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〈
は
じ
め
に
〉

　

久
し
ぶ
り
に
長
野
茅
野

　
　

頼
岳
寺
、
宇
宙
庵
を
訪
ね
て

　　

本
稿
で
今
世
界
の
人
々
も
日
本
人
も
関
心

を
高
め
て
い
る
縄
文
時
代
の
姿
を
詳
し
く
考

察
し
、
本
当
に
そ
こ
に
何
が
あ
り
、
我
々
が

何
が
学
べ
る
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
の
前

に
ち
ょ
っ
と
関
連
の
あ
る
私
の
若
か
り
し
頃

の
話
し
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

農
食
健
研
究
所

㈱
医
工
学
研
究
所

㈱
人
間
と
科
学
の
研
究
所 

所
長

飛
岡
　
健

こ
れ
か
ら
の
時
代
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
、

世
界
的
に
重
要
と
な
る

世
界
的
に
重
要
と
な
る

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
②

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
②

　

今
か
ら
約
60
年
前
位
に
、
私
は
信
州
長
野

県
の
茅
野
に
あ
る
頼
岳
寺
の
宇
宙
庵
と
い
う

庵
に
お
い
て
、
大
学
生
の
頃
、
１
ヵ
月
間
の

座
禅
を
行
っ
た
。
何
故
な
ら
、
高
校
生
か
ら

参
加
し
て
い
た
政
治
運
動
の
中
で
、
様
々
な

葛
藤
、
軋
轢
が
自
分
の
内
面
を
揺
ら
し
て
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
自
分
の
中
に
安
寧
の
境

地
、
あ
る
い
は
無
我
の
静
か
な
る
心
境
を
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
確
立
出
来
る
か
も
知
れ
な

い
と
思
い
立
ち
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
、
座
禅
を
試
み
た

訳
で
あ
る
。
結
果
は
無
惨
だ
っ
た
。

　

何
故
な
ら
、煩
悩
を
鎮
め
る
事
に
失
敗
し
、

む
し
ろ
煩
悩
の
固
ま
り
に
な
っ
て
、
東
京

に
帰
り
、
お
ま
け
に
酷
い
風
邪
を
そ
の
後
ひ

い
て
、
１
ヵ
月
近
く
体
調
を
壊
し
た
経
験
が

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
今
と
な
っ
て
み
る
と
、
決
し
て

そ
の
後
の
人
生
を
振
り
返
る
と
、
宇
宙
庵
で

の
１
ヵ
月
は
無
駄
な
時
間
で
は
な
か
っ
た
。

１
ヵ
月
間
毎
日
規
則
正
し
く
、
座
禅
を
宇
宙

庵
に
て
行
っ
た
事
は
、
そ
の
後
の
人
生
に
お

い
て
、
物
事
を
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て

や
ろ
う
と
す
る
時
、
様
々
に
そ
の
時
の
経
験

が
役
立
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
座
禅
本
来

の
目
的
を
、
即
ち
安
寧
の
境
地
を
手
に
す
る

事
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
独
り
静
か
に
無
機

の
静
謐
と
も
言
え
る
静
け
さ
の
中
で
座
禅
を

組
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
事
を
基
本

か
ら
考
え
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
何
を

――
縄
文
時
代
は
何
故
、
今
人
々
の
心
を
捉
え
る
の
か

縄
文
時
代
は
何
故
、
今
人
々
の
心
を
捉
え
る
の
か

――
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た
茅
野
市
周
辺
で
あ
り
、
隣
の
諏
訪
市
で
あ

り
、
今
私
の
住
ん
で
い
る
山
梨
県
の
北
杜
市

と
い
っ
た
優
れ
た
異
端
者
の
輩
出
す
る
地
で

あ
り
、
山
に
囲
ま
れ
た
多
く
の
水
の
た
ま
り

場
と
し
て
の
大
き
な
湖
沼
河
川
の
あ
る
地
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
良
く
観
察
す
る
と
、
日
本

に
は
、
実
に
多
く
の
縄
文
博
物
館
が
各
地
に

出
来
て
い
る
。

　

私
は
２
０
２
２
年
の
秋
に
山
梨
県
北
杜

市
に
移
っ
た
の
で
あ
る
が
、
何
と
も
栗
の
木

や
ド
ン
グ
リ
や
ク
ル
ミ
の
木
が
多
い
の
に
驚

い
た
の
が
第
一
印
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
直

観
的
に
縄
文
人
達
が
棲
み
易
い
地
域
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
印
象
を
抱
い
た
。
そ
し
て

調
べ
て
い
く
と
、
北
杜
市
に
は
縄
文
遺
跡
が

至
る
所
に
あ
る
と
共
に
、
そ
の
記
念
館
や
博

物
館
が
そ
こ
に
出
来
て
い
た
し
、
縄
文
研
究

会
や
学
会
が
沢
山
あ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
こ

の
地
域
は
私
の
人
生
と
何
か
深
い
縁
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
個
人
的
想
い
は
こ
の
位
に
し

て
本
題
に
入
り
た
い
。　

（
１
）
縄
文
時
代
を
語
る
に
つ
い
て

　

私
は
こ
こ
で
縄
文
時
代
に
つ
い
て
、
私
見

で
か
な
り
自
由
に
描
い
た
が
、
こ
の
日
本
人

と
日
本
社
会
の
源
流
を
追
う
事
は
、
既
に
莫

大
な
努
力
が
多
く
の
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ

て
費
や
さ
れ
て
お
り
、
今
日
か
な
り
確
立
し

何
を
も
た
ら
す
か
を
、
真
剣
に
考
え
抜
い
た

事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
は
、
疑
問

が
大
き
く
な
っ
た
だ
け
で
答
え
は
出
な
か
っ

た
。
そ
の
結
果
が
出
な
か
っ
た
事
が
、
大
学

院
卒
業
後
の
私
の
人
生
の
方
向
を
決
定
す
る

動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
静
か
な
心
の

世
界
を
求
め
て
座
禅
を
行
っ
た
が
、結
果
は
、

今
日
か
ら
明
日
に
か
け
て
の
科
学
技
術
文
明

の
展
開
へ
の
疑
問
の
マ
グ
マ
の
如
き
沸
湯
で

あ
り
、
何
と
か
し
な
い
と
地
球
上
で
の
人
類

社
会
の
将
来
が
危
う
く
な
る
だ
ろ
う
と
の
確

信
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
今
日
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
い
る
諸
々

