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は
じ
め
に

　

日
本
列
島
は
、
南
北
に
三
〇
〇
〇
キ
ロ
以
上
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
習
俗
の
様

相
は
、
け
っ
し
て
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
本
州
は
、
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
脊せ

き

梁り
ょ
う
山
脈
で
太
平

洋
側
と
日
本
海
側
に
区
分
さ
れ
、
そ
こ
で
も
生
活
習
俗
の
様
相
が
大
き
く
違
っ
て
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
各
地
の
平
野
部
・
山
間
部
・
盆
地
・
海
辺
な
ど
の
風
土
に
あ
わ
せ
て
、
飲
食
・
祭
礼
・
芸
能
な
ど

多
様
な
文
化
の
発
達
を
み
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
小
さ
な
地
域
社
会
ご
と
に
、
今
日
ま
で
比
較
的
よ
く
伝
え

ら
れ
て
き
た
の
は
、
歴
史
を
通
じ
て
政
治
や
宗
教
の
関
与
が
強
く
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
日
本
酒
に
つ
い
て
は
、
時
代
ご
と
の
変
化
が
比
較
的
顕
著
で
、
よ
り
高
品
質
の
酒
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
古
く
は
、
祭
礼
や
行
事
に
あ
わ
せ
て
地
域
ご
と
共
同
で
酒
造
り
を
し
て
、
神
仏
に
供
え
、
神

人
が
共
食（
飲
）す
る
の
が
習
わ
し
で
し
た
。
そ
の
と
き
の
酒
は
、
い
わ
ゆ
る「
ど
ぶ
ろ
く
造
り
」が
主
流
で
し
た

が
、
そ
の
伝
統
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
古
く
、「
口
噛
み
の
酒
」や「
し
と
ぎ
酒
」（
米
粉
酒
）な
ど
の
言
葉
も
伝
わ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の

実
態
を
た
し
か
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
代
で
は「
清
酒
」を
も
っ
て
日
本
酒
の
表
徴
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
都
市
部
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
の
こ

と
で
あ
り
、
農
山
漁
村
に
お
い
て
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
、
醸
造
技
術
と
流
通
経
路
の
発
達
が

と
も
な
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。

　

現
代
の
日
本
酒
は
、
そ
の
味
わ
い
が
き
わ
め
て
高
い
水
準
で
標
準
化
さ
れ
、
そ
れ
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
入
手

で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
酒
に
ま
つ
わ
る
文
化
的
な
諸
相
が
後
退
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
祭
礼

と
酒
」や「
肴さ

か
なと

酒
」、「
器
と
酒
」な
ど
の
関
係
は
、
地
方
差
は
薄
ら
ぐ
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
日
本
な
ら
で
は

の
伝
統
を
十
分
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。

　

日
本
酒
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
た
め
に
、
ま
た
日
本
酒
を
国
際
社
会
に
つ
な
ぐ
た
め
に
も
、
私
た
ち
は
、
よ
り

旨う
ま

い
酒
を
求
め
る
と
と
も
に「
文
化
」と
し
て
の
酒
の
歴
史
を
語
り
つ
い
で
い
き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

 

監
修  

神
崎
宣
武（
か
ん
ざ
き 

の
り
た
け
）

一
九
四
四
年
生
ま
れ
。
民
俗
学
者
。「
旅
の
文
化

研
究
所
」
所
長
、
岡
山
県
宇
佐
八
幡
神
社
宮
司
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日
本
酒
の
歴
史

　

日
本
で
は
、
昔
か
ら
米
か
ら
つ
く
っ
た
酒
が
飲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
日
本
酒
と
全
く
同

じ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
い
時
間
を
か
け
て
技
術
的
な
進
歩
を
う
な
が
し
、
現
在
の
日
本
酒

に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
す
。
日
本
人
の
主
食
で
あ
る
米
を
原
料
に
し
て
酒
を
醸か

も
す
と
い
う
根
本
の
共
通
性
で
考

え
る
と
、
約
二
〇
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
は
一
般
的
に
酵
母
が
糖
分
を
発
酵
さ
せ
て
生
成
す
る
の
で
、
ま
ず
原
料
と
な
る
米
の
で
ん
ぷ
ん

質
を
糖
に
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
酒
の
発
酵
で
は
そ
れ
ら
を
同
時
に
行
う
複
雑
な
工
程
を
有

