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消
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❷
斎
場
御
嶽
に
み
る
場
所
の
商
品
化

❸
多
元
化
す
る「
聖
」と
管
理
体
制
の
変
化

❹
御
嶽
の
入
場
制
限
と
入
場
料
金

❺
二
〇
〇
円
の
聖
地

❻
結
論

﹇
論
文
要
旨
﹈

本
論
文
は
消
費
の
民
俗
学
的
研
究
の
観
点
か
ら
、
沖
縄
県
南
部
に
位
置
す
る
斎
場
御
嶽
の
観
光
地

化
、「
聖
性
」
の
商
品
化
の
動
態
を
民
族
誌
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）

年
に
世
界
遺
産
登
録
さ
れ
た
こ
の
御
嶽
は
、
近
年
急
激
な
訪
問
者
の
増
加
と
域
内
の
荒
廃
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
入
場
制
限
や
管
理
強
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
関
係
主
体
の
増
加
に
よ
っ
て
御
嶽
へ
の
意

味
づ
け
や
関
わ
り
方
も
ま
た
錯
綜
し
て
い
る
。
例
え
ば
現
場
管
理
者
側
は
琉
球
王
国
に
繋
が
る
沖
縄

の
信
仰
上
の
中
心
性
を
こ
の
御
嶽
に
象
徴
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
方
、
訪
問
者
は
従
来
の
門
中
や
地
域

住
民
、
民
間
宗
教
者
に
加
え
、
国
内
外
の
観
光
客
、
修
学
旅
行
客
、
現
場
管
理
者
の
言
う
と
こ
ろ
の

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
」
な
ど
、
極
め
て
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

「
聖
」
を
消
費
す
る
多
元
的
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
聖
地
表
象
の
影
響
を
多

分
に
受
け
、
非
伝
統
的
な
文
脈
で
「
聖
」
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
」
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
を
象
徴
す
る
よ
う
な
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
出
現
は
、
従
来
の

よ
う
に
「
観
光
か
信
仰
か
」
と
い
う
単
純
な
二
分
法
で
は
解
釈
で
き
な
い
様
々
な
状
況
を
引
き
起
こ

す
。
例
え
ば
あ
る
時
期
以
来
斎
場
御
嶽
に
入
る
に
は
二
〇
〇
円
を
支
払
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
、「
拝

み
の
人
」
は
申
請
に
基
づ
い
て
半
額
に
す
る
策
が
採
ら
れ
た
が
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
を
ど

う
識
別
す
る
か
は
現
場
管
理
者
の
難
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
二
〇
〇
円
と
い
う
金
額
が
何
に
対

す
る
対
価
な
の
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
る
。

古
典
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
消
費
の
民
俗
学
的
研
究
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
生
活
必
需
品
の
交

易
と
日
常
で
の
使
い
方
に
関
し
て
も
っ
ぱ
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
た
め
、
情
報
と
産
業
に
よ
っ
て
欲
求

を
喚
起
さ
れ
る
よ
う
な
高
度
消
費
社
会
的
な
消
費
実
践
に
は
ほ
と
ん
ど
未
対
応
の
分
野
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。
し
か
し
斎
場
御
嶽
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
信
仰
・
儀
礼
を
含
む
既
存
の
民
俗
学
的
対
象
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
が
「
商
品
」
と
い
う
形
式
を
介
し
て
人
々
に
経
験
さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
伝
統
社

会
か
ら
「
離
床
」
し
た
経
済
現
象
と
し
て
こ
れ
を
扱
う
こ
と
は
、現
代
民
俗
学
の
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
場
所
の
消
費
、
入
場
料
、
聖
の
多
元
化
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
御
嶽
信
仰
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❶
消
費
・
儀
礼
・
宗
教

1- 

1
．消
費
社
会
研
究
と
民
俗
学
の
課
題

本
論
文
は
近
年
急
激
な
観
光
地
化
の
も
と
に
あ
る
沖
縄
の
聖
地
「
斎
場
御
嶽
」
を

舞
台
に
、
儀
礼
と
信
仰
が
消
費
さ
れ
て
い
く
状
況
を
民
族
誌
的
に
描
写
す
る
と
と
も

に
、
現
代
民
俗
学
に
お
け
る
消
費
文
化
の
研
究
に
資
す
る
基
本
的
視
座
を
見
い
だ
す

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
斎
場
御
嶽
は
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
に
世
界
遺
産
登
録

さ
れ
た
こ
と
で
知
名
度
が
上
が
り
、
訪
問
者
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
も
と
も
と

琉
球
王
国
や
地
元
集
落
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
場
所
と
し
て
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
た

場
所
で
は
あ
る
が
、
現
在
で
は
訪
問
者
の
多
く
が
い
わ
ゆ
る
観
光
客
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ

ズ
で
き
る
人
々
で
あ
り
、
こ
の
場
所
も
一
種
の
観
光
地
と
し
て
人
気
を
博
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
た
だ
観
光
地
化
は
聖
域
の
環
境
悪
化
を
招
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た

り
、
地
元
の
人
々
が
考
え
る
宗
教
的
な
意
味
づ
け
と
、
観
光
客
の
考
え
る
場
所
へ
の

意
味
付
け
に
も
ズ
レ
が
生
じ
た
り
す
る
な
ど
、
様
々
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

聖
地
の
消
費
と
も
言
い
う
る
こ
の
状
況
は
、
信
仰
・
儀
礼
の
展
開
を
同
時
代
の
社
会

状
況
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
現
代
民
俗
学
に
対
し
て
、
重
要
な
知
見

を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。

消
費
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
以
上
、
本
論
で
は
儀
礼
や
信
仰
を
経

済
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
枠
組
み
を
必
要
と
す
る
が
、
ま
ず
は
民
俗
学
の
経

済
研
究
に
お
い
て
消
費
と
い
う
主
題
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
簡
単

に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

周
知
の
通
り
民
俗
学
で
は
「
経
済
」
の
名
の
下
に
、
生
業
・
交
通
交
易
・
消
費
生

活
な
ど
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
「
経
済
伝
承
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ

る
よ
う
に
、
経
済
活
動
の
中
で
も
と
り
わ
け
前
近
代
社
会
か
ら
実
践
さ
れ
て
き
た
諸

現
象
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
古
典
的
な
枠
組
み
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
農
山
漁
村
に
お
け
る
食
料
品
や
日
用
品
の
生
産
の
様
相
や
技
術
・

道
具
な
ど
に
関
す
る
研
究
、
次
に
生
産
に
携
わ
る
社
会
関
係
や
集
団
の
構
造
と
そ
の

宗
教
的
特
色
に
関
す
る
研
究
、
そ
し
て
経
済
伝
承
研
究
の
中
で
研
究
蓄
積
と
し
て
は

比
較
的
大
き
く
な
い
も
の
の
、市い

ち
や
運
搬
と
い
っ
た
生
産
品
の
交
易
に
関
す
る
研
究
、

日
常
に
お
け
る
衣
食
住
を
中
心
と
し
た
物
質
の
消
費
の
さ
れ
方
、
と
い
っ
た
主
題
も

長
く
議
論
さ
れ
て
き
た
〔
和
歌
森
編 

一
九
七
六
〕。
経
済
伝
承
研
究
と
い
う
大
枠
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
場
合
の
「
消
費
」
研
究
に
は
二
つ
の
特
色
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
一
に
は
市
場
経
済
以
前
の
消
費
に
焦
点
を
当
て
、
市
場
交
換
を
前
提
と
し
た
売

買
の
概
念
で
は
な
く
、
モ
ノ
の
使
用
・
消
耗
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
と
、生
活
必
需
品
を「
揃
え
る
こ
と
」「
使
う
こ
と
」が
論
点
で
あ
り
、

必
需
品
以
外
の
も
の
も
含
め
た
商
品
に
対
す
る
「
欲
求
」
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
経
済
伝
承
の
研
究
が
、
文
字
通
り
経
済
現
象
の
伝
承
的
・
伝
統

的
な
側
面
の
探
求
を
目
指
し
て
き
た
か
ら
で
、
経
済
人
類
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
モ

ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
や
「
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済
」〔
ポ
ラ
ン
ニ
ー 

一
九
七
五
〕、

つ
ま
り
伝
統
社
会
に
お
け
る
互
酬
・
再
分
配
・
交
換
を
中
心
と
す
る
経
済
を
対
象
化

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
貨
幣
を
用
い
た
市
場
交
換
の
よ
う
な
、
社

会
関
係
か
ら
「
離
床
」
し
た
経
済
活
動
が
民
俗
学
の
議
論
対
象
と
し
て
正
当
な
地
位

を
占
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

第
二
に
は
経
済
伝
承
研
究
の
枠
組
み
に
お
い
て
、〈
生
産
↓
交
易
↓
消
費
〉
と
い

う
モ
ノ
の
不
可
逆
な
流
れ
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
モ

ノ
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
売
買
を
通
じ
て
日
常
生
活
に
入
り
、
家
の
営
み
の
中
で
使
わ

れ
る
、
と
い
う
「
上
流
」
か
ら
「
下
流
」
へ
と
至
る
モ
ノ
の
フ
ロ
ー
で
あ
る
。
消
費

す
る
人
間
は
「
上
流
」
で
生
産
さ
れ
た
モ
ノ
を
受
け
と
め
る
「
下
流
」
の
側
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
不
可
逆
な
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
お
い
て
は
、
消
費
す
る

人
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
欲
し
が
り
、
そ
の
欲
求
を
作
る
側
が
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
る
か
、
と
い
う
逆
方
向
の
流
れ
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
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J 
．ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
一
九
七
〇
年
代
に
一
斉
を
風
靡
し
た
書
籍
の
中
で
、
消

費
と
は
「
分
類
と
社
会
的
差
異
化
の
過
程
」〔
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル　

一
九
七
九
：
六
七
〕

で
あ
る
と
述
べ
、
消
費
対
象
物
は
自
己
と
他
者
を
差
異
化
す
る
記
号
で
あ
り
、
こ
う

し
た
意
味
で
の
記
号
的
消
費
が
、
必
需
品
の
所
有
や
使
用
を
目
的
と
し
た
機
能
的
消

費
を
凌
駕
し
て
い
く
こ
と
に
現
代
の
高
度
消
費
社
会
の
特
質
を
見
た
が
、「
必
需
品
」

の
生
産
と
売
買
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
民
俗
学
の
消
費
研
究
は
、
こ
の
意
味
で
の
高
度

消
費
社
会
を
議
論
す
る
枠
組
み
を
持
っ
て
い
な
い
と
言
え
る

）
1
（

。
市
場
交
換
に
お
け
る

経
済
現
象
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
需
要
と
供
給
の
ど
ち
ら
が
「
上
流
」
行
程
に
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
生
産
と
消
費
は
相
互
に
規
定
し
あ
う
不
可
分
な
現
象
で
あ
る
。
か

つ
人
間
の
日
常
生
活
に
そ
の
い
ず
れ
も
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、

経
済
現
象
を
大
き
く
二
分
し
た
上
で
、「
伝
統
的
」
に
見
え
る
側
に
安
住
で
き
る
か

と
い
え
ば
合
理
的
な
理
由
は
見
つ
け
に
く
い
。

も
ち
ろ
ん
日
本
を
含
め
た
現
在
の
社
会
に
お
い
て
、
消
費
と
い
う
人
々
の
行
為

や
現
象
が
消
費
社
会
論
全
盛
の
時
代
と
変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
で
の
ち
に
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

大
量
生
産
大
量
消
費
型
の
消
費
社
会
が
到
来
し
、
所
得
の
向
上
や
人
々
の
趣
味
の
多

様
化
に
伴
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
欧
米
や

日
本
で
は
情
報
産
業
と
結
び
つ
い
た
多
品
種
少
量
生
産
型
の
高
度
消
費
社
会
が
到
来

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
他
方
で
新
商
品
へ
の
欲
望
を
喚
起
し
、
人
々
に
「
買
わ
せ

る
」
こ
と
で
回
っ
て
い
く
消
費
社
会
は
、
当
の
消
費
者
の
側
、
と
り
わ
け
若
年
層
の

格
差
拡
大
や
「
新
た
な
貧
困
」
の
発
生
、
趣
味
・
趣
向
の
極
度
な
細
分
化
に
よ
っ
て
、

供
給
側
か
ら
見
れ
ば
「
い
か
に
し
て
買
っ
て
も
ら
う
か
」
と
い
う
点
で
近
年
明
ら
か

な
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
我
々
の
社
会
生
活
が
有
形
無
形
に
関
わ

ら
ず
モ
ノ
を
購
買
し
消
費
す
る
と
い
う
基
本
形
態
を
持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
は
変

わ
り
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
中
心
の
市
場
経
済
に
対
す
る
先
進
諸
国
の
若
年
層

か
ら
の
反
発
は
ア
メ
リ
カ
や
欧
州
で
高
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
経
済
が
ど
う

あ
る
べ
き
か
と
い
う
規
範
的
議
論
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
、
我
々
の
日
常
生
活
の
構
成

要
素
と
な
っ
て
い
る
消
費
を
捉
え
る
意
義
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
民
俗
学
が
議
論
し
て
き
た
生
産
中
心
の
経
済
の
捉
え
方
が
、

現
代
社
会
の
実
相
と
大
き
く
ズ
レ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
生
産
よ
り
も

消
費
に
基
軸
の
あ
る
社
会
を
消
費
社
会
と
呼
ぶ
と
し
て
、
そ
れ
が
人
間
の
生
活
の
一

種
の
基
盤
と
な
り
、
民
俗
学
が
扱
っ
て
き
た
文
化
現
象
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て

い
る
以
上
、
既
存
の
民
俗
学
が
有
す
る
い
か
な
る
「
ジ
ャ
ン
ル
」
か
ら
で
も
消
費
を

論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
民

俗
学
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
消
費
の
研
究
は
極
め
て
低
調
で
あ
る
。
次
に

そ
の
要
因
を
仮
説
的
に
二
つ
考
え
て
み
た
い
。

第
一
に
は
消
費
と
い
う
現
象
が
持
つ
非
人
格
性
で
あ
る
。
顔
の
見
え
る
社
会
関
係

に
埋
め
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
生
産
・
交
換
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
生
業
と
異
な
り
、

消
費
と
い
う
語
感
か
ら
は
見
ず
知
ら
ず
の
店
員
と
客
が
無
言
で
売
買
す
る
、
と
い
っ

た
匿
名
的
な
関
係
性
が
想
起
さ
れ
る
。
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
で
服
を
買
お
う
と
す

る
と
き
、
売
り
手
と
買
い
手
の
関
係
は
決
し
て
「
顔
馴
染
み
で
な
け
れ
ば
取
引
し
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
個
々
人
の
人
格
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
値
札

に
あ
る
と
お
り
の
対
価
（
貨
幣
）
が
き
ち
ん
と
支
払
わ
れ
る
な
ら
ば
誰
と
誰
が
交
換

を
行
っ
て
も
同
じ
も
の
で
あ
り
、
売
買
に
お
い
て
い
か
な
る
関
係
性
も
問
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
貨
幣
に
よ
る
等
価
交
換
を
基
礎
と
す
る
消
費
は
、
こ
う
し
た
個
々
の
非

人
格
的
な
関
係
性
が
膨
大
に
積
み
重
な
る
こ
と
で
社
会
現
象
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

ミ
ク
ロ
に
お
い
て
は
個
と
個
の
や
り
と
り
で
は
あ
る
が
、そ
の
や
り
と
り
は
常
に「
売

り
上
げ
」
と
か
「
消
費
動
向
」
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
文
脈
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
売
り
手
と
買
い
手
と
い
う
集
合
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
同
士
の
無
機
質
な
交
わ
り
へ

と
昇
華
さ
れ
る
。
消
費
は
常
に
こ
う
し
た
非
人
格
的
か
つ
集
合
的
な
社
会
現
象
と
し

て
捉
え
う
る
性
質
を
有
し
て
お
り
、
市し

じ
ょ
う場

と
は
売
り
手
と
買
い
手
の
そ
れ
ぞ
れ
が
経

済
的
合
理
性
を
追
求
す
る
場
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
消
費
の
非
人
格
性
や
市
場
観
は
、
小
集
団
に
お
け
る
対
面
的
状
況
や
相

互
行
為
を
主
た
る
研
究
領
域
と
し

）
2
（

、
そ
れ
に
沿
っ
て
参
与
観
察
や
聞
き
書
き
と
い
う
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方
法
を
形
成
し
て
き
た
民
俗
学
に
と
っ
て
、
手
の
余
る
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
同
様
に
経
済
人
類
学
に
お
い
て
も
近
年
ま
で
、
市
場
交
換
を
扱
う
経
済
学

と
、
贈
与
交
換
や
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
扱
う
経
済
人
類
学
と
い
う
棲
み
分
け
が
な

さ
れ
て
き
た
〔
中
川　

二
〇
一
四
〕。
そ
の
た
め
経
済
人
類
学
で
消
費
の
研
究
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
バ
ザ
ー
ル
経
済
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
な
ど
が

好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
貨
幣
交
換
を
伴
い
つ
つ
も
経
済
合
理
性
だ

け
で
は
切
り
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
同
士
の
交
渉
や
か
け
ひ
き
と
い
っ
た
対
面

的
な
関
係
が
記
述
さ
れ
、
貨
幣
の
交
換
に
も
文
化
や
慣
習
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
〔
例
え
ば
小
川 

二
〇
一
一
〕。

第
二
は
消
費
が
非
人
格
的
・
集
合
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
想
起
さ
れ

る
、文
化
に
対
す
る
侵
略
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
大
量
生
産
大
量
消
費
」
や
「
消

費
さ
れ
る
○
○
」
と
い
っ
た
日
常
で
使
用
さ
れ
る
用
語
は
、
消
費
の
概
念
が
持
つ

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
文
化
的
固
有
性
や
地
域
的
伝
統

が
、
非
人
格
的
で
合
理
的
な
市
場
・
貨
幣
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
消
費
が
憂
う
べ
き
事
態
か
否
か
と
い
う
価
値

判
断
は
さ
て
お
き
、
社
会
学
者
の
見
田
宗
介
が
述
べ
た
よ
う
に
文
化
の
浸
食
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
が
「
消
費
」
概
念
の
原
義
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
知
見
と
し
て

押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
〔
見
田 

一
九
九
六
：
一
二
九
〕。

見
田
に
よ
れ
ば
、
消
費
（consum

ption

）
に
は
相
互
に
連
続
す
る
二
つ
の
意

味
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
。
①
ま
ず
M
．モ
ー
ス
ら
が
儀
礼
に
関
す
る
民
族
学
的

知
見
を
も
と
に
述
べ
た
よ
う
に
、
充
溢
し
燃
焼
・
消
尽
し
き
る
意
味
合
い
が
あ
る

（Consum
ation

）。
こ
れ
は
「
生
産
」
の
対
義
語
で
あ
り
、
我
々
の
日
常
語
と
し
て

は
「
使
い
捨
て
」
や
「
浪
費
」
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
い
な
が

ら
使
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
と
も
言
え
、
持
続
可
能
性
に
対
す
る
持
続
不
可
能
性
、

「
消
費
」
を
促
す
貨
幣
に
よ
る
伝
統
的
価
値
の
駆
逐
と
い
っ
た
事
例
に
現
れ
、
し
ば

し
ば
大
文
字
の
「
他
者
」
に
よ
る
浸
食
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
。
対
面
的
状
況
で

の
交
換
経
済
を
主
た
る
研
究
と
し
て
き
た
人
類
学
に
お
い
て
も
、
消
費
は
文
化
に
対

す
る
浸
食
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
〔M

iller 1996

〕。

ま
た
見
田
に
よ
れ
ば
、
②
T
．ヴ
ェ
ブ
レ
ン
や
J
．ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
な
ど
が
着
目

し
た
よ
う
に
、
商
品
の
購
買
と
し
て
の
側
面
も
あ
る
（Consom

m
ation

）。
商
品

（Com
m
odity

）
と
し
て
モ
ノ
が
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
本
来
そ
う
で
な

か
っ
た
も
の
が
経
済
的
な
価
値
で
は
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
側
面
と
し

て
の
消
費
は
、
商
品
化
（Com

m
odification

）
の
過
程
（
使
用
価
値
か
ら
交
換
価

値
へ
の
転
換
）
で
あ
る
。
商
品
に
な
る
モ
ノ
と
は
た
ん
な
る
物
質
だ
け
で
は
な
く
、

情
報
・
景
観
・
イ
メ
ー
ジ
そ
し
て
人
と
い
っ
た
非
物
質
が
ま
る
で
モ
ノ
の
よ
う
に
取

り
引
き
さ
れ
る
「
物
象
化
」
の
過
程
で
も
あ
る
。

見
田
の
述
べ
る
消
費
の
二
面
性
は
決
し
て
分
断
さ
れ
た
二
つ
の
極
で
は
な
く
、
し

ば
し
ば
②
か
ら
①
へ
の
移
行
が
生
じ
る
こ
と
で
、
連
続
的
な
性
質
を
持
っ
た
も
の
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
消
費
さ
れ
る
農
村
」〔
日
本
村
落
研
究
学
会

編 

二
〇
〇
五
〕
や
「
ふ
る
さ
と
資
源
化
」〔
岩
本
編 

二
〇
〇
七
〕
の
よ
う
に
、
も
と
も

と
は
「
自
然
」
で
あ
っ
た
空
間
に
市
場
価
値
が
発
生
す
る
こ
と
で
、交
換
可
能
な
（
金

を
出
せ
ば
そ
の
経
験
を
買
え
る
よ
う
な
）
モ
ノ
へ
と
転
化
さ
れ
、
し
ば
し
ば
観
光
産

業
や
文
化
行
政
の
開
発
に
よ
り
環
境
が
一
変
し
、
観
光
客
に
よ
っ
て
オ
ー
バ
ー
ユ
ー

ス
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
対
面
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
方
法
的
前
提
と
し
て
設
計
さ

れ
て
い
る
民
俗
学
に
お
い
て
、
消
費
概
念
に
付
随
す
る
非
人
格
的
な
匿
名
性
・
集
合

性
、
近
代
貨
幣
で
の
交
換
経
済
を
主
軸
と
し
た
経
済
合
理
性
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浸
食

さ
れ
る
旧
来
の
文
化
や
生
活
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
消
費
と
い
う
主
題
を
取
っ
付
き

に
く
い
も
の
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
に
消
費
社
会
化
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
で

あ
る
と
い
う
価
値
判
断
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
こ
の
事
情
は
民
俗
学
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
に
お
け
る
経
済
を
扱
う

経
済
人
類
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
社
会
関
係
か
ら
「
離
床
」
し
た
市
場
経
済

は
経
済
学
に
ま
か
せ
、
人
類
学
は
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
贈
与
交
換
や
再
配
分
を
扱

う
と
い
う
棲
み
分
け
が
長
い
間
行
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
人
類
学
者
の
中
川
理
に
よ
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れ
ば
、
近
年
で
は
一
見
経
済
合
理
性
が
高
く
非
人
格
的
に
見
え
る
市
場
に
も
、
人
間

同
士
の
や
り
取
り
や
交
渉
、
道
徳
的
な
使
命
と
い
っ
た
「
市
場
の
文
化
」
が
見
ら
れ

る
こ
と
な
ど
が
、
旧
来
の
バ
ザ
ー
ル
経
済
に
関
す
る
研
究
の
み
な
ら
ず
ス
ト
ッ
ク

マ
ー
ケ
ッ
ト
や
I 

T
産
業
な
ど
に
関
す
る
民
族
誌
的
研
究
や
経
済
社
会
学
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
、
市
場
の
存
続
を
可
能
と
し
て
い
る
社
会
制
度
や
人
々
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
着
目
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
中
川 

二
〇
一
四
〕。
専
門
分
化
の
進

む
経
済
学
で
は
K
．ポ
ラ
ン
ニ
ー
〔
一
九
七
五
〕
が
行
っ
た
「
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た

経
済
」
の
研
究
に
類
す
る
視
点
は
、
主
流
派
に
な
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
で

も
「
新
制
度
派
経
済
学
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
学
に
よ
っ
て
、
合
理
的
経
済
人
モ
デ
ル

の
相
対
化
と
、
経
済
取
引
に
お
け
る
取
引
相
手
へ
の
信
頼
や
組
織
の
影
響
な
ど
に
関

す
る
研
究
〔
菊
澤 

二
〇
〇
六
〕
が
現
れ
て
お
り
、
市
場
交
換
と
贈
与
交
換
、
あ
る
い

は
経
済
学
と
経
済
人
類
学
と
い
う
明
確
な
棲
み
分
け
も
か
つ
て
ほ
ど
明
確
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
。

贈
与
交
換
・
市
場
交
換
を
含
め
た
経
済
人
類
学
の
議
論
と
、
消
費
の
議
論
と
は
連

続
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て
消
費
を
捉
え
る
た
め
、
人
類

学
的
消
費
研
究
は
M
．モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
を
下
敷
き
に
し
た
経
済
研
究
の
枠
内

で
行
わ
れ
て
き
た

）
3
（

。
た
だ
消
費
研
究
で
は
必
ず
し
も
人
類
学
的
経
済
研
究
で
行
わ
れ

て
き
た
視
点
で
包
括
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
消
費
が
市
場
を
介
し
た
「
意
味