を
、
懐
疑
的
に
捉
え
考
え
直
す
事
を
す
る
よ

う
に
私
を
さ
せ
た
。
70
年
安
保
へ
の
参
加
へ

の
助
走
で
も
あ
っ
た
。
果
た
し
て
こ
の
ま
ま

の
科
学
技
術
文
明
の
展
開
の
継
続
が
人
類
を

幸
せ
に
導
く
の
か
、
一
端
立
ち
止
ま
っ
て
、

今
い
ち
ど
そ
の
点
に
つ
い
て
人
類
全
体
と
し

て
真
剣
に
論
じ
あ
う
事
の
重
要
さ
を
訴
え
る

運
動
が
私
の
中
で
の
70
年
安
保
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
60
年
安
保
は
漠
と
し
た
問
題

意
識
か
ら
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
残
念
な

が
ら
ど
ち
ら
の
運
動
も
運
動
と
し
て
は
挫
折

し
て
し
ま
っ
た
が
、
私
個
人
と
し
て
は
、
そ

の
後
の
人
生
の
展
開
が
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
日
の
２
０
２
４

年
の
時
点
で
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
論
争

や
、
世
界
的
レ
ベ
ル
の
Ａ
Ｉ
の
人
類
に
も
た

ら
す
負
の
作
用
の
議
論
は
、
私
が
今
か
ら
半

世
紀
前
に
人
生
を
懸
け
て
考
え
る
べ
き
問
題

で
あ
る
と
し
た
事
の
噴
出
で
あ
る
。
ま
さ
に

茅
野
の
宇
宙
庵
で
の
１
ヵ
月
の
思
索
の
時
間

の
延
長
に
あ
る
の
が
今
日
の
状
況
な
の
で
あ

る
。

　

さ
て
、
そ
の
話
し
が
本
論
の
主
題
で
は
な

い
。
本
論
の
主
題
は
、
今
日
世
界
が
混
乱
の

世
界
の
行
く
末
に
怖
れ
を
感
じ
「
新
し
い
人

類
の
存
続
の
在
り
方
」
を
ま
だ
少
な
い
が
か

な
り
の
人
々
が
本
質
的
に
模
索
し
始
め
て
い

る
そ
の
事
で
あ
る
。そ
の
時
に
歴
史
の
中
で
、

光
明
を
見
つ
け
る
べ
く
ひ
と
つ
の
参
考
に
な

る
時
代
と
地
域
が
あ
る
の
か
、
ど
う
か
の
再

検
討
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
可
能
性
の
１
つ

が
、
日
本
各
地
で
１
万
年
以
上
も
の
間
大
き

な
戦
い
も
無
く
繰
り
広
げ
ら
れ
た
縄
文
時
代

の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
１
つ
の
中
心
が
茅
野

を
含
む
八
ヶ
岳
山
麗
の
甲
信
越
地
域
で
あ

る
。
多
く
の
世
界
中
の
人
々
が
、
今
日
縄
文

時
代
へ
の
関
心
を
払
い
始
め
て
い
る
。
今
や

ち
ょ
っ
と
し
た
ら
世
界
的
縄
文
ブ
ー
ム
と
も

言
え
る
程
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
？
そ

れ
を
詳
し
く
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ

う
だ
。

　

実
は
こ
の
縄
文
時
代
の
１
つ
の
中
心
地
で

あ
る
の
が
、
私
が
学
生
の
頃
に
座
禅
を
行
っ

す
る
べ
き
か
の
キ
ッ
カ
ケ
を
頂
い
た
よ
う
に

思
う
。

　

そ
れ
は
、
私
は
航
空
工
学
、
宇
宙
工
学
を

専
攻
し
学
ん
だ
が
、そ
こ
で
抱
い
た
疑
念
は
、

い
た
ず
ら
に
目
標
の
描
け
な
い
ま
ま
今
日
の

科
学
技
術
文
明
の
更
な
る
展
開
を
進
め
て

行
っ
た
時
、
果
た
し
て
科
学
技
術
は
人
類
に 頼岳寺 宇宙庵
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た
定
説
は
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
更
な
る
研
究

に
よ
っ
て
、
更
に
旧
石
器
→
新
石
器
→
縄
文

→
弥
生
→
古
墳
時
代
と
い
っ
た
時
代
区
分

は
、
よ
り
精
緻
化
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
の
内

容
も
更
に
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
変
化
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
古
代
史
の
研
究
の
専
門
家

は
未
だ
縄
文
→
弥
生
の
事
に
つ
い
て
研
究
を

続
け
て
お
り
、
今
日
の
発
達
し
た
遺
伝
子
工

学
や
Ａ
Ｉ
の
使
用
に
よ
り
、
よ
り
新
し
い
説

の
登
場
も
十
分
あ
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
の

が
今
日
の
状
況
で
あ
る
。
比
較
的
最
近
ま
で

縄
文
と
弥
生
時
代
は
、
石
器
時
代
と
一
緒
に

呼
称
さ
れ
て
い
た
し
、
日
本
人
と
い
う
人
種

に
関
し
て
も
、
ア
イ
ヌ
説
や
原
日
本
人
説
や

混
合
説
等
い
ろ
い
ろ
と
議
論
さ
れ
、
発
表
さ

れ
て
き
た
。
そ
し
て
今
日
に
お
い
て
も
、
未

だ
そ
の
議
論
は
残
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
今
ま
で
の
古
代
研
究
の
流
れ
を