し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
麹

こ
う
じ

菌き
ん

の
力
で
で
ん
ぷ
ん
を
糖
に
変
え
る
方
法
が
確
立
し
て
い
ま
す
が
、
麹
菌
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
四
世
紀
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
は「
口
噛
み
酒
」※
１
な
ど
の
製
法
で
つ
く

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

平
安
時
代（
八
世
紀
〜
十
二
世
紀
）に
は
、
宮
廷
の
中
に
造み

酒き
の

司つ
か
さと
呼
ば
れ
る
組
織
が
設
け
ら
れ
行
事
用
の

酒
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
室
町
時
代（
十
五
世
紀
）に
は
京
都
の
市
内
に
は
小
規
模
な
酒
屋
が
数
百
軒
も

生
ま
れ
、年
中
酒
が
つ
く
ら
れ
る
一
方
で
、奈
良
な
ど
の
寺
院
で
つ
く
る
僧そ

う
坊ぼ
う
酒し
ゅ
が
技
術
を
牽
引
し
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
後
、
安
定
し
た
品
質
の
酒
を
つ
く
る
た
め

の
技
術
開
発
は
進
み
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
ス
タ
イ

ル
が
、
江
戸
時
代
中
期（
十
八
世
紀
頃
）ま
で
に

確
立
し
ま
す
。

　

ま
ず
最
初
に
蒸
し
米
に
麹
菌
を
丁
寧
に
繁
殖

さ
せ
て
米
麹
を
つ
く
り
、
そ
の
米
麹
に
蒸
し
米
と

水
を
加
え
酵こ

う

母ぼ

菌
を
培
養
し
た「
酒
母
」と
呼
ば

れ
る
ス
タ
ー
タ
ー
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
こ
に
蒸
し

た
米
と
米
麹
と
水
を
何
回
か
に
分
け
て
追
加
し

て
い
く「
段
仕
込
み
」と
呼
ば
れ
る
方
式
で
発
酵

を
さ
ら
に
進
め
て
、
発
酵
終
了
後
に
酒
を
搾
り
、

低
温
加
熱
殺
菌
を
し
て
貯
蔵
・
熟
成
さ
せ
る
と

い
う
も
の
で
、
非
常
に
複
雑
で
高
度
な
技
能
を

必
要
と
す
る
製
造
方
法
で
す
。

　

酒
づ
く
り
に
最
も
適
し
た
季
節
で
あ
る
冬
季



9 88

　

 

風
土
が
産
ん
だ
日
本
酒
の
多
様
性

　
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
北
東
部
に
半
孤
状
に
長
い
島と
う

嶼し
ょ

国
家
と
し
て
存
在
す
る
日
本
は
、南
か
ら
北
へ
流
れ
る
黒
潮

（
暖
流
）と
北
か
ら
南
西
へ
流
れ
る
親
潮（
寒
流
）に
囲
ま
れ
、
北
部
と
南
部
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
で
気
候

風
土
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
全
体
と
し
て
は
春
夏
秋
冬
の
違
い
が
明
瞭
な
温
帯
モ
ン
ス
ー
ン
に
属
し
て
い
な

が
ら
、
列
島
は
中
央
部
分
が
山
脈
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
両
側
で
同
じ
緯
度
で
も
気
候
の
特

性
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
結
果
、
収
穫
さ
れ
る
農
水
産
物
も
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
違
い
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
こ
そ

日
本
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
か
つ
て
は
地
域
の
食
材
を
使
っ
て
地
域
で
発
達

し
た
料
理
法
で
食
べ
る
の
が
基
本
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
口
に
日
本
料
理
と
言
っ
て
も
地
域
に
よ
り
食
材
や

好
ま
れ
る
味
わ
い
や
調
味
料
、
料
理
技
法
に
も
差
異
が
あ
り
ま
し
た
。

　

日
本
全
国
に
千
社
以
上
が
現
在
も
残
る
酒
蔵
の
酒
も
、
地
域
の
食
習
慣
に
合
う
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な
っ

て
い
ま
す
。
赤
身
の
魚
が
多
く
獲
れ
る
太
平
洋
側
の
沿
岸
、
白
身
魚
の
多
い
瀬
戸
内
海
沿
岸
、
冬
季
は
積
雪