の
や
り
と
り
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
意
味
と
は

記
号
や
表
象
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
消
費
と
は
単
に
必
要
な
モ
ノ

を
売
り
買
い
す
る
局
面
だ
け
を
指
す
概
念
で
は
な
く
、
買
い
手
か
ら
い
え
ば
、
モ

ノ
を
欲
望
し
、
購
買
し
、
使
用
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
廃
棄
す
る
日
常
的
な
時
間
の

流
れ
を
伴
う
。
ま
た
売
り
手
（
供
給
側
）
か
ら
見
る
と
そ
の
流
れ
は
、
モ
ノ
の
欲
望

を
喚
起
し
、
売
り
渡
し
、
評
価
さ
れ
る
流
れ
で
あ
る
。
日
本
の
民
俗
学
で
は
阿
南
透

に
よ
る
消
費
に
関
す
る
レ
ビ
ュ
ー
論
文
が
一
九
九
八
年
に
『
日
本
民
俗
学
』
誌
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
概
念
が
「
買
い
物
」
と
い
う
局
面
に
限
定

さ
れ
、
一
連
の
時
間
的
プ
ロ
セ
ス
へ
の
着
目
が
欠
落
し
て
い
た
〔
阿
南 

一
九
九
八
、

門
田 

二
〇
一〇
a
〕。
物
質
文
化
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
モ
ノ
の
消
費
と
は
単
に
「
買

う
」
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
例
え
ば
モ
ノ
に
付
随
す
る
利
便
性
や
記
号
を
日
常
の
中

で
享
受
し
た
り
、
ま
た
廃
棄
し
た
り
す
る
過
程
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る

〔A
ppadurai 1988

〕。

併
せ
て
重
要
な
の
は
、
モ
ノ
の
消
費
は
、
売
買
や
使
用
を
通
じ
て
様
々
な
社
会
関

係
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
生
産
者
と
消
費
者

の
「
顔
の
見
え
る
」「
名
前
の
分
か
る
」
関
係
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
匿
名
の
関
係
、
生
産
や
流
通
の
過
程
で
企
業
や
メ
デ
ィ

ア
、
場
所
と
い
っ
た
人
間
を
含
む
様
々
な
ア
ク
タ
ー
が
結
び
つ
く
こ
と
で
消
費
は
成

り
立
つ
。
消
費
と
は
異
な
る
社
会
的
文
脈
に
あ
る
も
の
が
結
び
つ
く
、
い
わ
ば
社
会

的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
側
面
が
強
い
。
そ
れ
は
決
し
て
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済

だ
け
の
話
で
は
な
く
、
貨
幣
に
よ
る
市
場
交
換
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。「
買
う
」

と
い
う
局
面
だ
け
で
捉
え
る
と
消
費
は
一
個
人
に
よ
る
個
人
的
行
為
で
あ
る
が
、
よ

り
広
い
ス
コ
ー
プ
で
見
れ
ば
消
費
は
他
者
と
の
関
係
性
の
構
築
の
場
面
、
イ
メ
ー
ジ

や
商
品
を
作
る
側
と
受
容
す
る
側
と
の
価
値
を
巡
る
競
合
、
と
い
っ
た
き
わ
め
て
社

会
的
な
行
為
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
係
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
企
業
や
組
織
と
消
費
者
と
い
う
、
日
常
的

な
社
会
関
係
の
な
い
ア
ク
タ
ー
同
士
が
消
費
と
い
う
局
面
に
お
い
て
初
め
て
形
成
さ

れ
る
繋
が
り
で
あ
る
。
そ
の
繋
が
り
が
形
成
さ
れ
る
き
っ
か
け
は
「
欲
望
の
喚
起
」

の
機
会
に
始
ま
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
広
告
や
情
報
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら

れ
、
そ
れ
が
送
受
信
さ
れ
る
局
面
で
あ
る
。
見
田
宗
介
は
現
代
社
会
の
構
造
的
特
質

を
高
度
な
消
費
社
会
化
に
よ
る
経
済
的
利
潤
の
創
出
に
求
め
た
が
、
何
を
消
費
す
る

か
と
い
う
経
済
現
象
の
根
拠
は
、
情
報
社
会
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
述
べ
た
。
必

要
な
も
の
（
便
益
）
へ
の
ニ
ー
ズ
だ
け
で
は
余
剰
の
需
要
を
生
み
出
せ
な
い
一
方
、

情
報
（
広
告
産
業
な
ど
）
が
商
品
へ
の
記
号
的
な
価
値
を
流
布
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
余
剰
の
需
要
も
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
情
報
と
消
費
に
よ
っ
て
資
本
主
義
は

永
遠
に
回
り
続
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
〔
見
田 

前
掲
書
〕。
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消
費
を
民
俗
学
的
に
捉
え
る
際
に
重
要
な
作
業
は
、
モ
ノ
の
や
り
取
り
（
交
換
）

の
局
面
を
含
め
た
流
れ
へ
の
着
目
で
あ
る
と
同
時
に
、
商
品
を
創
り
、
発
信
主
体
と

な
る
側
が
、
い
か
な
る
自
己
表
象
を
行
い
、
人
々
の
欲
求
を
い
か
に
し
て
生
成
し
て

い
る
の
か
、
そ
し
て
人
々
は
表
象
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の

か
と
い
う
、
意
味
の
や
り
取
り
の
具
体
的
な
場
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
重
要

な
の
は
表
象
の
送
受
信
に
お
い
て
は
審
美
的
基
準
が
強
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
見
田
が
述
べ
た
よ
う
に
消
費
に
よ
っ
て
経
済
が
回
っ
て
い
く
資
本
主
義
社
会
に

お
い
て
は
、
人
々
が
必
需
品
だ
け
を
買
い
そ
ろ
え
て
満
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
新
た

な
需
要
が
喚
起
で
き
ず
、
G
．バ
タ
イ
ユ
が
「
呪
わ
れ
た
部
分
」
と
呼
ん
だ
、
過
剰

な
消
費
を
作
り
出
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
々
が
感
じ
る「
美
し
い
」

と
か
「
楽
し
い
」
と
い
っ
た
、
購
買
に
繋
が
る
審
美
的
な
欲
求
を
喚
起
す
る
情
報
操

作
で
成
り
立
つ
以
上
、
消
費
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
送
受
信
と
は
、
M
．フ
ェ
ザ
ー

ス
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
審
美
的
判
断
の
駆
け
引
き
な
の
で
あ
る
〔
フ
ェ
ザ
ー
ス
ト
ン　

一
九
九
九
〕。
こ
う
し
た
審
美
的
な
判
断
を
伴
う
自
己
表
象
を
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
問
題
に
投
射
す
る
な
ら
ば
、
外
部
に
発
信
し
人
を
呼
ん
で
こ
よ
う
と
す
る
地

域
が
自
分
た
ち
の
地
域
や
文
化
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
象
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
外
部
の
目
線
を
い
か
に
内
面
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
地
域
観
光
や
「
街
お

こ
し
」
の
問
題
系
に
も
繋
が
り

）
4
（

、
生
活
の
基
盤
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
常
に
議
論

し
て
き
た
民
俗
学
に
お
い
て
も
不
可
避
な
主
題
と
な
る
。

１-

2
．宗
教
研
究
に
お
け
る
消
費
概
念

前
述
の
通
り
、
消
費
さ
れ
る
対
象
は
決
し
て
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
頭
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
物
質
だ
け
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
な
無
形
財
に
も
限
ら
な

い
。
顧
客
が
商
品
と
直
接
そ
の
場
で
金
銭
を
支
払
う
よ
う
な
モ
ノ
以
外
に
も
、
消
費

社
会
は
様
々
な
も
の
を
「
商
品
」
へ
と
取
り
込
ん
で
い
る
。
儀
礼
や
信
仰
と
は
ま
さ

に
そ
う
し
た
拡
大
す
る
高
度
消
費
社
会
の
特
性
を
表
す
か
の
よ
う
な
商
品
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
主
題
か
ら
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
題
材
は
、
例
え
ば
法
外
な
値
段
で
壷

を
売
り
つ
け
る
「
霊
感
商
法
」
の
よ
う
な
、新
宗
教
団
体
に
お
け
る
「
聖
の
商
業
化
」

〔
島
薗
・
石
井
編 

一
九
九
六
〕
で
あ
っ
た
り
、
高
い
戒
名
料
や
葬
式
代
と
い
っ
た
週
刊

誌
を
に
ぎ
わ
せ
る
寺
院
経
営
で
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら

も
「
消
費
さ
れ
る
宗
教
」
に
迫
る
た
め
の
題
材
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
あ
る
意
味

分
か
り
や
す
い
商
品
化
の
事
例
以
外
に
も
、
多
く
の
儀
礼
や
信
仰
が
商
品
化
さ
れ
て

い
る
の
が
現
在
の
状
況
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
現
代
巡
礼
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
関
係

を
述
べ
る
中
で
、
四
国
遍
路
が
戦
後
の
旅
行
産
業
・
交
通
産
業
と
不
可
分
に
な
り
、

「
信
仰
」
を
目
的
と
し
て
い
る
巡
礼
者
も
広
義
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
関
わ
る
こ
と
で
し

か
宗
教
経
験
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
〔
門

田 

二
〇
一
〇
b
、
二
〇
一
三
〕。
ま
た
本
論
で
焦
点
を
あ
て
る
沖
縄
の
斎
場
御
嶽
で
も
、

二
〇
〇
〇
年
に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
以
降
訪
問
者
が
急
増
し
、
現
在
で
は

様
々
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
ツ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
〔
門
田 

二
〇
一
二
〕。
こ
う
し
た
場
面
で
は
必
ず
し
も
「
観
光
地
」「
観
光
客
」

と
い
っ
た
名
づ
け
が
な
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
信
仰
の
場
所
、
功
徳
に
預
か
る
場
所

と
い
う
宗
教
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た

宗
教
的
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
空
間
の
隆
盛
は
、
観
光
産
業
や
メ
デ
ィ
ア
と

い
っ
た
市
場
経
済
に
よ
っ
て
下
支
え
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
民
俗
学
が
看

過
し
て
き
た
、
実
際
に
は
商
品
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
た
か

も
古
く
か
ら
変
わ
ら
ず
持
続
し
て
い
る
「
民
俗
」
の
よ
う
に
描
い
て
し
ま
う
状
況
で

あ
る
。

儀
礼
や
信
仰
と
言
っ
た
宗
教
の
経
済
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
が
、
往
々
に

し
て
「
不
道
徳
」
の
誹
り
を
受
け
る
こ
と
で
（
あ
る
い
は
「
誹
り
」
の
発
生
を
あ
ら

か
じ
め
過
剰
に
警
戒
す
る
こ
と
で
）停
滞
し
て
き
た
こ
と
は
、「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

研
究
の
中
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
〔
山
中 

二
〇
一
二
：
四
〕。
し
か
し

な
が
ら
規
範
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
と
、
現
象
と
し
て
実
際
に
ど
う

あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
別
の
次
元
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
儀
礼
や
信
仰
が
現

象
と
し
て
今
現
在
ど
う
い
う
状
況
に
あ
る
か
を
考
え
る
際
に
、
消
費
と
い
う
観
点
か
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ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
高
い
現
代
的
意
義
を
持
つ
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
換
言
す
れ
ば
「
な
ぜ
消
費
と
宗
教
か
」
と
い
う
疑
問
を

引
き
起
こ
す
。
そ
の
関
連
の
密
度
を
証
明
す
る
に
は
、
消
費
社
会
に
お
い
て
宗
教
が

い
か
な
る
役
割
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
に
関
す
る
宗
教
研
究
、
と
り
わ
け
宗
教
社

会
学
の
説
明
を
若
干
参
照
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
宗
教
社
会
学
で
は
、
宗
教

の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
実
体
的
定
義
と
機
能
的
定
義
の
二
つ
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き

た
。
前
者
は
超
越
的
な
力
や
そ
れ
を
伝
え
る
教
義
や
教
団
と
い
う
実
体
的
な
集
団
・

組
織
の
存
在
に
よ
っ
て
宗
教
を
定
め
る
定
義
で
あ
り
、
後
者
は
集
団
で
は
な
く
、
社

会
に
お
け
る
機
能
の
種
類
に
よ
っ
て
宗
教
現
象
を
定
義
づ
け
る
説
明
で
あ
る
〔
岡
本　

二
〇
一
二
〕。
後
者
の
説
明
は
し
ば
し
ば
現
代
の
世
俗
社
会
に
拡
散
し
た
「
宗
教
的

な
も
の
」
を
捉
え
る
際
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、例
え
ば
宗
教
と
は
「
意
味
供
給
装
置
」

と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
体
系
だ
と
い
う
説
明
が
見
ら
れ
る
。

「
意
味
」
を
供
給
す
る
装
置
、
す
な
わ
ち
人
が
生
き
る
上
で
遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
「
出
来
事
と
体
験
に
関
す
る
解
釈
の
方
法
」〔
マ
ク
ガ
イ
ア 

二
〇
〇
八
：
八
七
〕
を

与
え
る
機
能
、
あ
る
い
は
N
．ル
ー
マ
ン
〔
一
九
九
九
：
三
一
〕
が
述
べ
た
よ
う
に
、

理
解
不
能
な
出
来
事
や
現
象
に
規
定
（
説
明
）
を
与
え
る
機
能
を
も
っ
て
宗
教
の
説

明
に
代
え
る
と
す
れ
ば
、
消
費
社
会
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

の
あ
り
方
と
相
似
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
消
費
行
為
が
自
己
と
他
者
と
の

差
異
化
を
図
っ
た
り
自
己
の
内
面
的
な
充
足
を
企
図
し
た
り
す
る
行
為
だ
と
考
え

る
と
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
の
一
部
を
消
費
が
代
替
し
て
い
る
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
現
代
に
お
い
て
「
意
味
」
を
供
給
す
る
の

は
教
団
や
伝
統
的
な
制
度
宗
教
に
限
定
さ
れ
ず
、
メ
デ
ィ
ア
や
市
場
が
そ
れ
に
取
っ

て
代
わ
っ
て
、「
宗
教
」「
信
仰
」
と
い
う
名
を
冠
す
る
こ
と
な
く
流
通
さ
せ
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
日
本
の
宗
教
社
会
学
で
は
、「
カ
ル
ト
」
や
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
「
教
団
抜
き
」
の
宗
教
的
現
象
の
延
長
上
に
、
疑

似
科
学
や
嗜
癖
（
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）、
通
俗
的
な
心
理
学
、
自
己
啓
発
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
を
議
論
の
射
程
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
池
靖
や
島
薗

進
が
「
セ
ラ
ピ
ー
文
化
」
と
述
べ
る
消
費
文
化
は
、「
心
」
が
聖
化
す
る
現
代
社
会

に
お
い
て
代
替
的
な
宗
教
現
象
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
〔
田

邉
・
島
薗
編 

二
〇
〇
二
、
小
池 

二
〇
〇
七
〕。
例
え
ば
自
己
啓
発
の
一
種
と
し
て
収
納

や
モ
ノ
の
廃
棄
に
よ
っ
て
「
人
生
が
変
わ
る
」
と
謳
う
一
連
の
「
片
づ
け
」
術
を
考

察
し
た
牧
野
智
和
は
、
近
年
の
自
己
啓
発
的
片
づ
け
術
に
つ
い
て
、「
日
々
を
営
む

私
的
空
間
に
お
い
て
、
選
ば
れ
た
モ
ノ
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
日
々
確
認

し
、
モ
ノ
の
配
置
を
整
序
し
て
空
間
の
透
徹
性
を
高
め
、
好
ま
し
い
モ
ノ
で
部
屋
を

充
た
し
、
と
き
に
は
浄
化
の
儀
式
を
行
い
、
祭
壇
を
設
け
て
自
ら
を
癒
し
清
め
る
と

い
っ
た
、『
心
』
の
聖
化
に
志
向
し
た
日
常
的
儀
礼
の
浮
上
」
と
ま
と
め
て
い
る
〔
牧

野 

二
〇
一
五
：
二
六
七
〕。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
流
布
が
自
己
啓
発
本
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
市
場
で
展
開
し
、
私
的
な
部
屋
が
「
実
存
的
な
聖
な
る
空
間
」〔
牧
野 

二
〇
一
五
：
二
六
六
〕
と
し
て
記
号
的
に
消
費
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
片
づ
け
術
を
含
む
自
己
啓
発
商
品
を
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
論

的
な
状
況
と
し
て
、
つ
ま
り
宗
教
制
度
か
ら
離
れ
た
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
市
場
に

拡
散
し
、
個
人
を
主
体
と
し
て
そ
れ
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
状
況
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
観
光
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
関
わ
り
も
同
じ
図
式
を
拡

大
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
の
関
係
は
、
第
一

義
的
に
は
ル
ー
ラ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
文
化
観
光
に
お
け
る
観
光
資
源
と
し
て
の
宗
教

（
祭
り
、
儀
礼
な
ど
）
と
い
う
点
に
分
か
り
や
す
い
形
で
顕
在
化
す
る
。
し
か
し
よ

り
見
え
に
く
い
形
で
は
、
聖
地
・
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
の
「
場
所
の
商
品
化
」
と

総
称
し
う
る
、
観
光
資
源
に
読
み
替
え
ら
れ
る
宗
教
的
空
間
と
し
て
現
れ
る
〔
岡
本 

二
〇
一
五
〕。
こ
こ
で
参
照
し
た
い
の
は
鈴
木
謙
介
に
よ
る
聖
地
巡
礼
論
で
あ
る
。

鈴
木
は
ま
ず
「
観
光
」
を
「
特
定
の
空
間
に
ま
つ
わ
る
情
報
の
創
造
と
、
そ
の
消

費
か
ら
生
じ
る
一
連
の
社
会
的
営
み
」〔
鈴
木 

二
〇
一
三
：
一
八
五
〕
と
定
義
し
た
上

で
、
近
年
日
本
各
地
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
メ
の
聖
地
巡
礼
を
含

む
広
義
の
聖
地
巡
礼
の
構
築
＝
観
光
地
化
の
事
例
を
、
共
同
的
な
「
空
間
の
意
味
」
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形
成
過
程
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
で
あ
れ
宗
教
的
な
聖
地
巡
礼
で
あ
れ
、
そ
こ
で
焦
点
化
す

べ
き
は
、
そ
の
文
化
現
象
と
し
て
の
行
動
・
心
理
の
側
面
で
は
な
く
、
特
定
の

政
治
経
済
的
な
状
況
の
中
で
、
そ
れ
と
関
わ
り
な
が
ら
人
々
が
創
発
的
に
「
聖

地
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
し
、
獲
得
し
て
い
く
と
い
う
き
わ

め
て
社
会
学
的
な
側
面
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
振
る
舞
い
が
聖

地
を
作
り
、
聖
地
が
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
、
そ
れ
が
現
実
の
地

域
を
変
化
さ
せ
る
と
い
う
過
程
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
空
間
の
意
味
」
こ

そ
が
、
多
孔
化
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
社
会
を
上
書
き
す
る
要
素
と
な
り
得
る

の
で
あ
る
〔
鈴
木 

二
〇
一
三
：
一
九
四
〕。

も
ち
ろ
ん
「
人
々
の
振
る
舞
い
」
は
、
常
に
統
一
的
な
「
空
間
の
意
味
」
の
共
有

に
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
が
、
こ
れ
を
ア
ニ

メ
で
は
な
く
「
伝
統
的
」
な
聖
地
に
限
定
し
た
場
合
で
も
、
場
所
に
ま
つ
わ
る
儀
礼

や
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
、
人
々
が
意
味
を
創
出
・
獲
得
し
た
り
、
自
ら
の
正
統
性
を
主

張
し
あ
っ
た
り
す
る
と
言
っ
た
、
時
に
価
値
を
巡
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
発
生
を
は
ら

み
な
が
ら
動
い
て
い
る
状
況
が
見
い
だ
せ
る
。
肝
心
な
の
は
「
観
光
開
発
と
文
化
保

護
」
と
い
う
常
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
主
題
、
ま
た
「
ホ
ス
ト
と
ゲ
ス
ト
の
対
立
」

と
い
う
古
典
的
な
観
光
人
類
学
的
図
式
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
関
係
主
体
の
多
様

化
、
文
化
や
宗
教
を
め
ぐ
る
志
向
性
の
錯
綜
の
複
雑
性
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
背
景
に
、
消
費
を
基
軸
と
し
た
価
値
に
お
い

て
測
ら
れ
る
と
き
、
儀
礼
や
信
仰
、
そ
れ
ら
が
埋
め
込
ま
れ
た
場
所
で
あ
る
聖
地
、

と
い
っ
た
諸
現
象
の
記
述
は
い
か
に
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
き
た
い
。

斎
場
御
嶽
の
現
在
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
群
を
考
え
る
た
め
に
ふ
さ
わ

し
い
状
況
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
の
よ
う
に
そ
こ
は
「
生
き
た
信
仰
」

の
根
付
く
伝
統
的
な
聖
地
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
事
実
多
く
の
信
仰
を
集

め
る
一
方
で
、「
本
来
の
」
巡
礼
者
・
参
詣
者
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
数
の
観
光
客
が

訪
れ
て
お
り
、
聖
域
の
保
護
と
観
光
資
源
と
し
て
の
開
発
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
現
実

問
題
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
読
み
解
く
に
は
、
単
に
観
光

か
信
仰
か
、
と
い
う
よ
く
あ
る
図
式
を
超
え
た
理
解
を
要
す
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は

斎
場
御
嶽
の
現
状
を
詳
し
く
描
写
し
て
い
き
た
い
。

❷
斎
場
御
嶽
に
み
る
場
所
の
商
品
化

2-

１
．斎
場
御
嶽
の
民
族
誌
的
概
要

斎せ
ー
ふ
ぁ
う
た
き

場
御
嶽
は
沖
縄
本
島
南
東
部
、
太
平
洋
に

突
き
出
た
島
尻
半
島
の
南
城
市
久く

で手
堅け

ん

集
落

に
位
置
す
る
御う

た
き嶽

で
あ
る
。
御
嶽
は
沖
縄
地
方

に
お
い
て
祭
祀
の
行
わ
れ
る
聖
的
な
空
間
・
聖

域
の
総
称
で
あ
り
、
琉
球
王
国
時
代
に
は
公
的

な
祭
祀
者
で
あ
る
祝の

ろ女
の
制
度
と
結
び
つ
き
、

集
落
の
年
中
行
事
が
行
わ
れ
て
き
た
。

斎
場
御
嶽
も
久
手
堅
集
落
の
御
嶽
な
の
だ

が
、
琉
球
の
創
世
神
話
を
記
し
た
歴
史
書
『
中

山
世
鑑
』（
一
六
五
〇
年
）
な
ど
に
お
い
て
琉

球
開
闢
の
地
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
、
琉
球

国
王
が
定
期
的
に
参
詣
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
国
家
的
祝
女
制
度
の
頂
点
に
立
つ

聞き
こ
え
の
お
お
ぎ
み

得
大
君
の
即
位
式
「
御お

あ
ら
う
り

新
下
り
」
が
行
わ
れ

る
場
所
で
も
あ
り
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年

ま
で
一
〇
回
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
記
録
が
あ

図1 斎場御嶽の所在地（筆者作製）
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る
）
5
（

。
つ
ま
り
斎
場
御
嶽
は
一
集
落
の
御
嶽
と
い
う
よ
り
は
国
家
直
轄
の
地
で
あ
り
、

そ
の
史
実
を
裏
付
け
と
し
て
現
在
ま
で
沖
縄
の
「
最
高
の
聖
地
」
と
し
て
広
く
認
知

さ
れ
て
い
る
。
王
朝
と
の
結
び
つ
き
を
も
っ
と
も
強
く
伝
え
る
の
が
「
東あ

が
り
う
ま
ー
い

御
廻
り
」

と
い
う
巡
礼
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
王
が
宮
城
の
あ
る
首
里
を
出
発
し
、
島
尻
半

島
を
東
回
り
に
い
く
つ
か
の
御
嶽
に
参
詣
し
つ
つ
、
最
終
的
に
斎
場
御
嶽
に
至
る
と

い
う
巡
礼
で
あ
っ
た
。
王
家
に
よ
る
行
事
自
体
は
一
六
三
七
年
に
は
途
絶
え
て
い
た

と
さ
れ
る
が
、そ
れ
を
模
し
た
門

も
ん
ち
ゅ
う

中
に
よ
る
東
御
廻
り
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。

他
の
御
嶽
同
様
、
か
つ
て
は
男
子
禁
制
で
あ
り
、
管
理
の
た
め
に
立
ち
入
る
場
合
は

着
物
の
袖
を
右
上
に
し
た
と
い
う
が
、
現
在
そ
う
し
た
慣
習
は
な
く
、
誰
も
が
参
詣

可
能
な
場
所
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
が
森
に
囲
ま
れ
た
斎
場
御
嶽
は
、
聖
域
の
中
に
拝

う
が
ん
じ
ょ

所
と
呼
ば
れ
る
い
く

つ
か
の
祭
祀
場
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
結
ぶ
石
畳
の
道
が
あ
る
。
道
は
急
峻
と
言
う

