
間
に
認
め
ら
れ
な
い
」

と
い
っ
て
開
い
て
い
く
。

だ
か
ら
、
い
き
な
り
広
げ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
く
っ
て
、
そ
の
組
織
が

き
ち
っ
と
す
る
ま
で
は
閉
鎖
的
。
で
も

閉
鎖
的
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
広
が
っ
て
い

か
な
い
か
ら
、
開
い
て
い
く
。
し
か
し
、

あ
る
時
期
に
ま
た
、
必
要
に
迫
ら
れ
て

閉
じ
て
い
く
。
実
は
オ
ー
プ
ン
に
見
え

る
〈
村
座
〉
に
も
、
本
当
に
平
等
な

〈
村
座
〉
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
よ
。

中
核
村
人
で
あ
っ
た
家
で
も
、
未
亡

人
に
な
っ
た
と
か
、
後
継
者
が
い
な
い

と
か
の
場
合
は
、「
今
回
は
休
み
ね
」

と
か
「
半
人
前
」
と
言
わ
れ
て
順
番
を

飛
ば
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
続
く
と
、
本

当
に
弾
か
れ
て
、
当
屋
か
ら
抜
か
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

国
内
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け

私
は
兵
庫
県
立
大
学
の
環
境
人
間
学

部
で
、
環
境
人
類
学
を
担
当
し
て
い
ま

す
。
も
と
も
と
は
文
化
人
類
学
者
と
し

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

ベ
ト
ナ
ム
を
研
究
し
て
い
た
の
で
す
。

社
会
組
織
の
研
究
と
か
、
結
婚
の
ル
ー

ル
な
ど
を
調
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
の
中
で
、

地
元
に
は
独
自
の
慣
習
法
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
に
は
ル

ー
ル
が
あ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
法
律

に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
慣
習
法

と
な
っ
て
い
る
。
暮
ら
し
の
中
の
慣
習

法
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
不
文
律
な
わ

け
で
す
。

日
本
の
祭
り
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ

か
け
は
、
兵
庫
県
立
大
学
の
前
身
の
う

ち
の
一
校
、
姫
路
工
業
大
学
に
１
９
９

８
年
（
平
成
10
）
環
境
人
間
学
部
が
設
立

さ
れ
て
、
そ
こ
に
着
任
し
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

兵
庫
県
立
大
学
と
い
う
の
は
２
０
０

４
年
（
平
成
16
）
に
神
戸
商
科
大
学
、
姫

路
工
業
大
学
、
兵
庫
県
立
看
護
大
学
の

兵
庫
県
立
の
３
大
学
を
統
合
し
て
誕
生

し
た
大
学
な
の
で
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
人

類
学
な
ら
当
た
り
前
で
す
け
れ
ど
、
そ

う
で
な
い
学
部
で
必
修
に
し
て
い
る
学

部
と
い
う
の
は
、
当
時
は
な
か
っ
た
。

私
は
文
化
人
類
学
者
だ
か
ら
、
そ
こ
を

担
当
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、

毎
年
必
修
だ
か
ら
、
大
勢
の
学
生
を
海

外
に
引
き
連
れ
て
行
く
に
は
無
理
が
あ

る
。
そ
れ
で
国
内
で
で
き
る
所
を
探
し

ま
し
た
。

自
分
で
も
国
内
、
そ
れ
も
本
州
は
全

然
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
急

遽
、
播
磨

は
り
ま

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
祭
り
を
と
っ
か
か
り
に
す
る

と
入
り
や
す
い
か
ら
、
ま
ず
は
祭
り
か

ら
入
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
文
化
人
類

ば
、
誰
も
が
当
屋
に
な
れ
る
〈
村
座
〉

も
あ
り
ま
し
た
。〈
株
座
〉
が
先
に
あ

っ
て
、
徐
々
に
開
か
れ
て
い
っ
て
〈
村

座
〉
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
説

が
一
般
的
で
す
。

当
屋
を
経
験
し
た
人
は
、
村
人
と
し

て
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
や
が

て
村
長
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
村
長
に

な
る
よ
う
な
人
が
当
屋
に
選
ば
れ
る
と

い
う
、
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
単
に
お
金
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か

ら
当
屋
に
な
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は

な
い
の
で
す
。
当
屋
に
な
る
に
は
、
い

ろ
い
ろ
条
件
が
あ
る
の
で
す
。

専
門
用
語
に
〈
儀
礼
階
梯
制
〉
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
段
階
を
少
し

ず
つ
上
が
っ
て
い
っ
て
、
地
域
の
中
で

旦
那
衆
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
く
の
で

す
。
こ
れ
は
、
何
も
農
村
に
限
ら
ず
、

都
市
の
祇
園
祭
り
も
同
じ
で
す
。
責
任

と
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
資
質
を
公
に
見
せ
て
い
っ
た
ん
で

