
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

戦
後
の
神
社
神
道

〔
日
時
〕　

令
和
元
年
七
月
十
四
日（
土
）

　
　
　
　

午
後
一
時
三
十
分
～
五
時

〔
会
場
〕　

國
學
院
大
學
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
常
磐
松
ホ
ー
ル

〔
主
催
〕　

明
治
聖
徳
記
念
学
会

〔
共
催
〕　

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
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戦
後
の
神
道
と
神
社

茂

木

貞

純

　

茂
木
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
昭
和
五
十
五
年
に
神
社
本
庁
に
入
り

ま
し
た
。
当
時
あ
り
ま
し
た
調
査
部
に
入
り
、
そ
の
後
、
二
十
五
年

勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
も
と
に
神
社
本
庁
の

戦
後
の
歩
み
を
中
心
と
し
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
昭
和
天
皇
の
詔
に
よ
り
、
わ
が
国
は

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て
敗
戦
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
米
軍
の
占

領
下
に
置
か
れ
ま
す
。
連
合
軍
の
総
司
令
官
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
着
任
し
て
戦
後
の
占
領
行
政
が
始
ま
り
ま
す
。

占
領
に
よ
っ
て
民
主
化
と
称
し
て
戦
前
の
有
り
様
が
全
く
変
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
民
主
化
と
い
い
ま
し
て
も
、
実
際
は
ア

メ
リ
カ
の
国
務
省
か
ら
日
本
占
領
の
目
的
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
送
ら
れ
て
く

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
は
日
本
が
再
び
米
国
の
脅
威
に
な

ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
指
令
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
た
民

主
化
政
策
が
様
々
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
　
神
社
本
庁
の
設
立

　

そ
う
し
た
な
か
で
神
社
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
行
政
が
な
さ
れ
る

の
か
、
ま
だ
誰
も
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
神
社
に
対
し

て
非
常
に
厳
し
い
措
置
を
と
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
予
想
さ
れ
て
終
戦
直
後
か
ら
動
き
始
め
た
神
社
関
係
者
が
い
る
わ

け
で
す
。
神
社
本
庁
創
立
あ
る
い
は
「
神
社
新
報
」
の
創
刊
に
関

わ
っ
た
葦
津
珍
彦
さ
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
八
月
十
五
日
以
降
、

様
々
な
神
社
関
係
者
と
連
絡
を
と
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
対
策
を
と
ら

な
い
と
大
変
な
混
乱
に
な
る
と
予
想
し
た
の
で
す
。
い
ま
ま
で
神
社

は
国
家
管
理
の
体
制
で
あ
る
意
味
整
然
と
行
政
が
行
わ
れ
て
き
た
わ

基
調
講
演
Ⅰ
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け
で
す
が
、
も
し
そ
う
い
う
体
制
が
一
方
的
に
崩
れ
て
し
ま
う
と
大

混
乱
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
の
も
と
で
、
関
係
者
の
あ

い
だ
に
様
々
話
を
し
て
回
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際

に
ど
ん
な
措
置
が
と
ら
れ
る
か
、
誰
も
予
想
も
つ
か
な
い
わ
け
で
す

か
ら
、
半
信
半
疑
で
そ
う
い
う
話
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
っ

た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
十
月
四
日
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
の

指
令
」
と
い
う
の
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
当
厳
し
い
政

策
が
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
現
実
味
を
帯
び
て
き

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
十
一
月
八
日
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
皇
典
講
究
所
の
専

務
理
事
を
さ
れ
て
い
た
吉
田
茂
氏
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
間
宗
教
情
報
局
の

宗
教
課
長
バ
ン
ス
氏
と
会
談
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
行
政
を
取
り

扱
う
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
心
人
物
と
会
談
を
す
る
わ
け
で
す
。
吉
田
茂

さ
ん
は
、
首
相
を
な
さ
っ
た
吉
田
茂
さ
ん
と
は
違
う
方
で
あ
り
ま
し

て
、
厚
生
大
臣
な
ど
を
務
め
ら
れ
、
ま
た
神
社
と
非
常
に
関
係
の
深

い
方
で
、
当
時
は
皇
典
講
究
所
の
専
務
理
事
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た

わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
葦
津［
珍
彦
］さ
ん
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
も
と

だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
積
極
的
に
国
家
管
理
か
ら
神
社
全
体
が

離
れ
よ
う
と
い
う
提
案
を
、
こ
の
十
一
月
八
日
の
時
点
で
し
て
お
り

ま
す
。
今
後
神
社
界
は
、
民
間
団
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
神
社
関
係

の
事
項
を
取
り
扱
っ
て
い
く
と
い
う
形
を
と
り
た
い
、
国
家
管
理
か

ら
離
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
す
。

　

当
時
は
神
社
行
政
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

を
占
領
軍
側
で
も
種
々
検
討
し
て
い
て
、「
神
道
指
令
」
の
も
と
に

な
る
原
案
を
様
々
作
成
し
て
い
る
途
中
で
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
バ
ン
ス
課
長
は
吉
田
さ
ん
と
の
会

談
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
十
一
月
八
日
に
そ
の
会
談
を
も
っ
て
、

三
日
後
の
十
一
月
十
一
日
に
は
新
団
体
設
立
準
備
委
員
会
を
開
催
し

て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
現
在
國
學
院
の
三
号
館
の
建
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
、
当
時
の
神
職
会
館
に
皆
さ
ん
が
集
ま
っ
て
設

立
に
向
け
た
会
合
を
何
度
も
開
い
て
、
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
に
と
い
い

ま
し
ょ
う
か
、
全
国
の
有
力
な
神
職
に
集
合
し
て
い
た
だ
い
て
、
新

団
体
設
立
に
向
け
た
会
合
を
開
い
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
、
十

二
月
十
五
日
に
「
神
道
指
令
」
が
出
さ
れ
、
神
社
は
国
家
か
ら
完
全

分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
神
社
行
政
の
中
心
で

あ
っ
た
神
祇
院
の
廃
止
が
日
本
政
府
に
命
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
新
団
体
設
立
の
準
備
も
進
ん
で
お
り
ま
し
て
、
年
が
明

け
た
昭
和
二
十
一
年
の
一
月
二
十
三
日
に
新
団
体
と
な
る
神
社
本
庁

の
設
立
総
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
二
月
二
日

に　

戦
前
の
神
祇
関
係
の
法
令
が
廃
止
さ
れ
、
神
祇
院
も
解
体
さ
れ

る
。
そ
の
翌
日
に
宗
教
法
人
と
し
て
全
国
神
社
が
保
全
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
二
月
三
日
に
宗
教
法
人
と
な
っ
た
全
国
神
社
の
包
括
法
人

と
し
て
神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
戦
前
の
国
家

管
理
の
体
制
か
ら
、
本
当
に
寸
分
の
隙
間
も
な
く
、
宗
教
法
人
と
な
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り
、
戦
後
の
新
し
い
神
社
本
庁
と
い
う
体
制
に
引
き
継
ぎ
が
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
神
社
祭
祀
の
伝
統
の
維
持
、
神
職
の
任
免
の
制
度
、
神
職

養
成
制
度
の
確
立
、
神
社
護
持
の
た
め
統
理
の
承
認
事
務
の
確
立
、

そ
れ
か
ら
戦
後
の
神
道
教
化
策
の
振
興
、
さ
ら
に
は
伊
勢
の
神
宮
の

神
宮
大
麻
の
頒
布
な
ど
を
、
大
き
な
混
乱
を
す
る
こ
と
な
く
新
業
務

が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
神
道
指
令
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
予
想
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど

混
乱
な
く
、
新
団
体
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
新
し
く
で
き
た
神
社
本
庁
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
設

立
の
段
階
で
様
々
な
議
論
の
な
か
で
団
体
の
性
質
と
し
て
二
方
向
が

提
案
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
つ
は
神
社
連
盟
案
、
そ
れ
か
ら
神
社
教

案
。
神
社
連
盟
は
、
個
々
の
神
社
は
独
立
し
て
い
て
、
そ
れ
の
ゆ
る

や
か
な
連
合
体
で
す
。
も
う
一
つ
は
神
社
教
案
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

一
人
の
管
長
の
も
と
に
す
べ
て
の
神
社
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
式
に
構
成
す

る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
議
論
の
な
か
で
神

社
連
盟
案
が
採
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
占
領
行
政
に
よ
っ

て
い
ち
ば
ん
上
の
管
長
が
行
政
上
の
い
ろ
い
ろ
な
指
示
を
受
け
た
場

合
、
下
の
全
神
社
が
そ
れ
に
従
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う

な
体
制
は
占
領
下
に
あ
っ
て
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
で
、
個
々
の
神

社
は
独
立
し
て
、
そ
の
ゆ
る
や
か
な
連
合
体
、
包
括
法
人
と
い
う
形

を
と
っ
た
。
こ
れ
も
い
ち
ば
ん
最
初
に
危
機
感
を
感
じ
て
動
き
始
め

た
葦
津
さ
ん
の
構
想
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
形
で
神
社
本
庁
が

成
立
し
た
。「
神
道
指
令
」
下
、
神
社
を
超
国
家
主
義
と
軍
国
主
義

の
温
床
と
決
め
つ
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
強
い
圧
力
で
神
社
神
道
を

攻
撃
す
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
「
神
道
指
令
」

の
圧
力
か
ら
神
社
を
防
御
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
の
発
足
。
そ
し
て
、

神
社
業
務
の
戦
前
か
ら
戦
後
へ
の
継
続
性
を
確
保
し
て
い
っ
た
。
こ

の
点
が
神
社
本
庁
の
性
格
を
知
る
上
で
の
原
点
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

二
　
国
柄
回
復
へ
の
国
民
運
動

　

そ
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
主
権
が
回
復
し
ま
す
。

独
立
後
は
、
占
領
行
政
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
国
柄
、
国
体
の
回

復
に
向
け
た
動
き
、
国
民
運
動
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
く
。
い
ち

ば
ん
初
め
に
手
掛
け
た
の
は
①
「
紀
元
節
復
活
運
動
」
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
二
十
三
年
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
戦
前

二
月
十
一
日
に
お
祝
い
さ
れ
て
き
た
紀
元
節
が
廃
止
に
な
り
ま
す
。

神
話
に
起
源
す
る
祭
日
は
「
神
道
指
令
」
違
反
と
の
理
由
で
あ
り
ま

す
。
昭
和
二
十
六
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
締
結
に
よ

り
独
立
が
回
復
す
る
こ
と
で
、
紀
元
節
復
活
に
向
け
た
国
民
運
動
を

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

早
く
も
昭
和
三
十
二
年
の
通
常
国
会
に
建
国
記
念
日
法
案
が
提
出

さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
衆
議
院
で
は
可
決
し
て
お
り
ま
す
が
、

参
議
院
で
は
当
時
の
社
会
党
な
ど
の
反
対
に
よ
り
審
議
さ
れ
る
こ
と
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な
く
廃
案
と
な
っ
て
い
ま
す
。
以
後
、
復
活
推
進
派
と
反
対
派
で
国

を
二
分
す
る
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
地
道
な
法
制
化

の
た
め
の
啓
発
活
動
が
行
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
全
国
に
あ
る
神
社

を
中
心
と
し
て
全
国
各
地
で
奉
祝
行
事
の
実
施
を
行
っ
て
機
運
を
高

め
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
戦
後
の
情
勢
は
簡
単
に
こ
れ
を
進
め
て
い

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
十
年
以
上
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
昭
和

四
十
一
年
の
通
常
国
会
で
祝
日
法
の
改
正
案
が
提
出
さ
れ
、
六
月
に

衆
参
両
院
で
可
決
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
二
月
に
政
令
で
建
国
記
念

の
日
を
二
月
十
一
日
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
よ
う
や
く

法
制
化
が
成
立
し
た
。
翌
年
の
昭
和
四
十
二
年
の
建
国
記
念
日
に
は

全
国
千
五
百
三
十
か
所
で
奉
祝
の
行
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
神
道
指
令
で
廃
止
さ
れ
た
紀
元
節
の
復
活
は
、
日
本
神

話
に
由
来
す
る
建
国
伝
承
の
復
活
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味

で
非
常
に
大
き
な
誇
り
の
回
復
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

②
と
し
ま
し
て
、「
元
号
の
法
制
化
運
動
」
が
あ
り
ま
す
。
わ
が

国
の
元
号
は
第
三
十
六
代
の
孝
徳
天
皇
の
大
化
以
来
連
綿
と
続
い
て

現
代
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
明
治
以
降
は
一
世
一
元
の
制
が
採

用
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
「
旧
皇
室
典
範
」
に
制
定
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
伴
い
、
旧
皇
室
典

範
が
廃
止
さ
れ
、
新
典
範
と
な
っ
た
た
め
、
元
号
に
つ
い
て
の
規
定

が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
十
三
年
の
明
治
維
新
百
年
の
記

念
行
事
の
折
、
神
社
本
庁
は
一
世
一
元
の
法
制
化
を
促
進
す
る
と
い

う
宣
言
を
し
て
国
民
運
動
を
始
め
ま
す
。
昭
和
五
十
年
、
天
皇
陛
下

ご
即
位
五
十
年
の
奉
祝
大
会
、
こ
れ
は
神
社
界
内
部
の
大
会
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
機
に
一
世
一
元
の
法
制
化
を
政
府
に
要
望
し
、
昭

和
五
十
二
年
か
ら
は
元
号
法
制
化
に
向
け
た
日
本
青
年
協
議
会
の
全

国
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
支
援
し
て
、
一
緒
に
元
号
法
の
法
制
化
の
実
現
を

訴
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
五
十
四
年
、
通
常
国
会
に
法
案

が
提
出
さ
れ
、
元
号
法
が
法
制
化
さ
れ
た
。
当
時
は
、
元
号
を
廃
止

し
て
西
暦
一
本
で
と
い
う
論
調
も
非
常
に
強
か
っ
た
わ
け
で
す
。
と

く
に
朝
日
新
聞
は
西
暦
の
表
記
を
採
用
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
伝
統
文
化
の
再
認
識
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

③
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
神
宮
の
真
姿
顕
現
運
動
」
が
あ
り

ま
す
。
戦
後
、
伊
勢
の
神
宮
は
も
ち
ろ
ん
皇
室
と
非
常
に
密
接
な
関

係
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
伊
勢
の
神
宮
も
一
宗
教
法
人
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
由
緒
か
ら
皇
室
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
宗

教
法
人
に
な
っ
た
こ
と
で
そ
の
関
係
が
非
常
に
希
薄
に
な
っ
て
い
た

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
昭
和
三
十
年
に
神
宮
の
内
部
で
神
宮
制
度
改
正

案
を
ま
と
め
て
、
改
革
に
向
け
た
活
動
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。
昭

和
三
十
五
年
、
三
重
県
選
出
の
浜
地
文
平
衆
議
院
議
員
が
そ
の
年
の

臨
時
国
会
に
伊
勢
の
神
宮
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出
し
て
お
り

ま
す
。
そ
の
趣
旨
は
、
伊
勢
の
神
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
御
鏡
は
、
皇

祖
か
ら
皇
孫
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
皇
室
経
済
法
第
七
条
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の
「
皇
位
と
共
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
は
、
皇
位
と
共
に
、
皇

嗣
が
こ
れ
を
受
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
位
と
密
接
不
可
分
の
も

の
で
、
神
宮
が
神
宮
の
自
由
意
思
で
処
分
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
明
確
に
確
認
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
日

本
神
話
の
伝
承
に
よ
り
ま
し
て
、
皇
祖
天
照
大
神
か
ら
皇
孫
瓊
瓊
杵

尊
に
御
鏡
が
与
え
ら
れ
て
、「
吾
が
御
前
を
拝
く
が
如
、
い
つ
き
ま

つ
れ
」
と
。
こ
の
神
勅
の
も
と
に
皇
室
で
祀
ら
れ
、
そ
の
後
、
伊
勢

の
神
宮
に
奉
斎
さ
れ
る
と
い
う
由
緒
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
を

よ
り
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
、
当
時
の
池
田
勇
人
首
相
よ
り

政
府
答
弁
書
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、「
神
宮
に
祀
ら

れ
て
い
る
御
鏡
は
皇
祖
が
皇
孫
に
授
け
ら
れ
た
八
咫
鏡
で
あ
り
、
皇

位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
る
。
皇
居
の
賢
所
に

祀
ら
れ
て
い
る
形
代
の
御
鏡
の
御
本
体
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
御
本

質
を
無
視
し
て
、
神
宮
が
処
置
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
神
宮
に
関

す
る
重
要
事
項
は
皇
室
と
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」。
こ
う

い
う
主
旨
の
政
府
答
弁
書
で
あ
り
ま
し
て
、
皇
室
と
神
宮
と
の
関
係

は
密
接
不
可
分
な
も
の
で
、
宮
中
三
殿
の
賢
所
に
お
祀
り
さ
れ
て
い

る
御
鏡
が
御
代
宮
で
あ
っ
て
、
そ
の
御
本
宮
が
伊
勢
神
宮
だ
と
い
う

認
識
、
神
宮
に
関
わ
る
こ
と
は
す
べ
て
皇
室
と
協
議
す
る
慣
例
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
政
府
答
弁
書
で
、
宗
教
法
人
と
な
っ
た
伊
勢
神

宮
と
皇
室
と
が
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
神
社
界
内
部
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

国
家
の
基
本
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
大
き
な
成
果
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

三
　
戦
後
の
国
民
思
想
を
正
す
運
動

　

こ
れ
以
外
に
も
様
々
な
国
民
運
動
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

次
に
三
番
目
の
お
話
に
移
り
ま
す
。
戦
後
の
国
民
思
想
を
正
す
運
動

と
い
う
こ
と
で
、
①
「
国
民
精
神
昂
揚
運
動
」
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
代
に
反
体
制
運
動
、
学
生
運
動
の
過
激

化
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
五
年
に
日
米
安
保
条
約
の
改
定
、
こ
れ
に
合

わ
せ
た
反
対
運
動
の
高
ま
り
と
い
う
こ
と
で
、
世
の
中
が
非
常
に
不

安
定
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
神
社
界
で
は
昭
和
四
十
二
年
に

国
民
精
神
昂
揚
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ

の
基
本
方
針
は
伊
勢
の
神
宮
を
崇
敬
し
、
皇
室
を
尊
び
、
日
本
の
伝

統
的
国
家
理
念
を
護
持
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
て
国
民
精
神
の
振
興

を
図
る
目
的
の
も
と
に
、
こ
の
国
民
精
神
昂
揚
運
動
を
推
進
す
る
わ

け
で
す
。

　

実
際
は
、
神
社
関
係
者
の
意
識
を
高
め
る
、
そ
し
て
神
宮
あ
る
い

は
皇
室
へ
の
尊
崇
の
念
を
高
め
て
い
っ
て
、
伝
統
的
な
国
家
理
念
を

守
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
特
別
な
指
導
者
を
各
県
か
ら
募
り
ま

し
て
、
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
よ
う
な
指
導
者
を
育
成
す
る
た
め
の
講
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
練
成
行
事
と
い
う
の
は
禊
ぎ
行
事
な
の
で
す
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が
、
禊
ぎ
を
し
て
心
身
を
鍛
え
る
と
共
に
憲
法
問
題
、
教
育
問
題
、

国
防
問
題
、
思
想
問
題
等
の
講
義
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
そ
こ
で
育
成

さ
れ
た
基
幹
要
員
が
講
師
と
な
っ
て
各
県
や
各
県
の
下
の
支
部
に
伝

達
講
習
が
行
わ
れ
て
、
大
き
な
広
が
り
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
と
く
に
神
職
の
み
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
神
社
の
総

代
会
。
そ
れ
か
ら
、
神
社
関
係
の
団
体
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

指
定
団
体
と
い
い
ま
し
て
、
敬
神
婦
人
会
と
か
氏
子
青
年
会
と
い
う

周
辺
の
諸
団
体
。
そ
れ
か
ら
、
当
時
す
で
に
形
成
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
神
道
政
治
連
盟
。
こ
れ
は
神
職
の
団
体
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら
と
連
携
し
て
国
民
思
想
を
善
導
し
て
い
く
。
こ
れ
は
占
領
行