ほ
ど
で
は
な
い
が
平
坦
で
も
な
い
。
拝
所
は
切
り
立
っ
た
巨
大
な
岩
盤
と
、
そ
れ

を
屋
根
の
よ
う
に
覆
う
鬱
蒼
と
し
た
木
々
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
下
で
現
在
で

も
様
々
な
祈
願
と
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
拝
所
の
一
つ
三さ

ん
ぐ
ー
い

庫
理
を
囲
む
巨

石
の
隙
間
か
ら
は
、
海
を
挟
ん
で
久
高
島
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
島
は
メ

デ
ィ
ア
で
は
し
ば
し
ば
「
神
の
島
」
と
称
さ
れ
、
神

か
み
ん
ち
ゅ

女
の
就
任
儀
礼
イ
ザ
イ
ホ
ー
が

一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

琉
球
王
国
の
宗
教
祭
祀
上
も
っ
と
も
地
位
の
高
い
御
嶽
と
し
て
君
臨
し
た
斎
場
御

嶽
で
あ
る
が
、
近
代
以
降
、
徐
々
に
認
知
度
を
低
下
さ
せ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

聞
得
大
君
の
御
新
下
り
も
、
廃
藩
置
県
直
前
の
一
八
七
五
年
を
最
後
に
執
り
行
わ
れ

て
い
な
い
。
と
り
わ
け
沖
縄
戦
を
中
心
と
し
た
太
平
洋
戦
争
期
は
斎
場
御
嶽
の
荒
廃

を
進
め
た
よ
う
だ
。
地
元
の
郷
土
雑
誌
に
目
を
通
す
と
、
鬱
蒼
と
し
て
い
た
森
も
近

代
に
入
る
と
精
糖
燃
料
や
薪
炭
材
の
た
め
の
伐
採
や
沖
縄
戦
の
砲
火
で
荒
れ
地
と
な

り
、
参
拝
も
下
火
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
他
方
で
斎
場
御
嶽
は
国
内
の
文
化
財
保

護
制
度
下
で
も
早
く
か
ら
保
存
政
策
が
と
ら
れ
て
お
り
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）

年
一
月
、
前
年
に
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
文
化
財
保
護
法
（
琉
球
政
府
）
に
基
づ
き

「
史
跡
・
名
勝
」
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
琉
球
開
び
ゃ
く
の
霊
地
」「
此
の

お
た
け
が
天
地
の
始
め
に
で
き
た
由
緒
あ
る
霊
地
で
、
国
王
及
聞
得
大
君
の
尊
信
の

地
で
あ
り
、
又
住
民
が
『
東
巡
』
と
言
っ
て
信
仰
の
最
高
峰
で
あ
る
理
由
に
よ
っ
て

指
定
し
た
」
と
あ
る
〔
琉
球
政
府
文
化
財
保
護
委
員
会 

一
九
五
五
：
二
四
〕。
続
い
て

一
九
七
二
（
昭
和
四
七
） 

年
の
本
土
復
帰
と
同
時
に
、
日
本
政
府
の
文
化
財
保
護
法

「
史
跡
」
に
移
行
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
よ
り
地
元
行
政
の
発
掘
・
整
備
事
業
を
経
て
再
び
着
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
に
斎
場
御
嶽
な
ど
本
島
九
箇
所
の
遺
産
か

ら
構
成
さ
れ
る
「
琉
球
王
国
の
グ
ス
ク
及
び
関
連
遺
産
群
」
と
し
て
、
世
界
遺
産
へ

と
登
録
さ
れ
た
。
斎
場
御
嶽
が
登
録
さ
れ
た
直
接
的
な
評
価
点
は
、
御
嶽
と
い
う
独

特
の
聖
域
で
見
ら
れ
る
信
仰
や
儀
礼
が
、
琉
球
王
国
由
来
の
文
化
的
・
宗
教
的
独
自

性
を
今
に
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
登
録
に
は
学
術
的
評
価
に
加
え
、

当
時
の
政
治
・
社
会
状
況
も
後
押
し
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沖
縄
の
世
界
遺
産

群
は
、
一
九
九
二
年
に
日
本
が
世
界
遺
産
条
約
に
加
盟
し
た
と
同
時
に
暫
定
リ
ス
ト

へ
と
登
録
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
「
琉
球
の
風
」
が
放
映
さ
れ

沖
縄
ブ
ー
ム
の
あ
っ
た
年
だ
が
、
政
府
は
当
初
よ
り
沖
縄
の
遺
産
群
を
世
界
遺
産
化

す
る
企
図
を
有
し
て
い
た
。
更
に
登
録
決
定
の
二
〇
〇
〇
年
は
九
州
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト

が
開
か
れ
、
首
里
城
「
守
礼
の
門
」
を
映
す
二
〇
〇
〇
円
札
が
発
行
さ
れ
た
年
で
も

あ
っ
た
。
当
時
の
新
聞
に
は
、
世
界
遺
産
登
録
が
サ
ミ
ッ
ト
の
「
ご
祝
儀
」
だ
と
す

る
論
調
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
遺
産
化
は
国
策
と
連
動
を
見
せ
て
お
り
、
と
り
わ

け
普
天
間
基
地
移
転
問
題
や
反
米
軍
基
地
の
機
運
が
再
び
高
ま
っ
て
い
た
二
〇
〇
〇

年
前
後
の
世
相
を
鑑
み
る
と
、
沖
縄
に
お
け
る
文
化
政
策
の
国
家
的
推
進
は
一
種
の

沖
縄
振
興
策
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

他
方
U
N
E
S
C
O
の
側
か
ら
は
、
御
嶽
は
世
界
遺
産
の
新
た
な
形
態
と
し
て
期

待
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
世
界
遺
産
（
文
化
遺
産
）
は
本
来
、
西
欧
の
教
会
や
城
跡

等
単
体
の
建
築
物
を
保
存
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
U
N
E
S
C
O
で
は
遺

産
概
念
を
広
げ
、
非
西
欧
地
域
に
お
け
る
自
然
と
人
為
を
媒
介
す
る
遺
産
を
「
文
化
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的
景
観
」
の
名
に
よ
っ
て
含
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
イ
フ
ガ

オ
の
棚
田
な
ど
が
典
型
例
で
あ
る
〔
平
田 

二
〇
一
〇
〕。
岩
石
と
森
ば
か
り
で
こ
れ

と
い
っ
た
建
造
物
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
々
の
崇
敬
を
集
め
る
斎
場
御
嶽
は
、

U
N
E
S
C
O
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
に
人
間
の
文
化
的
営
為
が
刻
み
込
ま
れ
た
自
然
で

あ
り
、
グ
ス
ク
や
御
嶽
な
ど
構
成
資
産
の
多
く
が
琉
球
独
特
の
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
信
仰
の
形
態
を
表
し
、宗
教
的
な
場
と
そ
こ
で
行
わ
れ
る
儀
礼
行
為
及
び
慣
習
が
、

今
な
お
琉
球
の
人
々
の
間
に
文
化
的
な
伝
統
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
積

極
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
〔
本
中 

二
〇
〇
一
：
六
三-

六
四
〕。
そ
れ
は
遺
産
概
念

を
拡
大
さ
せ
、
非
西
欧
に
世
界
遺
産
政
策
を
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
U
N
E
S
C
O

に
と
っ
て
ま
さ
に
新
た
な
文
化
遺
産
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

2-

2
．新
た
な
意
味
づ
け
と
表
層
性

二
〇
〇
〇
年
の
世
界
遺
産
登
録
後
、
知
名
度
が
高
ま
る
こ
と
で
訪
問
者
の
増
加
を

見
せ
て
い
た
斎
場
御
嶽
で
あ
る
が
、
激
増
と
い
っ
て
も
よ
い
本
格
的
な
訪
問
者
の
増

観
光
市
場
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
大
き
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
。「
ひ
め

ゆ
り
の
塔
」
や
「
摩
文
仁
の
丘
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
南
部
戦
跡
は
、
確
か
に
あ
る
時

期
ま
で
は
県
外
観
光
客
が
必
ず
巡
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
特
に
本
土
か
ら
の
沖
縄
旅

行
の
主
目
的
が
海
浜
リ
ゾ
ー
ト
に
移
る
以
前
、
北
村
毅
が
述
べ
る
よ
う
に
慰
霊
と
激

戦
地
を
め
ぐ
る
「
戦
跡
巡
拝
」
は
、
沖
縄
観
光
の
端
緒
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
、「
本
土
」
か
ら
の
観
光
客
が
集
中
す
る
エ
リ
ア
だ
っ
た
〔
北
村 

二
〇
〇
九

）
6
（

〕 

。

し
か
し
な
が
ら
本
土
復
帰
と
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
の
沖
縄
海
洋
博
覧
会
は
、

北
部
エ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
政
府
の
沖
縄
振
興
策
に
主
導
さ
れ
て
行
わ
れ
、
人
と
資

本
を
南
部
か
ら
北
部
へ
と
誘
う
大
規
模
な
事
業
で
あ
っ
た
。
併
せ
て
こ
の
時
期
に
は

航
空
会
社
な
ど
が
主
導
で
「
青
い
海
・
白
い
砂
」
と
い
う
今
に
も
繋
が
る
沖
縄
イ
メ
ー

ジ
が
広
告
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
多
田
治
が
言
う
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
的
リ
ア
リ

テ
ィ
」〔
多
田 

二
〇
〇
七
：
一
五
六
〕
に
よ
っ
て
沖
縄
自
身
が
そ
の
対
外
的
イ
メ
ー
ジ

を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
が
、
目
立
っ
た
海
水
浴
場
や
リ
ゾ
ー
ト

ホ
テ
ル
の
な
い
南
部
は
、
こ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
エ
リ
ア
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

戦
後
を
通
じ
た
「
慰
霊
か
ら
海
へ
」、「
南
部
か
ら
北
部
へ
」
と
い
う
沖
縄
観
光
の

地
政
学
的
変
化
に
よ
っ
て
、
大
規
模
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
南
部
エ
リ

図2 沖縄世界遺産入場者数［沖縄県　2014］

加
は
近
年
に
な
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
。
図
2
は
統
計
が
正

式
に
取
ら
れ
始
め
て
以
降

の
、
斎
場
御
嶽
を
含
む
沖

縄
世
界
遺
産
各
所
の
訪
問

者
推
移
に
つ
い
て
で
あ
る

が
）
5
（

、 

こ
れ
を
見
て
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
急
増
の
時
期
は

二
〇
一
〇
年
以
降
に
顕
著
と

な
っ
て
い
る
。

斎
場
御
嶽
の
位
置
す
る
南

城
市
を
含
む
沖
縄
本
島
南
部

（
主
に
那
覇
市
以
南
）
は
、

図3 雑誌における斎場御嶽の表現
（『ことりっぷ沖縄』2013年版）

ア
は
一
部
施
設
を
除

い
て
相
対
的
に
観
光

資
源
の
乏
し
い
地
域

に
な
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
状
況
に
お
い

て
、
斎
場
御
嶽
の
世

界
遺
産
登
録
は
、「
慰

霊
」
で
も
「
海
」
で

も
な
い
目
的
の
観
光

客
を
南
部
に
周
遊
さ
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せ
る
き
わ
め
て
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
か
つ
て
の
団
体
旅
行

と
異
な
り
、
現
在
の
沖
縄
観
光
の
主
要
な
人
員
構
成
は
家
族
や
友
人
同
士
を
中
心
と

し
た
数
名
の
小
集
団
で
あ
り
、
移
動
手
段
も
そ
れ
に
適
し
た
安
価
な
五
人
乗
り
レ
ン

タ
カ
ー
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
移
動
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
交
通
手
段
の
変
化
は
、
地
理

的
に
見
て
中
心
都
市
・
那
覇
か
ら
一
時
間
以
内
に
位
置
す
る
南
城
市
に
大
き
な
ア
ド

バ
ン
テ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
、
半
日
程
度
の
空
き
が
で
き
た
観
光
客
が
雑
誌
や
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
、
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
を
手
が
か
り
に
極
め
て
簡
単
に
選
べ
る
選
択
肢
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
世
界
遺
産
登
録
や
交
通
の
変
化
、
旅
の
ユ
ニ
ッ
ト
の

変
化
と
い
っ
た
外
在
的
諸
条
件
の
変
化
は
人
々
の
行
動
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら

し
、
そ
の
こ
と
が
斎
場
御
嶽
の
観
光
地
化
に
強
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
観
光
地
化
に
お
い
て
世
界
遺
産
指
定
は
斎
場
御
嶽
を
訪
れ
る

べ
き
価
値
の
あ
る
目
的
地
の
一
つ
と
し
て
知
名
度
を
高
め
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
土

俵
に
挙
げ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
最
初
の
ス

テ
ッ
プ
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
近
年
の
訪
問
者
数
の
爆
発
的
拡
大
を
説

明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
交
通
や
旅
の
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と

が
で
き
、
い
わ
ゆ
る
団
体
旅
行
か
ら
個
人
旅
行
へ
の
変
化
、
レ
ン
タ
カ
ー
産
業
の
隆

盛
と
低
価
格
化
は
決
し
て
直
近
数
年
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
直
近
の
根
本
的
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
何
か
。

筆
者
は
斎
場
御
嶽
周
辺
で
二
〇
〇
七
〜
〇
八
年
に
世
界
遺
産
登
録
の
影
響
に
関
す

る
調
査
を
行
っ
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
経
過
観
測
を
行
う
の
み
で
本
格
調
査
は
休
止
し

て
い
た
が

）
7
（

、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
か
ら
勤
務
先
の
研
究
室
で
学
生
と
の
共
同

調
査
を
再
開
し
た
。
二
〇
一
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
重
要
な
社
会
的
背
景
と
し
て
明

記
し
て
お
く
べ
き
は
、メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
「
聖
地
巡
礼
」
や
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
る
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
延
長
上
に
展
開
さ
れ
る
宗
教
情
報

の
氾
濫
で
あ
る
。
宗
教
的
な
故
事
の
あ
る
場
所
や
巡
礼
路
が
伝
統
的
な
巡
礼
者
・
祭

祀
者
の
手
を
離
れ
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
や
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
新
た
な
「
商
品
価

値
」
を
有
し
た
情
報
商
品
・
旅
行
商
品
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

岡
本
亮
輔
ら
宗
教
社
会
学
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
〔
岡
本 

二
〇
一
一
〕、
沖
縄

に
お
い
て
斎
場
御
嶽
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
新
た
な
場
所
／
宗
教
の
表
象
に
取
り
込
ま

れ
、
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
も
二
〇
一
〇
年
前
後
を
境
に
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
」
な
ど
と
し
て
意
味
的
に
再
編
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

図
3
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
聖
地
」
や
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
ラ
ベ
ル
づ
け

ら
れ
た
近
年
の
雑
誌
や
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
斎
場
御
嶽
の
表
象
は
枚
挙
に
暇
が
な

い
）
8
（

。
そ
こ
に
通
底
す
る
特
徴
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
斎
場
御
嶽
が
埋
め
込
ま

れ
た
固
有
の
歴
史
的
文
脈
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
並
ん
だ
文
言
に
は
「
琉
球
王
国
の
…
」「
深
遠
な
…
」
と
い
っ

た
、
過
去
か
ら
の
連
続
性
を
喚
起
さ
せ
る
表
現
が
使
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ア
マ

ミ
キ
ヨ
、
神
女
、
御
新
下
り
、
東
御
廻
り
な
ど
と
い
っ
た
現
地
の
人
が
こ
の
御
嶽
を

表
現
す
る
際
に
切
り
離
せ
な
い
ロ
ー
カ
ル
な
固
有
名
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な

い
。「
神
」
や
「
祈
り
」
と
い
っ
た
、
斎
場
御
嶽
や
沖
縄
以
外
の
聖
地
や
信
仰
の
形

態
に
お
い
て
も
使
用
可
能
な
一
般
名
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
互
換
性
・

一
般
性
の
高
い
「
伝
統
的
宗
教
」「
聖
地
イ
メ
ー
ジ
」
を
喚
起
す
る
こ
と
に
主
眼
が

置
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
表
層
的
な
伝
統
性
の
装
い
、
民
俗
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
ま
さ
に
フ
ォ
ー

ク
ロ
リ
ズ
ム
的
状
況
は
、
斎
場
御
嶽
の
観
光
地
化
と
き
わ
め
て
親
和
性
の
高
い
現
象

で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
当
地
へ
の
現
在
の
訪
問
者
の
多
く
は
こ
の
御
嶽

に
埋
め
込
ま
れ
た
宗
教
的
固
有
性
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
、
こ
の
御
嶽

を
「
聖
地
イ
メ
ー
ジ
」
に
適
う
観
光
地
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム

的
な
表
層
性
こ
そ
が
観
光
消
費
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、
聖
地

と
い
っ
た
一
般
的
な
用
語
を
も
ち
い
て
斎
場
御
嶽
が
表
現
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
聖
地

が
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
を
も
っ
た
固
有
の
存
在
か
ら
、
他
の
場
所
と
も
入
れ
替
え
可
能

な
場
所
へ
と
置
換
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
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2-

3
．儀
礼
の
商
品
化
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

「
聖
地
」
イ
メ
ー
ジ
を
核
と
し
た
斎
場
御
嶽
の
観
光
地
化
と
前
後
し
て
、
南
城
市

は
斎
場
御
嶽
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
儀
礼
や
歴
史
的
故
事
を
売
り
に
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
施
行
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
「
お
き
な
わ
E
C
O
ス
ピ
リ
ッ

ト
ラ
イ
ド
&
ウ
ォ
ー
ク
i
n
南
城
」（
以
下
E
C
O
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
と
い
う
行
政
主

導
の
観
光
資
源
化
策
を
見
て
み
た
い
。

E
C
O
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
南
城
市
域
を
毎
年
二
月
に
自
転
車
サ
イ
ク
リ
ン
グ
も
し

く
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
周
回
す
る
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
の
開

始
以
来
、
毎
年
約
一
四
〇
〇
名
を
集
め
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
る
（
図

4
参
照
）。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
ま
で
、
七
回
続
い
た

「
東あ

が
り
う
ま
ー
い

御
廻
り
国
際
ジ
ョ
イ
ア
ス
ロ
ン
i
n
南
城
」
と
い
う
同
様
の
市
民
ス
ポ
ー
ツ
イ

ベ
ン
ト
が
名
称
を
改
め
た
も
の
だ
が
、
特
色
は
斎
場
御
嶽
や
久
高
島
と
い
っ
た
聖
域

を
周
遊
ル
ー
ト
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
で
、
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
だ
け
で
な
く
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
体
験
を
参
加
者
に
も
た
ら
す
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
触
れ
た
塩
月
亮
子
は
、「
伝
統
文
化
を
も
と
に
し
て
、
健

康
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
観
光
を
兼
ね
備
え
た
新
た
な
行
事
が
作
ら
れ
て
い

る
」
と
述
べ
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
、
琉
球
文
化
の
伝
統
と
融
合
し
、
聖
地

を
廻
る
と
い
う
『
琉
球
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
を
再
創
造
し
て
い
る
」
と
ま
と

め
て
い
る
〔
塩
月 

二
〇
一
二
：
四
一
四
〕。

東
御
廻
り
と
は
、
琉
球
の
創
造
主
ア
マ
ミ
キ
ヨ
発
祥
の
地
で
あ
る
久
高
島
、
そ
れ

を
遥
拝
す
る
斎
場
御
嶽
に
向
か
い
、
首
里
の
王
府
か
ら
王
が
巡
拝
し
て
廻
っ
た
琉
球

王
国
時
代
の
行
事
で
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
在
で
も
そ
れ
を
模
し
た
年
中

行
事
と
し
て
、
門
中
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
斎
場
御
嶽
は
世
界
遺
産
登
録

に
あ
た
っ
て
、
U
N
E
S
C
O
の
諮
問
機
関
I
C
O
M
O
S
（
国
際
記
念
物
遺
跡
会

議
）
の 

答
申
に
お
い
て
「
生
き
た
信
仰
」
が
見
ら
れ
る
場
所
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

そ
の
こ
と
は
既
に
廃
れ
た
文
明
の
痕
跡
と
し
て
の
遺
産
で
は
な
く
、「
生
き
た
遺
産
」

（Living H
eritage

）
を
世
界
遺
産
へ
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
一
九
九
〇
年
代
以

降
の
U
N
E
S
C
O
の
思
想
と
合
致
す
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
文
化
遺
産
で
あ
っ
た

が
、
生
き
た
信
仰
の
事
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
が
こ
の
東
御
廻
り
だ
っ
た
の
で
あ

る
〔
門
田 

二
〇
〇
八
〕。

従
っ
て
行
政
に
と
っ
て
も
東
御
廻
り
は
斎
場
御
嶽
の
信
仰
の
現
前
性
を
示
す
た
め

に
不
可
欠
な
儀
礼
で
あ
り
、
市
役
所
や
観
光
協
会
の
広
報
活
動
に
お
い
て
も
常
に

大
々
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
一
般
の
訪
問
者
に
も
巡
拝
を
促
す
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
も

う
け
ら
れ
る
な
ど
、
観
光
資
源
と
し
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
。
南
城
市
は
公

図4 「2015おきなわECOスピリットライド＆ウォーク in 南城市」広告
（2015 年 1 月 23 日『沖縄タイムス』朝刊広告）
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共
団
体
と
し
て
の
経
営
戦
略
を
策
定
す
る
中
で
こ
う
し
た
聖
地
や
儀
礼
に
端
を
発
す

る
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
重
要
な
資
源
と
し
て
位
置
づ
け
、ま
た
近
年
で
は
ウ
ェ

ル
ネ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
目
的
地
と
し
て
整
備
す
る
な
ど
、「
健
康
」
も
ま
た
地
域
計

画
の
重
要
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
〔
吉
野 

二
〇
一
二
〕。
E
C
O
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
単

な
る
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、
ま
た
聖
地
を
つ
な
ぐ
巡
礼
路
を
巡
る
単
な
る

歴
史
イ
ベ
ン
ト
で
も
な
く
、
そ
の
両
者
を
つ
な
い
だ
も
の
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る

理
由
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
儀
礼
の
商
品
化
」
に
至
る
ま
で
の
戦
略
的
な
プ
ロ
セ

ス
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
商
品
化
過
程
に
お
い
て
頻
出
す
る
「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
用
語
の
使
用
法
で
あ
る
。
先
の
塩
月
の
論
文
に
お
い
て

も
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
、
琉
球
文
化
の
伝
統
と
融
合
」
と
書
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、
こ
の
用
語
は
既
存
の
ロ
ー
カ
ル
な
宗
教
伝
統
や
歴
史
と
は
異
な
る
文
脈
で
捉

え
る
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
現
象
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
名
付
け
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
E
C
O
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
決
し
て
「
信
仰
」
や
「
宗

教
」「
祖
先
崇
拝
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
か
と
い
っ
て
全
く

の
世
俗
的
イ
ベ
ン
ト
（
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
一
辺
倒
の
イ
ベ
ン
ト
）
と
し
て
表
現
さ
れ

る
わ
け
で
も
な
い
、
そ
の
微
妙
な
ラ
イ
ン
取
り
を
果
た
す
た
め
に
こ
の
用
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
宗
教
学
に
お
い
て
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
概
念
は

既
存
の
制
度
宗
教
外
で
展
開
す
る
個
人
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
盤
を
お
い
た
、
精
神

的
・
非
科
学
的
な
思
考
と
実
践
の
形
態
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

〔
大
谷 

二
〇
〇
四
〕。
そ
れ
は
ポ
ス
ト
世
俗
化
の
宗
教
現
象
を
示
す
た
め
に
、「
宗
教
」

と
は
名
乗
ら
ず
、
ま
た
一
般
に
「
宗
教
」
だ
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
現
象
を
、
拡
散

し
た
宗
教
の
一
様
態
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
概
念
で
あ
っ
た

）
9
（

。
現
在
南
城
市
で
散
見

さ
れ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
語
と
、
そ
れ
が
暗
に
対
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

旧
来
の
概
念
と
の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
学
術
的
な
宗
教
研
究
に
お
け
る
「
宗
教̶

ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
対
概
念
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
E
C
O
ス

ピ
リ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
「
消
費
さ
れ
る
儀
礼
」
に
お
い
て
、
資
源
化
・
商
品
化
さ

れ
て
い
る
の
は
沖
縄
の
宗
教
伝
統
に
基
づ
く
「
信
仰
」
や
「
儀
礼
」
で
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
固
有
の
文
脈
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
あ
く
ま
で
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
政
教
分
離
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
「
宗
教
」
的
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
文
言
を
地
域
開
発
策
で
使
用
で
き
な
い
行
政
の
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
参
加
者
を
起
点
に
考
え
れ
ば
、
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
多
く
の
人
々
が

望
ん
で
い
る
の
は
伝
統
的
な
「
儀
礼
」
を
通
じ
た
「
信
仰
」
の
獲
得
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
文
脈
へ
の
埋
め
込
み
を
必
要
と
し
な
い
精
神
的
・
内
面
的
な
経
験
で
あ
る
。

以
前
筆
者
は
現
代
四
国
遍
路
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
、
多
く
の
バ