す
ね
。

特
定
の
人
が
ず
っ
と
や
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
一
面
だ
け
見
れ
ば
、
持
ち

回
り
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
こ
に

〈
開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ
る
〉
原
理
が
働

い
て
い
ま
す
。
持
ち
回
り
と
い
う
の
は
、

〈
開
か
れ
て
い
る
〉
一
つ
の
形
で
は
あ

る
の
で
す
。
そ
れ
は
〈
村
座
〉
の
在
り

方
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
も
っ
と
前
の
段
階
に
は
、

村
人
に
も
格
が
あ
っ
て
、
嫌
な
言
葉
で

す
が
水
呑
百
姓
と
か
い
わ
れ
た
階
層
が

見るのと聞くのでは、大違い、ということが如実に
わかる接待のための桟敷席。灘のけんか祭り本番の
日には、祭りへの熱狂ぶりを表わす風景が、繰り広
げられる。 写真提供：合田博子
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あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
女
の
人
も
祭
り
に

参
加
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
灘
で
は
そ

う
い
う
余
興
を
カ
ッ
ト
し
て
い
っ
て
、

男
っ
ぽ
い
、
非
常
に
荒
々
し
い
祭
り
に

特
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
以
降

の
こ
と
と
い
い
ま
す
。

こ
の
地
域
の
祭
り
は
、
10
月
の
初
旬

か
ら
始
ま
っ
て
、
最
後
は
23
日
の
網
干

の
魚
吹
八
幡
神
社
で
終
わ
る
ま
で
次
々

と
行
な
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
一
番
有
名

な
の
が
、
姫
路
市
の
南
東
部
に
位
置
す

る
旧
７
カ
村
で
行
な
わ
れ
て
い
る
灘
の

け
ん
か
祭
り
な
ん
で
す
。

祭
り
の
日
に
は
、
公
務
員
だ
ろ
う
が

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
ろ
う
が
、
み
ん
な
公

休
を
取
る
ん
で
す
。
盆
も
正
月
も
帰
っ

て
こ
な
く
て
も
、
祭
り
に
は
帰
っ
て
こ

い
よ
、
と
。

「
も
し
、
祭
り
に
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た

ら
ス
ゴ
イ
噂
が
流
れ
る
」
と
言
う
ん
で

す
ね
。
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
所
に
い
る
、

と
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
外
国
か
な
、

と
思
っ
た
の
で
す
が
そ
う
で
は
な
く
、

刑
務
所
に
い
る
と
思
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

祭
り
に
か
か
わ
る
き
っ
か
け
に
な
る

の
は
、
子
供
で
す
。
子
供
の
学
校
区
と

神
社
の
範
囲
が
一
緒
な
ん
で
す
。
灘
中

学
校
区
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
村

だ
と
７
カ
村
に
相
当
し
て
い
て
、
そ
れ

が
松
原
八
幡
神
社
の
範
囲
。
こ
こ
は

旧
・
社
格
の
郷
社
で
明
治
後
も
県
社
に

な
っ
た
、
結
構
大
き
な
神
社
な
ん
で
す
。

そ
の
７
カ
村
が
旧
・
東
山
と
か
旧
・

松
原
と
か
、
い
ま
だ
に
昔
の
名
前
で
出

て
い
る
の
で
す
。
歌
謡
曲
に
、
そ
ん
な

題
名
の
歌
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

現
代
自
治
会
組
織
で
あ
り
な
が
ら
、

祭
り
の
日
に
は
江
戸
時
代
の
氏
子
集
団
、

村
落
組
織
が
、
顕
在
化
す
る
わ
け
で
す
。

灘
の
け
ん
か
祭
り
の
場
合
は
、
特
殊

な
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
農
村
と
違
っ

て
、
祭
り
以
外
で
そ
の
集
落
が
結
び
つ

く
必
然
性
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
し
か

し
、
祭
り
が
あ
る
お
蔭
で
、
各
家
の
家

族
編
成
と
か
、
普
通
で
は
細
か
く
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
ま
で
、
わ
か
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
な
ど

へ
の
協
力
も
、
祭
り
を
き
っ
か
け
に
し

て
積
極
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

祭
り
は
10
月
14
、
15
日
で
必
ず
し
も

土
日
に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
祭
り
の
日
に
ち
を
変
え
た
り

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
ィ
ー
ク
デ
イ
に

当
た
っ
た
と
き
に
は
、
小
中
学
校
は
休

み
に
な
り
ま
す
。
高
校
は
休
み
に
な
ら

な
い
の
で
す
が
、
灘
地
区
で
は
、「
あ

の
地
区
は
祭
り
に
な
る
と
東
か
ら
西
に

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す
る
ね
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
校
生
は
、
も
う