政
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
国
柄
の
回
復
運
動
と
並
行
に
な
っ
て
い

る
活
動
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
様
々
な
講
習
会
を
開
催
し

な
が
ら
、
神
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
全
国
の
す
み
ず
み
ま
で

国
民
思
想
を
善
導
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
活
動
が
さ
れ
る
。
非
常

に
盛
り
上
が
っ
た
活
動
だ
っ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

②
「
神
宮
式
年
遷
宮
の
奉
賛
活
動
」
で
あ
り
ま
す
が
、
当
然
な
が

ら
こ
れ
も
国
民
精
神
昂
揚
活
動
と
も
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
わ

け
で
、
神
宮
へ
の
尊
崇
の
念
を
高
め
る
と
い
う
の
が
国
民
精
神
昂
揚

活
動
の
一
つ
の
目
標
で
あ
り
ま
し
た
。
伊
勢
の
神
宮
の
式
年
遷
宮
は

二
十
年
に
一
度
、
社
殿
、
御
装
束
、
神
宝
の
す
べ
て
新
し
く
造
替
を

し
て
、
新
し
い
御
殿
に
二
十
年
に
一
度
移
っ
て
い
た
だ
い
て
、
い
ち

ば
ん
大
事
な
そ
の
年
の
神
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る

わ
け
で
す
。
終
戦
後
の
昭
和
二
十
四
年
に
第
五
十
九
回
の
式
年
遷
宮

が
行
わ
れ
る
予
定
で
準
備
が
進
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
神
道
指
令
の

発
出
で
伊
勢
の
神
宮
は
宗
教
法
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
国
費
の
支
援
は
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
や
む
な
く
、

昭
和
二
十
四
年
で
の
実
施
は
、
昭
和
天
皇
の
思
し
召
し
で
延
引
と
な

り
ま
す
。

　

昭
和
二
十
四
年
に
な
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
遷
宮
を
実
施
す
る
年
に
当

た
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
年
に
宇
治
橋
の
掛
け
替
え
が
行
わ

れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
渡
始
行
事
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
が
参
拝
さ

れ
て
、
戦
後
の
う
ち
ひ
し
が
れ
た
心
を
大
い
に
奮
い
立
た
せ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
経
験
か
ら
、
神
宮
奉
賛
会
を
結
成
し
て
、
国
民
募

財
の
も
と
五
十
九
回
の
式
年
遷
宮
を
完
遂
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
決

ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
募
財
が
開
始
さ
れ
る
と
、
予
想
外
に
早
く

資
金
を
募
金
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
二
十
四
年
が
本
来
の
実
施

予
定
年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
二
十
八
年
に
第
五
十
九
回
の
式
年
遷
宮

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
遷
宮
を
延
引
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
中
世
の
戦
乱
期
以
来
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
時
代
と
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
四
年
間
延
引
さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、
無
事
に
昭
和
二
十
八
年
の
十
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
半
官
半
民

で
完
遂
を
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
昭
和
四
十
八
年
、
第
六
十
回
式
年
遷
宮
で
あ
り
ま
す
。
二

十
年
後
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
三
十
五
年
に
神
宮
の
御
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鏡
の
御
性
質
の
確
認
が
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
奉
賛
会
を
結

成
し
て
国
民
募
財
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
天
皇
の
「
御

聴
許
」
を
も
っ
て
準
備
が
開
始
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
式
年

遷
宮
の
準
備
を
し
て
よ
ろ
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
天
皇
陛
下
に
お
聞

き
届
け
い
た
だ
き
ま
し
て
、
遷
宮
の
準
備
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
遷
宮
資
金
と
し
て
御
内
帑
金
の
御
下
賜
な
ど
も
あ
り
ま
し
て
、

四
十
八
年
十
月
に
行
っ
た
遷
御
の
儀
に
は
、
皇
族
を
代
表
し
て
常
陸

宮
殿
下
が
参
列
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
の
昭
和
四
十
九
年

の
十
一
月
に
は
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
が
御
参
拝
に
な
ら
れ
た
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
に
、
剣
璽
御
動
座
の
儀
が
復
活
し
ま
し
た
。

戦
後
、
天
皇
陛
下
が
行
幸
さ
れ
る
場
合
に
剣
璽
が
一
緒
に
御
動
座
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
中
断
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
儀
式
を
復
活

し
て
ほ
し
い
と
い
う
運
動
も
続
け
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
伊

勢
の
神
宮
の
御
親
謁
の
時
に
こ
れ
が
復
活
す
る
。
非
常
に
記
念
的
な

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
二
十
年
後
、
平
成
五
年
第
六
十
一
回
式
年
遷
宮
、
平
成
二
十

五
年
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
。
す
こ
し
ず
つ
皇
室
の
関
与
も
増
え
て
、

六
十
一
回
式
年
遷
宮
、
六
十
二
回
式
年
遷
宮
も
国
民
奉
賛
の
か
た
ち

で
完
遂
し
て
、
と
く
に
平
成
二
十
五
年
の
式
年
遷
宮
に
は
た
く
さ
ん

の
方
々
が
ご
参
拝
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て

お
り
ま
す
。
皇
室
の
重
儀
で
あ
る
式
年
遷
宮
は
、
か
つ
て
は
国
費
で

支
弁
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
政
教
分
離
の
憲

法
の
も
と
で
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民
奉
賛
と
い
う
か
た

ち
で
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
も
伝
統
の
護
持
と
い
う
点
か
ら
非
常
に
大

き
な
事
業
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

四
　
戦
後
の
社
会
変
化
に
応
じ
た
対
応

　

四
番
目
と
し
ま
し
て
、
戦
後
の
社
会
変
化
に
応
じ
た
対
応
、
①

「
神
社
本
庁
憲
章
の
制
定
」
で
す
。
占
領
行
政
が
あ
っ
て
、
様
々
な

民
主
化
と
称
す
る
改
革
が
行
わ
れ
て
、
国
民
全
体
が
変
化
し
て
い
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
神
職
も
育
っ
て
く
る
わ
け
で
す
の

で
、
戦
前
の
神
社
行
政
を
知
っ
て
い
る
神
職
と
戦
後
の
神
職
と
当
然

な
が
ら
考
え
方
も
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
な

か
で
、
神
社
の
本
義
、
神
社
と
は
何
か
、
そ
れ
か
ら
神
社
で
行
わ
れ

る
祭
祀
の
本
質
、
神
職
や
総
代
の
責
務
な
ど
、
従
来
は
「
不
文
の

法
」
と
し
て
伝
統
を
保
持
し
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
昭
和
五

十
五
年
、
こ
れ
を
「
神
社
本
庁
憲
章
」
と
し
て
明
文
化
し
て
お
り
ま

す
。
戦
後
、
神
社
は
「
国
家
の
宗
祀
」
か
ら
宗
教
法
人
と
な
り
ま
し

た
。
戦
後
教
育
を
受
け
た
世
代
の
成
長
に
よ
り
、
神
社
の
本
質
理
解

に
混
乱
が
生
ず
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
精
神
的
規
範
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。
ご
く
ご
く
普
通
の
神
社
理
解
を
明
文
化
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
神
社
の
項
目
を
見
ま
す
と
、

「
神
社
は
神
祇
を
奉
斎
し
、
祭
祀
を
行
ひ
、
祭
神
の
神
徳
を
広
め
、

以
て
皇
運
の
隆
昌
と
氏
子
・
崇
敬
者
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
こ
と
を
本
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義
と
す
る
」。
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
統
合
の
象
徴
で
あ

る
天
皇
、
新
憲
法
で
も
そ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
皇
運
の
隆
昌
と
氏
子
・
崇
敬
者
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
と
明
確
に

規
定
し
た
。
戦
後
教
育
を
受
け
た
若
い
神
職
は
こ
の
へ
ん
が
な
か
な

か
理
解
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
明
確
化
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

②
は
「
神
社
本
庁
研
修
所
の
発
足
」
で
す
。
神
社
界
で
は
様
々
な

講
習
会
が
開
催
さ
れ
、
時
局
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
国
民
運

動
の
推
進
そ
の
他
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
昭
和
四
十
二
年
の
国
民
精

神
昂
揚
運
動
の
高
ま
り
の
な
か
で
そ
う
い
う
講
習
会
が
た
く
さ
ん
開

催
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
集
約
す
る
か
た
ち

で
研
修
所
、
当
時
は
中
央
研
修
所
と
言
い
ま
し
た
が
、
中
央
研
修
所

が
設
置
さ
れ
、
昭
和
五
十
年
に
神
職
の
生
涯
教
育
を
主
管
と
す
る
部

署
が
発
足
し
て
い
ま
す
。
生
涯
教
育
で
す
か
ら
、
初
任
神
職
研
修
、

中
堅
神
職
研
修
、
指
導
者
神
職
研
修
と
い
う
段
階
に
研
修
が
分
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
神
職
の
資
格
で
あ
り
ま
す
階
位
を
と
る
た

め
の
研
修
。
明
階
基
礎
研
修
、
正
階
基
礎
研
修
、
そ
れ
か
ら
各
種
指

導
者
、
祭
式
の
指
導
者
と
か
練
成
行
事
の
指
導
者
、
あ
る
い
は
雅
楽

の
指
導
者
と
か
、
各
種
指
導
者
の
養
成
研
修
。
そ
れ
か
ら
様
々
な
時

局
に
お
い
て
は
各
種
研
修
。
様
々
な
研
修
が
こ
の
研
修
所
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
現
在
も
続
い
て
い
る
わ
け

で
、
年
間
た
く
さ
ん
の
研
修
が
開
催
さ
れ
て
、
延
べ
人
数
で
本
当
に

た
く
さ
ん
の
神
職
が
こ
こ
で
学
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
必
要
な
知
識
、

技
能
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
現
状
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

③
は
「
神
社
振
興
対
策
指
定
神
社
の
指
定
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
も
昭
和
五
十
年
か
ら
始
ま
っ
て
ま
す
。
全
国
に
た
く
さ
ん
の
神

社
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
神
社
は
別
と
し
て
、
小
さ

な
神
社
、
小
規
模
な
神
社
が
さ
び
れ
て
し
ま
っ
て
は
意
味
が
な
い
わ

け
で
す
の
で
、
小
規
模
神
社
の
振
興
を
図
り
、
そ
の
周
辺
の
神
社
へ

の
波
及
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
す
。
昭
和
五
十
年
代
に
入
り
ま
す
と
、

社
会
構
造
が
非
常
に
大
き
く
変
化
し
て
、
過
疎
や
過
密
の
問
題
が
顕

在
化
し
て
、
神
社
の
経
営
も
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
各
県
で

一
、
二
社
、
指
定
神
社
を
指
定
し
て
も
ら
っ
て
、
当
時
モ
デ
ル
神
社

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
神
社
庁
や
支

部
か
ら
の
物
心
両
面
の
支
援
を
集
約
し
て
振
興
し
よ
う
と
。
そ
し
て
、

振
興
し
た
神
社
の
内
容
が
周
辺
の
神
社
に
も
波
及
す
れ
ば
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
を
目
標
に
し
て
三
か
年
一
期
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十
年
の
時
点
で
十
二
期
が
経
過
し
て
お
り
ま
し
て
、
延
べ
七

百
社
余
り
の
モ
デ
ル
神
社
が
指
定
さ
れ
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
指
定
さ
れ
ま
す
と
、
老
朽
化
し

た
社
殿
の
改
修
な
ど
が
非
常
に
行
い
や
す
く
な
り
ま
す
。
指
定
さ
れ

て
も
、
わ
ず
か
な
援
助
金
し
か
出
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
機
に
社

殿
が
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
神
社
も
非
常
に
多
く
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
モ
デ
ル
神
社
と
い
う
か
た
ち
で
石
碑
を
建
て
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ら
れ
た
神
社
も
数
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

④
は
環
境
問
題
へ
の
対
応
で
す
。
こ
れ
は
鎮
守
の
森
が
非
常
に
減

少
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
鎮
守
の
森
の
現
代
的
意
義
を
再
認

識
し
よ
う
。
自
然
と
調
和
し
て
生
き
て
き
た
日
本
人
の
伝
統
的
自
然

観
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
昭
和

四
十
六
年
に
神
域
の
緑
を
守
る
会
が
結
成
さ
れ
、
毎
年
植
樹
祭
に
合

わ
せ
て
植
樹
勧
奨
を
行
っ
て
境
内
の
植
樹
を
し
よ
う
と
勧
奨
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
、
神
社
の
境
内
地
は
非
常
に
公
共

性
が
高
い
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
公
共
事
業
、
道
路
を
広
げ

る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
処
分
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
自
治
省
、
建
設
省
に
は
公
共
事
業
の
名
の

も
と
に
神
社
境
内
地
の
尊
厳
を
安
易
に
破
壊
し
な
い
よ
う
要
望
し
た

り
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
神
社
の
鎮
守
の
森
を
守
る
運
動
と
い
う

こ
と
で
、
そ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
『
神
社
と
み
ど
り
』『
護
れ
鎮
守

の
み
ど
り
』
な
ど
の
書
物
を
刊
行
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
六
年
、
式

年
遷
宮
が
行
わ
れ
た
翌
年
で
す
け
れ
ど
も
、「
千
年
の
森
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
こ
れ
は
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
，
鎮
守
の
森
の
意
義
の
啓
発
に

も
努
め
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
平
成
十
四
年
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

社
叢
学
会
が
設
立
さ
れ
る
に
際
し
て
、
本
庁
が
支
援
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

⑤
は
平
成
の
大
嘗
祭
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
、
平
成
の
大
嘗
祭

は
戦
後
体
制
に
な
っ
て
初
め
て
の
大
嘗
祭
で
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
天

皇
は
戦
前
、
昭
和
三
年
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
以
来
一

世
一
度
の
大
嘗
祭
は
行
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
し
か
も
そ
の
間
に

憲
法
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
皇
室
典
範
の
中
に
は
、
皇
位
の

継
承
が
あ
っ
た
時
に
は
、
即
位
の
礼
を
行
う
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、

大
嘗
祭
の
こ
と
に
は
ふ
れ
て
な
い
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
伝
統
に

基
づ
い
て
古
式
の
ま
ま
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
政
府
に
要
望
す
る
と

共
に
、
国
民
へ
の
啓
発
活
動
を
行
う
わ
け
で
す
。
平
成
の
大
嘗
祭
は

昭
和
天
皇
の
崩
御
が
前
提
に
な
っ
て
新
帝
の
即
位
で
あ
り
ま
す
の
で
、

な
か
な
か
事
前
に
準
備
を
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
か
で
す
こ

し
ず
つ
研
究
を
進
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
前
回
は
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則
に
よ
り

大
嘗
祭
を
行
う
こ
と
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
反
対
運
動
、
野
党
や

マ
ス
コ
ミ
を
中
心
に
巻
き
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
神
社
界
で

は
皇
位
継
承
儀
礼
の
な
か
で
大
嘗
祭
は
最
も
重
儀
で
あ
る
、
大
嘗
祭

の
儀
式
は
不
可
欠
で
あ
る
と
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
し
、
提
言
を
し

て
お
り
ま
す
。
と
く
に
こ
れ
は
神
社
新
報
の
皇
室
法
研
究
会
の
『
現

行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』
と
い
う
中
で
、
現
憲
法
の
中
で
も
大
事

な
皇
室
の
行
事
と
し
て
行
う
べ
き
だ
と
い
う
提
言
が
あ
っ
て
、
お
そ

ら
く
こ
れ
に
影
響
さ
れ
て
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
政
府
の
基
本
見
解

が
示
さ
れ
て
、
大
嘗
祭
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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政
府
見
解
は
、
要
約
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
大
嘗
祭
は
わ
が

国
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
収
穫
儀
礼
で
、
世
襲
の
皇
位
継
承
に

伴
う
き
わ
め
て
重
要
な
儀
式
で
、
宗
教
上
の
儀
式
で
も
あ
る
の
で
、

国
事
行
為
と
し
て
は
行
え
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
国
が
立
ち
入
る
こ

と
は
な
じ
ま
な
い
性
格
の
も
の
と
規
定
し
て
、
し
か
し
、
皇
位
が
世

襲
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
大
事
な
皇
位
継
承
儀
礼
で
あ
る
の
で
、
皇
室

行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
国
と
し
て
も
深
い
関
心
を
も
ち
、
そ

の
挙
行
を
可
能
に
す
る
手
だ
て
を
講
ず
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と

明
言
さ
れ
、
費
用
を
宮
廷
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
費
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
『
現
行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』
の
中
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
前
は
政
治
で
あ
る
国
務
と
宮
中
で
行
う
宮

務
を
明
確
に
区
別
し
て
い
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
は
国
務
の
ほ
う
を
規

定
し
、
皇
室
典
範
が
宮
務
の
ほ
う
を
規
定
す
る
。
そ
う
い
う
二
大
法

体
系
に
よ
っ
て
、
国
務
の
ほ
う
か
ら
宮
中
の
こ
と
に
立
ち
入
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
伝
統
の
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
内
容
に
国
が

立
ち
入
る
こ
と
は
な
じ
ま
な
い
性
格
の
も
の
と
い
う
言
い
方
で
、
皇

室
の
伝
統
行
事
と
し
て
、
し
か
も
皇
位
は
世
襲
の
も
の
で
あ
る
の
で
、

皇
室
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
政
府
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
立
ち
入
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
じ
ま
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
挙
行
を

可
能
に
す
る
手
立
て
を
講
ず
る
こ
と
は
当
然
と
い
う
ふ
う
に
明
言
さ

れ
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
嘗
祭
実
施
を
強
力
に
支
援
し
、
そ
の
啓
蒙
活
動
を

行
っ
て
い
た
神
社
界
に
対
し
て
、
反
対
の
過
激
派
は
テ
ロ
攻
撃
に
出

ま
し
て
、
東
京
の
白
髭
神
社
、
秋
田
の
護
国
神
社
、
宮
城
県
の
竹
駒

神
社
等
が
全
焼
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
二
年
の
三
月
か
ら
そ
の
年
の

十
二
月
ま
で
の
あ
い
だ
に
二
十
二
社
が
被
災
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
こ
う
い
う
政
府
見
解
が
出
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
あ
と

も
、
公
然
と
反
対
だ
、
憲
法
違
反
だ
と
い
う
動
き
が
続
き
ま
し
た
の

で
、
こ
う
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

実
際
に
二
十
二
の
神
社
で
被
災
し
た
と
い
う
こ
と
を
現
在
に
な
っ
て

申
し
上
げ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
の
記
憶
に
な
い
と
い
う
状
況
で
す

ね
。
た
だ
、
今
回
の
大
嘗
祭
の
様
子
を
眺
め
て
お
り
ま
す
と
、
こ
の

平
成
三
十
年
の
あ
い
だ
に
天
皇
が
行
わ
れ
る
祭
祀
、
そ
れ
か
ら
神
社

で
行
わ
れ
る
祭
祀
に
つ
い
て
の
国
民
理
解
が
す
こ
し
変
化
し
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
祭
祀
を
通
じ
て
世
の
平
安

を
祈
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ

て
き
て
、
今
回
は
そ
う
い
う
憲
法
違
反
の
論
争
な
ど
は
起
こ
ら
ず
に
、

本
当
に
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
先
人
の
お
か
げ
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
主
要
な
戦
後
の
神
社
本
庁
あ
る
い
は
神
社
新
報
社
の
施
策

を
中
心
に
話
を
進
め
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
や
は
り

占
領
政
策
が
超
国
家
主
義
と
軍
国
主
義
の
温
床
と
決
め
つ
け
た
神
社

神
道
に
対
し
て
強
い
姿
勢
で
出
て
く
る
こ
と
を
察
知
し
た
先
人
が
、
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そ
の
こ
と
か
ら
神
社
を
守
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
き
、
さ
ら
に
は
、
占

領
が
解
除
さ
れ
ま
す
と
、
国
家
の
基
本
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
す

こ
し
ず
つ
地
道
に
努
力
し
て
、
全
国
神
社
の
す
み
ず
み
ま
で
の
理
解

を
得
な
が
ら
す
こ
し
ず
つ
回
復
に
努
め
て
き
た
姿
が
見
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
先
人
の
先
見
の
明
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、