ス
ツ
ア
ー
に
参
加
す
る
巡
礼
者
が
求
め
て
い
る
の
は
弘
法
大
師
信
仰
や
仏
教
徒
と
し

て
の
信
仰
の
追
求
で
は
な
く
、
少
し
の
苦
痛
と
読
経
や
勤
行
を
通
じ
た
「
そ
れ
な
り

の
宗
教
的
経
験
」で
あ
る
と
述
べ
た〔
門
田 

二
〇
一
三
：
一
二
三
〕。
E
C
O
ス
ピ
リ
ッ

ト
や
ツ
ー
リ
ス
ト
と
し
て
東
御
廻
り
に
参
加
す
る
人
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の

と
、
現
代
巡
礼
ツ
ア
ー
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
経
験
に
類
似
性
が
見
い

だ
せ
る
こ
と
は
、
南
城
市
に
お
い
て
強
い
て
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
の
語
が
象

徴
的
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

❸
多
元
化
す
る「
聖
」と
管
理
体
制
の
変
化

3-

1
．訪
問
者
の
多
様
化

以
上
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
余
波
と
い
う
外
的
要
因
、
ま
た
儀
礼
と

信
仰
の
商
品
化
と
い
う
地
元
社
会
の
取
り
組
み
を
内
的
要
因
と
し
て
、
斎
場
御
嶽
に

は
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
訪
問
者
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
訪

問
者
の
急
増
は
御
嶽
に
対
し
て
い
か
な
る
負
荷
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一

言
で
い
え
ば
聖
地
と
し
て
の
文
化
遺
産
は
危
機
状
態
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
認
識
さ

れ
て
お
り
、前
述
し
た
見
田
の
消
費
概
念
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
商
品
化
」
に
よ
っ
て
「
消
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尽
・
消
滅
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ
る
。
本
章
で
は
そ
の
様
相
を

訪
問
者
の
多
様
化
、
聖
の
多
元
化
と
い
う
観
点
で
示
す
と
と
も
に
、
聖
域
の
保
護
を

目
的
と
し
た
管
理
保
護
体
制
、
と
り
わ
け
入
場
料
の
徴
収
に
着
目
し
て
議
論
を
展
開

す
る
。

ま
ず
訪
問
者
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
斎
場
御
嶽
が

観
光
地
と
な
り
、
訪
問
者
が
激
増
し
て
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
観

光
客
」
が
増
加
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
理
解
に
至
る
。
確
か
に
激
増
し
た
訪
問
者
の

多
く
は
本
土
か
ら
の
沖
縄
旅
行
の
途
上
に
立
ち
寄
っ
た
人
々
で
あ
り
、
典
型
的
に
は

レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
、
三
泊
四
日
程
度
の
旅
程
の
中
で
空
き
時
間
を
利
用
し
て
立
ち

寄
っ
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
彼
女
ら
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
ネ
ッ
ト
で
斎
場
御
嶽
の
紹

介
記
事
を
見
て
や
っ
て
き
た
人
々
で
、
斎
場
御
嶽
の
歴
史
や
慣
習
的
文
脈
を
必
ず
し

も
深
く
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、後
述
す
る
よ
う
に
聖
域
の
荒
廃
や「
神

聖
な
雰
囲
気
の
阻
害
」
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
ら
の

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
増
え
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
に
「
観
光
客
」
と
し

て
容
易
に
分
類
可
能
な
、
あ
る
意
味
「
分
か
り
や
す
い
」
人
々
だ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
を
持
つ

人
々
の
増
加
で
あ
る
。

現
在
斎
場
御
嶽
に
訪
問
す
る
人
々
は
、
門
中
や
ユ
タ
な
ど
沖
縄
在
住
の
宗
教
的
な

慣
習
を
熟
知
し
た
人
々
、
ま
た
県
内
観
光
客
、
本
土
か
ら
の
「
普
通
の
」
観
光
客
、

台
湾
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
観
光
客
、
修
学
旅
行
生
な
ど
に
加
え
、「
普
通
」
と

は
少
し
異
な
り
い
わ
ゆ
る
物
見
遊
山
を
楽
し
む
だ
け
で
な
く
、
斎
場
御
嶽
の
宗
教
的

な
雰
囲
気
を
経
験
し
た
り
、
時
に
は
独
自
の
祈
り
を
捧
げ
た
り
す
る
た
め
に
や
っ
て

く
る
人
々
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
」
は
観
光
地
化
の
進
む
二
〇
一
〇
年
代
以
前
か
ら
も
い

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
増
加
は
近
年
の
傾
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
斎
場
御
嶽
へ

の
訪
問
者
の
増
加
と
い
え
ば
、
単
に
量
的
な
増
加
だ
け
で
は
な
く
、
訪
れ
る
人
々
の

タ
イ
プ
の
増
加
＝
多
様
化
で
も
あ
る
の
だ
。

事
例
と
し
て
筆
者
の
研
究
室
に
よ
る
共
同
調
査

）
10
（

で
出
会
っ
た
五
〇
歳
代
の
女
性
の

語
り
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
女
性
は
鹿
児
島
県
か
ら
南
城
市
に
来
て
一
ヶ
月
ほ
ど

滞
在
し
て
い
た
（
二
〇
一
四
年
七
月
）。「
斎
場
御
嶽
で
神
様
を
感
じ
る
」
と
述
べ
る

彼
女
は
、
斎
場
御
嶽
へ
八
回
目
の
訪
問
だ
と
い
う
。

―
―
斎
場
御
嶽
に
来
た
経
緯
は
？

　

一
〇
年
近
く
前
、
夢
に
神
様
が
下
り
て
き
た
。
三
角
の
岩
か
ら
光
が
来
た
よ

う
に
見
え
た
。そ
の
後
、銀
行
の
待
合
室
で
偶
然
見
た
雑
誌
に
斎
場
御
嶽
が
載
っ

て
い
て
、
夢
と
ま
る
で
同
じ
で
感
動
し
た
。
夢
に
出
て
か
ら
ず
っ
と
、「
い
つ

か
参
り
ま
す
」
と
言
っ
て
い
た
。

―
―
三
角
岩
の
前
で
目
を
閉
じ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

お
祓
い
を
三
回
あ
げ
て
、「
お
参
り
が
で
き
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
唱
え
て
い
た
。
目
を
閉
じ
て
い
る
と
、
ブ
ル
ー
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ
の
光
が
見

え
る
。
今
日
は
真
っ
赤
で
し
た
。
こ
の
前
は
オ
レ
ン
ジ
。
色
ん
な
色
が
見
え
る
。

三
日
月
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
た
り
、
そ
の
上
に
き
れ
い
な
オ
レ
ン
ジ
の
光
が

あ
る
。
三
日
月
が
見
え
た
の
は
二
度
目
だ
っ
た
。
お
と
と
い
夢
に
男
性
が
出
て

き
て
、
宿
の
人
に
も
聞
い
た
ほ
ど
。
斎
場
御
嶽
に
い
る
と
光
が
下
り
て
く
る
ん

で
す
。
鹿
児
島
県
の
霧
島
神
宮
で
も
カ
ラ
ー
の
光
が
出
る
。
他
の
場
所
で
は
出

な
い

）
11
（

。

以
前
か
ら
斎
場
御
嶽
や
久
高
島
で
は
、
新
宗
教
団
体
の
信
徒
集
団
が
祈
り
の
た
め

に
訪
れ
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
近
年
で
は
制
度
宗
教
と
は
別

の
文
脈
で
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
的
な
世
界
観
に
基
づ
い
た
実
践
を
行
う
目
的
で
訪
れ
る

人
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
特
徴
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
引
用
文

中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
表
象
が
強
い
力
を
有
し
、

書
か
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
た
り
、
自
身
の
中
で
増
幅
さ
せ
た
り
す
る
か
た

ち
で
斎
場
御
嶽
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

前
述
の
女
性
は
確
か
に
「
極
端
」
な
人
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
彼
女

が
位
置
す
る
線
分
の
、
よ
り
「
中
庸
」
の
側
に
は
、
例
え
ば
通
常
の
「
見
て
食
べ
て



269

［聖地と儀礼の「消費」］……門田岳久

楽
し
む
」
だ
け
の
観
光
実

践
に
は
興
味
が
な
く
、
む

し
ろ
内
面
的
な
体
験
を
果

た
し
た
り
超
常
的
な「
力
」

を
感
受
し
た
り
す
る
こ
と

に
旅
の
目
的
の
重
き
を
置

く
人
が
多
く
存
在
す
る
。

観
光
と
宗
教
的
実
践
と
の

間
に
明
確
な
境
界
線
を
引

く
こ
と
が
困
難
に
な
り
、

観
光
と
い
う
消
費
行
動
の

中
に
あ
る
種
の
宗
教
的
実

践
を
組
み
込
む
よ
う
な
行

為
が
人
々
に
拡
大
し
て
い
る
現
在
、
斎
場
御
嶽
で
は
沖
縄
の
既
存
の
宗
教
伝
統
と
は

無
縁
な
と
こ
ろ
で
、「
宗
教
的
な
も
の
」
が
生
起
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
ま

さ
に
「
聖
の
多
元
化
」
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
斎
場
御
嶽
を
訪
問
し
て
い
る
人
々
を
こ
こ
で
便
宜

的
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
図
5
の
よ
う
に
な
る
。
分
類
は
二
つ
の
軸
に
沿
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
。
X
軸
（
横
軸
）
は
斎
場
御
嶽
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
既
存
の
宗
教
伝
統

に
対
す
る
理
解
度
や
コ
ミ
ッ
ト
す
る
度
合
い
の
高
低
を
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
で
示
し
て

い
る
（
以
下
、
宗
教
伝
統
へ
の
理
解
度
と
称
す
る
）。
Y
軸
（
縦
軸
）
は
斎
場
御
嶽
で

求
め
る
経
験
の
質
に
関
す
る
指
標
で
、
訪
問
の
動
機
に
宗
教
的
な
経
験
を
求
め
る
か

ど
う
か
の
高
低
を
示
し
て
い
る
（
以
下
、
宗
教
性
へ
の
動
機
付
け
と
称
す
る
）。
こ
の

場
合
の
「
宗
教
的
な
経
験
」
に
は
、
門
中
な
ど
の
伝
統
的
な
信
仰
の
形
式
、
ユ
タ
や

そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
信
仰
、
ま
た
近
年
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
、
信
仰
の

「
正
統
性
」
に
関
わ
ら
ず
内
面
的
・
精
神
的
な
経
験
を
含
む
も
の
と
し
て
措
定
す
る
。

二
つ
の
軸
を
設
定
す
る
と
、
宗
教
伝
統
へ
の
理
解
度
、
宗
教
性
へ
の
動
機
付
け
の 図5　斎場御嶽の訪問者分類図式

双
方
が
＋
＋
に
な
る
第
一
象
限
に
は
、
従
来
か
ら
斎
場
御
嶽
に
巡
拝
に
訪
れ
て
い
た

地
元
沖
縄
の
人
々
（
地
域
の
人
々
、
門
中
、
ユ
タ
や
そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
な
ど
）
を

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
目
的
や
儀
礼
の
実
践
の
仕
方
は
多
様
な
が
ら
も
、
い

ず
れ
も
斎
場
御
嶽
の
歴
史
性
や
そ
こ
に
由
来
す
る
御
嶽
と
し
て
の
地
位
の
高
さ
を
理

解
し
、
自
ら
の
信
仰
や
年
中
行
事
の
た
め
に
訪
れ
て
い
る
。
第
二
象
限
（
－
＋
）
は

宗
教
伝
統
へ
の
理
解
は
低
い
も
の
の
、
宗
教
性
へ
の
動
機
付
け
が
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
あ
る
。
斎
場
御
嶽
の
「
聖
性
」
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
直
接
触
れ
る
こ

と
が
主
た
る
訪
問
の
目
的
と
な
る
。
先
述
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
」
と
は
こ
う

し
た
度
合
い
の
高
い
人
々
で
あ
る
が
、
よ
り
ラ
イ
ト
な
層
、
す
な
わ
ち
雑
誌
メ
デ
ィ

ア
に
掲
載
さ
れ
た
聖
地
と
し
て
の
情
報
を
事
前
に
有
し
、
情
報
と
し
て
の
聖
地
を
確

認
・
追
体
験
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
人
々
も
含
ま
れ
る
。

そ
の
特
徴
は
先
に
述
べ
た
通
り
メ
デ
ィ
ア
に
表
象
さ
れ
る
「
固
有
の
文
脈
抜
き
の
聖

地
一
般
」
の
一
つ
と
し
て
斎
場
御
嶽
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
場
所
に
埋
め
込
ま
れ

た
宗
教
的
な
固
有
性
や
歴
史
性
に
対
す
る
理
解
は
相
対
的
に
高
く
な
い
。
第
三
象
限

（
－ 

－
）
は
宗
教
伝
統
へ
の
理
解
度
が
低
く
、
宗
教
性
へ
の
動
機
付
け
も
低
い
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
「
普
通
の
観
光
客
」
を
こ
こ
に
当
て
は
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
「
普
通
の
」
と
は
、
第
二
象
限
の
人
々
の
よ
う
に
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
や
御
嶽
の
「
聖
性
」
に
強
い
興
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
見
遊

山
的
に
訪
れ
る
人
々
で
あ
る
。
最
後
の
第
四
象
限
（
＋
－
）
は
宗
教
伝
統
へ
の
理
解

度
は
高
い
一
方
、
宗
教
性
へ
の
動
機
付
け
が
低
い
人
々
で
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

文
化
財
関
係
者
、
管
理
の
た
め
に
慣
習
的
に
訪
れ
る
地
元
集
落
の
人
々
を
含
む
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
分
類
は
あ
く
ま
で
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
問
題
発
見
的
）
な
図
式
で
あ
り
、

言
う
ま
で
も
な
く
現
実
の
訪
問
者
が
明
確
に
、
ま
た
固
定
的
に
分
類
可
能
な
わ
け
で

は
な
い
。
多
様
化
す
る
訪
問
者
、
多
元
化
す
る
聖
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
便
宜
的
に

整
理
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
が
聖
地
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
、
い
か
な
る
態
度
で
「
消
費
」
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
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た
め
の
補
助
線
と
な
る
。

3-

2
．管
理
者
の
多
様
化

他
方
受
け
入
れ
る
側
、
つ
ま
り
斎
場
御
嶽
の
管
理
者
側
も
ま
た
、
世
界
遺
産
登
録

や
自
治
体
合
併
な
ど
を
契
機
と
し
て
大
き
く
仕
組
み
を
変
え
て
い
る
。

琉
球
王
国
時
代
に
こ
の
御
嶽
は
王
国
の
祭
祀
を
司
る
聞き

こ
え
の
お
お
ぎ
み

得
大
君
を
は
じ
め
と
し
た

女
子
が
入
域
を
許
さ
れ
た
空
間
で
あ
り
、
男
子
禁
制
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
国
家
祭
祀
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
元
の
久く

で
け
ん

手
堅
・
安あ

ざ

ま
座
真
集
落
の
年
中
行
事

が
行
わ
れ
る
場
で
も
あ
り
、
初
御
願
（
旧
暦
一
月
一
日
）、
ウ
フ
ジ
チ
ュ
ヌ
ウ
ュ
エ
ー

（
旧
暦
四
月
一
八
日
）、五
月
ウ
マ
チ
ー
（
旧
暦
五
月
一
五
日
）
な
ど
に
は
ノ
ロ
代
理
、

字
の
役
員
な
ど
が
入
域
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
〔
知
念
文
化
協
会
学
術
部

編　

二
〇
〇
六
：
一
五
四
〜
一
五
五
〕。
か
つ
て
は
安
座
間
お
よ
び
久
手
堅
の
男
性
が

日
常
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
管
理
体
制
は
現
在
で
は
大

き
く
変
化
し
、
図
6
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ヨ
浪
漫
の
会
で
あ
る
。
こ
の
会
は
観
光
客
に
対
し
て
斎
場
御
嶽
や
久
高
島
を
は
じ
め

と
し
た
周
辺
地
域
の
同
行
解
説
を
有
料
で
行
う
ほ
か
、「
緑
の
館
・
セ
ー
フ
ァ
」
と

呼
ば
れ
る
、
斎
場
御
嶽
に
敷
設
さ
れ
た
学
習
施
設
（
入
場
者
管
理
の
施
設
を
兼
ね
て

い
る
）
に
お
け
る
説
明
を
行
う
。
ま
た
彼
ら
は
重
要
な
任
務
と
し
て
、「
守
り
」
と

い
う
御
嶽
の
掃
除
や
管
理
業
務
を
担
っ
て
い
る
。

こ
の
図
に
分
か
る
よ
う
に
、
周
辺
集
落
の
住
民
で
あ
っ
て
も
個
人
の
意
思
に
よ
っ

て
自
由
に
御
嶽
へ
関
わ
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
集
落
の
年
中
行
事
を
除

け
ば
、
地
域
住
民
は
観
光
協
会
に
雇
用
さ
れ
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
一
員
と
し
て

加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
御
嶽
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
管
理
体
制
の
厳
格
化
・
組
織
化
や
、
そ
れ
に
伴
う
地
域
か
ら
の
文
化
遺
産
の
遊
離

は
当
該
地
域
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
地
元
住
民
と
文
化
遺
産

管
理
者
と
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
〔Portera &

 Salazara  

二
〇
〇
五
〕。
管
理
者
と
地
域
社
会
と
の
協
力
／
対
立
と
い
う
主
題
は
稿
を
改
め
て

論
じ
る
が
、
本
論
で
着
目
す
べ
き
は
訪
問
者
の
量
的
な
増
加
や
「
聖
」
の
多
元
化
状

況
に
対
し
て
、
管
理
者
側
が
い
か
に
し
て
対
処
を
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
こ
と
は
、
訪
問
者
が
受
容
し
、
経
験
し
、
消
費
し
て
い
る
斎
場
御
嶽
の
儀
礼
・

聖
性
・
イ
メ
ー
ジ
と
、
管
理
者
側
の
有
す
る
そ
れ
と
の
ズ
レ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。

3-

3
．斎
場
御
嶽
表
象
の
一
元
化
と
多
元
化

観
光
客
や
訪
問
者
の
増
加
、
多
様
化
が
「
聖
」
の
多
元
化
を
示
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
管
理
者
側
の
組
織
化
は
、
い
わ
ば
多
元
化
と
は
逆
の
、「
聖
」
の
一
元
化
を
目

指
し
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。〈
U
N
E
S
C
O-

文
化
庁
―
市-

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
組
織
／
観
光
協
会
〉
と
い
う
階
層
的
連
続
性
の
あ
る
組
織
を
形
づ
く
っ
て
い
く
こ

と
は
、世
界
遺
産
登
録
時
に
お
け
る
評
価
を
標
準
点
と
し
て
斎
場
御
嶽
を
意
味
付
け
、

そ
の
意
味
づ
け
に
沿
っ
て
外
部
に
表
象
し
て
い
く
際
の
基
準
を
、
一
つ
に
ま
と
め
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
世
界
遺
産
・
斎
場
御
嶽
」
と
し
て
保
存
・
活
用
す
る
こ
と
、

図6 斎場御嶽をとりまく関係主体

現
在
斎
場
御
嶽
を
管
轄
す
る
の
は

南
城
市
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
教
育

委
員
会
・
文
化
課
が
保
存
・
活
用
に

関
す
る
技
術
的
・
学
術
的
な
指
針
を

定
め
て
い
る
。
市
の
管
轄
の
も
と
、

現
場
で
日
常
的
な
管
理
に
あ
た
る
の

は
二
つ
の
機
関
が
あ
る
。
一
つ
は
入

場
者
や
駐
車
場
の
管
理
、
そ
し
て
観

光
資
源
と
し
て
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

を
指
定
管
理
者
と
し
て
行
う
南
城
市

観
光
協
会
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
市

の
講
習
を
受
け
た
市
民
か
ら
成
り
立

つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
・
ア
マ
ミ
キ
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あ
る
い
は
「
売
っ
て
い
く
」
こ
と
に
お
い
て
、場
所
の
評
価
や
意
味
付
け
が
複
数
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
ま
し
て
や
相
反
す
る
表
象
が
併
存
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
管
理

者
側
と
し
て
は
琉
球
王
国
の
国
家
的
祭
祀
に
直
結
し
、
そ
の
よ
う
な
琉
球
の
精
神
文

化
の
粋
が
東
御
廻
り
に
代
表
さ
れ
る
儀
礼
に
よ
っ
て
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
と

い
う
表
象
を
根
幹
に
据
え
て
、
一
種
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
こ
と
が
務
め
と
な
る
。

筆
者
は
二
〇
〇
七
（
平
成
一
八
）
年
の
調
査
に
基
づ
く
論
文
の
中
で
、
斎
場
御
嶽
で

祈
り
を
行
う
ユ
タ
な
ど
の
民
間
宗
教
者
が
、
管
理
者
側
の
御
嶽
表
象
と
齟
齬
を
来
す

こ
と
で
結
果
的
に
「
望
ま
し
く
な
い
信
仰
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
が
〔
門
田 
二
〇
〇
八
〕、
そ
の
調
査
か
ら
一
〇
年
近
く
が
経
過
し
、
事
態
は
よ

り
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
御
嶽
イ
メ
ー
ジ
を
一
元
化
し
た
い
管
理
者
側
と
、

訪
問
者
の
急
増
・
多
様
化
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
多
元
化
す
る
御
嶽
イ
メ
ー
ジ
の
間

の
、
複
雑
な
／
複
数
的
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

管
理
者
側
の
斎
場
御
嶽
の
表
象
は
、
聖
地
を
保
存
し
、
文
化
資
源
・
観
光
資
源
と

し
て
活
用
し
て
い
く
際
に
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
。
し
か
し
先
に

述
べ
た
よ
う
に
訪
問
者
側
は
様
々
な
立
場
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
あ
ら

か
じ
め
イ
メ
ー
ジ
す
る
斎
場
御
嶽
像
は
異
な
っ
て
い
る
。
年
中
行
事
を
行

う
門
中
や
地
域
住
民
の
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
管
理
者
側
が
発
す
る
も
の
と

大
き
く
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
訪
問
者
は
そ
う
で
は
な

い
。
例
え
ば
筆
者
ら
の
調
査
に
お
い
て
も
、
多
く
の
「
観
光
客
」（
第
三

象
限
の
人
々
）
は
斎
場
御
嶽
に
対
す
る
具
体
的
な
知
識
が
乏
し
く
、
ぼ
ん

や
り
と
し
た
「
聖
地
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
捉
え
て
い
る
程
度
の
人
が

多
い
こ
と
は
把
握
で
き
た

）
12
（

。
そ
う
し
た
人
々
が
消
費
す
る
御
嶽
イ
メ
ー
ジ

は
、
先
に
掲
げ
た
旅
行
雑
誌
や
メ
デ
ィ
ア
の
発
す
る
、
沖
縄
の
歴
史
的
・

文
化
的
固
有
性
か
ら
脱
文
脈
化
さ
れ
た
聖
地
一
般
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
生
成
し
た
記
号
と
し
て
の
「
聖
地
」
イ
メ
ー

ジ
を
か
な
り
の
程
度
受
動
的
に
消
費
し
て
い
る
。他
方
先
述
の
よ
う
な「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
」
で
は
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
具
体
性
が
あ
り
、
自
ら
の

100m

R331

宗
教
観
・
世
界
観
に
基
づ
い
て
超
常
的
な
「
力
」
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

と
認
識
し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。そ
う
し
た
人
々
に
お
い
て
斎
場
御
嶽
は
、

別
の
場
所
と
明
確
に
差
異
化
で
き
る
「
特
別
な
場
所
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
聖
」
の
多
元
化
は
、
訪
問
者
に
お
い
て
場
所
に
対
す
る
重
層
的
な

意
味
付
け
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。互
い
に
重
な
り
あ
う
こ
と
な
く
併
存
す
る
、

斎
場
御
嶽
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
の
複
数
の
記
号
は
、
既
に
管
理
者
側
の
一
元
的
管

理
の
範
囲
を
超
え
出
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
斎
場
御
嶽
と
い
う
聖
地
は
、

南
城
市
に
存
在
す
る
面
積
五
四
・
九
ha
の
空
間
で
あ
り

）
13
（

、
そ
の
空
間
は
地
理
的
に
は

一
つ
し
か
存
在
し
な
い
。し
か
し
そ
の
小
空
間
に
対
す
る
意
味
付
け
は
複
数
存
在
し
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
付
け
は
互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
、
矛
盾
を
含
み
な
が
ら

併
存
し
て
お
り
、「
場
所
の
政
治
」〔
山
崎 

二
〇
一
〇
：
五
五
〕
と
言
う
べ
き
駆
け
引

き
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
消
費
と
い
う
人
間
の
集
合
的
行
為
が
、
売
り
手
の
思
う
よ図7 斎場御嶽とその周辺図（筆者作製）
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う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
一
種
の
自
律
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
、
斎
場
御
嶽

の
消
費
の
さ
れ
方
も
ま
た
管
理
者
側
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
圏
外
へ
と
引
き
離
さ
れ
て

い
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
の
表
象
が
な
さ
れ
、
訪
問
者
に
よ
る
体
験
談
な
ど
個
人
ベ
ー
ス

の
意
味
付
け
も
増
加
す
る
に
従
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
可
能
性
は
一
段
と
増
し

て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
斎
場
御
嶽
内
で
の
物
理
的
な
管
理
は
、
情
報
空
間
・
言
説
空
間
の