神
輿

み
こ
し

の
大
事
な
担
ぎ
手
な
の
で
、
先
生

も
黙
認
と
い
う
か
。
で
き
る
だ
け
中
間

テ
ス
ト
の
時
期
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
、

と
か
、
灘
で
は
学
校
も
祭
り
に
協
力
し

て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
サ
ポ
ー
ト
が

あ
る
ん
で
す
よ
。
み
ん
な
が
や
り
た
い

か
ら
、
自
分
た
ち
の
裁
量
の
範
囲
で
、

自
然
に
そ
う
な
っ
て
い
く
。
小
中
学
生

は
、
16
日
の
朝
は
、
始
業
を
少
し
遅
ら

せ
て
ゴ
ミ
拾
い
を
し
て
い
ま
す
。

灘
地
区
の
自
治
会
は
、
祭
り
が
近
く

な
っ
て
く
る
と
掲
示
板
に
「
誰
某
さ
ん
、

村
入
り
」
と
あ
っ
て
「
酒
１
升
持
っ
て

き
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

今
、
宮
座
・
当
屋
は
な
い
で
す
が
、
自

治
会
で
も
祭
り
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て

い
る
か
ら
な
の
か
、
古
い
そ
う
い
う
風

習
が
残
っ
て
い
る
。
普
通
の
自
治
会
で

は
そ
こ
ま
で
し
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
。

逆
に
い
え
ば
、
今
の
自
治
会
に
は

「
魅
力
が
な
い
か
ら
入
ら
な
い
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
ま
で

さ
れ
て
も
、
入
り
た
く
な
る
よ
う
な
魅

力
を
自
治
会
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
も
祭
り
の
恩
恵
で
し
ょ
う
。

水
を
も
ら
っ
た
感
謝

中
世
の
水
帳

み
ず
ち
ょ
う

と
い
う
も
の
が
残
っ
て

い
て
、
ど
れ
だ
け
他
所

よ

そ

の
地
区
か
ら
水

を
も
ら
っ
た
か
が
、
き
ち
ん
と
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
は
米
何

俵
か
を
お
礼
に
贈
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
具
体
的
、
経
済
的
お
礼
だ
け

で
は
な
く
て
、
祭
り
の
と
き
に
接
待
し

て
い
る
ん
で
す
ね
。

灘
で
い
ま
だ
に
旧
村
の
結
束
が
固
い

の
は
、
こ
う
い
う
歴
史
的
な
積
み
重
ね

が
生
き
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
が
そ
れ
を
類
推
で
き
た
の
は
、
滋

賀
県
の
琵
琶
湖
周
辺
の
宮
座
の
研
究
が

学
と
い
う
よ
り
も
民
俗
学
で
す
か
ね
。

で
も
祭
り
自
体
を
研
究
す
る
と
い
う
よ

り
は
、
現
代
社
会
全
体
を
見
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
が
文
化
人
類
学
的
で
す
。

２
年
生
の
必
修
だ
っ
た
の
で
、
１
年

目
は
暇
で
し
た
か
ら
、
ま
ず
は
自
分
が

先
に
研
究
し
て
お
こ
う
、
と
県
に
申
請

し
て
「
自
治
会
組
織
と
現
代
の
地
域
集

団
及
び
祭
り
集
団
と
の
関
係
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
研
究
テ
ー
マ
に
据
え
ま

し
た
。

そ
れ
で
、
姫
路
の
灘
の
け
ん
か
祭
り

の
調
査
を
や
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
播
磨

の
気
質
が
色
濃
い
所
で
、
ポ
ン
ポ
ン
会

話
が
弾
ん
で
面
白
い
。
私
は
も
と
も
と

東
京
出
身
で
早
口
な
の
で
、
播
磨
の
ポ

ン
ポ
ン
言
う
人
と
気
性
が
合
っ
た
よ
う

で
す
。

姫
路
・
灘
の
け
ん
か
祭
り

農
業
は
衰
退
し
て
も
、
青
年
団
や
消

防
団
が
継
続
す
る
地
域
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
続
い
て
は
い
る
も
の
の
無
理

矢
理
や
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
感
覚

で
、
祭
り
も
隔
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

り
。
そ
う
い
う
地
域
と
、
灘
の
け
ん
か

祭
り
は
、
ど
こ
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
　

ダ
メ
に
な
っ
て
い
る
祭
り
も
あ
る
の

に
、
な
ん
で
こ
こ
だ
け
こ
ん
な
に
盛
り

上
が
る
の
か
、
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
や

は
り
屋
台
合
わ
せ
と
い
う
見
せ
場
を
つ

く
っ
た
こ
と
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
以
前
は
、
余
興
み
た
い
な
こ
と