が
多
く
脂
の
乗
っ
た
魚
が
多
い
日
本
海
沿
岸
、
保
存
食
の
発
達
し
た
内
陸
部
、
そ
し
て
、
江
戸
時
代（
十
七
世

に
集
中
的
に
醸
造
す
る
方
式
が
定
着
し
た
の
も
こ
の
頃
で
す
が
、
こ
れ
は
同
時
に
酒
づ
く
り
の
専
門
職
能
集
団

で
あ
る
杜と

う

氏じ

・
蔵く
ら

人び
と

※
２
も
誕
生
さ
せ
ま
す
。
仕
込
み
水
の
水
質
の
違
い
が
酒
づ
く
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
近
代
国
家
日
本
が
成
立
し
た
明
治
以
降
も
米
の
品
種
改
良
、
醸
造
科
学
の
発

達
、
製
造
設
備
の
進
歩
な
ど
に
よ
り
進
化
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
が
、
米
の
で
ん
ぷ
ん
質
を
麹
菌
の
力
で
糖
に
変

え
て
い
き
な
が
ら
、
同
時
に
酵
母
の
力
に
よ
っ
て
糖
分
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
て
い
く
並へ

い
行こ
う
複ふ
く
発は
っ
酵こ
う

※
３
と
い
う
他

に
類
を
み
な
い
精
緻
な
技
術
に
よ
る
酒
づ
く
り
を
行
う
と
い
う
本
質
は
、
今
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
１　

米
を
噛
む
こ
と
で
口
の
中
に
あ
る
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
に
よ
り
で
ん
ぷ
ん
を
糖
に
変
え
る
。

※
２　

主
に
農
村
部
か
ら
の
農
閑
期
の
出
稼
ぎ
が
職
能
集
団
化
し
た
人
々
。

※
３　

�

米
の
糖
化
と
出
来
上
が
っ
た
糖
の
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
と
を
同
時
に
行
う
発
酵
方
式
。
糖
化
と
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
を

別
々
に
行
う
よ
り
も
腐
敗
リ
ス
ク
が
低
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
も
高
く
な
る
。
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紀
〜
十
九
世
紀
）か
ら
当
時
世
界
一
の
消
費
都

市
で
あ
っ
た
江
戸
向
け
の
酒
を
つ
く
る
と
こ
ろ
も

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
習
慣
や
食
文
化
に
あ

わ
せ
た
日
本
酒
が
長
い
年
月
の
中
で
各
地
で
磨

か
れ
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
四
季
の
変
化
を
尊
ぶ
国
民
性
に
よ

り
、
現
在
で
も
日
本
酒
の
飲
み
方
に
は
季
節
感

が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
夏
を
越

し
て
ほ
ど
よ
く
熟
成
し
た
味
わ
い
が
特
徴
の
秋
の

「
ひ
や
お
ろ
し
」、
冬
か
ら
春
先
に
は
フ
レ
ッ
シ
ュ

な
香
り
が
特
徴
の「
新
酒
・
し
ぼ
り
た
て
」、
暑

い
夏
に
は
冷
蔵
庫
で
冷
や
し
た「
生な

ま

酒ざ
け

」な
ど
が

季
節
ご
と
に
登
場
し
て
風
物
詩
的
な
日
本
酒
の

楽
し
み
方
を
生
み
だ
し
て
い
ま
す
。
同
じ
酒
で

あ
っ
て
も
、
暖
か
い
時
期
は
冷
や
し
た
り
、「
冷

や
」と
呼
ば
れ
る
常
温
の
ま
ま
で
飲
む
人
が
多
い
の
で
す
が
、
秋
か
ら
春
ま
で
は
温
め
て
飲
む「
燗か

ん

酒ざ
け

」と
い
う

伝
統
的
な
飲
み
方
を
す
る
人
が
現
在
も
多
く
い
ま
す
。
技
術
面
で
も
、
酸
味
の
き
い
た
濃
醇
な
味
わ
い
を
楽
し

め
る
伝
統
的
な「
生き

酛も
と

※
１
・
山や
ま

廃は
い

※
２
」、
米
を
極
限
ま
で
精
米
し
て
低
温
醸
造
を
行
い
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
香
り