管
理
よ
り
は
遥
か
に
容
易
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
理
的
実
体
を
有
す
る
場
所
と

し
て
の
斎
場
御
嶽
は
、
訪
問
者
の
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
や
認
識
と
は
独
立
し
て
存
在
す

る
唯
一
の
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
を
独
占
的
に
管
理
で
き
る
管
理
者
は
空
間
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
で
き
る
唯
一
の
主
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
近
年
の
訪
問
者
数
の
急
増

に
対
し
て
、管
理
者
側
が
何
ら
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
管
理
体
制
を
強
化
し
、
斎
場
御
嶽
の
物
理
的
な
「
消
費
＝
消
尽
」
を
食
い
止

め
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
以
下
で
は
入
場
管
理
の
具
体
的
場
面
を
め
ぐ
っ
て
、
斎
場

御
嶽
の
「
消
費
の
さ
れ
方
」
／
そ
れ
に
対
す
る
現
場
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
詳
細
に
検

討
し
て
い
く
。

❹
御
嶽
の
入
場
制
限
と
入
場
料
金

4-

1
．聖
域
保
護
と
経
済
活
動
の
同
時
進
行

文
化
庁
が
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
行
っ
た
日
本
の
世
界
遺
産
の
「
保
全
状

況
」
調
査
に
よ
れ
ば
、
斎
場
御
嶽
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

石
畳
参
道
脇
の
表
層
土
が
台
風
・
大
雨
等
に
よ
り
流
亡
し
て
お
り
、
土
嚢
袋

を
補
填
し
て
対
応
し
て
い
る
。（
略
）
観
光
客
増
に
よ
り
石
畳
表
面
が
摩
耗
し

て
い
る
。
ま
た
、
祈
り
の
場
と
し
て
の
神
聖
な
雰
囲
気
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
。

対
応
に
つ
い
て
は
、
年
六
日
間
の
休
息
日
を
設
定
し
て
保
全
に
努
め
た
り
、
管

理
人
を
配
置
し
て
マ
ナ
ー
向
上
に
努
め
て
い
る
。
石
畳
摩
耗
に
つ
い
て
は
、
今

後
修
理
す
る
方
向
で
検
討
が
必
要
で
あ
る
〔
文
化
庁 

二
〇
一
四
〕。

石
畳
や
雰
囲
気
の
悪
化
な
ど
、
物
質
的
・
非
物
質
的
な
状
況
悪
化
の
背
景
に
は

二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
の
急
激
な
訪
問
者
増
の
影
響
が
如
実
に
出
て
い
る
。
二
〇
〇
〇

年
代
半
ば
か
ら
既
に
地
元
行
政
は
管
理
強
化
に
乗
り
出
し
て
お
り
、「
神
聖
な
雰
囲

気
」
と
い
う
〝Living H

eritage

〞
の
要
件
を
維
持
す
る
よ
う
な
策
が
多
々
行
わ
れ

て
い
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
斎
場
御
嶽
に
お
け
る
保
全
活
動
の
概
要
を
述
べ
た
い
。

訪
問
者
の
増
加
に
よ
っ
て
最
も
直
接
的
に
影
響
が
あ
る
の
は
参
道
（
図
7
の
点
線

部
分
）
の
石
畳
劣
化
で
あ
る
。
石
畳
は
琉
球
石
灰
岩
を
切
り
出
し
た
石
材
で
で
き
て

い
る
が
、
こ
の
石
材
は
柔
ら
か
く
劣
化
が
早
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
参
道
は
人

が
す
れ
違
う
の
が
難
し
い
ほ
ど
細
く
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
多
い
日
で
一
日
三
千

人
が
靴
で
踏
ん
で
い
く
た
め
に
摩
耗
や
破
損
が
目
立
ち
、
近
年
で
は
路
側
帯
に
土
嚢

が
敷
か
れ
て
道
幅
が
拡
張
さ
れ
、
ま
た
摩
耗
に
よ
っ
て
滑
り
や
す
い
坂
道
に
は
滑
り

止
め
の
つ
い
た
ビ
ニ
ー
ル
製

の
カ
バ
ー
で
覆
わ
れ
て
い
る

（
図
8
）。
石
畳
を
は
じ
め
と

し
た
聖
域
内
は
ア
マ
ミ
キ
ヨ

浪
漫
の
会
会
員
に
よ
っ
て
日

常
的
に
清
掃
さ
れ
て
お
り
、

市
の
文
化
課
や
観
光
協
会
を

交
え
た
定
期
的
な
会
合
（
浪

漫
の
会
の
総
会
）
で
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
か
ら
現
場
の
管
理

状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

図8 現斎場御嶽の入り口である御
うじょうぐち
門口から見た参道。

かなりの傾斜があるため、手すりも設置されてい
る。道幅は狭く、すれ違いも容易でないため、土
嚢で拡張されている（2013 年 7 月，筆者撮影）。
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ら
れ
て
い
る
。
ま
た
旧
暦
で
の
運
用
に
も
説
明
が
あ
り
、
五
月
一
日
は
植
物
の
生
育

期
間
に
野
良
仕
事
を
禁
じ
た
「
山

ヤ
マ
ド
ー
ミ

留
」
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
一
〇
月
一

日
は
「
祖
神
」
と
い
う
、「
選
ば
れ
た
者
が
山
ご
も
り
を
し
、心
身
を
清
め
神
と
な
る
」

行
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
〔
南
城
市 

二
〇
一
一
〕。
た
だ

会
見
の
中
で
「
祖
神
」
に
つ
い
て
は
「
斎
場
御
嶽
で
そ
の
よ
う
な
史
実
が
確
認
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
慣
習
が
斎
場

御
嶽
周
辺
地
域
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
他
地
域
の
も
の
も
含

め
た
一
般
性
の
高
い
歴
史
・
慣
習
を
「
引
用
」
す
る
こ
と
で
、「
休
息
日
」
に
正
統

性
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
慣
習
へ
の
文
脈
化
と
と
も
に
、「
祈
り
を
捧
げ
る
方
々
」
か
ら
の
苦
情
を
根

拠
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
域
で
は
入
場
制
限
の
施
策
に
対

し
て
一
定
の
支
持
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
地
域
住
民
は
斎
場
御
嶽
が
聖
域
で
あ
り
、

観
光
地
化
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
人
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の

人
が
な
り
わ
い
と
し
て
、
経
済
活
動
と
し
て
観
光
の
重
要
性
を
理
解
し
て
お
り
、
観

光
地
化
を
あ
る
程
度
容
認
し
て
き
た
の
だ
が
、
近
年
の
訪
問
者
増
は
例
え
ば
交
通
渋

滞
な
ど
の
目
に
見
え
る
形
で
現
れ
た
。
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
に
筆
者
が

訪
れ
た
際
は
御
嶽
の
す
ぐ
前
に
広
が
る
約
四
〇
台
の
無
料
駐
車
場
に
入
庫
す
る
た
め

に
、
お
よ
そ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
亘
っ
て
レ
ン
タ
カ
ー
を
中
心
と
し
た
渋
滞
が
続
い

て
い
た
。
国
道
か
ら
の
び
る
細
い
車
道
に
は
、
住
戸
は
少
な
い
も
の
の
店
舗
や
高
齢

者
ケ
ア
施
設
な
ど
が
並
び
、
渋
滞
は
生
活
へ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
が
、
多
く
の
住

民
に
と
っ
て
は
渋
滞
に
よ
る
不
便
さ
よ
り
も
、
む
し
ろ
御
嶽
に
向
か
っ
て
多
数
の
車

両
が
列
を
な
す
と
い
う
光
景
が
「
観
光
化
」
の
現
実
を
極
め
て
分
か
り
や
す
く
伝
え

る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。言
い
換
え
る
と
そ
の
視
覚
情
報
は
、

こ
れ
ま
で
地
域
の
／
我
々
の
聖
地
で
あ
っ
た
斎
場
御
嶽
が
、
今
や
観
光
客
の
／
他
者

の
も
の
へ
と
転
化
さ
れ
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
消
費
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
自
覚
・
危
惧
さ
せ
る
に
十
分
な
視
覚
情
報
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
声
を
背
景
に
、
御
嶽
至
近
の
駐
車
場
に
車
両
乗
り
入
れ
が
禁
止
さ
れ
た

中
心
と
し
た
現
場
で
の
保
全
活
動
も
ま
た
、
訪
問
者
の
急
激
な
増
加
に
対
し
て
模
索

状
態
に
あ
り
、
文
化
遺
産
と
し
て
の
公
共
性
を
保
ち
な
が
ら
御
嶽
の
自
然
な
状
態
を

い
か
に
し
て
維
持
す
る
か
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

ま
た
歩
道
か
ら
意
図
的
に
外
れ
る
こ
と
で
植
物
を
踏
み
し
だ
い
た
り
、「
拝
み
の

人
」
以
外
立
ち
入
り
禁
止
と
な
っ
て
い
る
拝
所
に
立
ち
入
っ
た
り
す
る
な
ど
、
専
ら

訪
問
者
の
マ
ナ
ー
に
帰
す
る
問
題
も
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
現
在
で
は
「
緑
の

館
」に
お
い
て
事
前
に
五
分
程
度
の
ビ
デ
オ
を
閲
覧
さ
せ
、歴
史
的
な
由
来
や
マ
ナ
ー

に
関
す
る
解
説
と
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
保
護
活
動
は
一

種
の
対
症
療
法
で
あ
り
、
御
嶽
の
環
境
悪
化
を
根
本
か
ら
食
い
止
め
ら
れ
る
か
と
い

う
と
難
し
い
。
根
本
的
な
要
因
は
い
う
ま
で
も
な
く
訪
問
者
数
の
急
増
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
近
年
は
様
々
な
か
た
ち
で
聖
域
へ
の
入
場
自
体
を
制
限
す
る
方
向
に
進
ん
で

い
る
。

そ
の
一
環
と
し
て
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
「
休
息
日
」

制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
聖
地
の
休
息
」
を
謳
い
、
一
定
期
間
管
理
者
を
含
む
全
て

の
人
の
入
場
を
ス
ト
ッ
プ
し
、

保
全
を
促
す
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
日
数
は
短
く
、
い
ず
れ
も

旧
暦
五
月
一
日
、
旧
暦
一
〇
月

一
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
日
間
が

充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
施
策

は
市
の
主
導
で
決
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
際
の
記
者
会
見

で
は
訪
問
者
の
増
加
で
「
祈
り

を
捧
げ
る
方
か
ら
の
苦
情
が
絶

え
な
い
」
こ
と
と
、「
オ
ー
バ
ー

ユ
ー
ス
に
よ
る
自
然
生
態
系
へ

の
影
響
」
が
理
由
と
し
て
掲
げ

図9 団体ツアー客によってごったがえす斎場御嶽、
三庫理前（2015 年 3 月、筆者撮影）。



274

国立歴史民俗博物館研究報告
第 205集　2017年 3月

の
は
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
一
月
で
あ
る
。
旧
駐
車
場
（
図
7
の
⑦
）
を
廃

止
し
、
そ
こ
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
観
光
協
会
前
に
合
計
一
五
〇
台
分
の
駐
車

場
を
新
設
し
、
併
せ
て
旧
駐
車
場
前
に
あ
っ
た
入
場
券
販
売
所
も
新
駐
車
場
に
設
置

し
た
。
旧
駐
車
場
前
の
「
緑
の
館
」
は
入
場
ゲ
ー
ト
と
し
て
維
持
す
る
も
の
の
、も
っ

ぱ
ら
御
嶽
に
関
す
る
映
像
学
習
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
駐
車
場

へ
の
出
入
庫
、
聖
域
に
入
る
た
め
の
チ
ケ
ッ
ト
購
入
と
い
っ
た
「
世
俗
的
」
な
喧
噪

を
空
間
的
に
引
き
離
し
、
御
嶽
内
外
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
聖
」
的
な
実
践
に
人
々
を
誘

導
す
る
こ
と
で
全
体
の
雰
囲
気
を
観
光
客
中
心
の
に
ぎ
や
か
な
も
の
か
ら
、
厳
か
な

も
の
へ
と
転
換
し
よ
う
と
す
る
策
は
、
一
方
で
は
こ
れ
ま
で
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
進

ん
で
き
た
観
光
化
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
、
観
光
開
発
か
ら
信
仰
保
護
へ
、
と
い

う
方
向
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
離
れ
た
場
所
（
新
駐
車
場
）

で
は
御
嶽
の
聖
性
を
最
大
限
活
用
し
た
経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

図
10
は
新
駐
車
場
に
あ
る
観
光
客
向
け
の
地
域
物
産
館
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
開

館
）で
あ
る
。物
産
館
は
一
階
に
カ
フ
ェ
、刺
身
販
売
所（
現
在
は
サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ー

を
商
品
化
し
た
勾
玉
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
や
絵
は
が
き
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
斎
場
御
嶽

そ
れ
自
体
の
土
産
物
へ
の
商
品
化
は
控
え
め
で
あ
る
と
言
え
る
が
、特
徴
的
な
の
は
、

「
し
あ
わ
せ
ふ
く
ろ
う
ス
ト
ラ
ッ
プ
」
や
「
開
運
花
文
字
」
を
冠
し
た
し
お
り
・
文

房
具
、
ま
た
ミ
サ
ン
ガ
な
ど
の
、
南
城
市
や
斎
場
御
嶽
の
地
域
性
と
は
直
結
し
な
い

土
産
物
が
複
数
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
さ
な
商
品
群
に
見
い
だ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
産
館
で
の
消
費
対
象

は
斎
場
御
嶽
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
斎
場
御
嶽
に
端
を
発
す
る
聖
地
イ
メ
ー
ジ

が
消
費
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ミ
サ
ン
ガ
の
P
O
P
広
告
に

は
「
聖
地
よ
り
授
か
っ
た
パ
ワ
ー
で
あ
な
た
も
幸
せ
に
な
れ
る
は
ず
」
と
あ
る
。
か

つ
て
斎
場
御
嶽
で
発
掘
さ
れ
た
勾
玉
は
御
嶽
固
有
の
文
脈
に
即
し
た
商
品
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
ミ
サ
ン
ガ
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
に
固
有
の
文
脈
を
持
た

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ミ
サ
ン
ガ
が
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ミ
サ
ン
ガ
が
醸
成
す
る

宗
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
斎
場
御
嶽
の
発
す
る
聖
地
イ
メ
ー
ジ
と
が
容
易
に
結
び
つ

く
か
ら
で
あ
ろ
う
。

物
産
館
の
裏
手
に
ま
わ
る

と
、
海
に
面
し
た
断
崖
の
沖
合

に
久
高
島
を
望
む
こ
と
が
で
き

る
が
、
そ
こ
に
写
真
の
よ
う
な

展
望
台
が
設
け
ら
れ
、「
幸
せ

の
架
け
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
「
恋
愛
成
就
の

ま
ち
」
と
い
う
文
字
の
下
部
に

は
、
販
売
さ
れ
て
い
る
ミ
サ
ン

ガ
が
多
数
括
り
付
け
ら
れ
て
い

る
（
図
11
） 

。
こ
の
展
望
台
が

近
年
の
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」

を
模
し
て
作
ら
れ
た
施
設
で
あ

ギ
ー
販
売
所
）、斎
場
御
嶽
の
チ
ケ
ッ

ト
販
売
所
の
ほ
か
、
約
四
六
〇
㎡
の

土
産
物
販
売
所
が
あ
る
（
二
階
は
カ

フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
）。
こ
れ
ら
は
全

て
市
か
ら
観
光
協
会
が
業
務
委
託

（
指
定
管
理
）
さ
れ
て
お
り
、
収
益

は
協
会
運
営
費
の
大
き
な
位
置
を
占

め
て
い
る
。
土
産
物
販
売
所
で
は
一

般
的
な
沖
縄
土
産
の
他
、
市
内
で
収

穫
・
生
産
さ
れ
た
も
の
や
南
城
市
の

ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
な
ん
じ
ぃ
」
を
添
付

し
た
様
々
な
グ
ッ
ズ
が
主
力
商
品
と

な
っ
て
い
る
が
、
一
角
に
斎
場
御
嶽

図10 南城市地域物産館（2014 年 7 月、著者撮影）

図11 南城市地域物産館裏の「幸せの架け橋」
　　　（2014 年 7 月、小嶋祐希撮影）
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た
転
換
点
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
訪
問
者

は
有
人
ゲ
ー
ト
で
チ
ケ
ッ
ト
購
入
お
よ

び
視
認
さ
れ
る
こ
と
で
通
過
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
「
営
業

時
間
」
の
導
入
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
料
金
は
導
入
時
の
二
〇
〇
円
（
子

供
一
〇
〇
円
）
が
据
え
置
か
れ
て
い

る
）
16
（

。
こ
の
、「
払
う
人
」
の
み
入
場
を

許
可
す
る
と
い
う
一
種
の
入
場
制
限

は
、
主
と
し
て
観
光
客
以
外
の
人
か
ら

反
対
の
声
が
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
日
常
の
宗
教
的
実
践
で
御
嶽
に

入
る
人
（々
管
理
者
側
の
人
々
に
は「
拝

る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
観
光
協
会
が
商
業
主
義
的
に
聖
地
イ
メ
ー
ジ
を
使
用
す
る

是
非
は
こ
こ
で
問
う
必
要
は
な
い
が
、
事
実
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
唯

一
無
二
」
の
斎
場
御
嶽
と
い
う
空
間
で
は
観
光
化
の
流
れ
に
一
定
の
歯
止
め
が
か
け

ら
れ
る
一
方
、
平
行
し
て
少
し
離
れ
た
場
所
で
は
、
聖
地
イ
メ
ー
ジ
を
十
全
に
活
用

し
た
観
光
事
業
・
経
済
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
中
弘
ら
宗

教
社
会
学
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
相
補
的

関
係
は
、
表
向
き
両
者
が
分
離
し
な
が
ら
も
同
時
並
行
し
て
進
ん
で
い
く
。
聖
域
を

保
護
し
な
が
ら
も
、
経
済
活
動
（
観
光
事
業
）
を
継
続
し
た
い
と
い
う
考
え
は
、
こ

う
し
て
資
源
（
御
嶽
）
の
直
接
利
用
で
は
な
く
、
聖
地
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
こ
と

で
両
立
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

4-

2
．
入
場
料
金
の
導
入
と「
拝
み
の
人
」

入
場
制
限
を
目
的
と
す
る
管
理
策
は
上
記
の
他
に
も
、
男
子
禁
制
策
の
再
導
入
に

向
け
た
構
想
、
入
場
ゲ
ー
ト
に
お
け
る
学
習
機
能
の
徹
底
な
ど
、
複
数
が
議
論
さ
れ

て
い
る
が
、
総
じ
て
言
え
ば
世
界
遺
産
登
録
前
後
ま
で
の
誰
で
も
い
つ
で
も
入
る
こ

と
が
で
き
る
状
況
か
ら
、一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
の
み
入
場
が
可
能
と
な
る
、

と
い
う
よ
う
に
大
き
な
変
更
を
求
め
て
い
る
。
以
下
で
議
論
し
た
い
の
は
、
こ
う
し

た
入
場
制
限
の
端
緒
と
な
っ
た
入
場
料
金
の
設
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
一
月
、
そ
れ
ま
で
フ
リ
ー
な
入
場
形
式
で
あ
っ
た
斎

場
御
嶽
の
入
り
口
に
「
緑
の
館
・
セ
ー
フ
ァ
」（
以
下
「
緑
の
館
」）
と
い
う
市
の
建

物
が
建
設
さ
れ
た
（
図
12
）。
こ
の
小
さ
な
建
物
は
入
り
口
に
窓
口
が
あ
り
、
中
に

は
斎
場
御
嶽
の
歴
史
や
由
来
に
つ
い
て
解
説
す
る
パ
ネ
ル
展
示
室
や
ビ
デ
オ
上
映

室
、
ト
イ
レ
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
斎
場
御
嶽
に
訪
れ
た
人
々
は
、
ま
ず
新

駐
車
場
に
駐
車
し
、チ
ケ
ッ
ト
販
売
機
で
必
要
な
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
、徒
歩
で
「
緑

の
館
」
に
向
か
う
。
窓
口
で
観
光
協
会
職
員
に
チ
ケ
ッ
ト
を
手
渡
し
た
後
は
ビ
デ
オ

上
映
室
で
ビ
デ
オ
を
閲
覧
し
、
入
場
が
可
能
と
な
る
。

「
緑
の
館
」
の
建
設
は
、
結
果
と
し
て
斎
場
御
嶽
の
有
料
化
に
結
び
つ
い
て
い
っ

み
の
人
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
）
で
あ
り
、
近
隣
集
落
の
人
も
含
ま
れ
る
。
前
述
の
通

り
地
域
の
人
々
は
御
嶽
の
管
理
強
化
に
は
概
ね
賛
意
を
示
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
観
光
客
を
制
限
す
る
こ
と
へ
の
賛
意
で
あ
り
、自
分
た
ち
（
＝
地
域
住
民
、

「
拝
み
の
人
」）
へ
の
制
限
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
状
況
に

つ
い
て
塩
月
亮
子
は
、
地
域
の
人
の
声
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
皆
線
香
に
火
を
付
け
て
拝
ん
だ
。・
・
・

だ
が
今
は
ヒ
ジ
ュ
ル
ウ
コ
ー
と
な
り
、
半
紙
の
上
に
そ
れ
を
置
き
、
拝
み
が
終

わ
れ
ば
そ
の
半
紙
に
包
ん
で
持
ち
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
前
は
ウ
チ
カ
ビ
を

燃
や
し
て
い
た
の
で
、
バ
ケ
ツ
に
水
を
張
っ
て
用
意
し
、
五
時
に
な
る
と
消
し

て
回
っ
た
。
ま
た
、
今
は
拝
む
人
に
は
電
話
番
号
と
名
前
を
書
い
て
も
ら
う
よ

う
に
な
っ
た
。
最
初
は
「
拝
み
に
行
く
の
に
な
ぜ
金
を
取
る
の
か
」
と
苦
情
を

言
わ
れ
、
名
前
等
を
書
く
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
円
の
入
場
料
が
半

額
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
そ
の
う
ち
書
く
よ
う
に
な
り
、苦
情
も
減
っ
た
。（
ボ

図12 緑の館・セーファ（2015 年 7 月、筆者撮影）
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ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
）〔
塩
月 

二
〇
一
二
：
四
〇
九
〕

こ
の
よ
う
に
拝
む
人
は
申
請
を
経
る
こ
と
で
特
別
に
半
額
（
一
〇
〇
円
）
措
置
が

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、現
在
に
至
っ
て
い
る

）
17
（

。
こ
こ
で
難
し
い
の
は
「
拝
み
の
人
」

と
は
誰
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
観
光
客
」
と
「
拝
み
の
人
」
は
い

か
に
し
て
分
類
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
信
仰
と
い
う
「
内
面
」
を
他
者

が
外
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
け
て
対
応
す
る
必
要
が

あ
る
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
や
は
り
こ
れ
に
関
す
る
現
場
の
対
応
状
況
は
形

式
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
個
々
人
に
よ
る
個
別
の
判
断
と
な
る
。
た
と
え
ば
館
で
観
光

客
の
誘
導
や
説
明
な
ど
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
は
次
の
よ
う
に
い
う
〔
門
田
編　

二
〇
一
五
：
八
九-

九
〇

）
18
（

〕 
。

　

ビ
ン
シ
ー
を
持
っ
て
い
る
人
は
祈
り
認
定
。
パ
ス
を
つ
け
て
も
ら
う
よ
。
仏

壇
と
か
と
間
違
え
て
線
香
を
炊
く
人
が
い
る
け
ど
祈
り
の
人
で
も
ダ
メ
。
手
を

合
わ
せ
て
い
る
最
中
で
も
注
意
す
る
。（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
・
Y
さ
ん 

、

二
〇
一
四
年
七
月
五
日
）

ビ
ン
シ
ー
は
沖
縄
の
年
中
行
事
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
儀
礼
道
具
で
あ
る
。
瓶

の
こ
と
で
あ
る
が
、
ビ
ン
シ
ー
と
言
っ
た
場
合
は
道
具
一
式
が
指
さ
れ
る
。
こ
れ
を

持
つ
人
が
拝
み
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
れ
以

外
の
人
、
つ
ま
り
外
見
で
は
な
く
自
己
申
告
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
の
場
合
で

あ
る
。

　

拝
み
の
方
用
の
チ
ケ
ッ
ト
に
は
パ
ン
フ
が
つ
か
な
い
。
ど
う
い
っ
た
場
所
か

わ
か
っ
て
い
る
か
ら
。
見
分
け
方
は
、
沖
縄
の
方
だ
と
わ
か
り
や
す
く
て
、
ビ

ン
シ
ー
を
持
っ
て
い
た
り
、持
っ
て
い
な
く
て
も
、「
今
日
は
拝
む
だ
け
な
ん
だ
」

と
い
っ
て
き
た
り
。
内
地
の
人
で
も
、
拝
み
方
を
聞
い
て
き
た
り
、「
こ
の
拝

み
方
で
神
様
に
失
礼
じ
ゃ
な
い
か
」
と
聞
い
て
き
た
り
、「
夢
に
出
て
き
て
い

て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ず
来
た
」
と
言
っ
て
き
た
り
す
る
か
ら
わ
か
る
。
実
際