現
状
認
識
と
い
い
ま
す
か
、
そ
し
て
回
復
に
向
け
た
強
い
意
思
に
敬

意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
私
の
発
題
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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戦
後
の
神
社
神
道

石

井

研

士

　

石
井
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
手
元
に
す
こ
し
厚
い
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
話
を
お
聞

き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、
ま
さ
か
明
治
聖
徳
記
念
学
会
で
こ
ん
な
話
を
聞
く
と
は
思
わ

な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
お
叱
り
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ

て
お
り
ま
す
。
私
の
専
門
は
宗
教
学
、
宗
教
社
会
学
で
あ
り
ま
し
て
、

基
本
的
に
は
神
社
神
道
、
神
社
が
社
会
の
中
で
ど
う
変
化
し
て
き
た

の
か
、
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
資
料
を
も

と
に
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
な
る
べ
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
資
料
を

も
と
に
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
公
開
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
傾
向
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
は
こ
う

考
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
解
釈
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

デ
ー
タ
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い

う
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
初
に
「『
今
』
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
」
と
い
う
こ
と
を

書
い
て
お
き
ま
し
た
。
い
ま
動
い
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
見
て
い
る
現

在
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
い
つ

も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
小
林
秀
雄
を
引
用
し
て
お
き
ま

し
た
。
小
林
秀
雄
の
『
無
常
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
一

部
で
す
。
生
き
て
い
る
も
の
の
姿
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
う
ま
く

つ
か
め
な
い
。
あ
る
時
代
が
終
わ
る
、
あ
る
い
は
あ
る
人
が
亡
く

な
っ
た
あ
と
、
こ
の
人
は
こ
う
い
う
人
だ
っ
た
と
い
う
評
価
が
出
て
、

あ
あ
、
あ
の
人
は
あ
あ
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う

内
容
の
エ
ッ
セ
ー
で
す
。
高
校
時
代
に
読
ん
で
非
常
に
印
象
に
強
く

残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
現
代
社
会
を
捉
え
る
こ
と
の
難
し
さ
、
そ
の

評
価
の
仕
方
が
一
様
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
く
て
そ

基
調
講
演
Ⅱ
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こ
に
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

今
年
の
三
月
二
十
三
日
に
明
治
聖
徳
記
念
学
会
の
第
六
十
六
回
例

会
が
あ
り
ま
し
た
。
例
会
は
年
に
二
回
開
催
し
て
お
り
ま
し
て
、

き
ょ
う
来
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ
ま
方
の
多
く
も
ご
参
加
し
て
い

た
だ
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
三
月
の
例
会
は
中
野
裕
三
さ
ん

の
「
明
治
神
宮
の
復
興
と
発
展
―
昭
和
二
十
一
年
～
昭
和
六
十
四
年

―
」
と
い
う
内
容
で
し
た
。
私
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に

専
門
は
宗
教
社
会
学
で
、
と
く
に
戦
後
の
社
会
変
動
と
宗
教
が
テ
ー

マ
で
す
。
た
い
へ
ん
興
味
深
い
内
容
だ
な
と
思
っ
て
伺
っ
て
お
り
ま

し
た
。
戦
後
の
明
治
神
宮
の
展
開
を
四
期
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
中
心
と
な
っ
た
方
向
性
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
内
容
で

あ
り
ま
し
た
。
さ
す
が
に
明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
に
所
属

さ
れ
て
い
る
研
究
者
の
ご
発
表
だ
な
と
、
た
い
へ
ん
熱
の
こ
も
っ
た

講
演
で
感
銘
い
た
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
感
銘
を
受
け
な
が
ら
、
そ

れ
で
は
私
だ
っ
た
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
を
ど
う
研
究
す
る
の
か
な
と
考

え
て
お
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
私
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
表
参
道
の

発
展
、
渋
谷
の
発
展
、
地
域
社
会
の
変
貌
と
か
、
他
の
氏
神
様
の
参

拝
の
動
向
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
に
明
治
神
宮
は
全
国
で
い
ち
ば
ん

多
い
初
詣
の
参
拝
者
数
を
記
録
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
関
係
を
考
え
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
発
表
は
そ
う
い
う
傾
向
で
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
資
料
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
が
、
明
治
聖
徳
記
念
学

会
で
は
戦
後
の
昭
和
期
の
神
道
、
神
社
研
究
に
関
し
て
は
い
く
つ
も

の
成
果
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
き
ょ
う
ご
覧
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
て

持
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
大
正
・
昭
和
前
期
の
神
道
と
社

会
」。
平
成
二
十
六
年
の
復
刊
第
五
十
一
号
で
す
。
本
体
は
た
い
へ

ん
厚
い
内
容
の
あ
る
本
で
し
て
、
そ
の
目
次
を
皆
さ
ま
方
の
お
手
元

の
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
著
名
な
研
究
者
の
方
々
が
個

人
の
関
心
に
従
っ
て
多
様
な
テ
ー
マ
を
選
び
、
成
果
を
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
本
会
の
理
事
長
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
阪
本
是
丸

先
生
は
責
任
編
集
と
し
て
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』
と
い
う
、

こ
れ
も
た
い
へ
ん
大
部
の
内
容
の
あ
る
ご
著
書
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
目
次
も
レ
ジ
ュ
メ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第
１
部
か

ら
始
ま
っ
て
、
多
く
の
研
究
者
が
同
じ
テ
ー
マ
で
い
ろ
い
ろ
な
側
面

か
ら
現
代
を
解
き
明
か
そ
う
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
お

わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
の
で
す
が
、
戦
後
の
神
社
神
道
に
関
し
ま

し
て
は
本
が
あ
り
ま
す
。
神
社
新
報
社
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ

れ
は
も
っ
と
厚
く
し
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
厚
く
で
き
た
の
だ

と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
大
き
さ
で
こ
の
厚
さ
で
戦
後
の
神
社
神

道
の
歩
み
を
様
々
な
領
域
か
ら
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

も
の
で
す
。
先
ほ
ど
講
演
を
さ
れ
た
茂
木
先
生
を
は
じ
め
、
阪
本
是

丸
先
生
、
そ
れ
か
ら
司
会
を
さ
れ
ま
す
櫻
井
治
男
先
生
、
そ
れ
か
ら

牟
禮
仁
先
生
な
ど
が
編
集
責
任
に
な
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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こ
の
目
次
も
次
の
２
ペ
ー
ジ
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
戦

後
の
出
発
、
神
社
と
政
治
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
祭
祀
・
信
仰
、
神

職
、
教
学
・
教
化
、
神
道
、
そ
の
他
を
第
十
一
章
に
わ
た
っ
て
、
た

い
へ
ん
要
領
よ
く
全
体
を
眺
望
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
だ
け
の
成
果
が
あ
り
ま
し
て
私
は
こ
の
檀

に
立
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
私
が
き
ょ
う
こ
れ
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
内
容
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
い
ま
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
研

究
の
成
果
と
す
こ
し
違
っ
た
内
容
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
か
ら
デ
ー

タ
と
い
う
こ
と
を
強
く
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の

２
ペ
ー
ジ
の
下
の
ほ
う
に
一
つ
、
こ
れ
は
「
神
社
新
報
」
に
載
っ
て

い
た
主
張
で
す
。
全
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
佐
野
和
史
さ
ん
と
い
う

神
社
本
庁
に
長
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
瀬
戸
神
社
の
宮
司
さ
ま
を
さ

れ
て
お
り
、
國
學
院
大
學
の
講
師
を
お
願
い
し
て
い
る
先
生
で
す
が
、

そ
の
先
生
の
書
か
れ
た
「
授
与
品
神
道
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
し

て
、
こ
れ
な
ど
は
デ
ー
タ
に
基
づ
か
な
く
て
も
才
気
煥
発
に
、
戦
後

の
神
社
界
の
断
面
を
「
授
与
品
神
道
」
と
い
う
言
葉
で
ス
パ
ッ
と

切
っ
て
み
せ
る
。
こ
う
い
う
の
は
達
人
の
域
に
あ
る
方
の
見
解
だ
な

と
感
心
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
い
ま
全
文
を
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
下
か
ら
四
、
五
行
目
ぐ
ら
い
に
ち
ょ
っ
と
字
を
太
く

し
て
あ
り
ま
す
。「
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
へ
る
多
様
な
商
品
開
発
」

と
い
う
方
法
論
が
、
そ
の
ま
ま
参
拝
者
の
要
望
に
応
じ
ら
れ
る
神
社

の
あ
り
方
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
消
費
者
対
応
の
な

か
で
、
神
社
界
で
こ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
、
い
ま

に
な
っ
て
も
こ
れ
は
非
常
に
有
効
な
見
方
な
の
か
な
と
。
昨
今
の
御

朱
印
ブ
ー
ム
、
あ
る
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
前
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
ん
て
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
同
じ
線
上
に

あ
る
の
か
な
、
た
い
へ
ん
う
ま
く
戦
後
の
神
社
界
の
あ
る
側
面
を
切

り
取
っ
て
み
せ
た
言
葉
だ
な
と
感
心
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
神
社
界
の
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な

る
べ
く
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
社
会
変
動
と
神
社
神
道
の
関
わ

り
を
考
え
た
い
。
な
お
か
つ
達
人
で
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
平
々

凡
々
と
し
た
研
究
者
で
す
の
で
、
な
る
べ
く
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
皆

さ
ん
に
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
述
べ

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
根
拠
と
し
て

の
資
料
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
き
ま
し
た
。
で
は
、
戦
後
神
社

神
道
は
何
を
使
っ
た
ら
把
握
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す

と
、
現
在
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
神
社
本
庁
関

係
で
あ
れ
ば
、「
神
社
活
動
に
関
す
る
全
国
統
計
」
と
い
う
も
の
が

昭
和
三
十
年
代
か
ら
連
綿
と
し
て
あ
り
ま
す
。
各
都
道
府
県
の
神
社

庁
が
ま
と
め
た
デ
ー
タ
が
神
社
本
庁
の
広
報
課
で
ま
と
め
ら
れ
て
一

覧
表
に
な
っ
て
毎
年
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
神
社
本
庁

の
「
神
社
庁
活
動
概
況
・
教
化
体
制
統
計
・
教
化
動
員
統
計
・
神
宮
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奉
賛
活
動
」
と
い
う
統
計
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
昭
和
三
十
年
代
か

ら
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
統
計
デ
ー
タ
の
経
年
変
化
、
じ
ー
っ
と
何

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
の
を
見
て
い
く
こ

と
で
あ
る
程
度
神
社
の
姿
が
わ
か
り
ま
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
施
設
が
整
え
ら
れ
、
境
内
地
が
整
備
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が

た
い
へ
ん
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
も
う
一
方
で
神
社
の
中
で
行
わ
れ
て

い
た
集
会
が
外
の
会
館
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
、
い
ま
で
い
え
ば

神
社
ら
し
い
活
動
に
限
定
さ
れ
た
活
動
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
把
握
で
き
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
神
社
本
庁
で
い
ろ
い
ろ
協
力
は
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

行
っ
て
き
た
調
査
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
神
社
に
関
す
る
意
識

調
査
」。
こ
れ
は
世
論
調
査
で
す
。
一
般
の
方
々
に
世
論
調
査
を
し

ま
し
て
、
神
社
と
の
関
わ
り
、
神
社
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
を
調
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
あ
と
で
資
料
を
ご
覧
に
入
れ
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
神
棚
の
保
有
率
と
か
、
神
棚
の
参
拝
率
、

あ
る
い
は
ど
う
い
う
機
会
に
神
社
に
行
き
ま
す
か
と
い
う
質
問
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
継
続
的
に
調
べ
て
い
ま
す
。
平
成
八
年

に
行
っ
て
い
た
だ
い
て
、
五
年
後
、
十
年
後
と
五
年
ご
と
に
三
回
行

い
ま
し
た
。
こ
れ
で
五
年
ご
と
に
三
回
や
り
ま
し
た
の
で
、
次
は
十

年
後
で
い
い
と
思
い
ま
し
て
、
つ
い
最
近
、
平
成
二
十
八
年
に
行
い

ま
し
た
。
初
回
か
ら
数
え
て
二
十
年
間
の
変
化
が
わ
か
る
デ
ー
タ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
こ
れ
も
最
近
行
っ
た
の
で
す
が
、
神
社
本
庁
の

「
神
社
・
神
職
に
関
す
る
実
態
調
査
」。
平
成
二
十
七
年
に
行
い
ま
し

た
。
神
職
、
本
務
宮
司
で
あ
る
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た

も
の
で
す
。
仏
教
界
で
は
も
う
五
十
年
以
上
、
長
い
あ
い
だ
調
査
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
住
職
に
だ
い
た
い
五
年
か
ら
三

年
間
ご
と
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
す
。
宗
派
に
よ
っ
て
は
回

答
し
な
い
と
罰
則
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
て
、
回
収
率

が
非
常
に
高
い
。
九
十
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が

あ
り
ま
し
て
、
通
常
、
宗
勢
調
査
と
い
い
ま
す
。
宗
勢
調
査
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
曹
洞
宗
、
西
本
願
寺
、
日
蓮
宗
と
か
、
だ
い
た
い

大
手
の
宗
派
は
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
報
告
書
を
入
手
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
神
社
界
で
は
い
ろ
い
ろ
支
障
が
あ
っ
て
な
か
な
か

難
し
く
、
平
成
二
十
七
年
に
初
め
て
神
職
の
方
々
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
て
、
宮
司
さ
ま
方
の
ご
意
見
、
こ
れ
か
ら
氏
子
の
数
が

ど
う
な
る
と
思
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
神
社
の
活
動
は
ど
う
な
る
と

思
い
ま
す
か
、
後
継
者
は
い
か
が
で
し
ょ
う
と
い
う
内
容
に
関
し
て

結
果
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
逐
一
ご
説
明
で
き
れ
ば
い
い
の
で

す
が
、
時
間
の
関
係
上
で
今
回
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
な
が
ら
皆
さ
ま
に
お
話
を
い
た
し

ま
す
。
そ
う
い
う
場
合
に
た
だ
羅
列
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
基
本
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的
に
社
会
変
動
と
神
社
神
道
と
の
関
わ
り
と
考
え
ま
す
。
社
会
変
動

も
い
ろ
い
ろ
な
変
動
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
神
社
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
場
合
に
お
そ
ら
く
最
も
関
係
が
深
い
の
は
地
域
社
会
、
そ

れ
か
ら
家
族
の
変
動
だ
ろ
う
。
と
く
に
前
者
の
問
題
で
す
ね
。
こ
れ

と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
表
を
た
く
さ
ん
用

意
い
た
し
ま
し
た
。
お
手
元
の
資
料
の
３
ペ
ー
ジ
に
カ
ラ
ー
刷
り
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
二
つ
グ
ラ
フ
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
私
が
作
成
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
政
府
の
調
査
に
よ
る
も
の

で
す
。

　

最
初
の
グ
ラ
フ
は
人
口
の
変
化
で
す
（
図
表
1
）。
今
週
、
政
府
か

ら
発
表
が
あ
り
ま
し
て
、
戦
後
最
大
の
人
口
減
少
だ
、
四
十
万
人
以

上
の
人
口
が
減
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
い
た
の
を
、
皆
さ

ん
ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
縦
の
棒
の
合
計
が
人
口
に
な

り
ま
す
。
現
在
減
っ
て
お
り
ま
し
て
、
生
産
年
齢
人
口
の
割
合
が
ど

ん
ど
ん
減
る
と
い
う
グ
ラ
フ
で
す
。
急
に
今
年
で
止
ま
っ
て
来
年
か

ら
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。
下
の
グ
ラ
フ
が
合
計
特
殊
出
生
率
と
出
生
数
の
変
化

で
す
（
図
表
2
）。
縦
の
棒
が
生
ま
れ
た
子
供
の
数
で
す
。
こ
こ
数
年

間
百
万
人
の
出
生
数
を
割
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最
近

の
数
値
は
九
十
四
万
一
千
人
で
す
ね
。
あ
っ
と
い
う
間
に
子
供
の
数

が
減
っ
て
い
っ
て
、
百
二
、
三
十
万
人
の
死
亡
者
が
い
る
。
当
然
、

人
口
は
減
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

図表１　人口の変化
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黄
色
い
棒
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
戦
後
団
塊
の
世

代
と
い
わ
れ
る
方
々
の
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
昭
和
二
十
二

年
か
ら
二
十
四
年
生
ま
れ
で
す
ね
。
現
在
七
十
歳
を
超
え
た
方
々
で
、

高
度
経
済
成
長
期
を
支
え
た
方
々
で
す
。
そ
の
方
々
が
生
ん
だ
子
供

さ
ん
が
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
も
う
ち
ょ
っ
と
低
い
山

が
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
十
年
前
に
あ
っ
た
山
で
す
。
実
は
こ
の
あ
と

山
が
な
い
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
で
多

か
っ
た
人
口
が
子
供
さ
ん
を
生
ま
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
も
う

ち
ょ
っ
と
低
く
て
も
山
が
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
の
が
、
な
だ
ら
か
に

減
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
現
在
の
人
口
減
少
の
源
が
あ
る
。

も
う
す
こ
し
は
っ
き
り
し
た
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
も
う
す
で
に
三

十
年
前
、
四
十
年
前
に
日
本
の
人
口
が
ピ
ー
ク
を
超
え
て
減
少
す
る

と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
。
近
年
に
な
っ
て
労
働
力
が
足
り
な

い
と
か
外
国
か
ら
の
労
働
力
を
移
入
し
な
い
と
経
済
力
を
維
持
で
き

な
い
、
あ
る
い
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
強
く

指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
れ
は
だ
い
ぶ
前
か
ら
わ

か
っ
て
い
た
こ
と
で
す
ね
。

　

下
の
グ
ラ
フ
で
赤
い
線
の
説
明
だ
け
し
て
こ
こ
は
お
し
ま
い
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
合
計
特
殊
出
生
率
と
い
い
ま
す
。
簡

単
に
い
い
ま
す
と
、
一
人
の
女
性
が
生
涯
に
生
む
子
供
さ
ん
の
数
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
線
が
ぐ
ー
っ
と
落
ち
て
き
た
。
第
一

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
と
き
に
は
四
・
五
人
近
い
。
昭
和
二
十
二
年
か

図表２　合計特殊出生率・出生数の変化
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ら
二
十
四
年
ぐ
ら
い
の
時
は
一
人
の
女
性
が
だ
い
た
い
四
・
五
人
の

子
供
さ
ん
を
生
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
、
時
期
に
よ
っ
て
は
若
干

は
回
復
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
・
四
四
と
い
う
数
で
一
人
半
未
満

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
口
置
換
率
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
い
る
一
人
の
女
性
が
平
均
何
人
子
供
さ
ん
を
生
め
ば
人
口
が
維

持
で
き
る
か
と
い
う
数
字
で
す
。
現
在
こ
の
数
字
は
二
・
〇
七
で
す
。

で
す
か
ら
、
一
・
四
四
な
ら
ば
、
当
然
減
る
わ
け
で
す
。
政
府
が
出

し
て
い
る
数
値
は
一
・
八
。
子
供
を
生
み
た
い
と
い
う
ご
家
庭
が
希

望
通
り
子
供
を
生
む
割
合
が
一
・
八
。
で
す
か
ら
、
そ
の
数
が
た
と

え
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
人
口
は
減
少
し
て
い
く
と
い
う
結
果
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
か
つ
、
人
口
が
減
っ
て
い
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
合
計
特
殊
出
生
率
が
多
少
上
が
っ
て
も
人
口
は
増
え
な
い
の

だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
二
十
代
、
三
十
代
の
女
性
で
だ
い
た
い
人

口
の
九
五
％
が
子
供
さ
ん
を
生
ん
で
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
で
す
か

ら
、
二
十
代
、
三
十
代
の
女
性
の
数
が
少
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
方
た

ち
が
た
と
え
ば
一
・
四
四
と
い
う
子
供
さ
ん
を
生
み
続
け
て
も
、
生

ま
れ
て
く
る
子
供
さ
ん
の
数
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
く
。
か
な
り
回