を
楽
し
む「
大
吟
醸
」、
さ
ら
に
近
年
で
は
、
醸
造
技
術
の
進
歩
に
よ
り
発
泡
性
を
持
た
せ
た
酒
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
日
本
酒
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
多
様
で
繊
細
な
味
わ
い
や
香

り
の
違
い
を
楽
し
む
た
め
に
は
、
出
荷
さ
れ
た
後
の
品
質
管
理
も
大
切
で
す
。
日
本
酒
の
容
器
が
遮
光
性
の
高

い
茶
色
瓶
や
Ｕ
Ｖ
カ
ッ
ト
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
酒
に
と
っ
て
最
大
の
敵
で
あ
る
光
を
遮
断
す
る

た
め
で
す
。
日
本
酒
を
お
い
し
く
飲
む
た
め
に
は
冷
蔵
庫
な
ど
の
低
温
・
暗
所
で
管
理
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。※

１　

自
然
の
乳
酸
菌
が
生
成
す
る
乳
酸
を
集
積
し
雑
菌
を
抑
制
し
有
効
酵
母
を
育
成
す
る
伝
統
的
技
法
。

※
２　

※
１
の
工
程
の
中
で
米
を
摺
り
お
ろ
す
山や
ま

卸お
ろ

し
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
廃
止
し
た
生
酛
系
酒
母
育
成
法
。
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日
本
酒
と
和
食
の
相
性
が
よ
い
理
由

　

米
か
ら
つ
く
る
日
本
酒
の
味
わ
い
の
特
徴
は
、
上
品
な
旨
み
に
あ
り
ま
す
。
現
代
で
こ
そ
、
日
本
酒
を
飲
む

と
き
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ご
ち
そ
う
を
食
べ
な
が
ら
飲
む
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
か
つ
て
は「
肴さ

か
な」と
よ
ば
れ
る
簡
素

な
つ
ま
み
と
と
も
に
飲
む
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
日
本
の
東
西
津
々
浦
々
で
多
様
な
珍
味
が
生
ま
れ
、
酒

の
味
わ
い
も
こ
の
味
と
絡
み
合
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
徴
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
の
夏
は
高
温
多
湿
な
の
で
、
食
材
保
存
法
も
燻
製
よ
り
、
塩
を
加
え
て
発
酵
さ
せ
る
塩し
お

辛か
ら
や
な
れ
鮓す
し

※

な
ど
の
魚
介
加
工
物
が
発
達
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
酒
の
肴
も
塩
辛
い
も
の
が
多
く
、
塩
や
味
噌
だ
け
で

簡
易
に
酒
を
飲
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
塩
分
が
多
い
肴
と
旨
み
の
あ
る
酒
と
は
、
よ
く
あ
い
ま
す
。

　

日
本
食
は
素
材
の
特
徴
を
生
か
し
た
調
理
法
が
多
い
で
す
が
、
そ
こ
で
は
調
味
料
も
独
自
の
発
達
を
と
げ
て

い
ま
す
。
基
本
調
味
料
の「
醤
油
」「
味
噌
」「
米
酢
」「
み
り
ん
」と
い
っ
た
も
の
は
、
す
べ
て
麹
を
利
用
し
た
発

酵
調
味
料
で
す
。
特
に
醤
油
、
味
噌
は
日
本
酒
同
様
に
各
地
域
で
独
自
の
も
の
が
は
ぐ
く
ま
れ
、
郷
土
料
理

の
味
覚
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
発
酵
食
品
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
と
油
脂
分
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
こ
と

が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
和
食��

日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」の
特
徴
で
す
。

　

日
本
人
が
好
ん
で
食
べ
る
魚
は
、
い
わ
ゆ
る
洋
食
と
い
わ

れ
る
も
の
よ
り
ミ
ネ
ラ
ル
や
カ
ル
シ
ウ
ム
が
多
く
含
ま
れ
ま

す
。
日
本
酒
は
、
こ
れ
ら
の
調
味
料
や
ミ
ネ
ラ
ル
分
等
と
の

相
性
が
よ
く
、
生
魚
の
臭
み
を
隠
す
マ
ス
キ
ン
グ
効
果
に
も

す
ぐ
れ
、
飲
む
だ
け
で
な
く
調
味
料
と
し
て
も
た
く
さ
ん
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
日
本
酒
と
和
食
は
と

て
も
相
性
が
よ
い
の
で
す
。

　