も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う

い
う
余
興
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
地
域
も
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彼
ら
は
接
待
の
場
と
い
う
の
を
設
け

て
い
て
、
昔
は
お
旅
所
と
い
っ
て
、
神

社
か
ら
少
し
歩
い
て
行
っ
た
所
に
段
々

畑
が
あ
っ
て
、
コ
ロ
シ
ア
ム
み
た
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
桟
敷

さ
じ
き

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
、
呼
ん
で
き
て
接
待
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
の
前
の
す
り
鉢
状
に
な
っ
た

所
で
、
一
番
の
見
せ
場
で
あ
る
屋
台
の

す
り
合
わ
せ
と
い
う
の
を
や
り
ま
す
。

元
は
み
か
ん
畑
か
何
か
だ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
今
は
も
う
、
作
物
は
つ
く
ら

な
い
で
、
設
け
た
桟
敷
席
の
畳
何
枚
か

の
ス
ペ
ー
ス
を
、
１
年
１
回
の
た
め
に

何
十
万
円
か
出
し
て
借
り
る
ん
で
す
。

み
ん
な
、
そ
こ
を
借
り
た
い
ん
で
す

が
、
数
に
限
り
が
あ
る
か
ら
、
持
っ
て

い
る
人
に
余
程
の
こ
と
が
な
い
と
、
新

た
に
借
り
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
接

待
と
い
う
こ
と
で
、
信
州
の
御
柱
祭
り

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
ね
。

最
近
は
神
社
の
境
内
に
も
野
球
観
戦

の
よ
う
に
ボ
ッ
ク
ス
席
を
つ
く
っ
て
売

り
始
め
ま
し
た
。
１
席
５
万
円
で
何
十

倍
、
と
い
う
競
争
率
み
た
い
で
す
。
す

ぐ
に
売
り
切
れ
ち
ゃ
う
。
実
際
、
こ
う

い
う
席
で
な
い
と
、
見
れ
ま
せ
ん
。
危

険
で
す
し
ね
。
何
年
か
に
一
度
は
死
人

も
出
る
ほ
ど
で
す
。

今
は
県
知
事
と
か
市
長
と
か
、
芸
能

人
を
呼
ん
だ
り
す
る
の
で
す
が
、
当
時

だ
っ
て
取
引
上
の
お
客
は
い
る
は
ず
な

の
に
、
そ
う
い
う
経
済
的
な
つ
な
が
り

の
あ
る
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
水
で

社会があるから文化がある

恩
恵
を
受
け
た
相
手
に
お
礼
を
し
て
い

ま
す
。

祈
願
に
代
わ
る
地
域
愛

も
う
農
業
は
や
っ
て
い
な
い
し
、
こ

こ
で
神
様
に
ち
ゃ
ん
と
し
て
お
か
な
い

と
来
年
収
穫
が
望
め
な
い
、
な
ん
て
い

う
こ
と
は
、
現
代
人
は
も
う
考
え
て
い

ま
せ
ん
。
実
は
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て

い
る
の
は
何
神
社
の
祭
り
か
さ
え
、
知

ら
な
い
人
も
い
る
ん
で
す
。
さ
す
が
に

神
社
の
名
前
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

「
神
様
は
な
ん
で
す
か
」
と
聞
い
て
も
、

「
知
ら
ん
」
と
言
う
人
が
多
い
ほ
ど
。

で
は
、
そ
の
人
た
ち
は
何
を
求
め
て

祭
り
に
参
加
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
そ
の
人
た
ち
が
地
域
を
愛
し
て

い
て
、
地
域
を
住
み
や
す
く
し
た
い
、

と
思
う
気
持
ち
で
動
い
て
い
る
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
子
供
た
ち
に
、「
こ
こ
に
住

ん
で
よ
か
っ
た
」
と
思
っ
て
ほ
し
い
。

ど
ん
ど
ん
他
所
に
出
て
行
っ
て
も
、
祭

り
に
な
っ
た
ら
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
場

所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
本
当
の
ふ
る
さ

と
だ
、
と
。

そ
の
ふ
る
さ
と
感
覚
が
持
て
て
、
地

元
に
生
き
て
い
る
人
間
が
同
じ
地
域
の

人
間
で
あ
る
と
い
う
つ
な
が
る
気
持
ち

を
、
せ
め
て
祭
り
の
日
に
は
分
か
ち
合

い
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

非
日
常
（
ハ
レ
）
の
と
き
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
単
に
守
る
た
め
だ
け

に
形
だ
け
や
っ
て
い
た
ん
で
は
、
そ
う

い
う
気
持
ち
も
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。

祭
り
の
魅
力
は
一
言
で
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
あ
る
お
じ
さ
ん
に
密
着
し
て
取