復
の
見
込
み
が
な
い
状
況
が
ず
う
っ
と
続
い
て
い
る
状
況
で
す
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
う
い
う

状
況
の
な
か
に
神
社
神
道
は
あ
る
わ
け
で
す
。
個
々
の
地
域
の
お
宮

が
こ
う
い
う
日
本
の
大
き
な
社
会
変
動
の
な
か
で
日
々
営
み
を
続
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
戦
後
こ
れ
だ
け
大
き
な
社
会
構
造
の
変

動
が
あ
っ
た
。
産
業
構
造
の
変
動
と
い
う
の
は
お
わ
か
り
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
昭
和
三
十
五
年
か
ら
昭
和
四
十
五
年
ま
で
、
だ
い
た
い

毎
年
一
千
万
人
の
人
間
が
地
方
か
ら
三
大
首
都
圏
に
移
動
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
百
万
人
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
大
都
市
に

分
類
さ
れ
る
人
口
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
三
十
五
年
か
ら
四
十
五

年
ま
で
十
年
間
、
大
都
市
の
人
口
が
そ
っ
く
り
地
方
か
ら
三
大
首
都

圏
に
移
動
し
て
く
る
。
こ
ん
な
短
い
期
間
の
あ
い
だ
に
大
規
模
な
人

口
移
動
が
起
こ
る
と
、
地
域
社
会
を
ベ
ー
ス
に
成
り
立
っ
て
い
る
氏

神
様
は
ど
ん
な
変
動
を
受
け
た
か
な
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
ど
う
や
っ
た
ら
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
な
と
長

く
思
っ
て
い
ま
し
た
。
総
務
省
に
は
過
疎
化
対
策
室
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
こ
で
将
来
な
く
な
る
集
落
の
数
な
ど
を
計
算
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
集
落
の
数
は
公
表
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

一
体
ど
こ
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
公
表
し
な
い
。
公
開
し
て
く
れ
な

い
か
と
実
際
問
い
合
わ
せ
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
市
町
村
名
を
公
開

し
て
し
ま
う
と
、
社
会
的
な
影
響
が
大
き
い
。
十
年
以
内
に
こ
の
集

落
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
的
に
知
れ
渡
っ
て
し
ま
う
と
、

社
会
生
活
上
影
響
が
あ
る
。
当
然
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
公
表
で
き
ま

せ
ん
と
い
う
話
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ま
の
お
手
元
の
４
ペ
ー
ジ
、
日
本
創
世
会
議
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
国
の
機
関
で
あ
る
人
口
問
題
研
究
所
、
国
政
調
査
に
基
づ
く
人
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口
動
態
を
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
の
数
値
を
も
と
に
将

来
消
滅
す
る
自
治
体
が
八
百
九
十
六
あ
る
と
い
う
デ
ー
タ
を
出
し
ま

し
た
。
こ
う
い
う
非
常
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
デ
ー
タ
と
い
う
の
は

時
々
公
開
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
エ
ッ
と
驚
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実

際
に
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
今
回
こ
の
デ
ー
タ
は
か
な
り
社
会
的
に
大
き
な
イ
ン

パ
ク
ト
を
与
え
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
創
世
会
議
の
座
長
は
元
岩
手

県
知
事
で
総
務
大
臣
も
務
め
ら
れ
た
増
田
寛
也
さ
ん
と
い
う
方
で
、

か
な
り
統
計
的
に
き
ち
ん
と
し
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま

し
た
。

　

な
ぜ
自
治
体
が
な
く
な
る
か
と
い
う
条
件
は
二
つ
し
か
な
い
ん
で

す
。
一
つ
は
、
い
ま
と
同
じ
人
口
の
移
動
が
続
く
。
た
と
え
ば
地
方

で
し
た
ら
、
人
口
の
移
入
よ
り
は
人
口
の
流
出
の
ほ
う
が
多
い
わ
け

で
す
か
ら
、
こ
の
移
入
と
流
出
が
い
ま
と
同
じ
状
態
で
こ
れ
か
ら
も

続
い
て
い
く
。
そ
ん
な
に
無
理
な
条
件
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
穏

当
な
条
件
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
自
治
体
に
い
る
二

十
代
、
三
十
代
の
女
性
の
数
が
半
分
以
下
に
な
る
自
治
体
は
消
滅
す

る
と
い
う
根
拠
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
二
十
代
、

三
十
代
の
女
性
が
生
ま
れ
て
く
る
子
供
さ
ん
の
九
五
％
を
生
ん
で
い

る
。
で
す
か
ら
、
そ
の
二
十
代
、
三
十
代
の
女
性
の
数
が
半
分
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
残
っ
た
半
分
の
女
性
が
倍
の
数
を
生
ま
な
い
と
、

と
り
あ
え
ず
一
・
四
四
と
い
う
の
は
維
持
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
な

お
か
つ
、
維
持
す
る
た
め
の
人
口
置
換
率
が
二
・
〇
七
で
す
か
ら
、

残
っ
た
方
は
、
お
そ
ら
く
三
人
と
か
四
人
生
ま
な
い
と
そ
の
地
域
社

会
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
当
然
不
可
能
な
話
で
、

消
滅
す
る
と
い
う
指
標
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

皆
さ
ん
見
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
、
４
ペ
ー
ジ
の
地
図
は
消

滅
可
能
性
自
治
体
を
日
本
地
図
に
落
と
し
た
も
の
で
す
（
図
表
3
）。

真
っ
黒
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
薄
い
グ
レ
ー
の
二
色
が
あ
り
ま
す
。

真
っ
黒
な
の
は
人
口
が
一
万
人
未
満
で
す
。
で
す
か
ら
、
か
な
り
厳

し
い
で
す
。
人
口
が
一
万
人
未
満
で
、
い
ま
言
っ
た
二
つ
の
条
件
に

合
致
す
る
も
の
。
薄
い
と
こ
ろ
は
ま
だ
人
口
が
一
万
人
以
上
だ
け
れ

ど
も
、
そ
の
二
つ
の
条
件
が
合
致
す
る
と
こ
ろ
。
地
図
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
北
海
道
は
ひ
ど
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
東
北
地
方
も
か
な
り

黒
い
で
す
。
秋
田
県
は
真
っ
黒
で
す
。
大
潟
村
の
と
こ
ろ
だ
け
ぽ
つ

ん
と
白
く
な
っ
て
い
ま
す
。
八
郎
潟
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
大
潟
村

は
集
約
農
業
が
最
初
か
ら
行
わ
れ
て
い
て
、
農
家
の
収
入
が
高
い
。

い
ろ
い
ろ
店
が
あ
る
。
女
性
も
や
っ
て
く
る
。
結
婚
率
も
高
い
。
維

持
で
き
る
と
い
う
町
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
秋
田
県
は
そ
れ

以
外
は
こ
れ
で
い
く
と
全
滅
。
実
際
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
け

で
す
よ
ね
。
き
っ
と
市
町
村
再
編
成
が
ま
た
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ま
の
条
件
で
い
く
と
こ
う
な
り
ま
す
。
ほ

か
に
も
、
前
か
ら
過
疎
化
が
激
し
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
島
根

県
、
鳥
取
の
山
間
部
と
か
、
あ
る
い
は
紀
伊
半
島
の
奈
良
県
を
含
め
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図表 3　日本総会議・消滅する市町村 896
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た
半
島
の
先
端
部
分
。
だ
い
た
い
半
島
の
先

端
部
分
は
ど
こ
で
も
人
口
減
が
ひ
ど
い
よ
う

で
す
。
そ
れ
か
ら
、
四
国
の
高
知
の
人
口
減

が
ひ
ど
い
。
あ
と
は
九
州
地
方
の
山
間
部
で

す
ね
。
ち
ょ
う
ど
地
震
の
起
こ
り
ま
し
た
益

城
町
と
か
阿
蘇
と
か
、
あ
そ
こ
ら
へ
ん
の
人

口
が
非
常
に
減
っ
て
い
る
。
い
ま
申
し
上
げ

ま
し
た
よ
う
に
、
近
年
、
自
然
災
害
が
激
し

く
て
人
口
が
減
っ
て
い
る
地
域
に
大
き
な
自

然
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
本
当
に
復
旧

が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
心
配

に
な
り
ま
す
。

　

５
ペ
ー
ジ
の
二
つ
の
グ
ラ
フ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
将
来
消
滅
す
る
と
想
定
さ
れ
た
自
治

体
に
一
体
ど
の
く
ら
い
宗
教
法
人
が
あ
る
だ

ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　

全
宗
教
法
人
は
十
七
万
六
千
六
百
七
十
、

福
島
県
が
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う

い
う
数
に
な
っ
て
お
り
ま
す
（
図
表
4
）。
福

島
県
の
動
態
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
デ
ー
タ

か
ら
除
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
左
側
の
日
本

地
図
で
も
福
島
県
は
真
っ
白
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。
消
滅
予
想
の
自
治
体
に
位
置
す
る
宗
教
法
人
は
全
体
で
六
万

二
千
九
百
七
十
一
。
こ
れ
は
各
都
道
府
県
の
宗
教
法
人
名
簿
を
取
り

寄
せ
ま
し
て
、
市
町
村
ご
と
に
全
部
数
え
直
し
て
合
計
し
た
も
の
で

す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
全
宗
教
法
人
の
三
五
・
六
％
が
該
当
す
る
。

消
滅
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
こ
こ
に
あ
る
宗
教
法
人
の
基
盤
が

か
な
り
脆
弱
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
と

お
り
で
す
。
左
側
に
人
口
一
万
人
以
上
と
人
口
一
万
人
未
満
に
分
か

れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
口
一
万
人
未
満
の
条
件
の
厳
し
い
と

こ
ろ
は
九
・
五
％
。
大
雑
把
に
い
う
と
一
割
の
宗
教
法
人
が
人
口
一

万
人
未
満
で
消
滅
が
予
想
さ
れ
て
い
る
自
治
体
に
位
置
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

下
の
棒
グ
ラ
フ
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
全
国
展
開
し
て
い
る
大

き
な
宗
派
別
に
分
け
て
数
を
合
計
し
た
も
の
で
す
（
図
表
5
）。
こ
こ

に
は
実
は
神
社
本
庁
は
入
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
グ
ラ
フ
の
中
で

い
ち
ば
ん
高
い
の
は
曹
洞
宗
で
だ
い
た
い
六
千
あ
り
ま
す
。
曹
洞
宗

は
仏
教
系
で
は
日
本
で
い
ち
ば
ん
被
包
括
宗
教
法
人
が
多
い
法
人
で

あ
り
ま
し
て
、
だ
い
た
い
一
万
四
千
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
五
千

九
百
二
十
二
が
該
当
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
神
社
は
一
万
三

千
に
な
り
ま
す
。
す
こ
し
棒
が
高
く
な
っ
て
、
普
通
、
波
線
を
入
れ

て
、
こ
こ
だ
け
多
い
よ
と
い
う
グ
ラ
フ
を
つ
く
る
ん
で
す
が
、
そ
れ

も
諦
め
て
、
神
社
だ
け
数
値
で
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
こ
の
グ
ラ

フ
に
し
て
お
り
ま
す
。
曹
洞
宗
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
、
天
理
教
が

図表４　消滅可能性自治体に位置する宗教法人数
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多
い
で
す
ね
。
曹
洞
宗
が
多
い
の
は
東
北
地
方
の
山
間
部
。
世
俗
を

嫌
っ
て
只
管
打
坐
で
修
業
す
る
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
ま
し
た
の

で
、
東
北
の
山
間
地
に
比
較
的
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
山
間
地
が
地

図
を
見
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
人
口
減
少
が
激
し
い
も
の
で
す
か
ら
、

該
当
す
る
の
が
多
い
。
で
す
か
ら
、
山
間
地
に
あ
る
天
台
宗
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
も
か
な
り
該
当
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
母

数
の
お
寺
の
数
が
曹
洞
宗
な
ん
か
に
比
べ
る
と
少
な
い
も
の
で
す
か

ら
、
数
と
し
て
は
こ
う
い
う
具
合
に
な
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
も

比
較
的
山
間
地
に
多
い
で
す
ね
。
島
根
、
鳥
取
と
か
。
で
す
か
ら
、

こ
う
い
う
数
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

次
の
６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
ペ
ー
ジ
に
収
ま
ら
な
か
っ

た
の
で
７
ペ
ー
ジ
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
神
社
だ

け
に
関
し
て
県
別
に
見
た
も
の
で
す
（
図
表
6
）。
左
側
の
県
合
計
限

界
法
人
と
い
う
の
は
全
宗
教
法
人
の
割
合
。
お
寺
も
入
っ
て
い
れ
ば

キ
リ
ス
ト
教
も
入
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
右
の
と
こ
ろ
が
神
社
で

す
。
全
神
社
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
北
海
道
の
全
神
社
が

六
百
十
と
い
う
こ
と
で
す
。
宗
教
法
人
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
青

森
県
で
あ
れ
ば
七
百
八
十
八
の
宗
教
法
人
が
神
社
の
数
だ
と
。
こ
の

中
で
消
滅
す
る
地
域
に
該
当
し
て
い
る
も
の
が
、
右
方
を
見
て
い
た

だ
き
ま
す
と
、
限
界
神
社
合
計
で
北
海
道
の
場
合
に
は
四
百
七
十
六

の
神
社
が
該
当
す
る
。
そ
の
割
合
は
、
六
百
十
を
分
母
に
す
る
と
七

八
％
が
該
当
し
て
し
ま
う
。
県
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。

図表５　宗派別消滅宗教法人数
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図表６　消滅可能性自治体に位置する神社数（率）
　 県合計 限界法人 ％ 全神社 限界神社 ％

限界神社１ ％ 限界神社２ ％ 合計
北海道 4512 3285 72.8 610 182 29.8 294 48.2 476 78.0 
青森県 1587 1513 95.3 788 522 66.2 238 30.2 760 96.4 
岩手県 1668 1133 67.9 859 190 22.1 390 45.4 580 67.5 
宮城県 2125 1194 56.2 932 475 51.0 135 14.5 610 65.5 
秋田県 2018 2017 100.0 1118 996 89.1 121 10.8 1117 99.9 
山形県 3378 2502 74.1 1732 919 53.1 516 29.8 1435 82.9 
茨城県 4086 1589 38.9 2464 921 37.4 97 3.9 1018 41.3 
栃木県 3113 617 19.8 1906 318 16.7 81 4.2 399 20.9 
群馬県 2665 951 35.7 1185 294 24.8 130 11.0 424 35.8 
埼玉県 4907 1274 26.0 1995 405 20.3 122 6.1 527 26.4 
千葉県 6675 3138 47.0 3133 1148 36.6 369 11.8 1517 48.4 
東京都 6045 294 4.9 1401 30 2.1 52 3.7 82 5.9 

神奈川県 3806 238 6.3 1124 54 4.8 33 2.9 87 7.7 
新潟県 7978 3167 39.7 4736 1601 33.8 302 6.4 1903 40.2 
富山県 3987 1119 28.1 2193 628 28.6 45 2.1 673 30.7 
石川県 3449 1643 47.6 1893 670 35.4 285 15.1 955 50.4 
福井県 3568 1143 32.0 1705 432 25.3 127 7.4 559 32.8 
山梨県 2903 1689 58.2 1266 554 43.8 260 20.5 814 64.3 
長野県 4431 870 19.6 2443 128 5.2 404 16.5 532 21.8 
岐阜県 6064 2092 34.5 3215 1021 31.8 172 5.3 1193 37.1 
静岡県 6101 845 13.9 2823 295 10.4 140 5.0 435 15.4 
愛知県 9172 504 5.5 3317 166 5.0 74 2.2 240 7.2 
三重県 3740 925 24.7 825 149 18.1 73 8.8 222 26.9 
滋賀県 4856 189 3.9 1434 0 0.0 43 3.0 43 3.0 
京都府 5606 1607 28.7 1579 647 41.0 134 8.5 781 49.5 
大阪府 6016 827 13.7 574 91 15.9 14 2.4 105 18.3 
兵庫県 8764 3694 42.1 3837 1789 46.6 191 5.0 1980 51.6 
奈良県 3847 1912 49.7 1305 428 32.8 297 22.8 725 55.6 

和歌山県 2408 1638 68.0 422 150 35.5 165 39.1 315 74.6 
鳥取県 1514 664 43.9 824 117 14.2 279 33.9 396 48.1 
島根県 2744 1783 65.0 1166 544 46.7 239 20.5 783 67.2 
岡山県 3691 1463 39.6 1627 592 36.4 121 7.4 713 43.8 
広島県 5199 1472 28.3 2420 686 28.3 106 4.4 792 32.7 
山口県 2678 624 23.3 737 112 15.2 81 11.0 193 26.2 
徳島県 2315 1313 56.7 1304 438 33.6 377 28.9 815 62.5 
香川県 2018 680 33.7 771 221 28.7 44 5.7 265 34.4 
愛媛県 2931 1659 56.6 1252 560 44.7 193 15.4 753 60.1 
高知県 2826 1621 57.4 2141 363 17.0 947 44.2 1310 61.2 
福岡県 6795 2175 32.0 3342 1021 30.6 157 4.7 1178 35.2 
佐賀県 2360 450 19.1 1098 168 15.3 53 4.8 221 20.1 
長崎県 2342 1460 62.3 1261 815 64.6 85 6.7 900 71.4 
熊本件 2835 1003 35.4 1363 178 13.1 309 22.7 487 35.7 
大分県 3703 1835 49.6 2123 1058 49.8 106 5.0 1164 54.8 
宮崎県 1227 426 34.7 653 64 9.8 173 26.5 237 36.3 

鹿児島県 1815 730 40.2 1123 271 24.1 199 17.7 470 41.9 
沖縄県 202 4 2.0 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
合計 176670 62971 35.6 76030 22411 29.5 8773 11.5 31184 41.0 
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愛
知
、
東
京
、
神
奈
川
で
は
該
当
数
が
非
常
に
少
な
い
。
和
歌
山
、

高
知
、
東
北
の
諸
県
な
ど
は
非
常
に
該
当
し
て
い
る
割
合
が
高
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
県
別
に

並
べ
替
え
る
と
か
、
割
合
か
ら
ご
覧
に
入
れ
る
と
よ
か
っ
た
の
で
す

が
、
あ
ま
り
資
料
ば
か
り
ご
覧
に
入
れ
て
も
、
と
思
っ
て
こ
こ
で
は

や
め
て
お
り
ま
す
。

　

７
ペ
ー
ジ
の
い
ち
ば
ん
上
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
沖
縄
県
合

計
と
書
い
て
あ
り
、
そ
の
下
が
合
計
で
す
。
そ
の
右
側
の
ほ
う
で
す
。

三
万
千
百
八
十
四
、
こ
れ
が
該
当
し
て
し
ま
う
全
神
社
の
数
で
、
そ

れ
は
全
神
社
に
対
し
て
四
一
％
に
な
る
。
先
ほ
ど
三
五
％
が
平
均
だ

と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
神
社
の
場
合
に
は
、
皆
さ
ん
ご
存

じ
の
よ
う
に
集
落
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
お
宮
が
あ
る
わ
け
で
す
。
山
間

地
に
も
あ
る
。
農
村
地
に
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
数
が
多
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
間
で
急
激
な
人
口
移
動
が
起
こ
っ
た
。
産

業
構
造
の
変
化
に
伴
う
人
口
移
動
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
該
当
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
な
に
も
宗
教
法
人
が
悪
い

わ
け
で
は
な
い
で
す
。
活
動
が
不
活
動
に
な
っ
て
宮
司
さ
ん
が
や
る

気
を
失
っ
て
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
急
激
な
短
時
間

の
人
口
移
動
に
伴
っ
て
こ
う
な
る
。
残
さ
れ
た
地
域
に
い
る
方
々
は

高
齢
化
が
激
し
く
て
、
な
か
な
か
お
宮
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
状
況
を
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

　

そ
こ
に
簡
単
な
説
明
文
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
の
下
に
ア
ス

タ
リ
ス
ク
を
付
け
て
、
板
井
先
生
の
デ
ー
タ
も
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。

板
井
正
斉
先
生
と
い
う
の
は
皇
學
館
大
學
の
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
て
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ
分
析
と
い
う
分
析
方
法
を
用
い
て
、
宗
教
法
人
の