フ
ォ
ロ
ー
し
た
論
文
や
著
作
を
見
る
限
り
、

人
種
と
し
て
の
日
本
人
を
研
究
す
る
人
類

学
（
Ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｔ
）

と
文
化
を
主
体
と
し
て
研
究
す
る
考
古
学

者
（
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｔ
）
と

の
協
力
に
よ
り
、
あ
る
い
は
最
近
で
は
遺
伝

学
者
（
Ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
ｉ
ｃ
ｉ
ｓ
ｔ
）
の
参
加

に
よ
り
、
今
日
の
定
説
は
、
縄
文
の
黄
金
期

以
前
ま
で
に
日
本
列
島
に
住
み
つ
い
て
、
混

血
し
た
縄
文
原
人
が
元
々
い
て
、
そ
こ
に
渡

来
人
と
し
て
の
弥
生
人
が
加
わ
り
、
そ
れ
か

ら
更
に
混
血
し
て
、
日
本
人
と
い
う
今
日
の

人
種
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
縄
文
式
土
器
を
ベ
ー
ス
と
し
つ

つ
も
、
弥
生
式
土
器
は
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を

形
成
し
た
と
考
え
る
の
が
定
説
の
よ
う
だ
。

し
か
し
縄
文
土
器
と
弥
生
土
器
と
を
一
見
す

る
と
全
く
違
う
よ
う
に
見
え
る
の
が
我
々
素

人
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
人
種（
Ｒ
ａ
ｃ
ｅ
）と
民
族（
Ｆ

ｏ
ｌ
ｋ
）
と
の
違
い
や
、
そ
の
起
源
に
関
し

て
の
議
論
は
実
に
多
く
の
分
野
の
多
く
の
専

門
家
を
巻
き
込
ん
で
、
そ
の
時
代
の
支
配
者

と
支
配
的
考
え
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
関
し
て

は
、
私
は
門
外
漢
な
の
で
詳
し
い
内
容
に
は

触
れ
な
い
こ
と
と
し
よ
う
。
実
際
に
縄
文
遺

跡
を
各
地
で
自
分
の
目
で
見
て
縄
文
時
代
の

生
活
を
本
論
の
元
と
な
っ
た
、「
縄
文
時
代

が
世
界
の
新
し
い
生
存
に
と
っ
て
ヒ
ン
ト
に

な
る
と
こ
ろ
」
を
借
用
し
、
持
論
を
展
開
し

た
の
が
本
論
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
を
最

初
に
断
っ
て
お
く
。
本
論
は
縄
文
時
代
を
深

く
論
じ
る
研
究
論
文
で
は
な
く
、
今
日
か
ら

明
日
に
か
け
て
の
時
代
に
危
機
感
を
感
じ
る

多
く
の
世
界
の
人
々
が
、
何
故
縄
文
時
代
に

関
心
を
示
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
事
が

大
き
な
目
的
で
あ
る
。

　

そ
の
概
要
は
、
図
１
に
示
し
た
。
外
枠
に

は
、
今
日
世
界
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
あ

り
、
縄
文
時
代
へ
の
目
が
向
く
外
的
要
因
で

あ
り
、
内
側
は
、
縄
文
時
代
の
ど
こ
を
注
目

す
る
か
の
内
容
で
あ
る
。

　

縄
文
時
代
に
未
来
へ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か

ど
う
か
を
論
じ
る
前
に
、
今
日
の
地
球
社
会

に
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
生
ぜ
し
め

て
い
る
主
因
と
考
え
ら
れ
る
西
洋
科
学
技
術

文
明
と
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
つ
い
て
少
し
見

て
お
こ
う
。

　（
２
）
今
日
を
支
配
し
て
い
る

　
　
　
　

西
洋
科
学
技
術
文
明
と

　
　
　
　
　
　

キ
リ
ス
ト
教
の
限
界

　　

今
日
の
地
球
文
明
の
限
界
と
い
う
言
葉
の

中
味
を
吟
味
す
る
と
、
や
は
り
そ
の
中
心
を

な
し
て
い
る
の
は
西
洋
科
学
技
術
文
明
と
キ

リ
ス
ト
教
文
化
の
存
在
と
影
響
で
あ
ろ
う
。

21
世
紀
の
今
日
、
そ
の
圧
倒
的
拡
が
り
と
支

配
と
が
も
た
ら
し
た
功
罪
が
は
っ
き
り
と
目

に
見
え
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
罪
は
限
界
に

近
く
ま
で
な
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
バ
ベ
ル

の
塔
を
建
て
続
け
る
と
、
臨
界
を
迎
え
、
地

球
文
明
は
崩
壊
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
危

機
感
が
溢
れ
始
め
た
。

　

西
洋
科
学
技
術
文
明
は
、
そ
の
源
流
は
ギ

リ
シ
ャ
文
明
以
前
に
あ
る
と
し
て
も
（
明
確

な
歴
史
と
し
て
述
て
い
る
の
は
ギ
リ
シ
ャ
時

代
か
ら
）、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
し
た
姿
で

世
界
の
人
々
に
目
に
見
え
る
形
で
登
場
し
た

の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
時
代
で
あ
る
。
そ
の
後
、

キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
が
貫
徹
す
る
中
世
の
暗

黒
時
代
を
経
て
、
そ
れ
ら
２
つ
が
急
速
に
展

開
し
、
今
日
の
よ
う
な
形
ま
で
大
き
く
な
っ

た
の
は
、
第
２
次
産
業
革
命
（
動
力
革
命
）

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
学
問
の
世
界
で
も

著
し
い
動
き
が
見
ら
れ
、
多
く
の
攻
勢
に
影

響
を
残
す
著
作
が
生
ま
れ
た
。
哲
学
者
の
デ

カ
ル
ト
の
因
果
関
係
を
明
確
に
し
た
『
機
械

論
』、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
分
業
論
』、
マ

ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』、
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー

の
『
契
約
論
』
等
々
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
ら
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
じ
た
の
は
、
厳

し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
の
中
で
の
事
で
あ

り
、
い
ち
早
く
科
学
技
術
文
明
が
進
ん
だ
の

は
、
激
し
い
小
国
間
の
小
競
り
合
い
と
戦
い

で
あ
り
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
き
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
地
と
歴
史
で
あ
っ
た
。
人
間
は
残

念
な
が
ら
、
平
和
時
に
物
事
を
創
造
開
発
す

る
よ
り
も
、厳
し
い
戦
い
の
中
に
、サ
ー
チ
ュ

イ
ン
遺
伝
子
が
活
発
に
脳
を
動
か
し
、
新
し

い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
創
出
さ
せ
、
そ
れ
を
具
現

化
し
て
、
武
器
を
始
め
と
し
て
様
々
な
新
し

い
道
具
や
品
々
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
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そ
れ
が
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
頭

を
切
っ
て
い
た
の
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
他
の
世
界
に
先
駆
け
て
科
学
技
術

が
先
に
発
展
し
た
。

　

何
よ
り
も
工
学
の
扱
う
も
の
は
、「
走

る
」、「
投
げ
る
」、「
打
つ
」、「
飛
ぶ
」、「
泳

ぐ
」
と
い
っ
た
「
動
詞
の
外
延
的
延
長
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
個
別
の
機
能
を
強
化
す

る
物
で
あ
り
、
全
体
シ
ス
テ
ム
の
網
目
か
ら

抜
け
落
ち
る
モ
ノ
が
常
に
あ
っ
た
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
の
細
目
か
ら
抜
け
落
ち
る
も
の
の
、

蓄
積
こ
そ
が
今
日
の
問
題
の
大
き
な
原
因
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
こ
こ
２
０
０
～

３
０
０
年
間
で
急
速
に
拡
大
し
、
人
間
疎
外

を
拡
大
し
た
。
即
ち
明
確
に
意
味
の
あ
る
モ

ノ
を
１
人
の
人
間
が
作
り
出
す
の
が
本
来
の

人
間
の
人
格
と
尊
厳
の
べ
ー
ス
で
あ
る
が
、

そ
う
で
な
く
、
部
分
（
品
）
の
集
合
と
し
て

１
つ
の
機
械
が
造
ら
れ
、
そ
こ
で
は
１
人
の

人
間
の
主
体
と
人
格
は
、
部
分
化
さ
れ
、
無

機
化
に
さ
れ
、
人
間
の
主
体
性
や
意
識
を
重

ん
じ
ず
、
人
間
疎
外
が
発
生
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
文
明
化
が
進
め
ば
進
む
ほ

ど
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
疎
外
度
は
高

く
な
っ
て
い
き
、
完
全
に
機
械
の
部
品
化
に

さ
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
砂
漠
、
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
飼
育

化
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
こ
の
地
球
上

の
多
く
の
人
々
が
物
質
の
効
用
に
引
っ
張
ら

れ
、
そ
う
し
た
事
す
ら
気
付
か
な
い
で
人
生

を
送
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。そ
の
結
果
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
先
行
的
に
発
展
し
た
物
質
文
明
の

強
度
の
展
開
は
、
自
然
の
再
生
能
力
や
浄
化

能
力
を
超
え
、
生
態
系
を
破
壊
し
、
環
境
問

題
、
特
に
異
常
気
象
を
通
し
て
そ
の
負
の
効

用
を
大
き
く
し
、
自
ら
の
開
墾
し
た
田
畑
ま

で
を
劣
悪
な
状
態
に
押
し
や
り
、
人
体
に
大

き
な
害
悪
を
与
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
事
に
対
し
て
の
疑
問
が
世
界
的
に

噴
出
し
て
い
る
の
か
が
今
日
の
状
況
で
あ
る

が
、
未
だ
に
そ
の
問
題
の
流
れ
を
変
え
る
気

配
は
地
球
上
の
住
人
の
大
多
数
に
な
く
、
一

部
の
人
々
の
み
が
不
安
を
募
ら
せ
、
何
と
か

せ
ね
ば
と
動
き
始
め
て
い
る
。
そ
う
し
た

人
々
の
未
来
へ
の
必
死
の
思
い
が
縄
文
時
代

へ
熱
い
視
線
が
背
景
で
あ
る
。

　

さ
て
、
も
う
一
方
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る

が
、
約
12
億
の
信
徒
を
持
つ
世
界
最
大
の

宗
教
で
あ
る
が
、
一
神
教
の
神
の
言
葉
に
全

て
従
っ
て
、
人
類
の
生
存
を
規
定
す
る
事
に

対
し
て
の
反
発
は
、
今
日
相
当
に
強
ま
っ
て

い
る
し
、
そ
の
誕
生
の
背
景
、
分
裂
の
背
景

か
ら
も
、
そ
し
て
一
神
教
に
よ
る
ワ
ン
ワ
ー

ル
ド
の
建
設
に
対
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

様
々
な
批
判
の
声
が
出
始
め
て
い
る
。

図１　縄文時代が注目されるのは

時代的古さと
１万年以上続いた事争いが少なかった

＝
平和的

極めて高度の
生活用品の産出
（縄文芸術）

狩猟採集生活
弓矢と土器の発明

その宇宙観と
死生観と先祖崇拝

円環思想
全てが同じ位置に
原子アニミズム

縄文時代が
注目されるのは

自然との対話
共存共生
共感共鳴

自然崇拝
環境を使い放し
にはしなかった
栽培の開始

男：狩猟
女：採集

未来を描像できない今日
水
・
食
糧
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
基
本
物
質
の
危
機
感
の
強
ま
り