に
そ
う
い
っ
て
青
森
か
ら
来
た
人
も
。

た
だ
の
観
光
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
き
た
人
は
拝
み
と
い
う
言
葉
自
体
だ
さ
な

い
。
人
づ
て
に
聞
い
て
し
ま
っ
て
言
っ
て
く
る
人
も
少
し
は
い
る
が
、「
嘘
で

す
よ
ね
？
」と
頭
ご
な
し
に
疑
え
な
い
か
ら
、見
逃
し
て
い
る
。（
緑
の
館
・
セ
ー

フ
ァ
職
員
・
T
さ
ん
、
二
〇
一
四
年
七
月
五
日
、
下
線
部
筆
者
）

T
さ
ん
の
語
り
に
よ
る
と
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
来
た
人
」「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

な
人
」
に
は
疑
念
を
残
し
つ
つ
も
、
自
己
申
告
が
あ
れ
ば
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
人
々
は
、
先
の
図
5
で
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
た
第
四
象

限
の
人
々
、
つ
ま
り
地
域
固
有
の
宗
教
伝
統
へ
の
理
解
は
低
い
も
の
の
、
宗
教
性
へ

の
動
機
付
け
が
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
近
年
で
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
影
響
で
、

明
ら
か
に
「
観
光
客
」
と
言
う
べ
き
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
御
嶽
で
手
を
合
わ
せ
て

拝
ん
だ
り
「
パ
ワ
ー

）
19
（

」 

を
得
に
き
た
り
、
と
い
っ
た
目
的
を
持
つ
人
も
増
加
し
て
い

る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
は
斎
場
御
嶽
の
「
聖
性
」
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
に
直

接
触
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
世
界
観
・
宗
教
観
は
管
理
者
側
か
ら
言

え
ば
「
正
統
」
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
当
人
は
観
光
目

的
で
来
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く
、
従
来
の
「
観
光
客
」
と
は
違
う
の
だ
、
と
い

う
こ
と
は
管
理
者
側
も
理
解
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
な
ど
の
新
た
な
る
概

念
の
流
通
で
、
典
型
的
な
「
観
光
客
」
だ
け
で
は
訪
問
者
を
包
含
で
き
な
く
な
り
、

「
観
光
か
信
仰
か
」
と
い
う
「
伝
統
的
な
」
軸
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

ゆ
え
に
、入
場
制
限
に
お
け
る
選
別
に
も
認
識
上
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
窺
え
る
の
は
「
観
光
」
概
念
の
大
幅
な
拡
張
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
宗
教
的

実
践
の
よ
う
な
、
従
来
だ
と
「
観
光
」
で
は
な
い
（
と
思
わ
れ
て
い
た
）
実
践
自
体

が
新
し
い
タ
イ
プ
の
観
光
現
象
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
観
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光
概
念
を
従
来
の
よ
う
に
「
遊
び
」「
一
時
性
」「
非
日
常
」
な
ど
の
タ
ー
ム
で
限
定

的
に
使
用
し
て
い
て
は
、
内
面
的
経
験
重
視
の
新
た
な
拡
大
型
観
光
現
象
を
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
観
光
客
が
「
観
光
」
を
自
己
否
定
し
、宗
教
的
・
精
神
的
な
「
経

験
」
を
求
め
る
こ
と
が
観
光
の
新
し
い
か
た
ち
な
の
で
あ
る
。
入
場
料
を
め
ぐ
る
現

場
の
認
識
枠
組
み
の
混
乱
は
、
こ
う
し
た
マ
ク
ロ
な
変
化
、
つ
ま
り
斎
場
御
嶽
の
よ

う
な
聖
地
へ
の
、
聖
性
を
求
め
る
行
動
が
ま
す
ま
す
多
様
化
す
る
消
費
行
動
の
一
端

に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。

❺
二
〇
〇
円
の
聖
地

5-

1
．
場
所
の
有
料
化

消
費
が
一
方
的
な
収
奪
で
は
な
く
、
他
者
と
の
交
換
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

二
〇
〇
円
と
い
う
入
場
料
は
何
ら
か
の
交
換
（
貨
幣
を
用
い
た
商
取
り
引
き
）
に
お

い
て
発
生
す
る
金
額
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
訪
問
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
得
る

も
の
へ
の
対
価
と
し
て
二
〇
〇
円
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
斎
場
御
嶽
に

お
け
る
二
〇
〇
円
と
い
う
数
字
は
、
何
に
対
す
る
対
価
で
あ
り
、
人
々
は
二
〇
〇
円

に
よ
っ
て
何
を
得
て
何
を
消
費
し
て
い
る
の
か
。

一
般
論
と
し
て
、
近
年
は
観
光
地
化
さ
れ
た
宗
教
施
設
や
自
然
空
間
に
入

る
た
め
の
料
金
の
導
入
が
増
え
て
い
る
。
英
語
圏
の
教
会
や
城
郭
な
ど
で
は

E
ntrance F

ees

の
他
、A

dm
ission Price,E

ntry C
harges,A

dm
ission 

Charges,A
dm

ission Fee

な
ど
と
称
さ
れ
、
い
ず
れ
も
「
入
場
料
」
と
翻
訳
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
著
名
な
寺
社
仏
閣
で
は
「
拝
観
料
」
名
目
で
徴
収
さ
れ
る

場
合
が
多
く
、
表
記
上
は
寺
社
に
入
る
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
本
尊

や
社
殿
を
「
拝
む
」「
観
る
」
こ
と
に
対
し
て
料
金
が
発
生
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

ま
た
少
数
民
族
エ
リ
ア
や
自
然
保
護
区
域
な
ど
、
建
築
構
造
と
し
て
区
画
さ
れ
な

い
空
間
に
訪
問
者
が
入
る
際
に
は
「
許
可
」
や
「
入
域
」
を
示
す
名
目
の
徴
収
が
多

く
、
名
称
もEntrance Fees 

の
ほ
か
、
例
え
ば
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
で
はT

rekking 

Perm
it Fees

な
ど
の
表
記
が
使
わ
れ
て
い
る

）
20
（

。
世
界
遺
産
と
な
っ
た
富
士
山
の
よ

う
に
、
入
山
者
の
抑
制
と
環
境
保
護
費
用
捻
出
の
た
め
の
料
金
を
「
入
山
料
」
と
し

て
徴
収
を
検
討
す
る
地
域
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
の
よ
う
に
「
入
島
料
」
を
徴
収
す
る

島
嶼
部
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
地
域
住
民
や
従
来
か
ら
の
訪
問
者
に
と
っ
て
は
入
場
が

制
限
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
地
域
に
、
一
定
の
制
限
を
か
け
ら
れ
る
料
金
で
あ
り
、
徴

収
さ
れ
た
金
は
啓
発
活
動
や
劣
化
し
た
環
境
の
回
復
や
維
持
の
た
め
に
支
出
さ
れ
て

い
る
。
自
然
保
護
区
域
へ
の
入
域
料
は
、
訪
問
者
か
ら
み
る
と
自
然
を
「
利
用
」
す

る
こ
と
へ
の
対
価
で
あ
り
、
他
者
が
所
有
す
る
自
然
を
享
受
し
、
景
観
を
楽
し
み
、

時
に
（
意
図
的
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
）
損
傷
す
る
こ
と
と
交
換
で
支
払
わ
れ
る
金

銭
で
あ
る
。
外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
は
日
常
的
に
管
理
や
維
持
を
行
っ
て
い
る

現
地
の
人
々
に
現
金
を
渡
す
こ
と
で
、
自
ら
は
管
理
責
任
の
な
い
自
然
を
「
買
い
」、

「
消
費
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

加
え
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
入
場
料
・
入
域
料
は
単
に
享
受
す
る
経
験
へ
の

対
価
、
維
持
や
管
理
を
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
う
こ
と
へ
の
対
価
と
し
て
処
理
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
支
払
う
側
に
コ
ス
ト
の
観
念
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
料
金
と

の
交
換
で
得
ら
れ
る
経
験
が
い
か
に
素
晴
ら
し
く
て
も
、
ま
た
文
化
保
護
・
自
然
保

護
の
観
点
か
ら
言
っ
て
金
銭
が
い
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
も
、
支
払
う
側
は
常
に
い

く
ら
ま
で
な
ら
払
え
る
か
、と
い
う
こ
と
を
計
算
し
て
支
払
い
の
可
否
を
決
定
す
る
。

富
士
山
の
入
山
料
導
入
議
論
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
管
理
者
側
か
ら
す
れ
ば
料
金
の

導
入
や
価
格
設
定
は
入
場
者
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い

る
。
価
格
設
定
が
あ
ま
り
に
低
け
れ
ば
（
支
払
う
側
か
ら
見
て
「
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
」
が
良
け
れ
ば
）
訪
問
者
数
の
抑
制
は
で
き
な
い
し
、
あ
ま
り
に
高
け
れ
ば

十
分
な
訪
問
者
数
を
確
保
で
き
ず
、
維
持
・
管
理
に
充
当
す
る
収
益
も
得
ら
れ
な
い
。

入
場
料
金
の
導
入
、
す
な
わ
ち
場
所
の
有
料
化
は
、
そ
の
場
所
の
価
値
判
断
に
金
銭

的
価
値
が
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
は
後
述
す
る
よ
う
に
斎
場
御
嶽
に

も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
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5-

2
．学
習
さ
れ
る
聖
地

以
上
の
よ
う
に
料
金
徴
収
の
際
の
名
称
は
、
そ
の
料
金
が
何
に
対
す
る
対
価
な
の

か
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
実
際
の
状
況
を
見
れ
ば
、
斎
場
御
嶽
で
徴
収
さ
れ
る
料
金

が
何
に
対
す
る
対
価
な
の
か
明
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
現
場
で
は

「
入
場
料
」
と
「
入
館
料
」
の
両
方
が
混
同
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
微
妙
な
差
異
を
含
ん
だ
現
場
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
先
に
述
べ
た
通
り
、「
拝
み
の
人
」
に
は
半
額
免
除
制
度
が
あ
り
、
こ
う
し

た
金
額
の
差
異
が
何
に
対
す
る
対
価
な
の
か
と
言
う
問
い
を
混
乱
さ
せ
る
。

実
は
文
化
財
・
文
化
遺
産
と
し
て
の
斎
場
御
嶽
の
管
理
責
任
者
で
あ
る
南
城
市
は
、

「
入
館
料
」
を
正
式
名
称
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
斎
場
御
嶽
の
入

り
口
に
位
置
す
る
「
緑
の
館
」
へ
の
入
館
に
対
し
て
金
額
が
発
生
す
る
と
い
う
ス
タ

ン
ス
で
あ
る
。こ
の
建
物
は
単
な
る
チ
ケ
ッ
ト
の
徴
収
口
で
は
な
く
、「
体
験
学
習
館
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
映
像
や
展
示
資
料
を
通
じ
て
斎
場
御
嶽
の
歴
史
を

ス
を
担
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
る
こ
と
で
存
在
し
う
る
聖
地
像

を
、
仮
に
「
学
習
さ
れ
る
聖
地
」
と
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

「
学
習
さ
れ
る
聖
地
」
に
お
い
て
、
二
〇
〇
円
と
い
う
料
金
は
学
習
成
果
、
得
ら

れ
る
知
見
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
対
価
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
観
点
か
ら
言

え
ば
、「
拝
み
の
人
」
が
申
請
に
よ
っ
て
減
額
さ
れ
る
理
由
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら「
ど
う
い
っ
た
場
所
か
わ
か
っ
て
い
る
」（
4-

2
に
お
け
る
事
例
下
線
部
分
）

彼
ら
は
、
新
た
に
聖
地
に
関
し
て
学
習
す
る
必
要
が
な
く
、「
観
光
客
」
と
同
様
に

満
額
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
入
館
料
」
は
、
学
習
す

べ
き
状
態
に
あ
る
「
観
光
客
」
へ
の
知
識
提
供
の
対
価
と
し
て
徴
収
し
て
い
る
と
い

う
解
釈
が
成
り
立
つ
。

政
教
分
離
の
観
点
か
ら
も
見
て
も
こ
の
表
記
は
「
安
全
」
で
あ
る
。
一
般
論
と
し

て
宗
教
性
や
信
仰
に
行
政
が
公
に
料
金
徴
収
す
る
こ
と
は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
位
置
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
知
識
や
学
習
成
果
に
対
し
て
料
金
を
徴
収
す
る
「
入
館
料
」
は
、

表
記
上
そ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
恐
れ
は
な
い
。
年
中
行
事
の
際
に
定
期
的
に
御

嶽
に
来
る
こ
と
で
、
歴
史
や
ル
ー
ル
を
熟
知
し
て
い
る
「
拝
み
の
人
」
を
半
額
免
除

す
る
こ
と
も
論
理
上
可
能
に
な
る
。
ち
な
み
に
市
で
は
消
費
税
の
増
税
に
伴
う
様
々

な
コ
ス
ト
上
昇
を
鑑
み
て
、「
入
館
料
」
の
値
上
げ
を
検
討
し
て
い
た
が
、
そ
の
際

の
理
由
づ
け
も
、
上
映
さ
れ
る
ビ
デ
オ
の
質
の
向
上
に
よ
っ
て
値
上
げ
が
可
能
に
な

る
と
い
う
も
の
だ
。
つ
ま
り
提
供
さ
れ
る
情
報
の
質
と
料
金
の
値
上
げ
が
連
動
す
る

の
で
あ
る
。

5-

3
．消
費
さ
れ
る
聖
地

こ
の
よ
う
に
料
金
を
「
入
館
料
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
市
の
ス
タ
ン
ス
は
オ
フ
ィ

シ
ャ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
当
然
市
か
ら
委
託
さ
れ
て
現
場
で
管
理
に
あ
た
る
観
光
協

会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
現
場
の
人
々
の
日
常
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
手
書
き
の
表
記
な
ど
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
表
現
の
局
面
で

は
、
し
ば
し
ば
「
入
館
料
」
で
は
な
く
「
入
場
料
」
あ
る
い
は
「
入
場
券
」
と
い
う

学
び
、
御
嶽
入
場
の
注
意
点
を

観
る
こ
と
で
信
仰
の
具
体
像
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
と

な
っ
て
い
る

）
21
（

。
こ
う
し
た
知
識

学
習
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
る
聖

地
観
は
、
ま
す
ま
す
多
く
の
観

光
客
が
事
前
知
識
な
し
で
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
状
を

鑑
み
る
と
大
き
な
役
割
を
有
し

て
お
り
、図
13
に
あ
る
よ
う
に
、

「
聖
地
」
が
「
聖
地
」
と
し
て

自
己
主
張
を
す
る
こ
と
で
再
帰

的
に
作
り
上
げ
ら
れ
る
プ
ロ
セ

図13「聖地」であることを訪問者に主張する「緑の
館・セーファ」での張り紙（2014年7月，筆者撮影）。
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表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く（
図
14
）。理
由
と
し
て「
入
館
料
」よ
り
も「
入

場
料
」
の
ほ
う
が
一
般
的
な
用
語
で
あ
り
、
単
に
言
い
や
す
い
と
い
っ
た
理
由
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
意
識
し
て
「
入
館
料
」
と
表
現
し
な
け
れ
ば
つ
い
う
っ

か
り
「
入
場
料
」
と
し
て
し
ま
う
背
景
に
は
、「
入
場
料
」
と
い
う
語
感
が
、
強
い

引
力
を
持
っ
て
人
々
の
行
為
や
認
識
を
誘
導
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
で
き

る
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
入
場
料
」
表
記
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

「
館
」
で
は
な
く
「
場
」
へ
入
る
、
と
い
う
表
記
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
斎
場
御
嶽
全
域
を
指
す
広
が
り
を
持
っ
た
空
間
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
館
」

と
い
う
文
字
が
建
築
構
造
的
に
限
定
さ
れ
た
狭
い
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と
す
れ

ば
、「
場
」
は
面
的
な
広
域
性
を
有
し
て
お
り
、
複
数
の
道
と
拝
所
と
森
を
含
み
込

む
全
体
性
を
喚
起
す
る
。
通
常
斎
場
御
嶽
と
い
っ
た
場
合
に
人
々
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ

は
、
局
所
的
な
「
館
」
で
は
な
く
後
者
の
よ
う
な
空
間
全
体
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
経

験
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
表
記
は
異
な
る
対
象
を
指
し
示
す
。「
館
」
で
得

覚
す
る
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
述
の
通
り
沖
縄
の
宗
教
伝
統
に
則
っ
た
「
拝

み
の
人
」
の
み
な
ら
ず
、近
年
の
拡
大
型
観
光
現
象
に
伴
っ
て
現
れ
た
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
人
」
に
も
共
通
し
た
性
向
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
現
場
に
お
い
て
「
入
場
料
」
表
記
が
混
じ
る
要
因
は
、

一
般
に
お
け
る
斎
場
御
嶽
の
「
聖
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
現
場
の
管
理
者
た
ち
に
も
浸

透
し
、
名
称
表
記
へ
と
顕
在
化
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
物
産
館
の
土

産
物
販
売
に
お
い
て
、
斎
場
御
嶽
が
喚
起
す
る
「
聖
」
イ
メ
ー
ジ
が
使
用
さ
れ
て
い

る
の
と
同
じ
よ
う
な
構
造
だ
と
言
っ
て
よ
い
。「
入
館
料
」
の
表
記
が
、
知
識
と
い

う
非
宗
教
的
な
も
の
へ
の
課
金
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
こ

と
が
料
金
徴
収
の
た
め
の
一
種
の
方
便
で
あ
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
。
方
便
や
建

前
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
場
で
は
存
在
感
を
発
揮
す
る
が
、
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
で
は
「
実
態
」
の
前
に
後
景
化
す
る
。
現
場
の
管
理
者
や
訪
問
者
の
多

く
が
日
常
的
に
「
入
場
料
」
と
い
う
用
語
を
多
用
し
て
い
る
現
状
か
ら
は
、「
二
〇
〇

円
」
と
い
う
数
字
が
事
実
上
「
斎
場
御
嶽
に
入
る
た
め
の
お
金
」
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
言
い
換
え
る
と
、
二
〇
〇
円
は
斎
場
御
嶽
と
い
う
空
間

全
体
を
経
験
す
る
た
め
の
対
価
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
了
解
の
も
と
に
展
開
す
る

聖
地
を
こ
こ
で
「
消
費
さ
れ
る
聖
地
」
と
名
付
け
て
、「
学
習
す
る
聖
地
」
と
分
別

し
て
お
き
た
い
。

5-

4
．場
所
を「
比
較
」す
る
視
点

で
は
「
消
費
さ
れ
る
聖
地
」
に
お
い
て
、「
入
場
料
」
は
先
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
客

観
的
な
数
字
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
。
ど
う
い
う
意
識
で
訪
れ
よ
う
と
も
、
意
識
や

意
図
と
独
立
し
て
（
申
請
を
し
な
い
限
り
）
二
〇
〇
円
は
二
〇
〇
円
で
あ
る
。
し
か

し
数
字
を
め
ぐ
る
認
識
、象
徴
的
な
意
味
合
い
は
立
場
や
意
図
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

と
り
わ
け
比
較
し
た
い
の
は
第
三
象
限
と
第
四
象
限
の
人
々
で
あ
る
。
両
者
は
と
も

に
斎
場
御
嶽
の
歴
史
的
な
固
有
性
に
対
し
て
深
い
知
見
を
持
つ
訳
で
は
な
い
人
々
と

ら
れ
る
経
験
が
学
習
で
あ
る

な
ら
ば
、「
場
」
で
得
ら
れ

る
経
験
は
「
聖
」
に
関
わ
る

知
覚
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て

は
「
宗
教
的
」
と
言
い
う
る

身
体
的
で
前
論
理
的
な
経
験

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
聖
地
を

外
在
的
に
観
る
だ
け
で
な

く
、
祈
り
や
拝
み
を
通
し
て

内
在
的
に
知
覚
す
る
こ
と
、

日
常
言
語
で
は
表
現
困
難
な

「
深
遠
」「
神
聖
」
な
雰
囲
気

に
対
し
て
身
体
を
介
し
て
感

図14「入場券」「入場料」の名称が記入されたチ
ケット販売機前。自販機には「入館料」とも
明記されている（2014 年 2 月、筆者撮影）。
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仮
定
し
た
。
た
だ
し
「
普
通
の
観
光
客
」
を
想
定
す
る
前
者
と
異
な
り
、
後
者
（
い

わ
ゆ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
人
々
を
含
む
）
は
、
斎
場
御
嶽
の
「
聖
性
」
に
興
味
を

持
つ
新
し
い
タ
イ
プ
の
訪
問
者
で
あ
る
。

「
学
習
さ
れ
る
聖
地
」
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
前
者
に
と
っ
て
も
後
者
に
と
っ
て

も
二
〇
〇
円
は
「
入
館
」
の
た
め
、
つ
ま
り
そ
こ
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
御
嶽
の
歴

史
や
信
仰
の
具
体
的
知
識
へ
の
対
価
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
ビ
デ
オ
や

展
示
だ
け
で
満
足
し
て
帰
っ
て
行
く
人
は
皆
無
で
あ
る
よ
う
に
、
実
態
と
し
て
は
い

ず
れ
の
人
々
も
、
二
〇
〇
円
を
学
習
へ
の
対
価
で
は
な
く
、
斎
場
御
嶽
と
い
う
空
間

全
体
に
入
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
へ
の
対
価
と
し
て
意
味
付
け
て
い
る
。
従
っ
て

「
消
費
さ
れ
る
聖
地
」
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
が
何
を
得

よ
う
と
意
図
し
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
意
味
付
け
も
異
な
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
第
二
象
限
の
人
々
に
と
っ
て
目
的
は
「
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
」
と
表
現
さ
れ
た
り
「
祈
り
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
た
り
、
言
い
方
は
多

様
で
あ
る
が
宗
教
的
経
験
で
あ
る
と
括
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験

は
確
か
に
斎
場
御
嶽
に
入
場
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
二
〇
〇
円
を
支
払
う
こ
と
は
不
可

欠
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
前
提
条
件
で
あ
り
、
祈
り
・
拝
み
と
い
っ
た
宗
教
的
実

践
こ
そ
が
目
的
達
成
の
た
め
の
主
た
る
行
為
と
な
る
。
従
っ
て
二
〇
〇
円
と
い
う
料

金
設
定
は
彼
ら
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
拝
み
の
た

め
に
斎
場
御
嶽
や
久
高
島
に
一
ヶ
月
滞
在
し
て
い
た
先
の
事
例
の
人
が
端
的
な
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
的
実
践
を
価
格
の
高
低
で
計
る
こ
と
は
重
要
な
問

題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、「
聖
性
」
に
興
味
が
な
い
第
三
象
限
の
人
々
、
つ
ま
り
「
普
通
の
観
光
客
」

に
と
っ
て
は
価
格
の
高
低
が
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
く
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
御
嶽
へ

の
入
場
は
自
ら
の
宗
教
観
に
沿
っ
た
行
為
の
た
め
で
は
な
い
。も
ち
ろ
ん
彼
ら
は「
聖

地
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
」
だ
と
分
か
っ
て
訪
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
観

光
地
の
一
つ
と
し
て
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
は
空
い
た
時
間
を
手

軽
に
つ
ぶ
す
機
会
に
充
当
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
。「
聖
性
」
の
真
偽
に
距
離
を
取
り
、

自
ら
「
聖
」
へ
の
価
値
判
断
を
も
っ
て
宗
教
的
実
践
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
第
三
象

限
の
人
々
に
と
っ
て
、
御
嶽
で
は
入
場
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
と
な
る
。
従
っ
て

二
〇
〇
円
は
目
的
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
必
然
的
に
「
料
金
を
払
っ
て
ま
で
行
く
価

値
の
あ
る
場
所
か
」
と
い
う
判
断
に
常
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
料
金
設

定
は
他
の
場
所
の
入
場
料
と
容
易
に
「
比
較
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
こ
の
場

合
の
「
比
較
」
と
は
何
か
。

一
般
的
に
宗
教
研
究
で
は
、
聖
地
と
観
光
地
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
な
い
。
具

体
的
に
い
え
ば
、
宗
教
研
究
で
斎
場
御
嶽
を
水
族
館
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト

と
比
較
検
討
す
る
よ
う
な
学
術
的
視
点
は
な
い
。
比
較
と
い
う
の
が
そ
れ
を
行
う

主
体
の
目
的
に
よ
っ
て
対
象
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
宗
教
」
と
い
う

枠
組
み
で
比
較
を
行
う
宗
教
研
究
と
異
な
り
、「
行
く
価
値
の
あ
る
場
所
」
と
い
う

枠
組
み
で
比
較
を
行
う
観
光
客
に
お
い
て
、
斎
場
御
嶽
は
常
に
他
の
世
俗
的
な
場
所

と
比
較
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第
三
象
限
の
人
と
の
大
き
な
違
い

で
あ
る
（
例
え
ば
霧
島
山
と
比
較
し
て
い
た
事
例
の
人
を
想
起
さ
れ
た
い
）。
お
そ

ら
く
沖
縄
旅
行
に
来
た
観
光
客
（
第
三
象
限
の
人
々
）
は
、
帰
宅
の
た
め
に
予
約
し

て
い
る
フ
ラ
イ
ト
時
刻
ま
で
半
日
空
い
て
い
る
場
合
、
那
覇
郊
外
の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