半
径
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
何
人
住
ん
で
い
る
か
と
い
う
の
を
割
り

出
し
た
分
析
を
し
て
お
り
ま
す
。
私
が
や
っ
た
デ
ー
タ
と
ほ
ぼ
同
じ

結
果
が
出
て
い
る
と
板
井
先
生
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
半
径
五
百

メ
ー
ト
ル
以
内
の
推
計
人
口
二
十
五
人
未
満
の
推
定
神
社
が
一
二
・

九
％
、
一
万
四
百
十
八
社
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
同
じ
く
寺
院
の
場

合
に
は
一
〇
・
一
％
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
二
十
五
人
未
満
の
氏
子

さ
ん
で
支
え
ら
れ
て
い
る
神
社
が
一
万
以
上
あ
る
。
こ
の
人
口
が
変

わ
ら
な
け
れ
ば
で
す
け
れ
ど
も
、
地
方
か
ら
ま
す
ま
す
人
口
が
流
出

し
、
減
少
し
て
い
く
。
高
齢
化
が
進
ん
で
い
く
。
こ
う
い
う
な
か
で

の
一
万
四
百
十
八
社
と
い
う
神
社
の
数
は
た
い
へ
ん
大
き
く
て
重
い

数
だ
な
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
す
ぐ
下
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
薄
く
て
わ
か
り
に
く
い
と
思
い

ま
す
が
、「
氏
神
と
氏
子
の
関
わ
り
」
と
い
う
グ
ラ
フ
を
つ
く
っ
て

お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
世
論
調
査
の
中
で
、「
あ
な
た
は
氏

神
様
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
て
い
る
の
で
す
。
平

成
八
年
か
ら
五
年
ご
と
に
行
っ
て
、
さ
ら
に
平
成
十
八
年
か
ら
二
十

八
年
に
十
年
間
飛
ん
で
行
っ
た
調
査
で
す
（
図
表
7
）。
こ
れ
も
当
時

の
神
社
本
庁
の
担
当
者
と
相
談
し
ま
し
て
、
氏
神
と
い
わ
れ
て
も
わ
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か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ぴ
ん
と
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と

え
ば
自
分
た
ち
は
八
幡
神
社
と
か
熊
野
神
社
と
呼
ん
で
い
て
、
氏
神

と
思
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
す
こ
し
注
記
を

加
え
ま
し
て
、
自
分
の
近
く
に
あ
る
神
社
と
注
意
書
き
を
し
て
お
り

ま
す
。
平
成
八
年
は
七
割
を
超
え
る
方
が
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
五
年
ご
と
に
や
っ
て
、
同
じ
割
合
で
減
っ
て
き

ま
し
て
、
平
成
二
十
八
年
に
な
り
ま
し
た
ら
、
だ
い
た
い
六
割
に

減
っ
て
し
ま
っ
た
。
下
の
赤
い
線
は
、
知
ら
な
い
と
い
う
人
の
割
合

で
、
確
実
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
同
じ
割
合

で
知
っ
て
い
る
方
が
減
っ
て
き
た
、
知
ら
な
い
と
い
う
方
が
増
え
て
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図表７　氏子の認知度の変化
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い
る
。
で
は
、
こ
の
線
が
交
わ
る
の
は
い
つ
ご
ろ
な
ん
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
だ
い
た
い
平
成
三
十
三
年
か
平
成

三
十
八
年
ぐ
ら
い
で
交
わ
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
日
本

人
で
あ
れ
ば
氏
神
様
を
知
っ
て
い
て
当
た
り
前
と
い
う
常
識
は
も
う

成
り
立
た
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
い
ま
見
て
い
た
だ
い
た
図
表
の
右
方
、「
氏
神
の
認

知
度　

都
市
規
模
別
」
で
す
（
図
表
8
）。
こ
れ
は
、
大
規
模
な
都
市

だ
け
で
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
人
口
の
移
動
が
激
し
い
の
で
、
地
域

に
対
す
る
愛
着
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
薄
れ
て
い
る
、
自
分
の
都
合

に
よ
っ
て
居
住
す
る
場
所
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
都
市
規
模
別
で
見
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
以
前
は
、
町
や
村
で
は
高
い
割
合
で
知
っ
て
い
る
と
い
う

回
答
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近
は
変
わ
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
大

都
市
で
も
町
村
で
も
知
っ
て
い
る
方
の
割
合
は
ほ
ぼ
同
じ
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
あ
ま
り
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。

　

同
じ
ペ
ー
ジ
の
い
ち
ば
ん
下
に
縦
棒
の
棒
グ
ラ
フ
を
つ
く
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
「
氏
子
の
認
知
度　

職
業
別
」
で
す
（
図
表
9
）。

ど
の
職
業
で
氏
神
の
認
知
度
が
高
い
の
か
。
棒
が
四
本
あ
り
ま
す
の

で
、
四
回
調
査
を
や
っ
た
そ
の
結
果
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

農
林
漁
業
者
は
や
は
り
高
い
で
す
ね
。
第
一
次
産
業
に
従
事
さ
れ
て

い
る
方
々
は
、
た
い
へ
ん
氏
神
様
の
認
知
度
は
高
い
。
と
こ
ろ
が
、

図表９　氏子の認知度：職業別
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商
工
・
サ
ー
ビ
ス
業
、
事
務
職
に
な
る
と
、
か
な
り
下
が
り
ま
す
し
、

近
年
に
な
っ
て
ぐ
う
っ
と
落
ち
込
ん
で
き
て
い
る
。
し
か
も
、
日
本

全
体
の
中
で
占
め
る
割
合
と
し
て
は
、
農
林
漁
業
従
事
者
の
割
合
は

少
な
く
て
事
務
職
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
こ
れ
は
単
に
横
並
び
の
グ
ラ
フ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
農
業
就
業
人
口
は
一
・
四
％
ほ
ど
で
す
か
。
一
・
四
％
ほ
ど

の
方
々
は
ま
だ
八
割
ぐ
ら
い
は
氏
神
様
を
知
っ
て
い
る
。
で
も
、
い

ま
日
本
で
勤
労
さ
れ
て
い
る
方
の
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
々
の
認
知
は
低
い
と
い
う
結
果
で
す
。
労
務
職
も

低
く
な
っ
て
い
る
。

　

８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
同
じ
認
知
度
で
「
世
帯
構

成
別
」
で
す
（
図
表
10
）。
ち
ょ
っ
と
字
が
小
さ
く
て
申
し
訳
な
い
の

で
す
が
、
一
人
世
帯
。
一
世
代
世
帯
、
こ
れ
は
夫
婦
の
み
で
す
ね
。

二
世
代
世
帯
。
二
世
代
世
帯
で
義
務
教
育
年
齢
以
下
の
子
供
の
い
る

家
庭
。
そ
れ
か
ら
三
世
代
世
帯
以
上
の
家
庭
で
す
。
い
ち
ば
ん
下
は

三
世
帯
以
上
で
義
務
教
育
年
齢
以
下
の
子
供
が
い
る
家
庭
と
い
う
ふ

う
に
分
け
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
見
る
と
、
い
ち
ば
ん
氏
神
様
の
認

知
度
が
高
い
の
は
三
世
帯
以
上
で
す
ね
。
で
も
、
い
ま
世
帯
の
構
成

率
で
い
い
ま
す
と
、
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る
の
は
一
人
世
帯
で
す
。

一
人
世
帯
が
い
ち
ば
ん
多
く
、
そ
し
て
増
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

の
一
人
世
帯
で
、
こ
の
程
度
の
認
知
度
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

認
知
度
は
な
か
な
か
高
く
な
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
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図表 10　氏子の認知度：職業別
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そ
の
下
は
「
住
居
形
態
別
」
で
す
（
図
表
11
）。
ど
う
い
う
と
こ
ろ

に
住
ん
で
い
る
か
。
持
ち
家
、
民
間
の
賃
貸
住
宅
な
ど
、
四
つ
に
分

類
し
て
い
ま
す
。
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
や
は
り
多
い
の
は
持
ち
家
で

す
ね
。
一
戸
建
て
の
持
ち
家
が
多
い
。
持
ち
家
で
は
な
い
賃
貸
の
一

戸
建
て
に
な
る
と
、
低
く
な
り
ま
す
。
最
近
で
す
と
、
持
ち
家
で
分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
持
ち
家
の
一
戸
建

て
は
継
続
的
に
低
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な

が
ら
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
お
り
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
は
最
終
的
に
は

郊
外
の
一
戸
建
て
に
住
み
た
い
と
い
う
こ
と
が
一
時
期
い
わ
れ
て
お

り
ま
し
た
が
、
最
近
は
、
生
涯
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
か
ま
わ
な
い
、
そ

れ
が
終
の
住
処
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
マ
ン
シ
ョ
ン
を
終
の
住
処
だ

と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
氏
神
様
の
認
知
度
は
高
く
な
っ
て

き
て
い
る
。

　

た
だ
、
問
題
な
の
は
そ
の
あ
と
で
す
ね
。
こ
う
い
う
持
ち
家
の
一

戸
建
て
と
マ
ン
シ
ョ
ン
で
何
が
違
う
か
。
認
知
度
が
た
と
え
ば
同
じ

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
氏
神
様
の
御
札
の
保
有
率
、
さ
ら
に
は
神
棚

の
保
有
率
、
神
宮
大
麻
の
奉
斎
率
が
格
段
と
違
う
。
や
は
り
マ
ン

シ
ョ
ン
は
だ
め
な
ん
で
す
。
マ
ン
シ
ョ
ン
に
神
棚
は
置
き
に
く
い
で

す
ね
。
神
棚
の
保
有
率
よ
り
も
氏
神
様
の
保
有
率
の
ほ
う
が
低
い
ん

で
す
。
さ
ら
に
氏
神
様
の
保
有
率
よ
り
も
神
宮
大
麻
の
保
有
率
の
ほ

う
が
低
い
。
二
十
年
間
や
っ
た
だ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
マ
ン

図表 11　氏神の認知度：住居形態別

と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
い
や
な
こ
と
に
三
世
帯
以
上
で
も
、
最
近

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
認
知
率
が
下
が
っ
て
い
る
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
子
供
さ
ん
の
い
る
、
あ

る
種
日
本
人
に
と
っ
て
は
典
型
的
な
好
ま
し
い
ご
家
庭
を
想
定
し
た

場
合
に
、
た
か
だ
か
二
十
年
で
こ
れ
だ
け
氏
神
様
の
認
知
率
が
下

が
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
深
刻
な
状
況
な
の
か
な
と
思
い

ま
す
。
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図表 12　氏神様への参拝頻度

シ
ョ
ン
を
終
の
住
処
と
決
め
る
方
々
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
、
当
然
、

神
宮
大
麻
を
は
じ
め
氏
神
様
の
お
札
を
は
じ
め
、
祀
ら
れ
る
機
会
は

少
な
く
な
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　

次
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
ま
た
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
私
は
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
氏
神
様
へ
の
参
拝
頻
度
」
で
す
（
図
表
12
）。
い
ち
ば
ん
右
側
の
赤

い
と
こ
ろ
は
、
氏
神
様
を
知
ら
な
い
と
い
う
方
の
回
答
で
す
。
こ
の

回
答
が
こ
れ
だ
け
増
え
て
し
ま
っ
た
。
左
側
の
ほ
う
に
あ
る
、
ほ
ぼ

毎
日
、
週
に
一
回
か
ら
三
回
程
度
お
参
り
す
る
。
三
つ
め
は
グ
レ
ー

の
と
こ
ろ
で
す
が
、
月
に
一
回
か
ら
三
回
程
度
。
こ
れ
は
定
期
的
な

参
拝
者
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
黄
色
が
た
い

へ
ん
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
年
に
数
回
と
い
う
方
の
と
こ
ろ
で
す
。

二
十
年
間
の
変
化
を
見
ま
す
と
、
ま
ず
知
ら
な
い
と
い
う
人
が
増
え

た
の
は
明
ら
か
で
す
け
れ
ど
も
、
年
に
数
回
と
い
う
方
が
減
っ
て
い

る
。
熱
心
な
参
拝
者
、
定
期
的
な
参
拝
者
は
だ
い
た
い
五
％
前
後
で

変
わ
っ
て
い
な
い
。
日
本
人
は
お
宮
に
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
感
じ
を
も
ち
ま
す
。

　

い
ま
見
て
い
た
だ
い
て
い
る
９
ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
に
、
こ
の
二
十

年
間
に
わ
た
る
変
化
を
十
一
の
項
目
に
わ
た
っ
て
要
点
を
ま
と
め
て

お
き
ま
し
た
。

　

一
番
目
。「
氏
神
を
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
す
る
者
の
割
合
が
減

少
し
て
い
る
。
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二
番
目
で
す
が
、
居
住
年
数
が
長
く
な
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
氏
神
の
認
知
が
高
く
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
そ
の
土
地
に
住
ん
で
一
年
、
五
年
、
十
年
、
三
十
年
と
い

う
分
け
方
を
し
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
は
居
住
年
数
が
長
く
な
れ
ば
氏

神
様
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
の
割
合
は
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
た
。

そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り

が
で
き
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
氏
神
様
と
い
う
も
の
を
認
知
し
て
い

く
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
三
十
年
住
ん
で
も
氏

神
様
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
の
割
合
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
長
く
住
ん
で
も
氏
神
様
を
知
っ
て
い
る
と
答
え
な
い
人
が

ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

三
番
目
。
居
住
形
態
別
で
は
「
一
戸
建
・
所
有
」
が
高
く
、「
マ

ン
シ
ョ
ン
・
賃
貸
」
が
最
低
で
す
。
で
す
か
ら
、
東
京
二
十
三
区
の

都
心
部
が
厳
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
わ
か
り
の
と
お
り
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

四
番
目
。「
一
戸
建
・
所
有
」
の
氏
神
の
認
知
率
が
減
少
し
て
い

る
。

　

そ
れ
か
ら
、
五
番
目
。
氏
神
へ
の
参
拝
で
は
年
に
一
回
か
ら
三
回

程
度
が
減
少
し
て
い
る
。

　

六
。「
氏
神
様
の
お
札
」
の
所
有
は
減
少
し
、
二
割
を
切
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
七
番
目
。「
一
戸
建
・
所
有
」
の
氏
神
様
の
お
札
の

保
有
率
が
減
少
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
一
戸
建
て
で
も
神
棚
は
な

い
、
氏
神
様
の
お
札
も
な
い
と
い
う
お
宅
が
増
え
て
い
る
。

　

八
番
目
と
九
番
目
は
、
氏
神
様
の
印
象
と
い
う
も
の
を
聞
い
て
い

る
ん
で
す
が
、
こ
の
二
十
年
間
の
デ
ー
タ
で
は
「
好
印
象
」
が
多
少

減
少
し
ま
し
た
。
具
体
的
な
印
象
と
し
て
は
、「
地
域
の
人
々
が

守
っ
て
く
れ
る
」
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
不
思
議
で
す
ね
。
参

拝
は
し
な
い
。
認
知
率
は
下
が
っ
て
い
る
。
で
も
、
参
拝
し
な
く
と

も
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
を
合
わ
せ
る
と
、
氏
神
様
と
い
う
の
は
こ

の
土
地
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
回
答
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

一
体
ど
こ
で
こ
う
い
う
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
は
疑
問

で
す
ね
。

　

十
番
。「
心
に
や
す
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
」「
歴
史
を
感
じ
る
」

と
い
う
印
象
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
か
な
り
減
っ
て
き
て
い
る
。

　

十
一
。「
氏
神
離
れ
は
大
都
市
だ
け
で
な
く
地
方
都
市
、
町
村
で

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
二
十
年
間
の
調

査
の
結
果
で
し
た
。

　

神
社
界
の
方
々
に
と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
関
心
の
あ
る
方
に
と
っ

て
は
、
必
ず
し
も
嬉
し
い
調
査
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う

厳
し
い
内
容
が
相
次
ぐ
の
で
す
が
、
私
は
批
判
を
念
頭
に
置
い
て

語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
國
學
院
大
學
の
神
道
文

化
学
部
の
教
員
で
す
か
ら
、
敵
対
し
て
い
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、

あ
く
ま
で
こ
う
い
う
数
値
で
こ
う
い
う
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
申
し
上
げ
て
、
私
の
表
現
が
厳
し
く
な
る
の
は
デ
ー
タ
が
厳
し
い
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か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
無
理
や
り
厳
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
折
り
込
み
で
、「
神
棚
・
仏
壇
の
所
有
」
と
い

う
紙
を
一
枚
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
戦
後
行
わ
れ

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
世
論
調
査
で
、
神
棚
・
仏
壇
の
所
有
に
関
し

て
質
問
を
し
て
い
る
調
査
で
す
。
か
な
り
集
め
た
と
思
っ
て
ま
す
け

れ
ど
も
、
ま
だ
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
主
要
な
も
の
を
ほ
ぼ
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
上
の
囲
み
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

で
す
。
下
の
囲
み
が
世
論
調
査
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
い
く
つ
か
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
戦

前
・
戦
中
は
ど
の
お
宅
に
も
神
棚
・
仏
壇
が
あ
る
の
が
常
識
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
実
際
、
調
査
が
な
い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

一
〇
〇
％
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
あ
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
社

会
的
な
常
識
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
を
見
て
い
た

だ
き
ま
す
と
、
神
棚
全
国
、
仏
壇
全
国
と
い
う
の
を
見
て
い
た
だ
け

ば
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
日
新
聞
調
査
一
九
八
一
年
で
は
六

割
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調
査
で
も
六
割
を
超
え
て
い
る

状
況
だ
っ
た
の
が
、
ず
う
っ
と
数
字
を
追
い
掛
け
て
い
き
ま
す
と
、

数
字
の
で
こ
ぼ
こ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
と
五
〇
％

台
に
な
り
、
四
〇
％
台
に
な
り
、
直
近
の
デ
ー
タ
で
は
四
割
を
切
っ

て
三
五
・
七
％
と
い
う
数
字
が
出
ま
し
た
。

　

実
は
、
朝
日
新
聞
調
査
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
調
査
、
そ
れ
か
ら
十
六
番
目
の

調
査
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
除
く
ほ
か
の
調
査
は
、
基
本
的
に
は
私
が

設
計
を
し
て
同
じ
会
社
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
な
ん
で
す
。
日
本

で
い
ち
ば
ん
大
き
い
世
論
調
査
会
社
が
い
い
と
思
っ
て
、
中
央
調
査

社
と
い
う
時
事
通
信
社
か
ら
分
か
れ
た
調
査
会
社
に
同
じ
や
り
方
で

や
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
な
の
で
、
あ
ま
り
大
き
な
誤
差
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
現
在
、
神
棚
は
三
五
・
七
％
保
有
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。
仏
壇
と
比
べ
て
み
る
と
、
仏
壇
の
減
り
方
は
少
な
く

な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
あ
ま
り
極
端
に
減
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
最

近
で
も
四
八
・
一
。
半
分
の
ご
家
庭
に
は
仏
壇
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
も
調
べ
ま
す
と
、
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
伝
統
的
な

や
り
方
で
お
位
牌
を
い
た
だ
い
て
、
お
仏
壇
で
お
祀
り
す
る
と
い
う

習
慣
が
ま
だ
根
強
い
。
近
年
、
葬
儀
の
形
態
、
お
墓
の
形
態
が
変

わ
っ
て
、
散
骨
と
か
自
然
葬
と
か
い
う
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
で
ず
い
ぶ

ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
伝

統
的
な
様
式
な
の
で
す
。
そ
こ
ま
で
崩
壊
は
し
て
い
な
い
。
で
も
、

仏
壇
に
比
べ
て
神
棚
の
減
り
方
が
早
い
。
最
近
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

保
有
率
が
低
く
な
る
と
い
う
の
が
第
一
点
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
い
ち
ば
ん
右
方
の
備
考
の
と
こ
ろ
に
、
二
十
一
大
都

市
と
い
う
注
記
を
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
人
口
規
模
が
大
き
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
保
有
率
が
低
く
な
る
。
た
と
え
ば
い
ち
ば
ん
新
し
い
も