厳
し
い
環
境
問
題
の
臨
界
化

世界の混乱の強まりと人類存続の危機感　終末観の強まり
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そ
の
教
義
の
内
容
に
は
、
神
の
下
に
人
間

を
置
き
、人
間
を
他
の
生
命
体
の
上
に
置
き
、

人
間
よ
り
知
能
の
劣
る
（
？
）
全
て
の
存
在

へ
の
人
間
の
支
配
を
認
め
て
い
る
。
明
ら
か

に
そ
こ
に
は
〝
神
道
〟
の
〝
八
百
の
神
〟
や

〝
悉
皆
仏
〟
の
如
く
諸
々
の
存
在
の
平
等
性

と
調
和
の
捉
え
方
は
な
く
、
縦
の
線
の
中
で

の
人
間
及
び
、
他
の
生
命
体
の
捉
え
方
で
あ

り
、
自
然
崇
拝
の
考
え
方
に
乏
し
く
、
死
者

に
対
し
て
の
扱
い
方
も
、
個
々
人
の
墓
を
造

る
も
の
の
、
死
後
の
扱
い
は
そ
の
人
や
家
の

権
威
を
示
す
事
が
主
で
あ
り
、
社
会
全
体
の

文
化
と
し
て
の
祖
先
崇
拝
の
考
え
方
は
弱
い

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
の
弱
い

キ
リ
ス
ト
教
（
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
）

の
世
界
支
配
へ
の
強
い
疑
念
が
生
じ
て
い
る

の
が
今
日
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
が
東
洋
の

叡
智
や
知
恵
へ
の
関
心
を
高
め
、
更
に
日
本

へ
の
関
心
を
高
め
、
縄
文
時
代
へ
の
関
心
を

高
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　（
３
）
何
故
、
今
縄
文
時
代
が

　
　

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
の
か
、

　
　

そ
し
て
そ
れ
が
応
え
ら
れ
る

　
　

内
容
が
あ
る
の
か
？

　　

こ
こ
で
今
日
の
世
界
の
混
迷
の
状
況
を
更

に
詳
細
に
語
る
ま
で
も
な
く
、
日
々
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
は
、
そ
の
状
況
を
か
な
り
詳
し
く
報

道
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、明
確
に
（
２
）
で
述
べ
た
如
く
、

西
洋
科
学
技
術
文
明
と
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の

支
配
拡
大
の
功
罪
と
そ
の
限
界
に
声
高
に
つ

い
て
語
る
事
は
今
の
世
界
で
は
少
な
い
。
何

故
な
ら
、
未
だ
世
界
を
支
配
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
へ
の
疑
問
を
呈
し

た
人
々
は
日
本
を
含
め
、
世
界
に
は
多
く
の

人
々
が
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
変

革
力
を
生
み
出
す
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
ま
ま
地
球
上
の
２
つ
の
支
配

的
存
在
に
、
成
り
行
き
を
放
置
し
て
ま
か
せ

て
し
ま
う
と
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
地
球

上
で
の
人
類
の
存
続
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な

ら
ぬ
事
態
の
到
来
が
来
て
し
ま
う
か
も
知
れ

な
い
。
そ
う
し
た
不
安
が
地
球
上
の
多
く
の

人
々
の
間
に
よ
ぎ
り
始
め
て
い
る
。
そ
う
し

た
時
代
状
況
で
あ
る
の
で
、
一
部
の
人
々
は

今
ま
で
の
人
類
の
営
為
の
見
直
し
を
行
い
、

「
新
し
い
地
球
上
で
の
人
類
の
生
き
方
」
を

模
索
し
始
め
て
い
る
の
だ
。
そ
の
根
本
原
因

が
白
人
支
配
の
西
洋
科
学
技
術
文
明
と
キ
リ

ス
ト
教
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
様
々

に
生
ぜ
し
め
て
き
た
今
日
の
悪
し
き
状
況
に

対
し
戦
争
の
無
い
、
そ
し
て
環
境
破
壊
の
無

い
世
界
の
登
場
を
求
め
始
め
て
い
る
。
ま
さ

し
く
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
が
第
９
交
響
曲『
合
唱
』

の
中
で
求
め
た
物
質
追
求
の
末
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
で
な
く
、〝
美
し
き
魂
〟
に
支
配
さ
れ
た

理
想
郷
を
求
め
始
め
て
い
る
の
だ
。

　

そ
う
し
た
時
に
、
１
万
５
０
０
０
年
間

（
一
般
的
に
は
、
１
万
年
以
上
と
の
表
現
が

用
い
ら
れ
る
事
が
多
い
）
も
続
き
、
大
き
な

争
い
も
無
く
、
人
々
が
静
か
に
安
定
し
て
暮

ら
し
て
き
た
縄
文
時
代
が
世
界
の
人
々
の
目

に
留
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
長
く

時
代
が
続
い
た
事
」
と
「
争
い
が
少
な
か
っ

た
事
」
が
、
そ
の
注
目
を
集
め
、
話
題
の
中

心
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
縄
文
時
代
が

本
当
に
我
々
地
球
上
で
の
明
日
の
生
活
環
境

と
し
て
望
ま
し
い
の
か
ど
う
か
は
、
も
っ
と

詳
し
く
そ
の
内
容
を
吟
味
し
、
そ
れ
に
基
づ

き
、
縄
文
時
代
が
１
つ
の
お
手
本
と
な
る
の

か
ど
う
か
を
結
論
付
け
る
事
が
、
縄
文
時
代

が
世
界
の
手
本
と
し
て
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る

か
ど
う
か
否
か
を
知
る
上
で
必
要
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
行
う
の
が
本
稿
で
あ
る
。