材
し
て
い
た
と
き
に
、「
普
段
は
、
こ

ん
に
ち
は
っ
て
言
っ
て
終
わ
り
だ
け
れ

ど
、
祭
り
の
日
は
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
話

が
で
き
て
う
れ
し
い
じ
ゃ
な
い
の
」
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と

を
感
じ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

民
俗
学
や
文
化
人
類
学
で
も
、
祭
り

は
地
域
を
統
合
す
る
機
能
が
あ
る
、
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
代
で
も
そ
う

い
う
働
き
は
続
い
て
い
ま
す
。

現
代
の
組
織
は
、
意
識
を
持
っ
て
い

つ
で
も
入
れ
て
、
い
つ
で
も
抜
け
ら
れ

る
集
団
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
社

会
学
で
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ

組
織
の
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
は
、
責
任
感
と
目
的

意
識
を
持
っ
た
、
非
常
に
限
ら
れ
た
上

に
立
つ
人
た
ち
だ
け
が
会
を
運
営
し
て

い
る
。
下
の
ほ
う
の
構
成
員
は
、
義
務

を
課
す
と
窮
屈
が
っ
て
辞
め
て
し
ま
い

ま
す
。
で
す
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
を

つ
く
っ
て
も
、
み
ん
な
が
目
的
意
識
を

共
有
し
な
い
と
、
な
か
な
か
活
動
が
活

発
に
な
ら
な
い
。

た
だ
、
人
が
用
意
し
た
も
の
を
消
費

者
的
に
享
受
す
る
楽
し
み
で
は
な
く
て
、

汗
を
流
し
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ

と
を
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
楽
し

い
は
ず
で
す
。

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

灘
で
も
地
域
の
人
が
ち
ゃ
ん
と
研
究

し
て
い
て
、
自
治
会
発
行
の
本
ま
で
出

て
い
て
。
そ
の
お
蔭
で
私
も
中
世
の
こ

と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

水
の
利
用
の
範
囲
と
祭
り
の
当
番
地

域
が
、
実
は
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
か
ら
発
見
し
ま
し
た
。
井

戸
の
あ
る
所
か
ら
神
水
を
汲
ん
だ
と
か
、

当
番
か
ら
外
れ
た
地
域
か
ら
も
馬
を
出

し
た
と
か
、
何
ら
か
の
協
力
を
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
現
在
の
祭
り

の
当
番
地
区
で
は
な
い
で
す
が
、
水
を

媒
介
と
し
た
歴
史
的
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
所
な
の
で
す
。

水
の
慣
行
と
い
う
の
は
、
水
源
に
近

い
地
域
が
一
番
力
を
持
っ
て
い
て
水
を

先
に
取
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
、
井
堰

い
せ
き

や
溜
め
池
と
い
っ

た
人
工
構
造
物
に
よ
っ
て
水
を
得
る
場

合
、
水
源
に
近
い
地
域
だ
け
で
は
、
そ

れ
ら
が
維
持
で
き
な
い
ん
で
す
。
で
す

か
ら
、
そ
れ
に
お
金
を
出
す
人
が
現
わ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
水
源
で
あ
っ
て

も
そ
っ
ち
に
水
が
い
か
な
い
場
合
も
あ

る
。
土
地
の
地
形
的
な
上
下
関
係
が
、

そ
の
ま
ま
社
会
的
な
上
下
関
係
に
は
な

り
得
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
事
情
を
反
映
し
て
、
水
を

も
ら
っ
た
り
、
何
ら
か
の
恩
恵
を
こ
う

む
っ
た
人
た
ち
が
、
も
ら
っ
た
人
に
対

し
て
接
待
し
て
い
る
。

遠山郷霜月祭り／〈諏
訪神社〉での直会。こ
うした共食の場が、コ
ミュニティの絆を強め
るのだ。
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に
あ
っ
た
か
ら
、
西
欧
で
い
わ
れ
る
よ

う
な
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
は
起
こ
り
ま
せ

ん
。
入
会
地
は
ロ
ー
カ
ル
コ
モ
ン
ズ
と

し
て
、
循
環
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。

モ
ノ
も
行
為
も
輪
っ
か
に
な
っ
て
い

た
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
が
断
ち
切
ら
れ
た

現
代
で
、
何
を
す
れ
ば
新
し
い
サ
イ
ク

ル
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
祭

り
に
隠
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

ま
す
。

社
会
化
す
る
機
能

も
う
一
つ
は
社
会
化
。
ソ
ー
シ
ャ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
。
子
供
が
大
人
に
な
っ
て