の
で
全
国
平
均
の
神
棚
が
三
五
・
七
で
、
二
十
一
大
都
市
で
は
二

九
・
九
と
い
う
数
字
が
あ
り
ま
す
。
東
京
二
十
三
区
で
は
二
〇
％
で
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し
た
。
い
ま
で
も
東
京
二
十
三
区
・
首
都
圏
に
は
人
口
が
増
え
て
い

る
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
口
が
増
え
て
い
る
、
世
帯
も
ど
ん
ど

ん
増
え
て
い
る
東
京
で
、
奉
斎
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
で

す
か
ら
、
積
極
的
に
神
棚
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
と

い
う
こ
と
は
、
新
し
く
で
き
た
世
帯
が
祀
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
そ
の
世
帯
が
単
身
世
帯
な
わ
け
で
す
。
二
十
代
、
三
十
代

の
単
身
世
帯
に
ど
う
や
っ
て
神
棚
を
祀
っ
て
も
ら
う
の
か
。
神
棚
が

な
い
と
氏
神
さ
ま
の
お
札
を
祀
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
難
し
い
と
思

い
ま
す
し
、
神
宮
大
麻
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
も
困
難
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
三
十
代
の
男
性
、
単
身
で
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る

方
に
ど
う
や
っ
て
神
宮
大
麻
の
意
義
を
伝
え
、
受
け
て
い
た
だ
く
か
。

こ
れ
は
か
な
り
難
し
い
問
題
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り

ま
す
。
神
職
の
方
々
が
非
常
に
多
く
の
ア
イ
デ
ア
を
案
出
し
な
が
ら

努
力
を
さ
れ
て
い
る
の
は
十
分
承
知
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
社
会
変

動
が
そ
の
努
力
を
の
み
こ
む
よ
う
な
か
た
ち
で
進
行
し
て
い
る
と

言
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

あ
と
、
時
間
の
範
囲
内
で
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
９
ペ
ー
ジ
の

下
に
「
氏
子
数
の
分
布
」
を
入
れ
て
お
き
ま
し
た
（
図
表
13
）。
水
色

の
棒
が
過
疎
地
で
あ
る
と
申
告
し
た
神
社
、
赤
い
ほ
う
は
過
疎
地
で

は
な
い
と
申
告
し
た
神
社
に
よ
っ
て
氏
子
数
の
分
布
を
分
け
て
お
り

ま
す
。
細
か
い
数
字
で
わ
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
過
疎
地
で

あ
る
と
自
己
申
告
し
た
ほ
う
は
氏
子
数
が
少
な
い
と
こ
ろ
に
た
く
さ

ん
神
社
が
あ
る
。
氏
子
数
が
少
な
い
。

　

10
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
将
来
の
氏
子
を
予
想
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
す
（
図
表
14
）。
将
来
氏
子
が
ど
う
な
る
と
思
い

ま
す
か
と
い
う
質
問
を
、
か
な
り
増
加
、
す
こ
し
増
加
、
変
わ
ら
な

い
、
す
こ
し
減
少
、
か
な
り
減
少
す
る
と
い
う
五
つ
の
質
問
に
分
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
い
ち
ば
ん
左
側
を

図表 13　氏子数の分布
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見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
町
村
と
あ
り
ま
し
て
、
五
本
、
棒
が
立
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
か
な
り
増
加
か
ら
か
な
り
減
少
ま
で
で
す
。

町
村
だ
と
、
か
な
り
減
少
と
い
う
の
が
五
割
を
超
え
て
い
る
。
一
方

で
、
東
京
都
の
特
別
区
、
二
十
三
区
で
す
と
、
す
こ
し
減
少
が
い
ち

ば
ん
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
か
な
り
増
加
と
か
す
こ
し
増
加
が
か

な
り
あ
り
ま
す
よ
ね
。
実
は
過
疎
地
の
神
社
、
限
界
集
落
の
神
社
は

こ
の
よ
う
に
氏
子
数
を
減
ら
し
、
将
来
も
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
を
強
く
予
測
し
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

10
ペ
ー
ジ
の
下
の
表
は
年
間
収
入
で
す
（
図
表
15
）。
同
じ
よ
う
に

水
色
が
過
疎
地
の
神
社
、
赤
い
ほ
う
が
そ
う
で
は
な
い
神
社
。
収
入

に
こ
れ
だ
け
の
格
差
が
あ
る
と
い
う
グ
ラ
フ
に
な
り
ま
す
。
当
然
、

過
疎
地
は
少
な
い
ほ
う
に
ぐ
う
っ
と
偏
っ
て
い
る
グ
ラ
フ
で
す
。

　

11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
戦
後
の
社
会
構

造
の
変
動
が
ひ
ど
か
っ
た
わ
け
で
す
。
産
業
構
造
の
大
転
換
が
あ
っ

た
。
そ
こ
に
農
業
就
業
人
口
と
林
業
就
業
者
数
を
書
い
て
お
き
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
割
合
で
す
。
現
在
、
農
業
就
業
人
口
は

一
・
三
九
で
す
。
昭
和
三
十
五
年
に
は
千
四
百
五
十
四
万
人
い
た
の

が
、
い
ま
は
百
七
十
五
万
人
し
か
お
ら
ず
、
な
お
か
つ
高
齢
化
が
深

刻
に
進
ん
で
い
る
。
林
業
も
昭
和
三
十
年
に
五
十
二
万
だ
っ
た
の
が
、

現
在
六
・
四
万
人
し
か
い
な
い
。
こ
う
い
う
産
業
構
造
の
変
化
に

伴
っ
て
人
口
の
移
動
が
起
こ
り
、
な
お
か
つ
少
子
高
齢
化
で
日
本
の

人
口
自
体
が
減
っ
て
い
く
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
こ
れ
は
二
極
化
な

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
口
が
減
少
し
て
い
く
、
地
域
社
会
の
紐
帯
が
弱
く
な
っ
て
い
く

こ
と
で
神
社
全
体
が
勢
力
を
弱
め
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
過
疎
地
、

限
界
集
落
地
を
中
心
に
弱
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
都

市
部
の
神
社
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
参
拝
者
は
増
え
る
、
社
入
が
多

く
な
る
。
境
内
地
が
整
う
。
け
れ
ど
も
、
本
当
に
氏
子
さ
ん
と
の
関

係
が
強
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
人
口
流
動
の
高
さ
ゆ
え
で

す
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
氏
子
さ
ん
が
以
前
と
同

図表 14　将来の氏子数予測
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じ
よ
う
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
。
か
な
り
離
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
都

心
の
お
宮
は
参
拝
者
数
が
増
え
て
、
十
分
に
財
政
基
盤
が
安
定
し
て

や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
二
極
化
で
す
ね
。

　

し
か
も
、
そ
の
二
極
化
が
向
い
て
い
る
方
向
が
い
く
つ
か
あ
る
よ

う
で
す
。
そ
こ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
「
崇
敬

神
社
化
」
で
す
。
神
社
を
維
持
し
て
い
く
活
動
を
す
る
た
め
に
氏
子

が
絶
対
要
件
と
し
て
必
要
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
氏
子
と
神

社
と
の
距
離
が
離
れ
て
い
っ
た
と
き
に
、
じ
ゃ
、
お
宮
は
ど
う
す
る

の
か
。
や
は
り
参
拝
者
に
来
て
い
た
だ
か
な
い
と
い
け
な
い
。
と
い

う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
佐
野
和
史
さ
ん
の
「
授
与
品
神
道
」
と
い
う
文

章
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
現
在
、
各
神
社
で
か
な
り
趣
向
を
凝
ら
し
た
授
与
品
が
用

意
さ
れ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
こ
そ
参
拝
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、

い
ま
で
し
た
ら
御
朱
印
と
い
う
も
の
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
社
報
を
送
っ
て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
最
近
、
拝

見
し
て
い
る
と
毎
月
御
朱
印
を
変
え
て
い
る
と
い
う
神
社
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
も
、
調
べ
て
み
る
と
け
っ
こ
う
な
数
の
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
一
月
の
御
朱
印
は
こ
れ
、
二

月
は
こ
れ
、
な
お
か
つ
雛
祭
り
特
別
期
間
御
朱
印
と
か
。
わ
れ
わ
れ

は
期
間
限
定
っ
て
弱
い
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
行
く
。
一
年
間
全
部

集
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
で
参
拝
さ
れ
る
方
が

生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
の
は
都

心
の
神
社
、
特
定
の
神
社
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
田
舎
の

従
来
の
氏
子
、
氏
神
様
の
関
係
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
成

り
立
た
な
い
で
す
ね
。

　

二
つ
め
は
「
高
度
消
費
化
」
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

図表 15　神社の年間収入
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こ
れ
も
時
間
が
な
い
の
で
や
め
ま
す
が
、
授
与
品
な
ん
か
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
。
あ
る
い
は
、
収
益
事
業
と
い
う
も
の
を
一
つ
柱

に
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
、
氏
子
さ
ん
が
い
な
く

な
っ
て
も
収
益
事
業
を
柱
に
し
て
、
こ
れ
は
あ
り
て
い
に
言
っ
て
し

ま
え
ば
、
神
社
の
境
内
地
に
収
益
型
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
と
か
ビ
ル

を
建
て
て
し
ま
え
ば
、
お
宮
は
か
な
り
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
が
い
い
の
か
悪
い
の
か
と
い
う
の
は
私
に
は
申
し
上
げ

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
収
益
化
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
情
報
化
」
で
す
。
し
ば
ら
く
前
は
神
社
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
拝
者
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
氏
神
様
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
立
て
る
こ
と
が
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
近
年
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
つ
く
ら
な
く
て
も
、

そ
こ
に
参
拝
さ
れ
た
方
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
か
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
投
稿
し

て
く
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
宮
は
何
も
し
な
く
て
も
、
新
し
い
御

朱
印
を
つ
く
っ
た
、
こ
こ
の
御
朱
印
は
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
喧
伝
さ
れ
て
、
関
心
の
あ
る
方
が
そ
こ
の
神
社
に
押
し
寄
せ
る
と

い
う
こ
と
が
普
通
に
起
こ
る
わ
け
で
す
。
情
報
化
も
い
ち
だ
ん
と
進

ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
波
で
ど
う
な
る
の
か
。

こ
れ
は
な
ん
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
状

況
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

神
社
の
二
極
化
、
方
向
性
が
神
社
を
一
律
に
語
る
こ
と
を
難
し
く

し
て
い
る
と
い
う
結
論
を
、
い
ま
私
は
も
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
で

終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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戦
後
の
神
社
神
道

講
師

　

茂　

木　

貞　

純（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授
）

　

石　

井　

研　

士（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

　

神　

保　

郁　

夫（
神
社
本
庁
参
事
）

　

河　

村　

忠　

伸（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
共
同
研
究
員
）

司
会

　

櫻　

井　

治　

男（
皇
學
館
大
学
大
学
院
特
別
教
授
）

討

議

　

櫻
井
（
司
会
）　

こ
こ
か
ら
の
討
議
を
担
当
さ
せ
て
頂
き
ま
す
皇
學

館
大
学
の
櫻
井
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

　

こ
れ
ま
で
二
つ
の
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。
茂
木
先
生
の
ほ
う
か

ら
は
、
二
十
五
年
間
神
社
本
庁
に
お
勤
め
で
、
そ
の
後
國
學
院
大
學

で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
国
柄
の
問
題
、
国
民
思
想
の
問

題
、
そ
し
て
社
会
変
化
へ
の
対
応
の
問
題
と
い
う
三
つ
の
観
点
で
、

神
社
本
庁
の
活
動
を
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
、
か
つ
重
要
な
点
を
取

り
上
げ
て
、
私
ど
も
が
考
え
て
い
く
基
本
と
い
う
も
の
を
振
り
返
っ

て
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
石
井
先
生
の
ほ
う
か
ら
は
、

先
生
が
こ
れ
ま
で
注
目
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
統
計
資
料
や
意
識
調
査

に
加
え
て
、
そ
れ
ら
か
ら
客
観
的
に
読
み
取
れ
る
も
の
は
何
か
、
そ

し
て
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

の
解
釈
を
、
い
く
つ
か
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま

す
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
あ
と
は
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
称
し
ま
し
て
、

ま
ず
お
二
方
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
、
そ
れ
か
ら
全
体
の
討
議
に
移

ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
最
初
に
、
神
社
本
庁
参

事
の
神
保
先
生
の
ほ
う
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

神
保　

神
保
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
茂
木
さ
ん
の
元
同
僚
で
し
て
、

昭
和
六
十
年
に
神
社
本
庁
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
い
ま
現
在
も
神

社
本
庁
の
職
員
で
ご
ざ
い
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
も
、
す
こ

し
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
茂
木
さ
ん

の
ほ
う
か
ら
神
社
本
庁
の
七
十
年
の
歩
み
を
一
時
間
と
い
う
短
い
時

間
の
な
か
で
概
略
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
き
ょ
う
こ
こ
に
お

集
ま
り
の
方
々
は
、
神
社
関
係
者
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で

し
ょ
う
し
、
一
般
の
お
勤
め
の
方
も
多
く
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

私
、
性
格
が
粗
野
な
も
の
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
過
激
な
こ
と
を
言

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

神
社
本
庁
七
十
年
の
歴
史
を
、
茂
木
さ
ん
は
あ
く
ま
で
も
神
社
本

庁
側
の
立
場
で
話
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
国
民
運
動
に
関
し
て

で
す
が
、
茂
木
さ
ん
の
話
の
中
で
お
三
方
の
名
前
が
挙
が
り
ま
し
た
。

草
創
期
の
神
社
本
庁
の
総
長
を
お
務
め
に
な
っ
た
吉
田
茂
さ
ん
。
そ

し
て
、
神
道
指
令
を
出
し
た
中
心
人
物
で
あ
り
ま
す
バ
ン
ス
。
ま
た
、

神
宮
の
真
姿
顕
現
に
関
し
て
取
組
ま
れ
た
国
会
議
員
だ
っ
た
浜
地
文

平
さ
ん
。
吉
田
茂
さ
ん
も
元
議
員
で
し
て
、
大
臣
ま
で
や
ら
れ
た
方

で
す
。
神
社
本
庁
の
役
割
は
、
他
団
体
と
の
求
心
力
と
な
り
、
真
ん

中
に
入
っ
て
色
々
な
活
動
を
推
進
し
た
の
で
す
。
国
民
運
動
は
、
神

社
本
庁
の
職
員
、
神
主
が
中
心
に
な
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
繰
り
広
げ
て
き
た
わ
け
で
す
。

と
く
に
草
創
期
の
方
々
と
い
う
の
は
、
戦
前
の
教
育
を
受
け
て
お
ら

れ
ま
す
。
神
社
本
庁
の
中
心
を
担
っ
た
人
間
と
い
う
の
は
旧
官
国
幣

社
の
宮
司
さ
ん
や
、
禰
宜
さ
ん
ク
ラ
ス
で
あ
り
ま
す
。
き
ょ
う
の
会

を
主
宰
す
る
明
治
聖
徳
記
念
学
会
の
理
事
長
で
あ
る
阪
本
先
生
の
お

父
さ
ん
、
阪
本
健
一
さ
ん
も
神
社
本
庁
の
旧
職
員
で
す
が
、
阪
本
健

一
さ
ん
自
身
も
、
戦
前
の
官
国
幣
社
の
宮
司
で
あ
り
、
終
戦
間
際
は

静
岡
県
の
祭
務
官
と
し
て
県
庁
の
役
人
と
い
う
立
場
だ
っ
た
方
で
す
。

で
す
の
で
、
戦
後
の
神
社
本
庁
が
国
民
運
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ

て
、
戦
前
の
神
社
界
を
担
っ
た
人
物
は
、
内
務
省
出
身
の
役
人
に
も

顔
が
き
き
ま
す
し
、
多
岐
に
わ
た
る
人
脈
を
お
も
ち
で
し
た
。
そ
う

い
う
人
脈
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
を
国
民
運
動
に
還
元
し
て
一
つ
の
目

的
に
向
か
っ
て
活
動
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
私
が
こ
こ
に
呼
ば
れ
た
の
は
、
会
場
の
後
方
に
『
戦
後
神

道
界
の
群
像
』（
神
社
新
報
社
、
平
成
二
十
八
年
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
本
は
、
戦
後
の
神
社
界
を
担
っ
た
方
々
を
四
百
名
程
度
、

評
伝
形
式
で
採
録
し
た
書
籍
で
す
。
そ
の
編
集
を
私
が
神
社
新
報
に

出
向
し
ま
し
て
、
先
生
方
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
最
後
の
出
版
ま



シンポジウム　戦後の神社神道165

で
担
当
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
と
背
景
を
理
解

し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
今
日
呼
ば
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
戦
後
の
神
社
本
庁
を
担
っ
た
方
々
の
本
を
編
集
し
て
、
そ
の
編

集
後
記
に
書
い
た
一
文
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
長
い
で
す
が
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

戦
前
に
任
用
、
特
に
官
国
幣
社
宮
司
と
し
て
奉
仕
経
験
を
有

す
る
神
職
は
、
戦
後
に
あ
っ
て
も
如
何
に
神
社
と
神
社
信
仰
を

守
り
確
立
し
て
ゆ
く
か
を
常
に
念
頭
に
置
き
行
動
を
し
て
ゐ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
大
東
亜
戦
争
が
終
結
す

る
昭
和
二
十
年
は
、
明
治
維
新
か
ら
八
十
年
弱
（
ち
ょ
う
ど
い
ま

が
戦
後
か
ら
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
年
歳
月
が
経
過
し
て
お
り
ま
す
）、

こ
の
間
、
明
治
元
年
に
神
仏
分
離
が
行
は
れ
、
以
降
、
全
国
神

社
は
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
へ
と
江
戸
期
以
前
と
は
全
く
異

な
る
、
国
家
に
よ
る
神
社
行
政
の
組
織
、
制
度
、
理
念
と
密
接

不
可
分
の
関
係
の
中
で
歩
む
こ
と
と
な
る
。
本
書
に
採
録
さ
れ

た
官
国
幣
社
宮
司
、
禰
宜
経
験
者
の
多
く
が
、
未
だ
神
仏
習
合

時
代
の
記
憶
が
間
近
で
あ
っ
た
時
代
に
生
き
、
神
道
人
と
し
て

奉
仕
す
る
神
社
の
社
頭
整
備
に
尽
力
し
、
ま
た
神
社
の
立
場
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
社
史
の
編
纂
事
業
に
熱
意
を
燃
や
し
た
（
ち
ょ

う
ど
い
ま
明
治
神
宮
さ
ん
で
は
百
年
と
い
う
こ
と
で
社
史
の
編
纂
に
傾

注
さ
れ
て
い
る
と
承
っ
て
お
り
ま
す
）。
…
…
今
回
、
本
書
に
掲
載

さ
れ
た
神
社
本
庁
設
立
期
の
人
物
の
多
く
が
、
明
治
維
新
の
精

神
を
継
承
し
、
敗
戦
後
の
新
し
い
社
会
の
中
で
、
神
社
本
庁
の

名
の
下
に
結
集
し
、
神
社
神
道
の
発
展
を
願
っ
た
。

　

こ
れ
が
、
私
の
率
直
な
感
想
と
し
て
編
集
後
記
に
書
か
せ
て
い
た

だ
い
た
内
容
で
す
。
で
す
の
で
、
茂
木
さ
ん
の
お
話
に
付
け
加
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
神
主
が
戦
前
の
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

使
っ
て
敗
戦
後
、「
明
治
の
心
」
と
言
っ
た
ら
漠
然
と
し
ま
す
が
、

そ
う
い
っ
た
も
の
を
い
か
に
再
度
、
次
世
代
に
継
承
し
よ
う
か
と
。

ま
た
、
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
表
そ
う
と
し
た
の
が
、
茂
木
先
生
が

き
ょ
う
皆
さ
ん
方
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
活
動
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
だ
け
、
皆
さ
ん
方
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
紀

元
節
の
話
が
茂
木
さ
ん
か
ら
で
ま
し
た
。
実
際
に
は
昭
和
二
十
三
年

に
「
祝
日
法
」
の
成
立
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
私
が
い
ち
ば
ん
大