　

何
よ
り
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
縄
文
時

代
が
世
界
史
の
１
コ
マ
で
あ
り
、
日
本
列

島
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
で
の
出
来
事
な
の

か
、
そ
れ
と
も
時
間
と
空
間
を
超
え
た
普
遍

性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
普
遍
性
を

有
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
縄
文
か
ら
離
れ
て

ま
た
別
の
理
想
郷
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
私
に
は
少
な
く
と
も
縄
文
時

代
に
は
、
困
難
に
陥
っ
て
い
る
今
日
の
地
球

上
で
の
人
類
の
こ
れ
か
ら
の
生
存
に
と
っ

て
、役
立
つ
ヒ
ン
ト
は
多
い
と
感
じ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
感
じ
を
感
じ
と
し
て
放
っ
て
お

く
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
言
葉
と
し
て

表
現
す
る
事
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
欧
米

の
人
々
に
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
言
葉
、

あ
る
い
は
１
つ
の
纏
ま
っ
た
思
考
と
し
て
対

話
に
乗
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。　

（
４
）
縄
文
時
代
の
概
要　

　

縄
文
時
代
は
約
１
万
５
０
０
０
年
続
い

た
が
、
そ
の
期
間
は
そ
れ
が
定
ま
る
ま
で
多

く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は

６
つ
の
時
代
区
分
が
図
２
の
如
く
な
さ
れ
て

い
る
。　

　

長
く
続
い
た
旧
石
器
時
代
（
海
面
は
今
よ

り
80
ｍ
程
度
低
い
時
が
あ
り
、
日
本
列
島

は
ま
だ
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
っ

た
）
か
ら
、
縄
文
の
草
創
期
に
入
る
が
、
同

時
に
そ
の
頃
氷
河
期
の
終
わ
り
に
差
し
掛
か

り
、
徐
々
に
暖
か
く
な
り
始
め
て
い
る
時

で
あ
っ
た
。
７
０
０
０
年
前
位
か
ら
中
期

に
入
る
が
５
３
０
０
年
前
位
が
温
暖
化
の

ピ
ー
ク
で
、
今
よ
り
２
～
３
℃
平
均
温
度
が
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高
く
、
海
も
３
～
５
ｍ
高
か
っ
た
。
そ
し
て

「
縄
文
海
進
」
と
い
う
海
が
内
陸
部
に
進
行

し
て
く
る
状
態
が
生
じ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
か
な
り
内
陸
部
ま
で
海
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴

い
多
く
の
縄
文
人
が
列
島
の
内
部
に
居
住
し

た
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
海
面
の
上

昇
に
よ
り
、
海
に
浅
瀬
が
出
来
、
多
く
の
貝

類
や
藻
類
が
豊
富
に
生
育
す
る
環
境
が
あ
っ

た
。

　

縄
文
中
期
の
さ
ら
に
真
ん
中
の

５
３
０
０
年
前
頃
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
徐
々

に
温
度
が
低
下
し
て
い
き
、
晩
期
に
は
再
び

寒
冷
期
に
な
り
、
動
物
や
植
物
の
採
集
物
の

減
少
に
よ
り
、
食
糧
事
情
が
悪
化
し
て
人
口

は
著
し
く
減
少
し
、
縄
文
時
代
の
終
わ
り
を

迎
え
る
要
因
と
な
っ
た
。

　

温
暖
化
の
過
程
に
お
い
て
は
、ド
ン
グ
リ
、

ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ト
チ
の
実
等
が
豊
か
に
稔

る
落
葉
広
葉
樹
の
森
が
広
が
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
旧
石
器
時
代
の
狩
猟
、
獣
肉
を

主
食
と
す
る
事
か
ら
、
近
く
の
狩
場
で
弓
を

用
い
て
効
率
的
に
動
物
を
仕
留
め
る
と
共

に
、
魚
介
や
木
の
実
等
を
組
み
合
わ
せ
た
食

習
慣
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

木
の
実
は
季
節
性
が
あ
り
、
収
穫
が
出
来

な
い
季
節
が
あ
り
、
そ
の
保
存
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
為
に
土
器
が
開
発
さ
れ
た
。
出
土

　

次
に
縄
文
人
の
暮
ら
し
の
１
日
を
見
て
み

よ
う
。
１
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
図
3
の
如

く
で
あ
る
。

　

そ
し
て
縄
文
の
草
創
期
の
頃
は
、
ま
だ
か

な
り
家
族
ご
と
の
移
動
に
よ
る
狩
猟
生
活
も

見
ら
れ
た
が
、
中
期
の
頃
か
ら
、
村
へ
と
。

　

そ
の
よ
う
に
定
住
生
活
が
可
能
と
な
っ
た

の
で
集
落
を
構
成
し
、
お
互
い
に
協
力
し

合
っ
て
生
活
し
て
い
た
。

　

実
際
の
狩
猟
採
集
の
労
働
時
間
は
、
約
４

時
間
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
１
日
の
多
く
は

食
事
や
、
狩
猟
、
採
集
の
道
具
作
り
や
、
保

存
用
、
調
理
用
の
土
器
の
製
作
の
為
に
費

や
さ
れ
た
。
し
か
し
日
没
後
に
古
老
の
話

し
を
聞
く
等
の
余
裕
が
あ
り
、
生
活
の
中

す
る
土
器
の
う
ち
、
こ
う
し
た
保
存
用
の
も

の
と
、
世
界
の
４
大
文
明
で
は
見
ら
れ
な
い

煮
炊
き
用
の
土
器
も
縄
文
時
代
に
は
作
ら
れ

た
。
ド
ン
グ
リ
や
ト
チ
の
実
等
は
あ
く
抜
き

が
必
要
で
、
加
熱
用
の
調
理
器
具
と
し
て
の

汁
器
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

土
器
と
共
に
縄
文
の
２
大
発
明
と
語
ら
れ
る

の
が
、「
弓
矢
」
で
あ
り
、
石
斧
の
狩
猟
よ

り
も
は
る
か
に
効
果
的
、
効
率
的
に
動
物
を

捕
ら
え
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　（
５
）
縄
文
人
の
１
日
の
暮
ら
し
の