い
く
過
程
で
、
ど
う
や
っ
て
社
会
に
適

応
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。

赤
ち
ゃ
ん
の
と
き
は
条
件
反
射
の
よ
う

な
も
の
で
す
が
、
そ
の
次
に
し
つ
け
、

学
校
教
育
、
社
会
教
育
・
職
業
教
育
と

い
っ
た
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
、
そ

の
時
に
応
じ
て
社
会
化
し
て
い
く
。

自
分
た
ち
が
生
ま
れ
た
社
会
の
中
で
、

自
然
に
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
、
そ
の

社
会
の
人
間
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。
今

は
家
庭
も
崩
壊
し
て
い
た
り
、
学
校
教

育
に
頼
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま

す
け
れ
ど
、
祭
り
の
と
き
は
社
会
化
が

ス
ム
ー
ス
に
行
な
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。

私
が
調
査
を
始
め
た
十
数
年
前
は
、
茶

髪
と
か
ロ
ン
ゲ
が
流
行
り
始
め
た
こ
ろ

で
し
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
大
学
に
進

む
子
も
入
れ
ば
、
職
人
さ
ん
に
な
る
子

祭
り
は
あ
る
意
味
、
と
て
も
面
倒
な

こ
と
を
強
い
ら
れ
る
け
れ
ど
、
か
つ
て

は
そ
れ
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
入
会

の
山
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
、
流
域

の
水
路
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
、
地

域
の
中
で
生
き
て
い
か
れ
な
い
現
実
が

あ
っ
た
。
草
刈
り
は
面
倒
だ
け
れ
ど
、

そ
の
草
は
貴
重
な
肥
料
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
義
務
と
権
利
の
関
係