ま
た
現
在
の
日
本
酒
の
持
っ
て
い
る
旨
み
や
多
様
化
し
た

酒
質
は
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
だ
け
で
な
く
、
油
脂
の

多
い
肉
料
理
を
は
じ
め
世
界
各
国
の
多
様
な
料
理
を
も
受
け

止
め
て
、
料
理
と
の
相
性
の
幅
も
よ
り
広
が
っ
て
い
ま
す
。

※　

�

魚
を
塩
漬
け
に
し
て
そ
れ
を
麹
か
飯
で
漬
け
込
ん
だ
も
の
。

な
か
に
は
二
年
・
三
年
も
の
も
あ
る
。
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伝
統
行
事
と
深
く
関
わ
る
日
本
酒

　

伝
統
的
な
神
道
は
、
自
然
崇
拝
と
祖
霊
信
仰
に
基
づ
い
た
多
神
教
で
、
八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
々
が
全
国
各
所
に
存

在
し
て
い
ま
す
。
農
耕
文
化
を
基
盤
と
し
た
日
本
は
稲
作
の
北
限
の
地
で
も
あ
り
ま
す
。
温
度
、
日
照
、
風

雨
な
ど
、
耕
作
に
厳
し
い
気
候
条
件
も
あ
る
中
で
年
に
一
回
収
穫
さ
れ
る
米
は
貴
重
な
主
食
材
で
し
た
。
豊

作
を
喜
び
、
米
を
使
っ
て
酒
を
つ
く
り
神
様
に
お
供
え
し
て
感
謝
す
る
こ
と
は
太
古
よ
り
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

神
様
へ
の
お
供
え
も
の
は
神し
ん
饌せ
ん
と
呼
ば
れ
、
地
域
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
産
物
の
お
供
え
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

欠
か
せ
な
い
も
の
は
御み

酒き（
米
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
る
酒
）、
御み

飯け（
洗
米
や
白
飯
）、
御み

餅か
が
み（

米
を
搗つ

い
た
丸
餅
）

の
三
種
類
で
、
ど
れ
も
原
料
に
は
米
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
こ
そ
主
食
の
米
は
、
年
中
食
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
昔
は
米
に
雑
穀
な
ど
の
畑
作
物
を
混
ぜ
た
糅か

て

飯め
し
が
ふ
だ
ん
の
主
食
で
あ
り
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
ハ

レ
の
日
に
だ
け
米
一
〇
〇
％
の
食
事
を
摂
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
く
に
、
こ
の
貴
重
な
米
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
い
、
手
間
を
か
け
て
つ
く
っ
た
日
本
酒
は
、
お
供
え
も
の
の
中
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
の

で
す
。
人
々
は
、
祭
礼
の
と
き
に
神
様
に
御
酒
を
供
え
、
そ
れ
を
一
緒
に
食
す
る
こ
と
に
よ
り
神
と
の
一
体
感

を
持
ち
、
加
護
と
恩
恵
が
得
ら
れ
る
と
し
て
、
今
日
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
、
伝
統
的
な
行
事
で
は
、
神
様
を
身
近
く
招
い

て
酒
で
も
て
な
す
か
た
ち
が
随
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
新
し
く
建
物
を
建
て
る
と
き
に
は
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い
と
い
う
行
事

が
行
わ
れ
、
日
本
酒
が
供
え
ら
れ
、
土
地
に
撒ま

か
れ
、
そ
し

て
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
明
確
な
四
季
の
あ
る
日
本
で

は
、
季
節
の
節
目
に
節せ

っ

供く

と
い
う
年
中
行
事
が
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
三
月

は
桃
酒
、
五
月
は
菖し

ょ
う蒲ぶ

酒
、
九
月
は
菊
酒
と
い
っ
た
季
節
の

花
を
酒
に
浮
か
べ
愛
で
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
邪
気
を
払

い
、
長
寿
を
祈
願
し
て
飲
ん
だ
の
で
す
。
ま
た
、
お
正
月
に

は
屠と

蘇そ

と
呼
ば
れ
る
十
種
類
ほ
ど
の
薬
草
と
清
酒
を
混
ぜ
た

お
酒
を
飲
み
、
一
年
の
無
事
を
祈
る
習
慣
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
季
節
折
々
の
変
化
を
感
じ
と
り
な
が
ら
、