拡
が
り

　

～
１
日
４
時
間
の
労
働
説
～

　

図2

図３　縄文人の１日

旧石器時代 新石器時代

先土器時代 縄文時代 弥生時代

BC15000～ BC9500～ BC5000～ BC3500～ BC2400～ BC1200～ BC400

草創期

移動生活 定住生活

狩猟 狩猟採集 温暖化のピーク

早期 前期 中期 後期 晩期

日の出

日没

起きる

火種起こし

水汲み

狩りをする

採集をする
就　寝

食事の準備

道具・土器を作る

古老の話を聞く

食糧の調達

で
の
知
恵
と
体
験
と
が
語

り
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
民
話
の
基

盤
が
徐
々
に
出
来
上
が
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

と
推
察
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
太
安
万
侶
が『
古

事
記
』
を
稗
田
阿
礼
の
誦

を
元
に
書
き
上
げ
る
時
ま

で
、
弥
生
時
代
を
経
て
語

り
継
が
れ
、
そ
の
内
容
も

豊
富
に
な
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
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　（
６
）
縄
文
時
代
の
交
通
と

　

交
流
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　　

縄
文
時
代
の
他
の
地
域
や
人
々
と
の
交

流
と
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し

て
は
、
１
万
年
以
上
の
時
間
と
そ
の
間
の

「
縄
文
海
進
」
や

富
士
山
の
噴
火
や

各
地
の
大
地
震
等

の
災
害
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
黒

曜
石
等
の
需
要
に

よ
り
、
縄
文
人
は

日
本
と
日
本
近
海

及
び
近
く
の
国
々

を
か
な
り
移
動
し

て
い
た
と
の
記
録

が
残
さ
れ
て
い

る
。
本
州
産
の
ヒ

ス
イ
が
北
海
道
の

遺
跡
で
見
つ
か
っ

た
り
、
逆
に
北
海

道
産
の
黒
曜
石
が

本
州
で
見
つ
か
っ

て
い
る
し
、「
縄

文
海
進
」
で
多
く

の
東
日
本
の
大
所

人
々
と
の
交
流
か

ら
、
対
岸
の
国
々

の
存
在
を
知
り
、

興
味
を
掻
き
立
て

ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

注
目
す
べ
き

は
、
日
本
人
の

祖
先
の
一
部
は
、

元
々
舟
を
使
っ
て

ア
フ
リ
カ
か
ら
ア

ジ
ア
大
陸
の
海
岸

沿
い
に
移
動
し
て

来
た
。
好
奇
心
と

探
求
心
と
冒
険
心

を
持
っ
た
勇
気
の

あ
る
人
々
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
に
、

逆
に
ア
ジ
ア
の
一

部
の
地
域
に
海
を

使
っ
て
動
く
こ
と

は
、
そ
れ
程
意
識

的
障
害
は
高
く
な

か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
説
も

あ
る
。

　

但
し
、
羅
針
盤

も
な
く
、
ま
だ
天

図４　ムラ、ハラ、ヤマ、ソラ

図5

ムラ
ヤマ

ソラ

ハラ

竪穴住居村：4～5家族村：4～5家族

1世帯：5～6人
20㎡
1世帯：5～6人
20㎡

集落の祭祀の場集落の祭祀の場

埋蔵場所
祖霊を祀る
埋蔵場所
祖霊を祀る ドングリを貯蔵ドングリを貯蔵土器、道具を作る場土器、道具を作る場

貯蔵穴

貝塚

広場

墓域
掘立柱建物

帯
の
縄
文
人
達
が
甲
信
地
方
に
、
富
士
山

を
頼
り
に
向
か
っ
た
こ
と
と
示
さ
れ
て
い

る
。
彼
ら
は
全
て
徒
歩
で
あ
る
。

　

丸
木
舟
が
発
達
し
て
く
る
と
、
日
本
海

や
東
シ
ナ
海
の
対
馬
等
々
ま
で
出
か
け
交

流
し
て
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
海
流
に
乗
っ
て
、
対
岸
か
ら
来
た

縄文時代の
交通と交流と

コミュニケーション

etc.
他の国 海

陸

空（天）

九州 海外

〇関東、東北、鹿児島、鳥取、島根は縄文人由来が無い
〇関西、四国は、渡来人が多い
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そ
の
背
景
に
は
縄
文
時
代
は
、
狩
猟
は
男

性
、
採
集
は
女
性
の
役
割
分
担
が
あ
り
、

お
互
い
に
役
割
を
担
っ
て
い
た
事
も
控
え

て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
生
活
の
中
心

は
女
性
で
あ
り
、祖
母
｜
母
｜
子
供
（
娘
）

の
ラ
イ
ン
が
確
立
し
て
い
た
の
で
、
母
系

社
会
と
言
え
る
の
だ
。

　

母
権
制
社
会
：
女
性
が
社
会
に
お

い
て
重
要
な
地
位
を
持
ち
、
家
族
内

で
の
権
威
や
政
治
権
力
を
握
っ
て
い

る
社
会
（
家
母
社
会
）

　　

母
権
制
社
会
と
は
、次
の
内
容
を
持
つ
：

祖
母
ー
母
ー
娘
の
よ
う
に
女
性
の
血
縁
関

係
に
よ
っ
て
社
会
集
団
を
作
る
社
会

　