が
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
輪
っ
か

が
で
き
て
い
た
。
リ
サ
イ
ク
ル
じ
ゃ
な

く
て
サ
イ
ク
ル
が
ね
。

日
本
で
は
〈
職
の
体
系
〉（
上
か
ら
下
へ

次
々
と
土
地
の
管
理
な
ど
を
請
け
負
わ
せ
て
い
く

中
世
以
来
の
体
制
）
が
統
治
の
論
理
の
根
本

も
い
る
中
で
、
中
学
の
と
き
に
お
友
達

で
あ
っ
て
も
、
普
段
は
な
か
な
か
話
す

機
会
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、

祭
り
の
と
き
は
、
彼
ら
が
一
緒
に
な
っ

て
神
輿
を
担
ぐ
ん
で
す
よ
。
茶
髪
の
子

に
親
が
や
め
ろ
と
言
っ
て
も
や
め
な
い

け
れ
ど
、
祭
り
の
長
老
が
「
や
っ
ぱ
り

祭
り
の
と
き
は
角
刈
り
に
し
よ
う
」
と

言
っ
た
り
、
た
と
え
言
わ
な
く
て
も
自

発
的
に
角
刈
り
に
し
て
く
る
。

そ
れ
が
岸
和
田
の
ほ
う
で
も
同
じ
現

象
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
、〈
だ
ん

じ
り
カ
ッ
ト
〉
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

普
段
は
暴
走
族
に
入
っ
て
い
る
よ
う

な
男
の
子
で
も
、
力
持
ち
だ
っ
た
り
、

面
倒
見
が
よ
か
っ
た
り
、
そ
う
い
う
場

の
仕
切
り
に
優
れ
て
い
た
り
し
て
、
見

直
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
も
、

普
段
は
発
揮
す
る
場
が
な
い
の
で
す
が
、

祭
り
の
と
き
に
は
そ
の
能
力
が
光
る
ん

で
す
。
逆
に
有
名
大
学
に
行
っ
た
り
、

一
流
企
業
に
入
っ
た
人
で
も
、
そ
う
い

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
ね
。

〈
連
中
〉
と
い
う
特
別
の
グ
ル
ー
プ
が

あ
っ
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
友
人

関
係
を
ず
っ
と
続
け
て
い
ま
す
。

ち
ゃ
ん
と
続
い
て
い
る
良
い
祭
り
に

は
、
必
ず
、
こ
う
い
う
人
間
関
係
が
あ

り
ま
す
。

祭
り
も
伝
統
の
創
造

親
戚
と
か
た
く
さ
ん
来
て
、
自
分
の

家
に
入
り
き
れ
な
い
か
ら
、
み
ん
な
旅

館
に
泊
ま
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、

毎
年
、
予
約
で
埋
ま
っ
て
い
て
、
調
査

の
た
め
に
泊
ま
ろ
う
と
し
た
旅
館
に
は
、

最
初
は
断
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
布

団
部
屋
で
も
い
い
か
ら
、
と
言
っ
て
無

理
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
お

風
呂
も
な
け
れ
ば
ご
飯
も
出
な
い
よ
、

と
言
わ
れ
て
。

こ
こ
は
も
う
、
観
光
客
な
ん
か
、
相

手
に
し
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

よ
。
確
か
に
観
光
客
は
来
ま
す
け
れ
ど
、

地
元
の
人
の
知
り
合
い
が
い
な
い
と
、

本
当
の
見
せ
場
と
か
面
白
さ
は
理
解
で

き
な
い
よ
う
な
祭
り
な
ん
で
す
。
チ
ェ

ー
ン
の
コ
ン
ビ
ニ
と
か
は
開
い
て
い
ま

す
が
、
商
店
街
、
全
部
し
ま
っ
ち
ゃ
い

ま
す
か
ら
ね
。

観
光
客
の
多
さ
で
い
う
と
、
祇
園
祭

り
な
ど
が
典
型
で
す
ね
。
し
か
し
、
あ

れ
も
商
店
街
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
や
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
祭
り
と

し
て
地
域
の
氏
子
で
あ
る
商
店
街
の
人

が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
そ
の
と
き
に

感
じ
ら
れ
る
高
揚
感
は
、
祭
り
と
共
通

す
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
イ
ベ
ン
ト

と
祭
り
は
、
別
だ
と
思
い
ま
す
。
○
○

サ
ン
バ
祭
り
と
か
、
○
○
阿
波
踊
り
と

か
。本

場
の
阿
波
の
阿
波
踊
り
は
い
い
ん

で
す
よ
。
一
太
郎
を
つ
く
っ
た
株
式
会

社
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
が
わ
ざ
わ
ざ
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
ね
、
新
入
社
員
は
連
で
踊

大阪・天神祭／商店街を神
輿が練り歩く。ここで培わ
れた人と人、人と地域の結
びつきは強い。
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ま
た
現
地
を
訪
れ
た
り
。

こ
の
よ
う
な
領
域
を
超
え
た
視
点
が
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
に
新
た
な
発
見
、
示

唆
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

ま
す
。
民
俗
学
と
い
う
の
も
、
本
来
、

祭
り
な
ど
の
民
俗
を
通
し
て
、
現
代
に

示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

過
去
の
こ
と
を
掘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で

す
。近

年
、
祭
り
は
保
存
す
べ
き
も
の
と

し
て
、
ま
た
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ

て
い
ま
す
。
補
助
金
も
出
る
し
、
地
元

の
人
た
ち
は
改
め
て
価
値
を
再
発
見
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
仕
着
せ
の
も

の
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

地
域
と
い
う
の
は
社
会
集
団
な
ん
で

す
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
、〈
社
会
〉

が
抜
け
落
ち
て
〈
文
化
〉
だ
け
が
一
人

歩
き
す
る
。
ア
メ
リ
カ
や
中
国
、
ベ
ト

ナ
ム
な
ん
か
で
も
少
数
民
族
の
文
化
を

守
ろ
う
と
し
て
、
国
も
補
助
金
を
出
し

て
文
化
が
続
く
こ
と
を
奨
励
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
、
社
会
組
織
ま
で
復
活
し
ち
ゃ
う
と

分
離
独
立
し
ち
ゃ
う
と
か
、
デ
モ
に
な

る
と
か
い
っ
て
、
制
限
す
る
。

祭
り
は
芸
能
と
し
て
す
ご
く
援
助
す

る
の
に
。
し
か
し
、
文
化
だ
け
残
る
こ

と
な
ん
て
あ
り
得
な
い
。
そ
の
人
た
ち

の
社
会
が
生
き
て
い
な
い
と
、
文
化
や

祭
り
も
続
か
な
い
の
で
す
。

る
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
郷
土

愛
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
出
発
点
は
イ
ベ
ン
ト
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
引
き
継
が
れ
て
歴
史

に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

○
○
阿
波
踊
り
が
果
た
し
て
50
年
間
続

く
か
ど
う
か
。

で
は
、
イ
ベ
ン
ト
と
祭
り
の
線
引
き

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
祭
り
が

既
に
神
事
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
く

な
っ
た
現
在
、
祭
り
が
持
つ
イ
ベ
ン
ト

と
は
違
う
力
と
い
う
の
は
、
な
ん
な
の

で
し
ょ
う
か
。

神
事
が
本
来
持
っ
て
い
た
意
味
、
農

業
だ
っ
た
り
、
漁
業
だ
っ
た
り
、
生
業

と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
保
た
れ
て
い

た
意
味
み
た
い
な
も
の
が
、
現
代
に
お

い
て
ど
う
変
換
さ
れ
て
い
く
の
か
。
そ

れ
は
や
は
り
地
域
愛
、
郷
土
愛
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
て

も
そ
う
い
う
気
持
ち
が
想
起
さ
れ
て
、

毎
年
来
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
祭
り
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
や
は
り
祭
り
と
い
う
の