老
若
男
女
を
問
わ
ず
酒
で
祝
い
、
絆
を
固
め
る
行
事
を
大
事

に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。



17 16

　
 

約
束
事
に
欠
か
せ
な
い
日
本
酒

　

日
本
の
社
会
で
は
、
古
く
か
ら
人
と
人
が
特
別
な
関
係
を
結
ぶ
と
き
に
酒
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
が
多
く
あ

り
、
現
代
社
会
に
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
儀
礼
の
な
か
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
も
の
が「
三さ

ん

三さ
ん

九く

度ど

」と

呼
ば
れ
る「
盃

さ
か
ず
き
事ご
と

」で
、
大
小
三
種
類
の
盃
に
酒
を
注
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
三
口
で
飲
み
ま
す
。
よ
り
慎
重
を
期

す
と
言
う
意
味
で
回
を
重
ね
る
の
で
す
が
、そ
こ
に
は
縁
起
の
よ
い
三
と
い
う
数
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。と
く
に
、

結
婚
式
の
と
き
に
神
前
で
結
婚
を
誓
う
盃
事
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
結
婚
式
以
外
に
も
、
か
つ
て
は
他
人

同
士
が
兄
弟
、
親
子
同
様
の
関
係
を
結
ぶ
と
き
の「
固
め
の
盃
」と
い
う
習
慣
も
あ
り
、
盃
を
か
わ
す
と
い
う

言
葉
は
欧
米
社
会
の
契
約
を
象
徴
す
る
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
特
別
な
契
約
で
な
く
と
も
、「
一
緒
に

酒
を
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」は
、「
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
」と
同
じ
意
味
で
、
親
し
い
人
間
関
係
を
表
し
ま
す
。

　

日
本
の
宴
会
で
は「
今
日
は
無
礼
講
で
い
き
ま
し
ょ
う
」と
い
う
台せ
り
ふ詞

を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
上

下
の
隔
た
り
な
く
酒
宴
を
楽
し
む
こ
と
を
意
味
し
、
人
間
関
係
を
深
め
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
現
在
に
伝
わ

る
酒
宴
の
席
で
は
、
は
じ
め
に
主
催
者
や
主
賓
か
ら
乾
杯
の
発
声
と
言
わ
れ
る
あ
い
さ
つ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

通
例
で
す
。
こ
の「
礼
講
」を
す
ま
せ
て
、
は
じ
め
て
無
礼
講
に
入
る
の
で
す
。
そ
の
乾
杯
の
発
声
で
は「
み
な

さ
ま
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
て
…
…
」と
い
う
言
葉
が

よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

　
「
祈
念
」と
い
う
言
葉
は
、
神
様
に
祈
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
本
来
行
う
べ
き
盃

事
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
礼
講
を「
乾
杯
」と
い
う

行
為
に
象
徴
さ
せ
て
、
そ
の
会
の
主
旨
の
確
認
を

簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
ま
す
。
ゆ
え
に

「
乾
杯
」の
と
き
に
は
、
日
本
酒
を
使
う
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
祝
い
事
だ
け
に
限
ら
ず
、
葬
儀
・

仏
事
な
ど
の
席
で
も
日
本
酒
が
飲
ま
れ
る
こ
と
が
通

例
で
し
た
。
故
人
を
偲
ん
で
日
本
酒
を
飲
み
、
故

人
と
最
後
の
お
別
れ
を
し
て
飲
む
。
日
本
の
生
活
の

喜
怒
哀
楽
の
な
か
に
は
、
日
本
酒
は
欠
か
せ
な
い
も

の
だ
っ
た
の
で
す
。
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贈
答
文
化
と
日
本
酒

　

日
本
酒
は
、
何
か
に
つ
け
人
々
に
好
ん
で
飲
ま
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
古
く
か
ら
贈
答
品
と
し
て
の
や

り
と
り
も
盛
ん
で
し
た
。
ま
ず
は
、
人
々
か
ら
神
様
へ
の
お
供
え
も
の
と
し
て
酒
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
正
月
、

祭
礼
な
ど
の
と
き
に
酒
を
お
祝
い
と
し
て
持
っ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
そ
の
と
き
も「
御
神
前
に
」と
か「
御
仏
前
に
」