①
子
供
が
母
方
の
姓
を
名
乗
る
（
母
姓

継
承
）

　

②
娘
達
が
母
方
の
位
階
を
継
承
（
母
性

位
階
継
承
）

　

③
娘
達
が
母
方
の
遺
産
を
相
続
す
る

（
母
系
相
続
）

　

④
結
婚
後
も
夫
婦
は
別
居
、
も
し
く
は

妻
（
母
）
方
の
共
同
体
に
居
住
（
母
（
妻
）

方
居
住
制
）

　　

ま
た
縄
文
社
会
で
は
子
供
は
、
集
落
全

体
（
村
）
で
育
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
女
性

と
子
供
と
生
命
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
で

尊
重
し
大
切
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
何

と
も
今
日
の
動
き
と
符
合
す
る
こ
と
か
？

　

実
際
に
家
族
構
成
が
ど
う
な
っ
て
い
た

の
か
に
関
し
て
は
、
親
子
の
み
な
の
か
、

大
家
族
制
で
、
祖
父
母
｜
父
母
｜
子
供
が

一
緒
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
る
の
か
判
断

が
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
世
界
的
な
狩

猟
、
採
集
民
族
の
研
究
か
ら
は
核
家
族
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
報
告
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
恋
愛
に
関
し
て
も
、
自
由
恋
愛
は

少
な
く
、
あ
る
程
度
生
ま
れ
た
時
か
ら
、

誰
と
結
婚
す
る
か
は
決
ま
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
。
確
か
に
、
20
～
30
人
の
村
の
時
に

は
、
か
な
り
近
親
結
婚
が
多
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
次
第
に
村
同
志
の
交
流
が
盛

ん
に
な
り
、
祭
り
が
よ
り
大
き
な
規
模
で

や
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
一
部
は
、
自
由

恋
愛
に
な
っ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
辺
り
の
事
情

は
ま
だ
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
な

く
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
を
待
つ
事
が
大
事

で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
う
し
た

面
で
も
、
余
り
争
い
の
少
な
い
時
代
と
社

会
で
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
っ

た
。

（
次
号
へ
続
く
）

文
航
法
も
発
達
し
て
い
な
い
状
況
で
、
ど

の
よ
う
に
荒
波
を
渡
っ
て
行
っ
た
の
か
の

航
海
は
、
か
な
り
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

縄
文
時
代
は
言
葉
あ
っ
て
も
文
字
は
開

発
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
同
世
代

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
出
来
て

も
、
世
代
間
の
知
識
、
経
験
の
受
け
渡
し

は
極
め
て
ゆ
っ
た
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
我
々
の
今
日
の
ス
ピ
ー
ド
で
は
考

え
ら
れ
な
い
程
の
ス
ピ
ー
ド
で
の
知
識
や

経
験
の
伝
播
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。

　

陸
、
海
と
違
い
空
を
利
用
し
て
の
移
動

は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
既
に
火
を
用
い
て

い
た
の
で
、
の
ろ
し
等
の
形
で
利
用
可
能

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
徳
川
時
代
の
よ
う
に
燈
し
台
が

あ
り
、
米
相
場
で
浅
草
、
蔵
前
と
泉
州
、

境
と
の
間
で
用
い
た
等
の
具
体
的
な
話
し

は
ま
だ
判
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
人
間
の

空
想
の
中
で
天
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
、
既
に
な
さ
れ
て
い
て
、
他
で
述
べ

る
が
縄
文
人
な
り
の
世
界
観
、
宇
宙
観
を

既
に
身
に
つ
け
て
い
た
よ
う
だ
。

　（
７
）
母
系(

権)

制
社
会
と
父
系

(

権)

制
社
会

　

　

人
類
の
多
く
の
昔
の
社
会
に
お
い
て
、

殆
ど
が
母
系
制
社
会
（
Ｍ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｌ
ｉ

ｎ
ｅ
ａ
ｌ　

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
）
で
始
ま

り
、
父
系
制
社
会
（
Ｐ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｌ
ｉ
ｎ

ｅ
ａ
ｌ　

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
）
の
社
会
へ

移
行
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
縄
文
時

代
に
お
い
て
も
、同
じ
く
最
初
母
系
（
権
）

制
社
会
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
元
々
サ
ル

の
社
会
は
乱
婚
社
会
で
あ
り
、
子
供
の
父

親
は
判
ら
ず
、
母
親
し
か
判
ら
な
い
。
そ

れ
故
、
サ
ル
社
会
は
メ
ス
猿
が
組
織
を
継

続
し
て
い
く
。
オ
ス
猿
は
い
る
が
、
実
質

的
に
メ
ス
猿
に
認
め
ら
れ
た
オ
ス
猿
が
ボ

ス
の
座
を
守
れ
る
の
で
、
母
系
制
社
会
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
同
じ
く
、
類
人
猿
を
祖
先
に
持

つ
人
類
も
何
と
な
く
、
そ
の
流
れ
に
あ
っ

た
よ
う
だ
。
実
際
縄
文
時
代
の
政
治
的
権

力
は
、
巫
女
や
シ
ャ
ー
マ
ン(
呪
術
師)

が
握
っ
て
い
た
が
、
そ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
に

女
性
が
多
く
い
た
事
が
判
っ
て
い
る
。
女

性
多
数
社
会
と
も
呼
ぶ
人
も
い
る
。
そ
れ

は
縄
文
時
代
に
お
い
て
、
一
夫
多
妻
で

あ
っ
た
と
の
説
に
も
関
係
し
て
い
る
。
し

か
し
縄
文
時
代
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
男
女
間

に
お
け
る
社
会
的
優
劣
は
無
く
、
平
等
に

見
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
日
の

時
代
に
適
応
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。