事
だ
と
思
う
こ
と
は
、
昭
和
天
皇
さ
ま
が
、
昭
和
二
十
三
年
、
ま
だ

休
日
法
が
施
行
に
な
る
前
に
、
宮
中
三
殿
で
紀
元
節
祭
を
ご
奉
仕
さ

れ
る
わ
け
で
す
。
翌
年
か
ら
法
律
が
変
わ
り
ま
す
の
で
紀
元
節
が
な

く
な
る
。
し
か
し
、
昭
和
天
皇
の
深
い
思
し
召
し
に
よ
っ
て
、
二
十

四
年
以
降
、
年
間
の
恒
例
の
祭
典
と
は
別
個
に
、
侍
従
職
が
掌
典
職

に
お
声
を
か
け
て
、
二
月
十
一
日
は
臨
時
で
三
殿
の
御
拝
を
す
る
と

い
う
こ
と
を
、
崩
御
さ
れ
る
前
年
ま
で
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

で
す
の
で
、
神
社
に
お
い
て
も
神
社
本
庁
設
立
と
同
時
に
祭
祀
規
程
、

神
社
の
お
祭
り
を
行
う
規
定
が
施
行
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中

に
当
初
は
紀
元
節
祭
と
い
っ
て
中
祭
の
祭
祀
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
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そ
れ
が
二
十
三
年
ぐ
ら
い
か
、
規
程
改
正
で
曖
昧
な
か
た
ち
に
な
っ

て
、
紀
元
節
の
部
分
は
消
え
て
い
く
。
た
だ
し
、
実
態
と
し
て
は
、

紀
元
節
祭
は
神
社
で
し
っ
か
り
と
行
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
敗

戦
後
の
紀
元
節
の
お
祭
り
が
廃
止
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
陛
下
が
常

に
そ
の
こ
と
を
心
が
け
て
ご
配
慮
な
さ
れ
る
お
姿
。
そ
れ
が
な
ん
と

い
っ
て
も
神
社
界
、
ま
た
、
そ
の
当
時
の
人
々
に
、
ど
こ
ま
で
国
民

が
知
っ
て
い
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
漏
れ
伝
わ
っ
て

い
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
昭
和
天
皇
の
お
気
持
ち
が
、
こ

の
紀
元
節
で
も
あ
る
「
建
国
記
念
の
日
」
の
復
活
に
つ
な
が
っ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
と
も
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
は
明
治
聖
徳
記
念
学
会
の
話
で
す
か
ら
、
あ
ま
り

言
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
言
い
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
と
、
戦
前
に
は
「
四
大
節
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
神
道
指
令

に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
紀
元
節
は
廃
止
。
明
治
節

は
名
前
を
「
文
化
の
日
」
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
こ
の
紀
元

節
と
明
治
節
は
宮
中
の
恒
例
の
祭
典
の
中
か
ら
名
前
は
消
さ
れ
ま
す

が
、
昭
和
天
皇
は
こ
の
二
つ
の
お
祭
り
を
ず
っ
と
臨
時
御
拝
と
い
う

か
た
ち
で
崩
御
前
年
ま
で
、
晩
年
は
容
体
が
悪
い
で
す
か
ら
勅
使
を

宮
中
三
殿
の
ほ
う
に
差
遣
し
て
代
拝
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
続
け

ら
れ
ま
す
。
基
本
的
に
ご
親
拝
を
こ
こ
ろ
が
け
て
、
こ
の
二
つ
の
節

祭
を
大
切
に
ご
奉
仕
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
と
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
神
主
だ
け
が
一
生
懸
命
や
っ
た
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
つ
の
例
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
先
ほ
ど
そ
こ
に
高
森
明
勅
さ
ん
が
い
た
の
で
言
う
か
言
わ

か
い
か
迷
っ
て
い
い
ま
し
た
が
、
実
は
高
森
さ
ん
と
私
は
、
大
学
学

部
時
代
は
ず
っ
と
先
輩
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
院
で
同
級
生
に
な

り
ま
し
た
。
大
学
院
の
学
生
時
代
、
ぼ
く
は
大
東
塾
の
出
身
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
八
月
十
五
日
に
な
る
と
、
高
森
さ
ん
に
靖
國
の
参
道

の
と
こ
ろ
で
靖
國
神
社
国
家
護
持
の
幕
を
持
つ
の
で
人
手
が
足
り
な

い
か
ら
一
緒
に
や
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
、
何
度
か
行
き
ま
し
た
。

今
、
思
う
と
草
の
根
の
国
民
運
動
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
と
考
え
ま
す
。
神
社
本
庁
の
先
輩
方
の
お
話
を
聞
き
ま

す
と
、
私
は
と
う
て
い
で
き
ま
せ
ん
が
、
若
い
頃
は
五
時
に
仕
事
が

終
わ
る
と
、
紀
元
節
復
活
を
要
望
す
る
と
い
う
ビ
ラ
を
渋
谷
の
駅
に

行
き
、
配
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
が

入
っ
た
と
き
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
で
す
。
た
ぶ
ん

昭
和
四
十
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
の
話
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
明

治
の
精
神
と
そ
の
当
時
の
こ
と
を
尊
く
思
っ
て
い
る
人
た
ち
が
地
道

な
活
動
を
積
み
上
げ
て
、
な
お
か
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
外
部
の
方
々
の

賛
同
を
得
て
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
国
民
運
動
を
し
、
実
現
し
て

い
っ
た
の
で
す
。
大
東
塾
の
影
山
正
治
さ
ん
も
、
そ
の
一
人
で
す
。

　

ま
た
、
き
ょ
う
は
年
配
の
方
が
け
っ
こ
う
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
ご

承
知
か
と
思
い
ま
す
。
元
号
法
制
化
に
際
し
て
も
、
自
民
党
の
議
員

が
一
生
懸
命
や
っ
た
な
ん
て
い
う
の
は
大
間
違
い
で
し
て
、
確
か
に
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自
民
党
の
議
員
で
一
生
懸
命
な
さ
っ
た
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す

が
、
受
田
新
吉
な
ど
民
社
党
系
の
議
員
が
け
っ
こ
う
国
会
な
ど
で
元

号
法
制
化
を
要
望
す
る
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
戦
後
で
い
う
と
社
会
党
右
派
と
い
う
く
く
り
に
な
る
ら
し
い
で

す
。
こ
う
し
た
意
識
の
方
が
分
裂
し
て
民
社
党
に
な
り
ま
し
た
。
民

社
党
の
中
に
は
、
日
本
の
国
体
と
い
う
か
、
国
柄
を
大
事
に
し
た
政

治
家
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
元
号
法
制
化
の
一
因
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
で
国
民
運
動
に
つ
い
て
は
お
し
ま
い
に
し
ま
す
が
、
高
森
さ

ん
が
お
ら
れ
た
大
東
塾
の
影
山（
正
治
）
先
生
な
ど
、
法
律
が
通
る
前

に
自
決
な
さ
っ
て
、
自
分
の
死
を
法
制
化
の
実
現
の
た
め
に
お
供
え

す
る
と
い
う
覚
悟
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
繰

返
し
に
な
り
ま
す
が
、
決
し
て
神
社
界
だ
け
が
頑
張
っ
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
当
時
活
動
し
た
組
織
が
な
く
な
っ
た
り
、
世
間
か
ら
注

目
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
神
社
本
庁
は
い
ま
だ
に
社
会
的

認
知
度
が
高
い
で
す
か
ら
、
神
社
本
庁
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
た
と

い
う
も
の
の
考
え
方
が
世
間
に
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

確
か
に
神
社
界
も
一
生
懸
命
や
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
実
際
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
方
々
の
真
ん
中
に
入
っ
て
求
心
力
の
支
え
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
方
に
ご
承
知
お
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

石
井
先
生
の
お
話
は
ま
た
の
ち
ほ
ど
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
の
で
、
私
は
こ
れ
で
切
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
櫻
井　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
の
神
保
先
生
の

お
話
し
で
は
、
戦
後
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
て
、
戦
前
か
ら
戦
後

へ
と
つ
な
い
だ
方
々
の
存
在
を
し
っ
か
り
見
て
い
く
重
要
性
と
、
そ

の
方
々
の
「
思
い
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
神
社
界
が
中
心
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
神
社
本
庁
が
そ
の
求
心
力
と
な
っ
て

い
っ
た
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
お
二
人
目
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
河
村
先

生
、
い
か
が
で
す
か
。

　

河
村　

ま
ず
初
め
に
、
私
が
常
に
思
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、「
神

社
神
道
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
言
う
と
、
神
職
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
神
職
と
し
て
、
真
剣
に
ず
っ
と

悩
ん
で
い
る
問
題
で
す
。

　

神
社
神
道
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
と
、
戦
前

に
お
い
て
、
教
派
神
道
に
属
さ
な
い
国
家
の
管
理
に
属
す
神
社
の
神

道
の
こ
と
を
「
神
社
」
あ
る
い
は
「
神
社
神
道
」
と
呼
び
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
神
社
神
道
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
、
戦
前
の
制

度
な
し
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す

が
、
戦
前
の
神
社
の
こ
と
を
法
令
で
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
表
し
ま
し

た
。「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
用
語
の
用
例
を
調
べ
る
と
、
第
一
に
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神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る
近
代
神
社
法
制
度
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。
第
二
に
制
度
の
裏
付
け
と
し
て
、
国
体
と
神
社

が
一
体
で
あ
る
と
す
る
国
家
観
、
歴
史
観
、
神
社
観
が
存
在
し
ま
す
。

更
に
、
第
三
の
分
類
と
し
て
、
神
道
思
想
家
が
自
ら
の
思
想
を
「
国

家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
た
も
の
。
第
三
は
例
外

的
な
用
法
で
あ
り
、
第
一
と
第
二
が
行
政
が
想
定
し
た
「
国
家
ノ
宗

祀
」
の
定
義
と
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
国
家
ノ
宗
祀
」
た
る
神
社
の
こ
と
を
あ
え
て
「
公
認

神
社
」、
あ
る
い
は
「
公
の
神
社
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
公
認
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
氏
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
祠
が
数
多
く

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
公
認
さ
れ
た
神
社
の
要
件
を
ま
と
め

て
い
き
ま
す
と
、
第
一
に
「
帝
国
の
神
祇
を
奉
斎
し
」
と
い
う
点
。

つ
ま
り
、
国
家
と
し
て
尊
崇
す
る
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
に
「
公
の
祭
典
を
執
行
」
と
い
う
点

で
あ
り
、
こ
れ
は
紀
元
節
祭
、
天
長
節
祭
と
い
っ
た
公
の
祭
祀
を
執

行
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
第
三
に
公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
設
備

で
あ
る
と
い
う
点
。
こ
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
も
の
が
神
社
明

細
帳
と
い
う
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
登
録
さ
れ
た
結
果
、
公
法
人
、
あ

る
い
は
営
造
物
法
人
と
呼
ば
れ
る
法
人
格
を
取
得
す
る
。
こ
れ
が
戦

前
期
の
神
社
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
が
、
成
立
は
し
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
検
討
さ
れ
て
い
た
「
神
社
法
（
案
）」
に
「
第
二
条

　

神
社
ト
ハ
社
殿
ヲ
備
ヘ
帝
国
ノ
神
祇
ヲ
鎮
祀
シ
テ
公
ニ
祭
典
ヲ
執

行
シ
公
衆
参
拝
ノ
用
ニ
供
ス
ル
所
ヲ
言
フ
」。
こ
の
と
こ
ろ
に
戦
前

期
、
内
務
省
で
行
わ
れ
て
い
た
神
社
に
対
す
る
理
解
が
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
神
社
、

例
え
ば
、
個
人
宅
に
祀
っ
て
あ
る
お
稲
荷
さ
ん
は
公
の
神
社
で
は
な

い
わ
け
で
す
。
仮
に
ご
祭
神
が
天
照
大
神
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
私
的
な
祠
で
あ
り
、
私
祭
神
祠
と
な
る
。
私
祭
神
祠
と
い
う
の

は
個
人
の
も
の
で
す
か
ら
、
公
に
公
衆
参
拝
に
供
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
神
主
を
置
い
て
「
う
ち
に
祠
が
あ
り
ま
す
、
ど
う
ぞ
お
参
り

く
だ
さ
い
、
ご
祈
祷
し
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
わ
け
で

す
。
戦
前
期
は
こ
の
よ
う
に
公
的
祭
祀
と
私
祭
神
祠
の
区
別
が
あ
り

ま
し
た
。

　

神
社
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
ず
、
数
軒
で
祀
っ
て
い
る
祠
も
何
万
と

存
在
し
た
。
こ
れ
ら
は
行
政
上
に
お
い
て
神
社
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
地
域
社
会
に
お
い
て
は
神
社
で
あ
っ
た
。
有
名
な
と
こ
ろ

は
、
櫻
井
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
合
祀
し

た
あ
と
に
復
活
し
た
神
社
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
全
国
に
は
多
数

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
熱
心
な
信
仰
心
が
あ
り
、
ま
た
行

事
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
前
期
の
事
実
と
し
て
あ
る
わ
け
で

す
。

　

神
道
指
令
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
第
二
の
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意
味
で
あ
る
国
体
と
神
社
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
国
家
観
・
神
社
観

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま

す
。
茂
木
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
神
社
本
庁
と
い
う

の
は
神
社
の
連
盟
体
で
あ
り
ま
す
。
連
盟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な

ん
ら
か
の
共
通
の
理
念
が
あ
る
は
ず
で
す
。
神
道
指
令
が
わ
れ
わ
れ

に
突
き
つ
け
た
も
の
は
、
神
社
と
い
う
も
の
が
皇
室
と
離
れ
て
存
在

し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
法
令
上

民
間
の
一
宗
教
法
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀

は
連
動
し
て
い
る
と
い
う
理
念
を
も
っ
た
神
社
が
神
社
本
庁
と
い
う

集
団
と
し
て
結
集
し
た
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。
神
社
本
庁
と
い

う
組
織
そ
の
も
の
は
、
一
般
に
は
現
在
、
代
々
木
に
あ
る
事
務
所
の

こ
と
を
認
識
さ
れ
る
方
が
多
い
で
す
が
、
広
義
に
は
加
盟
し
て
い
る

神
社
す
べ
て
が
集
ま
っ
て
神
社
本
庁
を
構
成
し
て
い
る
。

　

そ
の
連
盟
体
の
結
集
し
て
い
る
要
因
と
い
う
の
は
、
神
社
の
祭
祀

は
天
皇
陛
下
の
祭
祀
と
な
に
か
し
ら
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
「
な

に
か
し
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
戦
前
期
に
も
さ
ん
ざ
ん
議
論
し
た
が
、
結
論
は
出
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
に
な
っ
て
初
め
て
官
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
る
研

究
者
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
私
は
違
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
江
戸

時
代
、
吉
田
家
が
神
職
の
任
命
書
を
発
給
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
吉
田
家
が
朝
廷
の
神
祇
官
の
官
員
で
あ
り
、
吉
田
家
を
通
じ

て
朝
廷
と
つ
な
が
る
と
い
う
意
識
が
全
国
の
神
職
の
な
か
に
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
吉
田
家
の
や
り
方
が
通
用
し
た
と
私
は
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
の
た
め
明
治
維
新
に
よ
っ
て
神
社
と
宮
中
祭
祀
が
初
め
て
つ

な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
精
神
的
な
つ
な
が

り
を
制
度
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
明
治
維
新
以
降
の
近
代
神

社
制
度
だ
と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
神
社
本
庁
が
で
き
ま
し
て
、
本
日
は
国
民
運
動
的
な
と
こ

ろ
に
ま
ず
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は

神
社
本
庁
の
本
質
的
な
機
能
と
い
う
の
は
、
茂
木
先
生
の
レ
ジ
ュ
メ

に
も
記
載
の
と
お
り
、
神
社
護
持
の
た
め
の
統
理
承
認
事
務
に
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
宗
教
法
人
法
上
で
は
、
宮
司
と
責
任
役
員
が
同

意
す
れ
ば
、
ご
祭
神
だ
っ
て
変
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

こ
で
神
職
や
総
代
の
恣
意
独
断
を
防
ぐ
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し

て
働
い
て
い
る
の
が
、
神
社
明
細
帳
で
あ
り
、
承
認
事
務
で
す
。
そ

の
た
め
承
認
事
務
は
神
社
を
守
る
と
い
う
神
社
本
庁
に
お
い
て
最
も

根
幹
的
な
業
務
で
す
。
そ
し
て
、
承
認
事
務
を
補
佐
す
る
の
が
、
考

証
や
調
査
と
呼
ば
れ
る
部
門
で
す
。

　

本
日
、
茂
木
先
生
か
ら
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
国
民
運
動
の
根

源
は
神
職
の
中
に
存
在
す
る
国
体
と
神
社
が
一
体
で
あ
る
と
い
う
神

社
観
が
、
自
発
的
に
国
体
護
持
運
動
と
し
て
発
揮
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
た
茂
木
先
生
に
は
ご
意
見

を
た
ま
わ
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

次
に
神
社
護
持
の
問
題
で
す
。
本
日
、
石
井
先
生
か
ら
詳
細
な
数
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値
で
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
、
日
本
国
民
が
一
億
二
千
六

百
八
十
万
人
い
ま
し
て
、
神
社
が
約
七
万
九
千
社
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
明
治
二
十
二
年
に
内
務
省
が
調
査
し
た
と
き
に
十
九
万
三
千

二
百
九
十
一
社
で
、
明
治
三
十
七
年
の
人
口
統
計
が
約
四
千
六
百
十

三
万
人
で
、
い
ま
よ
り
も
少
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
神
社
を
護
持
す

る
一
人
当
た
り
の
人
口
は
、
明
治
か
ら
比
べ
る
と
増
え
て
い
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
護
持
問
題
が
主
張
さ
れ
る
原
因
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
、
神
社
の
維
持
費
が
上
昇
し
て
い
る
と
私
は
考

え
ま
す
。「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
内
務
省
が
理
想
と
し
て
い
た
神

社
と
い
う
の
は
、「
神
社
法
（
案
）」
第
二
条
に
「
社
殿
ヲ
備
ヘ
」
と

明
記
さ
れ
、
神
饌
幣
帛
料
の
指
定
基
準
と
し
て
「
境
内
地
百
五
十
坪
、

本
殿
、
拝
殿
、
鳥
居
等
完
備
シ
」
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
本
殿
を
は

じ
め
と
し
た
建
物
が
完
備
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和

四
年
の
時
点
の
内
務
省
の
調
査
に
お
い
て
、
石
の
祠
だ
け
、
ま
た
は

ご
神
木
に
注
連
縄
が
張
っ
て
い
る
だ
け
、
石
碑
に
神
号
を
刻
ん
だ
だ

け
の
小
さ
い
祠
が
多
く
存
在
し
ま
し
た
。
行
政
が
設
備
の
完
備
し
た

神
社
を
推
進
し
た
結
果
、
神
社
の
維
持
経
費
の
う
ち
修
造
費
と
人
件

費
の
比
率
が
大
き
く
な
り
、
費
用
を
分
担
す
る
住
民
の
人
口
が
多
い

ほ
ど
維
持
基
盤
が
強
固
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
生
み
ま
し
た
。
そ
の

た
め
神
社
合
併
は
氏
子
を
増
や
し
、
設
備
充
実
の
た
め
の
経
済
的
基

盤
を
造
成
す
る
合
理
的
な
政
策
だ
と
い
え
ま
す
。
反
対
に
石
の
祠
ま

た
は
ご
神
木
に
注
連
縄
だ
け
と
い
う
状
態
で
良
い
と
す
る
な
ら
ば
維

持
費
は
ほ
と
ん
ど
か
か
ら
な
い
。
神
社
護
持
に
つ
い
て
は
神
社
の
在

り
方
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
仏
だ
け
、

お
堂
が
あ
る
だ
け
な
ど
の
事
例
が
他
宗
教
に
あ
る
の
か
ど
う
か
。
ま

た
、
将
来
的
な
神
社
の
在
り
方
に
つ
い
て
ご
意
見
が
あ
り
ま
す
の
か

ど
う
か
、
石
井
先
生
に
改
め
て
お
伺
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