モ
ー
ル
で
安
売
り
の
ブ
ラ
ン
ド
品
を
買
い
込
む
か
本
島
南
部
を
ド
ラ
イ
ブ
し
て
斎
場

御
嶽
に
立
ち
寄
る
か
、
そ
れ
と
も
い
く
ら
か
の
入
場
料
を
支
払
っ
て
博
物
館
の
特
別

展
を
観
覧
す
る
か
、
行
列
の
で
き
る
有
名
な
天
ぷ
ら
屋
に
並
ぶ
か
考
え
る
だ
ろ
う
。

観
光
客
に
お
け
る
場
所
の
比
較
と
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

観
光
地
と
い
う
枠
組
み
で
比
較
検
討
さ
れ
る
場
合
、
ま
ず
二
〇
〇
円
と
い
う
料
金

は
相
対
的
に
「
安
い
」。
例
え
ば
沖
縄
観
光
で
最
も
ツ
ー
リ
ス
ト
の
評
価
が
高
く
、

訪
問
者
数
の
多
い
「
美
ら
海
水
族
館
」
の
料
金
は
一
五
〇
〇
円
（
大
人
一
名
、
以

下
同
）
で
あ
り
、
斎
場
御
嶽
と
同
じ
世
界
遺
産
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
「
首
里
城
公

園
」
は
八
二
〇
円
、
斎
場
御
嶽
と
同
じ
市
内
に
位
置
す
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
「
お
き
な

わ
ワ
ー
ル
ド
」
な
ら
ば
一
六
二
〇
円
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
価
格
の
相
対
性
は
コ
ス
ト

と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
所
へ
の
訪
問
に
よ
っ
て
も
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た
ら
さ
れ
る
経
験
へ
の
期
待
値
と
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
時
間
や
手
続
き
な
ど
の
コ

ス
ト
の
比
較
で
あ
る
。
そ
の
際
、
場
所
の
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
極
め
て
重
要
な
フ
ァ

ク
タ
ー
に
な
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
斎
場
御
嶽
は
他
の
観
光
地

に
は
な
い
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
容
易
に
差
異
化
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
、
二
〇
〇
円
は
単
に
経
験
の
対
価
と
し
て
の
入
場
料
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
比
較

し
た
場
合
の
優
位
性
を
支
え
る
コ
ス
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ス
ト

が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
異
が
大
き
い
と
す
れ
ば
「
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

良
い
」
と
捉
え
ら
れ
、
斎
場
御
嶽
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
場
所
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
象
限
の
人
々
に
お
い
て
斎
場
御
嶽
は
他
の
多
く
の
観
光
地

と
代
替
可
能
な
場
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
特

色
を
持
つ
場
所
に
わ
ず
か
二
〇
〇
円
で
入
場
で
き
る
（
し
か
も
訪
問
に
時
間
を
要
し

な
い
）
と
い
う
極
め
て
高
い
優
位
性
を
有
し
て
い
る
。
急
激
な
観
光
客
増
加
の
一
要

因
は
こ
こ
に
あ
る
。

文
化
遺
産
や
自
然
空
間
へ
の
入
場
料
・
入
域
料
の
導
入
は
、
単
に
経
済
的
利
潤
を

上
げ
る
た
め
で
は
な
く
、
環
境
維
持
費
の
捻
出
や
入
場
者
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
斎
場
御
嶽

で
は
、
二
〇
〇
七
年
の
入
場
料
（
入
館
料
）
導
入
以
後
、
訪
問
者
数
は
右
肩
上
が
り

に
上
昇
し
て
お
り
、
聖
地
と
し
て
、
文
化
遺
産
と
し
て
の
環
境
は
悪
化
し
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
料
金
設
定
で
は
入
場
者
数
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、で
は「
安
す
ぎ
る
」の
か
と
い
う
と
、

単
純
に
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
無
料
の
状
態
、
つ
ま
り
基
本
的
に
入

場
規
制
・
管
理
を
行
わ
な
い
自
然
状
態
よ
り
も
、
寡
少
で
あ
っ
て
も
料
金
を
徴
収
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
観
光
地
と
し
て
の
整
備
や
管
理
を
行
い
、
情
報
の
開
示
や
利
便

性
の
面
で
誘
客
を
容
易
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
無
料
観
光
地
」
と
「
有
料
観
光
地
」

は
既
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
異
な
り
、
前
者
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
こ
と
（
例
え
ば
ト
イ

レ
が
な
い
な
ど
）
も
、後
者
で
は
許
容
さ
れ
な
く
な
る
。
訪
問
者
の
視
点
で
言
え
ば
、

入
場
料
の
設
定
に
よ
っ
て
斎
場
御
嶽
は
数
あ
る
「
有
料
観
光
地
」
の
一
つ
（
そ
れ
も

最
安
値
の
）
へ
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

物
産
館
に
併
設
さ
れ
た
カ
フ
ェ
で
は
、飲
食
す
る
と
一
五
〇
円
に
割
引
か
れ
た「
入

場
券
」
が
購
入
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
斎
場
御
嶽
に
入
る
こ
と
を
「
サ
ー
ビ
ス
」

と
位
置
づ
け
る
こ
と
へ
の
現
場
の
違
和
感
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
訪
問
者

（
観
光
客
）
に
と
っ
て
二
〇
〇
円
が
「
コ
ス
ト
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
れ

が
さ
ら
に
下
が
る
こ
と
へ
の
期
待
も
ま
た
同
時
に
生
ま
れ
る
。「
消
費
さ
れ
る
聖
地
」

に
お
け
る
こ
の
「
割
引
」
は
、「
学
習
さ
れ
る
聖
地
」
に
お
け
る
先
の
半
額
措
置
と

は
意
味
的
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。「
学
習
さ
れ
る
聖
地
」
に
お
け
る
半
額
措

置
は
、
聖
地
へ
の
熟
知
、
宗
教
性
の
高
さ
と
相
関
す
る
。
し
か
し
「
消
費
さ
れ
る
聖

地
」
に
お
け
る
割
引
は
、
聖
地
が
持
つ
由
来
や
宗
教
性
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
低

さ
と
相
関
す
る
。
同
じ
減
額
で
あ
っ
て
も
そ
の
方
向
性
が
交
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。

❻
結
論

本
論
の
民
族
誌
的
記
述
に
基
づ
く
知
見
を
ま
と
め
た
い
。
ま
ず
斎
場
御
嶽
の
観
光

地
化
か
ら
聖
地
の
何
が
消
費
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
費
と
い
う
言

葉
に
内
在
す
る
消
耗
や
消
尽
と
い
う
意
味
合
い
で
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
斎
場
御

嶽
は
訪
問
者
の
増
加
や
一
部
観
光
客
の
知
識
不
足
か
ら
物
理
的
な
荒
廃
も
見
ら
れ
、

石
畳
の
摩
耗
や
「
神
聖
な
雰
囲
気
」
の
阻
害
が
認
め
ら
れ
る
。
管
理
者
は
こ
れ
に
対

応
す
べ
く
、
管
理
の
強
化
や
御
嶽
に
関
す
る
知
識
の
提
供
を
図
っ
て
い
る
。
で
は
管

理
強
化
に
よ
っ
て
物
理
的
な
環
境
回
復
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
も
は
や
斎
場
御

嶽
は
消
費
さ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は

な
い
。
消
耗
・
消
尽
と
い
う
意
味
で
の
「
聖
地
の
消
費
」
は
本
論
の
全
体
図
か
ら
見

れ
ば
さ
し
て
大
き
な
課
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
情
報
社
会
・
消
費
社
会
に
お
け
る

消
費
は
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
個
々
人
の
内
面
経
験
の
消
費
が
中
心
で
あ
り
、
斎

場
御
嶽
を
淵
源
と
し
て
生
成
さ
れ
る
「
聖
地
」「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
イ
メ
ー
ジ
は
、
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御
嶽
の
物
理
的
空
間
の
消
費
以
上
に
メ
デ
ィ
ア
や
観
光
市
場
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て

お
り
、
多
く
の
人
を
こ
の
場
所
に
動
員
す
る
リ
ソ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と
す
る
消
費
行
動
を
欠
い
て
は
観
光
客
や
新
し
い
宗
教
的
実
践
の

人
々
は
こ
こ
ま
で
増
加
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
消
費
さ
れ
る
聖

地
」
斎
場
御
嶽
の
具
体
像
で
あ
る
。

次
に
訪
問
者
の
多
様
化
で
あ
る
。
図
5
の
第
二
象
限
と
第
三
象
限
の
人
々
は
、
い

ず
れ
も
斎
場
御
嶽
で
近
年
増
加
し
た
人
々
で
あ
る
が
、
第
二
象
限
の
人
々
の
出
現

は
「
観
光
客
」
の
多
元
化
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
あ
る

意
味
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
観
光
客
と
い
え
る
世
俗
的
な
人
々
（
第
三
象
限
）
と
、
宗

教
的
な
感
覚
を
持
っ
た
新
た
な
タ
イ
プ
の
観
光
客
と
の
分
化
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に

な
る
が
こ
の
場
合
の
宗
教
性
と
は
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な

く
、
個
人
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
た
私
事
的
な
宗
教
観
で
あ

る
。
宗
教
研
究
で
言
え
ば
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
私
事
化
・
断
片
化
さ
れ
た

宗
教
性
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
制
度
と
は
別
の
文
脈
で
の
宗
教
的
実
践
で

あ
る〔
岡
本 

二
〇
一
二
〕。こ
う
し
た
人
々
は
知
識
や
実
践
の
準
拠
枠（
情
報
の
リ
ソ
ー

ス
と
な
る
根
拠
）
を
メ
デ
ィ
ア
や
観
光
と
い
っ
た
市
場
を
媒
介
に
得
て
い
る
た
め
、

情
報
消
費
に
基
づ
い
た
宗
教
的
実
践
を
取
る
こ
と
と
な
り
、
彼
ら
の
宗
教
経
験
自
体

も
ま
た
市
場
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
宗
教
社
会
学
者
の
岡
本
亮

輔
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
の
脱
文
脈
化
さ
れ
た
宗
教
的
実
践
に
は

斎
場
御
嶽
の
よ
う
な
伝
統
的
聖
地
や
巡
礼
は
容
易
に
直
結
し
や
す
い
。
例
え
ば
「
無

宗
教
」
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
な
が
ら
最
も
伝
統
的
な
巡
拝
形
式
で
あ
る
徒
歩
で
四

国
遍
路
や
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
を
巡
る
人
々
、『
こ
と
り
っ
ぷ
』

な
ど
の
女
性
向
け
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
舞
台
に
、
御
朱
印
集
め
や
恋
愛
成
就
を
売

り
に
「
か
わ
い
い
」
も
の
と
し
て
再
編
さ
れ
つ
つ
あ
る
出
雲
大
社
な
ど
、
ポ
ス
ト
世

俗
化
状
況
下
で
「
消
費
さ
れ
る
聖
地
」
は
数
限
り
な
い

）
22
（

。

新
た
な
る
訪
問
者
の
出
現
と
「
聖
の
多
元
化
」
状
況
を
踏
ま
え
、
斎
場
御
嶽
に
お

け
る
自
己
表
象
と
そ
の
消
費
実
践
に
つ
い
て
改
め
て
見
て
み
る
と
、
あ
る
ズ
レ
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
章
で
筆
者
は
、
消
費
と
い
う
現
象
は
単
に
無
形
有
形

の
財
の
交
換
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
審
美
的
な
判
断
を
含
む
イ
メ
ー
ジ
の
送
受
信
で

あ
る
と
述
べ
た
が
、
斎
場
御
嶽
の
管
理
者
は
そ
こ
を
琉
球
王
国
か
ら
続
く
沖
縄
の
文

化
的
ル
ー
ツ
、
精
神
文
化
の
中
心
地
と
し
て
捉
え
、
沖
縄
固
有
の
文
脈
に
由
来
す
る

歴
史
的
・
宗
教
的
な
正
統
性
を
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
根
幹
に
据
え
て
お
り
、
学
習
機
能

の
充
実
に
よ
っ
て
外
部
に
発
信
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
来
訪
者
の
増
加

と
多
様
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
聖
の
多
元
化
」
は
、
そ
う
し
た
「
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル

な
」
イ
メ
ー
ジ
の
受
け
手
を
不
在
に
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。
本
論
で
は
論
じ

な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
受
け
手
と
し
て
も
っ
と
も

期
待
さ
れ
る
存
在
は
、
例
え
ば
本
土
か
ら
の
修
学
旅
行
生
の
よ
う
な
、
ま
さ
に
歴
史

文
化
学
習
の
た
め
に
斎
場
御
嶽
に
訪
れ
る
訪
問
者
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
本
土
メ
デ
ィ
ア
や
個
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
な
ど
斎
場
御
嶽
管
理
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
に
あ
る
様
々
な
情
報
発
信
主
体
が
送

信
す
る
、
新
し
い
聖
地
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
信

す
る
主
体
と
し
て
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
観
光
客
（
第
二
象
限
の
人
々
）
の
姿
で
あ

る
。
管
理
主
体
が
斎
場
御
嶽
の
宗
教
的
な
意
義
の
重
さ
を
出
せ
ば
出
す
ほ
ど
、
こ
う

し
た
新
た
な
訪
問
者
は
沖
縄
の
固
有
の
文
脈
か
ら
脱
文
脈
化
し
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

や
聖
地
一
般
と
比
較
可
能
な
土
台
に
の
せ
て
翻
訳
を
行
う
。
そ
し
て
来
訪
者
の
量
的

増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
管
理
者
が
入
館
料
の
徴
収
を
始
め
る
と
、
今
度
は
あ
ま
り

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で
は
な
い
観
光
客
（
第
三
象
限
の
人
々
）
が
そ
こ
を
他
の
観
光
地

一
般
と
比
較
の
土
台
に
の
せ
、
聖
地
イ
メ
ー
ジ
を
ま
さ
に
文
字
通
り
「
消
費
」
し
て

い
く
。
消
費
に
お
け
る
審
美
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
送
受
信
が
、
こ
の
よ
う
に
発
信
と
受

信
の
主
体
に
お
い
て
ズ
レ
を
見
せ
る
こ
と
自
体
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
（
例
え
ば

「
若
者
向
け
」
と
し
て
売
り
出
し
た
乗
用
車
が
当
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
は
売
れ
ず
、
逆

に
「
若
く
あ
り
た
い
」
と
願
う
中
高
年
層
に
よ
く
売
れ
る
と
い
う
事
例
を
想
起
さ
れ

た
い
）。
聖
地
像
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
当
た
っ
て
管
理
者
が
取
り
得
る
方
策
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
ズ
レ
の
発
生
を
あ
ら
か
じ
め
見
込
ん
だ
情
報
発
信
で
あ
ろ
う
。
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多
様
な
立
場
か
ら
の
「
消
費
」
が
錯
綜
し
、
場
所
や
モ
ノ
へ
の
意
味
付
け
が
重
層

化
す
る
時
代
を
、
民
俗
学
的
な
視
点
は
い
か
に
と
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
そ

の
糸
口
を
J 
．ア
ー
リ
と
J 
．ラ
ー
ス
ン
の
『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』
を
足
が
か
り
と
し

て
探
っ
て
み
た
い
。
観
光
地
と
い
う
場
所
の
成
立
を
消
費
社
会
論
的
空
間
研
究
と
し

て
取
り
上
げ
た
本
書
の
初
版
は
、
観
光
地
が
所
与
の
存
在
で
も
固
定
的
な
も
の
で
も

な
く
、
権
力
関
係
を
含
ん
だ
「
ま
な
ざ
し
」
や
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
、
情
報
の
網
の
目

に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
と
述
べ
た
観
光
社
会
学
・
観
光
人
類
学
の
黎
明
期
の
理
論
書

で
あ
る
。
人
口
に
膾
炙
し
た
そ
の
議
論
か
ら
は
も
は
や
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
な
い
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
共
著
者
に
若
い
文
化
地
理
学
者
・
ラ
ー
ス
ン
を
加
え
て
二
〇
一
一

年
に
刊
行
さ
れ
た
第
三
版
（T

he T
ourist Gaze 3.0

）
で
は
、
フ
ー
コ
ー
一
辺
倒

だ
っ
た
初
版
で
の
理
論
的
支
柱
を
大
き
く
改
変
し
、
リ
ス
ク
社
会
論
や
相
互
行
為

論
、
身
体
論
を
組
み
込
ん
だ
新
た
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
書
は
早
速
邦
訳
さ

れ
、
二
〇
一
五
年
の
ア
ー
リ
急
逝
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
議
論
が
再
び
注
目
さ
れ
て

い
る
。
本
論
が
着
目
す
る
の
は
、
ア
ー
リ
ら
が
観
光
に
お
け
る
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

転
回
」と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち「
観
光
者
は
場
所
を
体
験
す
る
の
に
、

視
角
だ
け
で
な
く
多
種
多
様
な
感
覚
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
身
体

感
覚
と
か
そ
の
反
応
効
果
が
含
ま
れ
る
」〔
ア
ー
リ
・
ラ
ー
ス
ン 

二
〇
一
四
：
二
九
五
〕

と
い
う
認
識
で
あ
り
、
初
版
で
ア
ー
リ
が
強
調
し
た
視
覚
の
卓
越
性
に
対
す
る
批
判

を
受
け
て
、
修
正
を
図
っ
た
点
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ツ
ー
リ
ス
ト
が
「
見
る
」
だ
け
で
な
く
、
食
べ
た
り
匂
っ
た
り
触
っ
た

り
感
じ
た
り
歩
い
た
り
す
る
の
だ
、
と
い
う
身
体
感
覚
や
振
る
舞
い
を
有
し
て
い

る
こ
と
自
体
、
言
う
ま
で
も
な
く
当
た
り
前
の
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の

は
、
身
体
感
覚
や
振
る
舞
い
が
「
動
き
、
本
性
、
嗜
好
、
欲
望
と
い
う
観
念
が
組
み

込
ま
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
な
る
と
き
、
場
所
は
観
光
地
と
し
て
成
立
す
る

と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
図
15
は
斎
場
御
嶽
の
拝
所
・
チ
ョ
ウ
ノ
ハ
ナ
に

お
け
る
本
土
か
ら
の
訪
問
者
と
思
わ
れ
る
人
々
の
様
子
で
あ
る
が
、
当
事
者
が
こ

の
振
る
舞
い
を
単
に
「
岩
壁
に
手
を
当
て
る
」
の
で
は
な
く
、「
岩
壁
に
触
れ
て
拝

む
」
行
為
と
認
識
す
る

と
き
、
そ
の
振
る
舞
い

は
「
聖
な
る
場
所
」
を

行
為
遂
行
的
に
生
み
出

す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と

な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
振
る
舞
い
は
、
管

理
者
側
か
ら
推
奨
さ

れ
て
い
る
斎
場
御
嶽

の
回
り
方
で
は
な
い

し
（
モ
ノ
に
触
れ
る
こ

と
は
推
奨
さ
れ
て
い
な

図15「拝所にて岩に手を当てる訪問者
　　　（2014 年 7 月、志村真理子撮影）

い
）、
伝
統
的
な
「
拝
み
」
の
方
法
で
も
な
い
。
し
か
し
彼
女
ら
は
こ
の
よ
う
に
振

る
舞
う
こ
と
で
、
行
政
や
文
化
遺
産
の
策
定
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
型
化
さ
れ

た
聖
地
像
の
枠
か
ら
は
み
出
て
、
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
聖
」
の
あ
り
方
を
経
験

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
リ
と
ラ
ー
ス
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
同
時
代
の
政
治
・
経
済
的
言
説
を
内
在
化

し
た
視
覚
（
ま
な
ざ
し
）
よ
り
も
、
身
体
の
動
き
は
相
対
的
に
自
由
で
主
体
的
で
、

時
に
抵
抗
的
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
枠
組
み
の
外
へ
と
容
易
に
は
み
出
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
観
光
産
業
に
よ
っ
て
定
型
化
さ
れ
た
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
的
な

観
光
形
態
よ
り
も
、
定
型
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
個
人
ベ
ー
ス
で
営
ま

れ
る
新
た
な
観
光
形
態
の
方
が
、
視
覚
よ
り
も
身
体
感
覚
や
振
る
舞
い
に
、「
見
る
」

だ
け
で
な
く
「
体
験
す
る
」
こ
と
に
価
値
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

現
代
の
ツ
ー
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
、
環
境
や
他
者
と
の
相
互
行
為
を
通

じ
て
場
所
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
意
義
が
高
ま
っ
て

い
る
の
だ
と
ア
ー
リ
ら
は
論
じ
る
。
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そ
し
て
こ
の
変
化
は
、
伝
統
的
な
制
度
宗
教
の
規
定
す
る
宗
教
的
実
践
や
信
仰
の

あ
り
方
か
ら
距
離
を
置
き
、
あ
え
て
そ
う
し
た
正
統
性
の
あ
る
定
型
的
な
宗
教
を
否

定
す
る
形
で
、個
人
の
考
え
や
嗜
好
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
の「
宗

教
的
な
も
の
」
と
の
関
係
に
極
め
て
相
似
的
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
例

え
ば
カ
ミ
ー
ノ
・
デ
・
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
に
集
う
近
年
の
若
い
徒
歩
巡
礼
者
た
ち
は
、

一
様
に
既
存
の
教
会
組
織
と
距
離
を
置
き
つ
つ
、
個
人
的
な
信
念
と
身
体
感
覚
の
充

溢
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
強
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
〔
土
井 
二
〇
一
二
〕。
消
費
と
宗
教
と
い
う
本
来
別
の
文
脈
に
あ
る
現
象
は
、
既

存
の
権
力
機
構
や
制
度
か
ら
離
れ
、
ま
た
集
団
や
組
織
ベ
ー
ス
の
実
践
か
ら
個
人
を

ベ
ー
ス
と
し
た
実
践
へ
と
徐
々
に
遷
移
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
類
似
し
た
変
容
過
程
を

互
い
に
持
つ
こ
と
で
、
奇
妙
に
ク
ロ
ス
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
斎
場
御
嶽
の
観
光
地
化
に
伴
う
消
費
の
全
体
的
状
況
を
見
取
り
図
的
に

理
解
す
る
こ
と
に
終
始
し
た
た
め
、
個
々
の
訪
問
者
レ
ベ
ル
に
お
け
る
身
体
感
覚
や

振
る
舞
い
ま
で
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
け
ば
、
民
俗
学
の
近
年
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
、

個
人
の
創
造
性
を
い
か
に
論
じ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
だ
ろ
う
。
島
村
恭
則
は
民
俗
学
を
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
」
と
し
て
再
定

義
し
た
理
論
的
論
考
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

を
「
何
ら
か
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共
有
す
る
人
び
と
の
間
で
生
み
出
さ
れ
、
生
き
ら

れ
た
、
経
験
・
知
識
・
表
現
」〔
島
村 

二
〇
一
四
：
六
〕（
下
線
部
筆
者
）
と
し
て
、

従
来
の
「
伝
承
」
概
念
で
は
包
含
で
き
な
か
っ
た
人
間
の
創
造
的
行
為
（
そ
れ
は
必

ず
し
も
独
創
性
や
芸
術
性
を
伴
う
わ
け
で
は
な
い
）
を
民
俗
学
の
射
程
に
入
れ
る
こ

と
を
提
起
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
同
じ
論
文
の
物
質
文
化
を
論
じ
る
箇
所
で
、

ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
者
H
．グ
ラ
ッ
シ
ー
を
引
き
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
民
俗
学
的
物

質
文
化
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
産
業
文
明
社
会
に
お
け
る
工
業
製
品
の
消
費
」

を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
グ
ラ
ッ
シ
ー
に
よ
れ

ば
、
工
業
製
品
の
消
費
は
、
一
見
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
に
お
け
る
物
質
文
化
の
研

究
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
消
費
者
は
創
造
的
に
物
を
使
用
す
る
こ
と

で
物
質
文
化
の
再
創
造
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究

と
し
て
の
物
質
文
化
研
究
の
重
要
な
論
点
と
な
る
」〔
島
村 

二
〇
一
四
：
一
一
〕。

島
村
や
グ
ラ
ッ
シ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、「
消
費
者
」
は
供
給
側
か
ら
与
え
ら
れ

た
商
品
を
設
計
さ
れ
た
ま
ま
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
使
用
を
通
じ
て
改
変
・
改
造

し
た
り
想
定
外
の
組
み
合
わ
せ
で
何
か
を
表
現
し
て
み
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
創
造
的
行
為
の
中
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
び
と
の
生
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
注
意
深
く
予
防
線
を
張
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、消
費
社
会
は
極
め
て
精
巧
に
商
品
使
用
の
「
設
計
」
を
行
っ

て
お
り
、「
想
定
外
」
と
思
わ
れ
る
商
品
の
使
用
や
改
変
も
ま
た
提
供
者
に
お
い
て

は
予
測
の
範
囲
内
に
あ
る
可
能
性
を
常
に
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
〔
門
田　

二
〇
一
三
：
九
章
〕。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
消
費
社
会
に
お
い