と
い
う
言
葉
を
添
え
て
い
た
も
の
で
す
。
ま
ず
は
お
供
え
、
そ
の
後
に
お
下
が
り
※
と
し
て
、
神
人
が
一
体
と

な
り
そ
の
お
酒
で
饗
宴
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ハ
レ
の
日
の
贈
答
品
と
し
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
が
日

本
酒
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
お
見
舞
い
や
お
悔
や
み
に
も
日
本
酒
が
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
火
事
、
災
害
な
ど
の

と
き
の
お
見
舞
い
に
は
日
本
酒
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
火
事
や
災
害
の
と
き
に
は
近
隣
の
人
々
が
片
づ
け
な
ど
を

大
勢
で
助
け
合
う
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
人
々
を
も
て
な
し
、
浄
め
る
た
め
に
日
本
酒
が
使
わ
れ
る
の

で
す
。
し
た
が
っ
て
、火
事
や
事
故
の
見
舞
い
品
と
し
て
も
日
本
酒
を
届
け
る
と
い
う
風
習
が
定
着
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、も
う
ひ
と
つ
が
日
本
独
自
の
夏
の「
お
中
元
」、年
末
の「
お
歳
暮
」と
い
う
ギ
フ
ト
で
す
。
こ
れ
は
、

お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
の
お
礼
の
気
持
ち
を
込
め
て
贈
る
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
に
中
元
、
歳
暮
の
習
わ
し
が

は
じ
ま
っ
た
と
き
は
、
部
下
か
ら
上
司
へ
感
謝
の
気

持
ち
を
込
め
て
届
け
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
上
司
は「
倍
返
し
」の
贈
り

物
を
返
し
た
も
の
で
す
。
や
が
て
上
下
関
係
と
は

無
関
係
に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
が
、
こ
こ
で
も
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
日
本
酒

で
す
。

　

多
種
多
様
な
物
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現

代
社
会
で
も
、
お
供
え
、
お
見
舞
い
、
中
元
・
歳

暮
と
い
っ
た
風
習
は
日
本
社
会
に
深
く
根
ざ
し
て

残
っ
て
お
り
、
日
本
酒
は
変
わ
ら
ず
贈
答
の
中
心

的
な
商
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
感
を
発
揮
し
て

い
ま
す
。

※　

神
仏
に
お
供
え
し
た
後
の
飲
食
物
。
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日
本
酒
の
発
達
と
流
通
の
関
わ
り

　
も
と
も
と
日
本
酒
は
、
全
国
各
地
で
地
産
地
消
の
形
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
室
町
後
期
か
ら
江
戸
時
代

初
期（
十
六
世
紀
〜
十
七
世
紀
）に
か
け
て
は
、
奈
良
、
伏
見
、
伊
丹
な
ど
近
畿
地
方
で
徐
々
に
酒
造
業
の
発

達
が
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
江
戸
時
代
に
大
き
く
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
三
〇
〇
年
ほ
ど
平
穏
な
幕
藩
体

制
が
続
い
た
間
に
、
国
内
経
済
も
著
し
く
発
展
し
た
か
ら
で
す
。
酒
づ
く
り
は
、
幕
府
及
び
諸
藩
の
免
許
制

度
に
よ
り
製
造
量
・
販
売
先
が
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
政
治
の
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
の
人
口
は
既

に
百
万
人
を
超
え
、
そ
こ
で
飲
ま
れ
る
膨
大
な
酒
の
供
給
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

江
戸
へ
の
酒
の
供
給
地
と
し
て
、
現
在
の
兵
庫
県
の
灘な
だ

が
一
大
酒
産
地
と
し
て
成
長
を
遂
げ
ま
す
。
関
西

地
方
は
奈
良
時
代
か
ら
の
酒
づ
く
り
の
技
術
の
蓄
積
が
も
と
も
と
あ
っ
た
上
に
、
灘
の
地
は
冬
の
寒
気
が
厳
し

く
酒
づ
く
り
に
適
し
た
気
候
で
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
酒
づ
く
り
に
適
し
た
宮み

や

水み
ず

と
呼
ば
れ
る
硬
水
が
発

見
さ
れ
ま
す
。
経
済
の
中
心
地
の
大
坂
に
も
近
く
、
こ
こ
か
ら
江
戸
ま
で
酒
を
運
ぶ
た
め
の
樽た

る

廻か
い

船せ
ん
と
よ
ば
れ

る
専
用
船
を
使
っ
た
航
路
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
日
本
列
島
を
取
り
巻
く
よ
う
に
い
く
つ
か