も
、
古
い
こ
と
を
た
だ
守
っ
て
い
た
ん

じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
す
。
社
会
学
や
歴
史

学
で
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

「
伝
統
の
創
造
」
と
い
う
こ
と
が
な
い

と
、
続
い
て
い
か
な
い
。
伝
統
も
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
部
分
を
革
新
し
て

い
か
な
く
て
は
、
守
ら
れ
な
い
。

た
と
え
室
町
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
代
の
若
い
人
は
、

そ
の
時
代
な
り
の
革
新
的
な
考
え
を
持

つ
の
で
す
か
ら
、
絶
え
ず
新
し
く
な
っ

て
い
く
ん
で
す
。
そ
れ
を
否
定
し
て
、

頑
な
に
古
い
も
の
を
守
ろ
う
と
し
た
場

合
、
そ
れ
ら
は
滅
び
て
い
き
ま
す
。

今
、
生
き
て
い
る
祭
り
と
い
う
の
は
、

若
い
子
供
た
ち
が
〈
祭
り
デ
ビ
ュ
ー
〉

を
待
っ
て
い
る
祭
り
で
す
。

大
人
た
ち
が
伝
統
だ
か
ら
と
か
、
文

化
財
で
守
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら

と
か
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
楽
し
い

か
ら
参
加
す
る
、
と
い
う
姿
を
見
て
、

子
供
た
ち
が
自
分
た
ち
も
や
り
た
い
、

と
憧
れ
る
ん
で
す
ね
。

社
会
が
あ
っ
て
文
化
が
あ
る

祭
り
の
役
割
を
諄
々

じ
�
ん
じ
�
んと

や
っ
て
き
た

人
が
、「
こ
の
人
は
仕
事
も
で
き
る
し

常
識
も
あ
る
」
と
他
か
ら
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
本
物
の
村
人
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
人
た

ち
が
、
合
議
制
に
則
っ
た
村
の
政
治
を

や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

時
代
が
下
が
っ
て
く
る
と
、
小
さ
な

講
が
、
弁
天
様
や
瀬
織
津

せ
お
り
つ

姫ひ
め

を
信
仰
し

て
溜
め
池
や
川
の
取
水
口
な
ど
を
祀
る

よ
う
に
な
る
ん
で
す
が
、
本
来
は
地
域

全
体
を
統す

べ
る
行
政
と
し
て
の
村
が
、

全
体
の
一
部
と
し
て
水
神
様
を
祀
っ
て

い
た
は
ず
で
す
。

九
州
大
学
の
河
川
工
学
者
島
谷
幸
宏

さ
ん
か
ら
う
か
が
っ
た
ん
で
す
が
、
佐

賀
藩
の
鍋
島
家
は
、
治
水
の
こ
と
、
ど

2010年12月に、福岡県古賀市で行なわれた〈ふるさと見分け in 古賀市〉に
参加した合田博子さん。フットワーク軽く、フィールドワークショップが
繰り広げられた。

こ
に
ど
う
い
う
風
に
溜
め
池
を
つ
く
っ

た
と
か
、
水
害
の
状
況
な
ん
か
も
く
わ

し
く
記
録
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

島
谷
さ
ん
は
か
つ
て
河
川
事
務
所
の

所
長
と
し
て
、
具
体
的
な
水
利
の
技
術

と
か
、
現
状
の
川
の
在
り
方
を
聞
き
に

行
っ
て
い
な
が
ら
、
気
づ
か
な
い
う
ち

に
民
俗
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
ち
ゃ
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は

民
俗
学
の
調
査
で
も
な
く
、
河
川
工
学

の
調
査
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
環
境
学

み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
近
年
、
島
谷
さ
ん
、
東
京
工
業

大
学
の
桑
子
敏
雄
さ
ん
（
環
境
哲
学
）、
兵

庫
県
立
大
学
の
岡
田
真
美
子
さ
ん
（
環

境
宗
教
学
）
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
領
域
を
超
え
て
つ
な
ぐ
こ
と

で
、
同
じ
情
報
か
ら
で
も
今
ま
で
見
え

な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

こ
の
４
人
は
他
の
仲
間
と
も
一
緒
に
、

ま
る
で
旅
の
一
座
の
メ
ン
バ
ー
の
よ
う

に
活
動
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
島
谷
さ

ん
も
「
今
ま
で
は
、
地
元
の
人
の
話
の

中
に
神
様
の
こ
と
が
出
て
き
て
も
、
そ

の
神
様
が
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
あ
る

の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
こ

の
一
座
で
話
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の

こ
と
が
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

文
化
人
類
学
で
は
、
地
元
の
情
報
提

供
者
の
こ
と
を
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

と
い
う
ん
で
す
が
、
地
元
の
人
は
一
次

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
、
島
谷
さ
ん
は

私
の
二
次
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
な
っ

て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
一
緒
に