て
真
に
「
自
由
な
意
志
」
や
、
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
純
粋
な
「
創
造
性
」
な
る
も

の
が
実
在
す
る
と
安
易
に
仮
定
す
る
と
危
う
い
議
論
に
な
る
。
と
は
い
え
、
ア
ー
リ

と
ラ
ー
ス
ン
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
観
光
に
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
あ
る
意
味
、

事
前
に
構
成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
創
造
性
や
逸
脱
行
動
や
前
向
き
の

実
践
」
の
両
側
面
が
合
わ
さ
っ
て
お
り
〔
ア
ー
リ
・
ラ
ー
ス
ン 

二
〇
一
四
：
二
九
七-

二
九
九
〕、
そ
れ
は
観
光
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
消
費
現
象
に
通
じ
る
こ
と
で
、
消

費
社
会
に
お
け
る
宗
教
・
信
仰
・
儀
礼
の
あ
り
方
に
も
通
じ
る
と
ら
え
方
で
あ
る
。

従
っ
て
消
費
と
宗
教
の
民
俗
学
は
、
産
業
の
社
会
設
計
と
個
々
人
の
行
為
主
体
性
と

の
せ
め
ぎ
合
い
を
捉
え
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
現
代
民
俗
学

に
お
け
る
一
つ
の
方
向
性
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
1
）　

こ
の
点
は
和
歌
森
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。「
民
俗
学
が
究
明
す
る

常
民
の
経
済
伝
承
は
、
い
わ
ば
前
近
代
的
経
済
生
活
史
の
遺
制
、
遺
習
で
あ
る
が
、
な
か
で

も
今
日
の
消
費
生
活
に
深
刻
な
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
常
の
消
費
資
材
の
生
産
面
と
前

近
代
以
来
の
消
費
生
活
と
に
焦
点
を
据
え
て
、
こ
こ
に
は
論
じ
る
こ
と
と
す
る
」〔
和
歌
森
編　

註
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一
九
七
六
：
三
〕 

（
2
）　

民
俗
学
が
「
小
集
団
に
お
け
る
対
面
的
状
況
や
相
互
行
為
」
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
聞
き
書

き
の
方
法
論
に
関
す
る
議
論
以
外
で
は
明
確
に
理
論
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
島
村
恭
則
が
民
俗
学
の
対
象
で
あ
る
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
を
「
何
ら
か
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

共
有
す
る
人
び
と
」
の
間
で
「
生
み
出
さ
れ
、
生
き
ら
れ
た
、
経
験
・
知
識
・
表
現
」〔
島
村　

二
〇
一
四
：
六
〕
と
表
現
し
て
い
る
点
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
種
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
集
合
性
を
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
合
意
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
の
集
合
性
の
規
模
が
、
社
会
学
や
歴
史
学
ほ
ど
に
大
き
く
な
い
こ
と
は
、
例
え
ば
民
俗
学
で

「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の
生
起
す
る
間
身
体
的
な
間
柄
が
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と

に
窺
え
る
〔
バ
ウ
マ
ン
・
ブ
レ
イ
ド　

二
〇
一
二
〕。

（
3
）　

例
え
ば
『
贈
与
論
』
を
元
に
「
買
い
物
」
の
理
論
化
を
論
じ
た
D
．ミ
ラ
ー
〔M

iller 1998

〕

を
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4
）　

田
林
編
〔
二
〇
一
三
〕
は
主
に
地
理
学
の
観
点
か
ら
、「
ポ
ス
ト
生
産
主
義
」
時
代
の
農
村

に
お
い
て
、
農
村
的
な
景
観
や
農
産
物
、
ル
ー
ラ
リ
テ
ィ
が
観
光
な
ど
の
文
脈
で
商
品
化
さ
れ
、

都
市
と
の
関
係
で
構
造
を
変
容
さ
せ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
5
）　

一
八
七
五
年
の
御
新
下
り
は
王
朝
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
た
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
旧
王
家
で
あ
る
尚
家
が
個
人
的
に
簡
易
な
儀
礼
を
行
っ
た
と
い

う
記
録
が
あ
る
〔
山
内　

一
九
九
三
：
四
一
六
〕

（
6
）　

図
中
に
は
入
場
者
数
の
桁
が
異
な
る
首
里
城
を
含
ん
で
い
な
い
。
ち
な
み
に
二
〇
一
四
年
度

の
首
里
城
公
園
入
場
者
数
は
約
二
五
二
万
人
（
有
料
区
域
は
約
一
八
一
万
人
）
で
あ
る
〔
内
閣

府
沖
縄
総
合
事
務
局 

国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所　

二
〇
一
五
〕。

（
7
）　

北
村
に
よ
れ
ば
ひ
め
ゆ
り
の
塔
に
は
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
「
戦
跡
巡
拝
団
や
観
光
客
が

ひ
っ
き
り
な
し
に
訪
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
代
は
沖
縄
が
「
第
二
の
ハ
ワ
イ
」
と

し
て
売
り
出
さ
れ
た
頃
に
あ
た
る
と
い
う
。
単
な
る
戦
跡
巡
拝
の
た
め
の
沖
縄
旅
行
か
ら
、「
南

の
楽
園
」
イ
メ
ー
ジ
を
享
受
す
る
旅
へ
の
変
化
の
中
で
、
ひ
め
ゆ
り
の
塔
も
「
観
光
的
価
値
」

を
付
与
さ
れ
、
周
辺
に
は
物
売
り
が
溢
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
〔
北
村　

二
〇
〇
九
：

一
三
九-

一
四
〇
〕。
慰
霊
の
た
め
の
戦
跡
に
お
い
て
俗
な
る
観
光
が
不
即
不
離
の
状
態
で
同

居
す
る
当
時
の
様
相
か
ら
は
、
沖
縄
南
部
が
近
代
観
光
の
黎
明
期
か
ら
既
に
「
宗
教
と
ツ
ー
リ

ズ
ム
」
の
同
居
と
相
克
の
舞
台
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
8
）　

そ
の
際
の
調
査
デ
ー
タ
は
門
田
〔
二
〇
〇
八
〕
を
参
照
。

（
9
）　

ち
な
み
に
興
味
深
い
こ
と
に
『
こ
と
り
っ
ぷ
』
二
〇
〇
八
年
版
の
同
じ
ペ
ー
ジ
で
は
、
斎
場

御
嶽
の
写
真
の
箇
所
に
「
海
の
見
え
る
カ
フ
ェ
」
の
写
真
と
説
明
が
入
っ
て
お
り
、
こ
の
五
年

間
の
間
に
斎
場
御
嶽
や
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
が
観
光
市
場
に
お
い
て
存
在
感
を
増
し
て
い
っ

た
こ
と
が
容
易
に
分
か
る
〔
門
田
編　

二
〇
一
五
：
一
二
九
〕。

（
10
）　

大
谷
栄
一
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
「
機
能
的
定
義
」
と
し
て
、「
超
越
的
な
（
あ
る
い

は
自
己
内
在
的
な
）
存
在
や
力
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
、
自
己
変
容
を
も
た
ら
す
体
験
や
意

識
、
感
覚
」
と
述
べ
て
い
る
〔
大
谷　

二
〇
〇
四
：
一
五
〕。

（
11
）　

本
論
文
に
お
け
る
デ
ー
タ
は
筆
者
に
よ
る
個
人
調
査
（
二
〇
〇
七
年
一
月
、
二
〇
一
三
年
三

月
、
二
〇
一
三
年
九
月
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
加
え
、
立
教
大
学
観
光

学
部
門
田
研
究
室
の
所
属
学
生
（
主
に
学
部
学
生
）
を
伴
う
共
同
調
査
（
二
〇
一
三
年
七
月
、

二
〇
一
四
年
七
月
）
に
基
づ
く
。
共
同
調
査
の
デ
ー
タ
は
既
に
社
会
調
査
報
告
書
と
し
て
刊
行

さ
れ
て
お
り
〔
門
田
編　

二
〇
一
五
〕、
本
論
文
の
事
例
は
そ
れ
ら
か
ら
の
引
用
と
い
う
か
た

ち
を
と
る
も
の
が
あ
る
。

（
12
）　

二
〇
一
四
年
七
月
六
日
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
学
生
が
務
め
た
。

（
13
）　

ど
の
よ
う
な
点
を
も
っ
て
「
ぼ
ん
や
り
」
で
あ
る
の
か
表
現
す
る
の
は
難
し
い
が
、
例
え
ば

筆
者
の
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
斎
場
御
嶽
の
調
査
を
行
っ
た
田
中
瑠
莉
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
が
「
聖
地
」
由
来
の
儀
礼
を
ど
の
程
度
観
光
客
に
行
わ
せ
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ガ
イ
ド
に
お
い
て
も
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
行
い
を
す

る
か
は
曖
昧
で
あ
り
、
信
仰
の
有
無
と
は
関
係
な
く
観
光
と
し
て
の
一
種
の
聖
地
フ
レ
ー
バ
ー

付
け
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
儀
礼
的
な
行
為
を
観
光
客
に
促
す
こ
と
は
、
斎

場
御
嶽
が
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
効
果
的
で
あ
る
が
、
同
時
に

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
的
要
素
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔
門

田
編　

二
〇
一
五
：
四
六
〕。
こ
の
記
述
か
ら
分
か
る
の
は
、
観
光
客
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
伝
統
的
な
文
脈
で
定
め
ら
れ
た
儀
礼
を
徹
底
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
彼
ら
が
抱

く
イ
メ
ー
ジ
を
な
ぞ
る
形
で
の
儀
礼
行
為
で
あ
る
。「
聖
地
フ
レ
ー
バ
ー
」
と
し
て
の
行
為
が

観
光
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
前
提
に
は
、
彼
ら
に
前
も
っ
て
「
聖
地
で
あ
る
」
と
い
う
知
識
が

備
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

（
14
）　

い
わ
ゆ
る
バ
ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン
（
緩
衝
地
帯
）
を
除
い
た
資
産
面
積
。
文
化
庁
〔
二
〇
一
〇
〕

に
よ
る
。

（
15
）　

こ
の
ミ
サ
ン
ガ
は
八
重
山
諸
島
の
伝
統
織
物
ミ
ン
サ
ー
織
り
で
作
ら
れ
た
布
を
利
用
し
、「
ミ

ン
サ
ー
ミ
サ
ン
ガ
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）　

後
に
観
光
客
か
ら
の
景
観
に
関
す
る
指
摘
に
よ
っ
て
ミ
サ
ン
ガ
は
取
り
外
さ
れ
た
。

（
17
）　

二
〇
一
五
年
三
月
現
在
。
た
だ
し
二
〇
一
六
年
四
月
よ
り
大
人
三
〇
〇
円
、
子
供
一
五
〇
円

に
値
上
げ
さ
れ
た
。
本
論
で
は
調
査
及
び
分
析
時
点
で
あ
る
二
〇
一
五
年
三
月
を
民
族
誌
的
現

在
と
設
定
し
、
以
降
「
二
〇
〇
円
」
と
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
る
。

（
18
）　

全
来
場
者
の
う
ち
、「
拝
み
の
人
」
が
ど
の
程
度
を
占
め
る
の
か
に
つ
い
て
、
少
し
古
い
が

二
〇
〇
八
年
の
南
城
市
議
会
議
事
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
答
弁
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
平

成
二
〇
年
度
の
入
館
者
数
は
、
二
二
万
一
九
九
九
人
、
入
館
料
が
三
九
七
七
万
八
三
五
〇
円
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
二
点
目
の
入
場
者
で
観
光
客
と
本
来
の
御
願
だ
け
の
参
拝
者
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
平
成
二
〇
年
度
の
入
館
者
数
は
東
廻
り
等
、
拝
み
を

目
的
と
し
て
来
ら
れ
る
参
拝
者
に
対
し
て
、
入
館
料
の
五
割
減
額
を
行
っ
て
参
拝
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
減
額
対
象
者
人
数
が
三
六
〇
三
人
、
入
館
者
全
体
の
一
・
六
％
と
な
っ
て
お
り
ま



286

国立歴史民俗博物館研究報告
第 205集　2017年 3月

す
。
三
点
目
の
御
願
だ
け
の
参
拝
者
の
入
場
者
の
金
額
は
い
か
ほ
ど
か
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
先
程
説
明
し
た
と
お
り
、
入
館
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
南
城
市
体
験
滞
在
交
流
施
設
条

例
に
よ
っ
て
、
大
人
、
高
校
生
以
上
な
ん
で
す
が
二
〇
〇
円
、
小
人
、
小
中
学
生
が
一
〇
〇
円

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
施
行
規
則
に
よ
り
ま
し
て
、
東
廻
り
等
拝
み
を
目
的
と
す
る
参
拝
者
に

つ
い
て
は
、
五
割
減
額
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
大
人
が
入
館
料
一
〇
〇
円
と
い
う

形
に
な
り
ま
す
。
以
上
に
よ
り
ま
し
て
、
平
成
二
〇
年
度
の
参
拝
者
は
三
六
〇
三
人
、
金
額
に

し
て
三
六
万
三
〇
〇
円
、
〇
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
」（
南
城
市
議
会
平
成
二
一
年
九
月
定

例
会
第
八
回
）〔
南
城
市
議
会　

二
〇
〇
九
〕。

（
19
）　

次
の
二
つ
の
引
用
部
分
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
志
村
真
理
子
が
務
め
た
。

（
20
）　

斎
場
御
嶽
と
併
せ
て
近
隣
の
久
高
島
に
は
「
パ
ワ
ー
」
を
得
よ
う
と
し
て
訪
れ
る
人
々
が
数

多
く
い
る
。
そ
の
人
た
ち
の
言
う「
パ
ワ
ー
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

調
査
を
行
っ
た
大
田
原
友
美
に
よ
れ
ば
、多
く
の
人
は「
共
通
し
て
自
分
に
対
す
る
変
化
の
き
っ

か
け
」
だ
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
〔
門
田
編　

二
〇
一
五
：
一
三
九
〕。

（
21
）　N

aturally N
epal

〔2015
〕
な
ど
を
事
例
と
し
て
参
照
し
た
。

（
22
）　

入
館
料
の
徴
収
に
関
し
、「
緑
の
館
・
セ
ー
フ
ァ
」
の
完
成
当
時
、
市
で
は
「
入
館
料
は
斎

場
御
嶽
入
口
の
歴
史
学
習
体
験
施
設
の
入
館
料
で
展
示
物
、提
供
資
料
等
の
充
実
を
図
る
な
ど
、

主
に
体
験
滞
在
交
流
施
設
の
維
持
管
理
を
目
的
に
徴
収
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
〔
南
城
市
議
会　

二
〇
〇
七
〕。
入
館
料
は
「
緑
の
館
・
セ
ー
フ
ァ
」
の
指
定
管
理
者
観
光
協
会
の
直
接
収
入
に

な
る
の
で
は
な
く
、
市
の
歳
入
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
、
基
金
化
（「
歴
史
文
化
観
光
資
源
整

備
基
金
」）
さ
れ
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
三
月
末
段
階
で
こ
の
基
金
の
残
高

は
約
九
千
万
円
で
あ
る
〔
南
城
市　

二
〇
一
四
〕。

（
23
）　

重
要
な
の
は
そ
れ
が
単
な
る
観
光
市
場
の
元
で
完
全
な
る
世
俗
的
商
品
と
し
て
リ
フ
ォ
ー
ム

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
近
代
観
光
の

端
緒
か
ら
寺
社
参
詣
は
一
種
の
旅
行
商
品
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
は
「
聖
地
」
は
常
に
消

費
さ
れ
て
い
る
。

阿
南　

　

透　

一
九
九
八　
「「
消
費
」の
民
俗
学
的
理
解
へ
向
け
て
」『
日
本
民
俗
学
』二
一
六
、
四
〇

〜
五
五
頁

ア
ー
リ
、
ジ
ョ
ン
＆
ラ
ー
ス
ン
、
ヨ
ー
ナ
ス　

二
〇
一
四　
『
観
光
の
ま
な
ざ
し　

増
補
改
訂
版
』、

加
太
宏
邦
訳
、
法
政
大
学
出
版
局

岩
本
通
弥
編　

二
〇
〇
七　
『
ふ
る
さ
と
資
源
化
と
民
俗
学
』、
吉
川
弘
文
館

大
谷　

栄
一　

二
〇
〇
四　
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
の
最
前
線
―
二
十
世
紀
の
宗
教
研
究
か

ら
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
宗
教
研
究
へ
」
伊
藤
雅
之
・
樫
尾
直
樹
・
弓
山
達
也
編
『
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
』、
世
界
思
想
社
、
三
〜
一
九
頁

参
考
文
献

岡
本　

亮
輔　

二
〇
一
一　
「
場
所
の
再
表
象 

： 

宗
教
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
か
ら
み
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
」『
哲
学
・
思
想
論
集
』
三
七
、
六
九
〜
八
五
頁

岡
本　

亮
輔　

二
〇
一
二　
「
社
会
を
読
み
解
く
ツ
ー
ル
と
し
て
の
宗
教
社
会
学
」
高
橋
典
史
・
岡

本
亮
輔
・
塚
田
穂
高
編
『
宗
教
と
社
会
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
宗
教
社
会
学
か
ら
み
る

現
代
日
本
』、
勁
草
書
房
、
二
六
九
〜
二
八
六
頁

岡
本　

亮
輔　

二
〇
一
五　
『
聖
地
巡
礼
―
世
界
遺
産
か
ら
ア
ニ
メ
の
舞
台
ま
で
』、
中
央
公
論
新
社

沖
縄
県　

　
　

二
〇
一
四　
「
第
56
回
沖
縄
県
統
計
年
鑑
」（http://w

w
w
.pref.okinaw

a.jp/
toukeika/yearbook/yearbook56.htm

l　

 

二
〇
一
四
年
九
月
一
一
日
確
認
）

小
川
さ
や
か　

二
〇
一
一　
『
都
市
を
生
き
ぬ
く
た
め
の
狡
知
―
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
零
細
商
人
マ
チ
ン

ガ
の
民
族
誌
』、
世
界
思
想
社

門
田　

岳
久　

二
〇
〇
八　
「『
信
仰
』の
価
値
―
聖
地
の
遺
産
化
と
審
美
の
力
学
―
」『
文
化
人
類
学
』

七
三
（
二
）、 

二
四
三
〜
二
五
四
頁

門
田　

岳
久　

二
〇
一
〇
a　
「
消
費
／
消
費
社
会
か
ら
捉
え
な
お
す
日
常
へ
の
視
角
―
人
・
物
・

商
品
の
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
」『
日
本
民
俗
学
』
二
六
二
、
二
〇
五
〜
二
二
二
頁

門
田　

岳
久　

二
〇
一
〇
b　
「
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
経
験
」
の
解
釈
―
サ
ー
ビ
ス
と
宗

教
性
の
交
叉
的
生
成
に
基
づ
く
間
身
体
的
共
同
性
」『
日
本
民
俗
学
』
二
六
一
、
一
〜

三
三
頁

門
田　

岳
久　

二
〇
一
二　
「
斎
場
御
嶽
―
公
共
空
間
と
し
て
の
聖
地
へ
」
星
野
英
紀
・
山
中
弘
・

岡
本
亮
輔
編
『
聖
地
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
』、
弘
文
堂
、
九
〇
〜
九
三
頁

門
田　

岳
久　

二
〇
一
三　
『
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
民
族
誌
―
消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験
』、
森
話
社

門
田
岳
久
編　

二
〇
一
五　
『
越
境
す
る
地
域
／
観
光
―
沖
縄
県
南
城
市
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
』、

立
教
大
学
観
光
学
部
門
田
ゼ
ミ

菊
澤　

研
宗　

二
〇
〇
六　
『
組
織
の
経
済
学
入
門
―
新
制
度
派
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ
』、
有
斐
閣

小
池　

　

靖　

二
〇
〇
七　
『
セ
ラ
ピ
ー
文
化
の
社
会
学
―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
・
自
己
啓
発
・

ト
ラ
ウ
マ
』、
勁
草
書
房

塩
月　

亮
子　

二
〇
一
二　
『
沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
近
代
―
聖
な
る
狂
気
の
ゆ
く
え
』、
森
話
社

島
薗　

進
・
石
井　

研
士
編　

一
九
九
六　
『
消
費
さ
れ
る「
宗
教
」』、春
秋
社

島
村　

恭
則　

二
〇
一
四　
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
と
は
何
か
」『
日
本
民
俗
学
』
二
七
八
、
一
〜

三
四
頁

鈴
木　

謙
介　

二
〇
一
三　
『
ウ
ェ
ブ
社
会
の
ゆ
く
え
―
〈
多
孔
化
〉
し
た
現
実
の
な
か
で
』、

N
H
K
出
版

多
田　

　

治　

二
〇
〇
七　
『
沖
縄
イ
メ
ー
ジ
の
誕
生
―
青
い
海
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
』、
東
洋
経
済
新
報
社

田
邉
信
太
郎
・
島
薗　

進
編　

二
〇
〇
二　
『
つ
な
が
り
の
中
の
癒
し
―
セ
ラ
ピ
ー
文
化
の
展
開
』、

専
修
大
学
出
版
局

田
林　

明
編
著　

二
〇
一
三　
『
商
品
化
す
る
日
本
の
農
村
空
間
』、
農
林
統
計
出
版
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知
念
文
化
協
会
学
術
部
編　

二
〇
〇
六　
『
知
念
村
の
御
嶽
と
殿
と
御
願
行
事
』、
知
念
村
文
化
協
会

土
井　

清
美　

二
〇
一
二　
「
移
動
す
る
身
体
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
―
相
互
性
・
非
求
心
性
・
偶
発
性
」

『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
』
五
、
六
二
〜
八
九
頁

内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局 

国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所　

二
〇
一
五　
「
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事

務
所　

首
里
城
地
区
」（http://w

w
w
.dc.ogb.go.jp/kouen/shurijo/riyousha.

htm
l　

二
〇
一
五
年
五
月
八
日
確
認
）

中
川　

　

理　

二
〇
一
四　
「
市
場
―
―
モ
デ
ル
と
現
実
の
あ
い
だ
」
内
海
博
文
編
著
『
現
代
社
会

を
学
ぶ
―
社
会
の
再
想
像
＝
再
創
造
の
た
め
に
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
六
七
〜

一
九
〇
頁

南
城
市　

　
　

二
〇
一
一　
「
斎
場
御
嶽
の
休
息
日
に
関
す
る
記
者
発
表
に
つ
い
て
」（http://

w
w
w
.city.nanjo.okinaw

a.jp/tourism
/%
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二
〇
一
五
年
五
月
七
日
確
認
）

南
城
市　

　
　

二
〇
一
四　
「
南
城
市
告
示
第
28
号
」
（http://w

w
w
.city.nanjo.okinaw

a.jp/
shisei/files/3cb5dbb56ed082547949e4b9401578e8.pdf　

二
〇
一
五
年
五
月

九
日
確
認
）

南
城
市
議
会　

二
〇
〇
七　
「
平
成
19
年
第
2
回
南
城
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録
」　
（http://

w
w

w
.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/W

W
W
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A Study of the “Consumption” of Sacred Places and Rituals:
A Contemporary Ethnographic Study of Religious Tourism with a Focus on 
Sēfā Utaki in Okinawa

KADOTA Takehisa

This paper presents a folklore study of consumption, focusing on Sēfā Utaki located in southern 

Okinawa Prefecture. This is an ethnographic analysis of the development of the sacred site as a 

sightseeing spot and the commercialization of holiness. Inscribed on the World Heritage List in 2000, this 

Utaki has attracted an increasing number of tourists. As this has caused damage to the site, protective 

measures are being taken, such as imposing a limit on the number of visitors and strengthening 

maintenance management. This increase in the number of people concerned, however, has led to the 

diversification of interpretations and involvements. For example, while the field administration wants to 

make the Utaki the central symbol of the local religion originated from the Ryūkyū Kingdom, the Utaki 

itself attracts diverse people, ranging from conventional visitors, such as Munchū, local community 

residents, and folk devotees, to overseas and domestic tourists, study tour participants, and those 

the field administration call “spiritual people,” and each of them consume the holiness in their own 

ways, creating a multi-faceted situation. In particular, the emergence of a new category of people that 

symbolizes the so-called post-secular society (“spiritual people” who try to get a holy experience in 

an untraditional context affected by mass media’s depiction of sacred places) has created a complicated 

situation where visitors cannot be simply classified as either sightseers or religious explorers. For 

example, when Sēfā Utaki started to charge visitors an admission fee of 200 yen, which will be reduced 

by half for visitors for prayer if they request it, the field administration encountered two difficult 

problems: ( i ) how to identify those classified into the new category; and (ii) what the fee of 200 yen is 

actually charged for.

An ethnographic study of consumption in a classical framework has mainly focused on the trade 

of daily necessities and their use in daily lives in a traditional society, yet it has hardly covered the 

perspective of what consumption means in a high-level consumer society where consumers’ desire is 

stirred up by information and other industries. As illustrated by the example of Sēfā Utaki, now that all 

the existing ethnographic subjects, including religions and rituals, are commercialized so that general 

people can experience them for themselves, contemporary folklorists are faced with a new important 

question of how to deal with these economic phenomena deviated from the traditional society.

Key words: Consumption of places, admission fee, multi-faceted holiness, spirituality, belief in utaki