の
航
路
が
設
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
酒
を
運
ぶ
こ
と
が
最
初
の
目
的
で
し
た
。

　

江
戸
の
陸
揚
拠
点
の
新
川
に
は
酒
問
屋
街
も
形
成
さ

れ
、
東
日
本
の
酒
流
通
の
一
大
拠
点
と
な
り
ま
す
。
灘
酒

は
江
戸
と
い
う
都
市
住
民
の
嗜
好
に
あ
っ
た
酒
づ
く
り
を
行

う
こ
と
で
発
達
を
遂
げ
、
日
本
を
代
表
す
る
大
産
地
と
し
て

成
長
し
ま
す
。
こ
の
結
果
、
江
戸
の
町
で
は
年
間
を
通
し
て

潤
沢
に
日
本
酒
が
供
給
さ
れ
、
庶
民
に
い
た
る
ま
で
い
つ
で

も
日
本
酒
を
飲
め
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
単
に

酒
と
い
え
ば
日
本
酒
を
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
入
り
、
物
流
の
主
力
が
鉄
道
へ
移
り
、
京
都

の
伏
見
、
広
島
の
西
条
、
福
岡
の
城
島
な
ど
、
外
部
へ
の
販

売
を
主
力
と
す
る
酒
蔵
集
積
地
も
複
数
生
ま
れ
ま
し
た
。

現
代
で
は
、
品
質
管
理
の
行
き
届
い
た
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
が
発

達
し
て
、
日
本
中
で
各
地
の
酒
を
手
軽
に
飲
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
の
日
本
酒
生
産
量
の
上
位
は
、
兵
庫
県
、

京
都
府
、
新
潟
県
、
埼
玉
県
、
秋
田
県
、
愛
知
県
で
す
。
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國
酒
と
し
て
の
日
本
酒

　

現
在
の
日
本
で
は
、
世
界
中
の
料
理
と
と
も
に
ビ
ー
ル
、
ワ
イ
ン
、
ウ
イ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
中

の
酒
を
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
各
国
の
伝
統
的
な
料
理
や
伝
統
的
な
酒
類
も
多
く
、
こ
れ

ら
を
食
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
持
っ
て
い
る
文
化
的
な
背
景
を
お
互
い
に
尊
重
し
理
解
し
合
う
こ
と
が
大
切
な

の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
人
の
食
生
活
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
従
来
か
ら
あ
っ
た
和
食
や
日
本
酒
の

良
さ
も
再
認
識
さ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
和
食
や
日
本
酒
の
も
っ
て
い
る
文
化
的
意
義
、
歴
史
的
意
味

に
も
注
目
が
集
ま
り
始
め
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
酒
が「
國
酒
」と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
日
本
の
風
土
の
恵
み
で
あ
る
米
と
水
で
つ
く
ら
れ

て
い
る
こ
と
」「
日
本
の
恵
ま
れ
た
気
候
風
土
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
麹
菌
を
使
う
独
特
の
技
術
で
あ
る
こ
と
」「
長

い
年
月
の
間
、
日
本
全
国
で
あ
ま
ね
く
飲
ま
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
」「
日
本
固
有
の
信
仰
や
年
中
行
事

や
生
活
習
慣
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
」「
日
本
の
津
々
浦
々
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
」な
ど
に
よ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
國
酒
と
い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
自
国
の
文
化
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
こ
と
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
同
様
に

海
外
の
文
化
、
歴
史
、
料
理
、
酒
類
も

尊
重
し
て
、
そ
の
相
互
理
解
を
深
め
て
い

く
こ
と
も
同
様
に
大
切
で
す
。

　

日
本
酒
は
、「
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
」と
い
う
言

葉
で
外
国
の
方
々
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、「
吟
醸
Ｇ
Ｉ

Ｎ
Ｊ
Ｏ
」「
純
米
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ａ
Ｉ
」な
ど

の
単
語
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
は
、
日
本
酒
の
海

外
へ
の
輸
出
量
も
順
調
に
増
加
し
て
い

ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
日
本
を
代
表
す
る「
民
族

酒（
國
酒
）」と
し
て
ま
す
ま
す
世
界
に
広

げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