神
社
神
道
と
は
何
か
と
い
う
最
初
の
問
い
に
対
し
、
私
の
現
時
点

の
理
解
は
「
神
社
は
私
的
信
仰
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
体
と

一
体
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
天
皇
の
祭
祀
大
権
を
輔
翼
し
、
公
的
祭

祀
を
執
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
神
道
の
一
派
」

で
す
。

　

神
社
界
の
国
体
護
持
運
動
に
つ
い
て
、
戦
前
の
公
法
人
と
い
う
地

位
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
神
社
の
公
共
性
を
確
保
す
る
た
め

に
社
会
運
動
を
始
め
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
戦
前
か

ら
御
祭
神
を
奉
斎
し
、
境
内
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
社
の
公

共
性
は
果
た
し
て
い
る
と
い
う
の
が
戦
前
の
神
社
関
係
者
の
見
解
で

す
。
先
ほ
ど
「
授
与
品
神
道
」
に
つ
い
て
言
及
が
あ
り
ま
し
た
が
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
参
拝
が
で
き
て
、
誰
も
見
て
い
な
く
て
も
神
職

に
よ
り
祭
祀
が
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
価
値
を
ま
ず
確
認
し
て
い

く
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
ま
す
。

　

今
後
の
神
社
神
道
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
明
治
維
新
以
降

目
指
し
て
き
た
も
の
を
整
理
し
た
上
で
、
改
め
て
方
向
性
を
議
論
す
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べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
宗
教
法
人
た
る
神
社
だ
け
で
は
な
く
、

戦
前
期
の
非
公
認
神
社
、
あ
る
い
は
地
域
の
神
社
を
共
に
護
持
し
て

い
く
た
め
の
体
制
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
諸
先
生
方
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
き
ょ
う
は

考
え
を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

櫻
井　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
も
お

配
り
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
近
代
の
神
社
神
道
、

あ
る
い
は
神
社
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
き
て
お
ら
れ

ま
す
河
村
先
生
の
ほ
う
か
ら
、
と
く
に
戦
前
期
に
お
け
る
神
社
が

「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
建
前
の
も
と
、
あ
る
い
は
神

社
と
い
う
場
合
の
そ
こ
で
の
公
認
と
い
う
問
題
、
そ
れ
を
戦
後
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ

と
問
題
提
起
を
し
て
い
た
だ
い
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
、
お
二
方
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
茂

木
・
石
井
両
先
生
の
ご
講
演
に
対
し
て
質
問
や
コ
メ
ン
ト
を
頂
き
ま

し
た
の
で
、
最
初
に
茂
木
先
生
か
ら
ご
発
言
を
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

茂
木　

神
保
さ
ん
と
河
村
さ
ん
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
神
保
さ
ん
の
ご
発
言
の
な
か
で
、
戦
前
の
神
職
、
国
家
管
理
の

な
か
で
任
命
さ
れ
た
官
国
幣
社
の
神
職
、
そ
れ
以
外
の
諸
社
、
民
社

の
神
職
が
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
人
脈
が
広
い
と
い
う
の
は
す

ご
く
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
人
も
た

い
へ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
た
と
え
ば
き
ょ
う
私
が
お
話
し
し
ま
し
た

よ
う
に
、
国
家
管
理
か
ら
離
れ
る
と
い
う
決
断
を
し
た
あ
と
の
皆
さ

ん
の
ご
協
議
と
い
う
の
が
、
非
常
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
で
そ
つ
が
な
い
と

い
い
ま
し
ょ
う
か
、
無
駄
が
な
い
動
き
で
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
新
団
体

の
設
立
に
、
そ
し
て
新
団
体
の
仕
事
内
容
も
明
確
に
し
て
、
お
そ
ら

く
そ
ん
な
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
戦
後
の
体
制
に
移
行
で
き
た
。
こ
れ

は
や
は
り
当
時
の
ア
イ
デ
ア
と
実
行
力
と
官
僚
的
な
能
力
と
い
う
の

は
す
ご
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

同
時
に
そ
の
後
、
国
柄
の
回
復
の
運
動
に
多
く
の
時
間
を
神
社
本

庁
は
費
や
す
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
や
は
り
、

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
の
支
援
が
あ
っ

て
、
た
く
さ
ん
の
い
ろ
い
ろ
な
団
体
、
個
人
を
含
め
て
、
本
庁
が
掲

げ
る
目
標
に
つ
い
て
の
賛
同
が
あ
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
の
求
心
力
で

あ
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
神
社
そ
の
も
の

は
そ
ん
な
大
き
な
力
は
も
っ
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
予
期
し
た

以
上
の
力
を
発
揮
で
き
て
、
す
こ
し
ず
つ
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

紀
元
節
の
運
動
に
し
て
も
、
十
年
以
上
の
地
道
な
活
動
。
そ
れ
か
ら
、

実
際
に
地
域
社
会
で
神
社
を
中
心
と
し
、
あ
る
い
は
地
域
を
中
心
と

し
て
奉
祝
運
動
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
大
き
な
力
に

な
っ
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
。
も
ち
ろ
ん
、
き
ょ
う
昭
和
天
皇
の

大
御
心
の
話
も
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
貴
重
な
情
報
も
大

き
な
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
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す
。

　

そ
れ
か
ら
、
河
村
さ
ん
か
ら
の
ご
指
摘
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

地
域
社
会
で
神
社
を
守
っ
て
い
る
神
職
の
立
場
か
ら
の
ご
発
言
だ
っ

た
と
私
も
受
け
止
め
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
神
社
と
明
治
維
新
後
の

神
社
と
は
、
国
民
意
識
の
問
題
で
大
き
く
変
わ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と

思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
神
社
は
や
は
り
個
人
的
な
信
仰
の
対
象
に

な
っ
て
、
一
部
の
神
社
は
栄
え
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
お

祭
り
の
意
義
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
す
こ
し
不
明
確
に
な
っ
て
、
地

域
社
会
か
ら
な
く
な
り
は
し
な
い
し
、
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
そ
の
た
め
に
廃
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
祀
り
の
意
味
の
位
置

づ
け
が
非
常
に
大
き
く
、
国
を
治
め
る
と
い
う
天
皇
陛
下
の
行
為
と

密
接
不
可
分
だ
と
。
し
か
も
、
皇
室
の
場
合
は
、
武
家
政
権
の
時
代

も
含
め
て
ず
っ
と
敬
神
の
伝
統
を
し
っ
か
り
守
っ
て
こ
ら
れ
た
。
そ

う
い
う
な
か
で
神
社
神
道
も
も
う
一
度
整
備
さ
れ
直
し
て
明
確
な
目

標
が
で
き
、
そ
し
て
、
新
し
い
時
代
の
神
職
も
そ
う
い
う
目
標
に
向

か
っ
て
邁
進
し
て
い
く
。
お
そ
ら
く
皇
典
講
究
所
も
そ
う
い
う
目
標

で
新
し
い
神
職
の
養
成
に
頑
張
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
日
本
が
も
っ
て
い
る
内
な
る
力
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
少
し

ず
つ
整
備
さ
れ
て
、
国
家
の
宗
祀
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
、
そ
し

て
、
国
家
の
宗
祀
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
整
理
さ
れ

て
い
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
突
然
、
神
道
指
令
に
よ
っ
て

国
家
管
理
を
離
れ
る
。
い
ま
ま
で
は
官
主
導
で
、
神
職
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
受
け
身
で
や
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
が
い
っ
ぺ
ん
国
家
の

管
理
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
大
混
乱
に
な
る
で

し
ょ
う
し
、
ま
た
江
戸
時
代
以
前
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
か
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
本
当
に
大
き
な
変

革
に
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
、
き
ち
っ
と
準
備
を

し
、
受
け
止
め
る
か
た
ち
を
つ
く
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
本
当
に

先
人
の
明
が
あ
っ
た
な
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
思
い
ま
す
。
な
ん

と
か
こ
れ
を
ガ
ー
ド
す
る
か
た
ち
を
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
う
ん
で
す
。

　

国
体
と
神
社
は
や
っ
ぱ
り
不
可
分
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
皇
室
と

も
不
可
分
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
不
可
分
の
と
こ
ろ
を
少
し
ず
つ

埋
め
て
い
く
努
力
を
、
独
立
を
回
復
し
た
の
ち
も
、
目
標
を
定
め
て

や
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
す
ご
い
な
と
。
神
宮
と
皇
室
と
全
国
の
神

社
は
祭
祀
を
通
じ
て
結
ば
れ
て
い
る
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
戦
後
、
明
確
に
し
て
き
た
の
が
、
内
部

の
事
情
で
い
え
ば
神
社
本
庁
憲
章
の
制
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

櫻
井　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
る
程
度
明
確
な
ご
意
見

の
な
か
で
、
ど
う
い
う
状
況
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
く
。

な
か
な
か
議
論
の
課
題
を
見
つ
け
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
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し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
た
考
え
て
い
く
と
い
た
し
ま
し
て
、
石
井
先
生

の
ほ
う
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
ず
い
ぶ
ん
と
デ
ー
タ
も
あ

り
ま
し
て
、
お
話
し
足
ら
な
か
っ
た
部
分
も
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
あ

わ
せ
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

石
井　

コ
メ
ン
ト
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
学
生
の
頃

か
ら
、
神
社
と
か
お
寺
と
か
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
と
か
、
あ
る
い
は

日
本
の
文
化
の
な
か
で
宗
教
の
果
た
す
役
割
と
い
う
こ
と
を
勉
強
し

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
も
神
社
と
地
域
社
会
の
つ
な
が

り
と
い
う
の
は
本
当
に
強
い
。
と
こ
ろ
が
、
高
度
経
済
成
長
期
に
私

は
東
京
で
育
つ
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
み
る
み
る
社
会
が
変
わ
っ
て

い
く
。
都
市
化
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
、
昭
和
四
十
年
代
の
初
め
、

過
疎
化
が
指
摘
さ
れ
て
、
四
十
年
代
の
後
半
に
は
「
三
ち
ゃ
ん
農

業
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
ま
し
た
。
田
舎
の
農
村
で
お
神
輿
を
担
ぐ

壮
年
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た

ち
を
中
心
に
ト
ラ
ク
タ
ー
に
お
神
輿
を
載
せ
て
村
の
中
を
回
っ
て
い

る
写
真
を
見
る
わ
け
で
す
。
当
然
こ
れ
は
過
疎
化
の
せ
い
で
、
働
き

手
が
い
な
く
て
、
そ
れ
で
も
お
祭
り
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

機
械
化
で
農
業
も
維
持
さ
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
わ

け
で
す
。

　

昭
和
六
十
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
」
で
「
寺
が
消
え

る
」
と
い
う
の
を
作
る
ん
で
す
。
島
根
県
の
山
間
部
に
あ
る
浄
土
真

宗
の
お
寺
で
、
ど
ん
ど
ん
無
住
に
な
っ
て
い
く
。
あ
る
お
寺
は
傾
い

て
い
て
、
し
ば
ら
く
し
た
ら
つ
ぶ
れ
る
だ
ろ
う
と
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
で
す
。
浄
土
真
宗
が
取
材
に
応
じ
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
の
本
山

か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
方
々
と
地
元
の
方
が
一
緒
に
回
っ
て
、
も
と

も
と
こ
こ
に
は
ご
住
職
が
い
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
大
阪
枚
方
市
の
病

院
に
入
っ
て
い
て
、
三
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
賦
課
金
も
納
め
て
い
た

け
れ
ど
も
、
い
ま
納
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
寺
は
近
く
の
お
寺
と

合
併
を
進
め
て
い
ま
す
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
逐
一
見
せ
た
。
当
時

は
中
山
間
地
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
現
在
は
拡
大
し
て
い
る
。

稲
作
を
行
っ
て
い
る
地
域
ま
で
過
疎
化
や
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
の

は
、
別
に
宗
教
と
は
関
わ
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
情
報
と
し
て

新
聞
、
テ
レ
ビ
で
見
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
神

社
は
変
わ
ら
な
い
の
か
、
お
寺
は
変
わ
ら
な
い
の
か
と
い
う
の
が
も

と
も
と
の
発
想
な
ん
で
す
。

　

運
動
体
と
し
て
の
理
念
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

き
ょ
う
い
ろ
い
ろ
な
先
生
方
の
お
話
を
伺
っ
て
、
そ
の
と
お
り
だ
な

と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
を
支
え
て
き
た
地
域
社
会
が
細
り
、

氏
子
さ
ん
が
い
な
く
な
る
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
神
社
は
総
体
と
し

て
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
の
が
、
私
の
関
心
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど

言
っ
た
よ
う
に
四
割
の
神
社
が
た
と
え
ば
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
な
く

な
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

一
割
の
神
社
が
も
し
機
能
不
全
に
な
っ
た
と
き
、
ど
う
な
る
ん
で

し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
が
全
国
展
開
し
て
い
て
、
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そ
の
一
割
が
閉
店
に
な
る
。
あ
る
い
は
全
国
に
何
百
と
い
う
イ
オ
ン

の
店
が
あ
っ
て
、
イ
オ
ン
の
一
割
が
閉
店
に
な
る
と
い
っ
た
ら
、
こ

れ
は
完
全
に
業
態
、
変
わ
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
収
益
が
急
激
に
落

ち
て
、
ど
う
い
う
商
売
を
す
る
か
と
い
う
の
を
見
直
さ
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
。
い
ま
宗
教
界
は
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
う
や
く
実
感
で
き
る

と
こ
ろ
ま
で
来
た
よ
う
だ
と
い
う
の
が
、
私
が
研
究
で
思
っ
て
い
る

感
触
な
ん
で
す
。

　

過
疎
化
は
着
々
と
進
行
し
て
い
た
わ
け
で
、
い
ま
急
に
現
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
限
界
集
落
と
い
う
言
葉
は
二
十
世
紀
の
終
わ
り
に
で

き
た
言
葉
で
す
。
過
疎
と
い
う
言
葉
で
は
そ
の
悲
惨
さ
が
表
せ
な
い

と
い
う
の
で
、
あ
る
農
村
社
会
学
者
が
つ
く
っ
て
、
い
ま
人
口
に
膾

炙
し
た
言
葉
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
も
人
口
は
減

り
、
地
方
の
人
口
が
と
く
に
急
速
に
減
っ
て
い
き
、
残
っ
た
方
々
の

高
齢
化
率
は
ま
す
ま
す
高
く
な
り
、
そ
う
い
う
方
々
で
い
つ
ま
で
お

宮
を
維
持
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
の
場
合
に
、
神
社
と
は
何
か
と
い

う
問
題
は
私
に
は
た
い
へ
ん
難
し
い
問
題
で
、
も
ち
ろ
ん
回
答
は
持

ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
る
事
例
と
い
う
の

は
極
端
な
事
例
が
多
い
の
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
絶
対
と
い
う
わ
け
に

は
な
か
な
か
い
か
な
い
ん
で
す
が
、
一
軒
で
も
氏
子
さ
ん
が
残
れ
ば

お
宮
は
維
持
さ
れ
る
と
し
て
い
る
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
氏
子
の
方
々
が
少
な
く
な
っ
て
兼
務
社
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
く
て
も
、
兼
務
し
た
宮
司
さ
ん
が
、
本
務
神
社
と
同
じ
よ
う
に

一
生
懸
命
祭
祀
を
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
か
る
ん
で
す
。
本
当
に
氏
子

さ
ん
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
氏
子
さ
ん
が
多
く
て
財
政
が
潤
沢
な

宮
で
も
、
や
っ
て
い
る
恒
例
祭
祀
と
か
臨
時
祭
祀
と
か
、
全
く
同
じ

割
合
な
ん
で
す
。
手
を
抜
か
な
い
で
す
ね
。
ど
ん
な
に
少
な
く
な
っ

て
も
財
政
基
盤
が
細
く
な
っ
て
も
、
宮
司
さ
ん
や
氏
子
さ
ん
は
お
宮

を
維
持
し
た
い
と
思
っ
て
頑
張
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

で
も
、
こ
れ
か
ら
十
年
先
三
十
年
先
、
い
け
る
の
か
。
そ
う
い
う

神
社
が
増
え
た
と
き
に
、
全
体
と
し
て
の
神
社
神
道
は
、
き
ょ
う
い

ろ
い
ろ
な
先
生
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
運
動
が

ど
こ
ま
で
維
持
で
き
る
の
か
、
変
わ
ら
な
い
で
進
め
ら
れ
る
の
か
。

場
合
に
よ
る
と
収
益
に
走
る
お
宮
も
あ
る
や
に
思
い
ま
す
。
決
し
て

多
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
情
報
化
に
特
化
し
て
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
か
で
す
ね
。
そ
う
い
う
の
が
目
に
つ

く
と
、
き
ょ
う
話
を
伺
っ
た
よ
う
に
、
皆
さ
ん
が
一
様
に
同
じ
方
向

に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
け
る
の
か
ど
う
か
。
私
は
こ
の
よ
う
に
か
な

り
大
変
だ
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
て
皆
さ
ん
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
し
だ
い
で
す
。

　

櫻
井　

先
ほ
ど
石
井
先
生
が
現
代
的
な
神
社
の
様
相
を
見
て
い
く

と
、
一
つ
に
は
神
社
の
魅
力
化
、
そ
う
い
う
意
味
に
つ
い
て
お
話
し

に
な
り
ま
し
た
ね
。
人
々
が
集
中
し
て
訪
れ
る
神
社
と
、
も
う
一
方

は
神
社
を
維
持
し
た
り
護
持
す
る
こ
と
が
厳
し
い
よ
う
な
状
況
の
、

そ
う
い
う
分
か
れ
方
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
れ
か
ら
神
社
界
が
一
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体
と
な
っ
て
ど
の
よ
う
に
社
会
的
な
活
動
と
か
運
動
が
で
き
る
の
か

と
い
う
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

石
井　

神
社
が
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の

は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
以
来
、
宗
教
団
体
の

社
会
貢
献
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
目
に
見

え
る
活
動
で
す
。
具
体
的
に
宗
教
者
が
そ
こ
に
行
っ
て
、
布
教
で
は

な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
ど
れ
だ
け
活
動
で
き
る
か
。
あ
る
い

は
、
そ
こ
へ
ど
れ
だ
け
の
寄
付
金
を
投
下
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
ど

れ
だ
け
物
資
を
持
っ
て
い
け
る
か
。
そ
れ
が
継
続
的
に
で
き
る
か
。

あ
る
い
は
傾
聴
活
動
の
拠
点
を
設
け
て
、
相
談
に
来
る
方
に
対
応
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
は

神
社
が
行
っ
て
き
た
活
動
で
は
な
い
し
、
個
々
の
お
宮
は
ご
家
族
で

運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
て
、
被
災
地
に
ず
っ
と
い
て
活
動
と

い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
と
は

違
っ
た
社
会
的
な
公
益
性
と
か
公
共
性
を
神
社
は
も
っ
て
い
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
本
当
に
目
に
見
え
る
活

動
で
、
集
団
で
行
っ
た
ら
ど
う
か
み
た
い
な
も
の
で
評
価
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
子
供
食
堂
を
や
っ
て
い
る
か
や
っ
て
い
な
い
か
と
か
、

高
齢
者
に
対
す
る
デ
イ
ケ
ア
み
た
い
な
も
の
を
し
て
い
る
か
ど
う
か

と
か
で
す
ね
。
で
も
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
神
社
で
や
っ
て
き
た
こ
と

と
は
違
う
し
、
神
社
本
来
の
発
想
と
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う

い
う
公
益
性
で
は
な
い
も
の
を
神
社
は
果
た
し
て
き
た
し
、
い
ま
も

果
た
し
て
い
る
し
、
今
後
果
た
し
続
け
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
が
、

受
け
取
る
側
の
日
本
人
の
感
覚
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
な
か
で
神
社
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
も

う
す
こ
し
き
ち
ん
と
説
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。
日
本
人
だ
か
ら
言
わ
な
い
で
も
わ
か
る
と
い
う
状
況
で
は
な

さ
そ
う
で
す
。
下
手
す
る
と
外
国
人
と
同
じ
で
、
神
社
は
こ
う
い
う

歴
史
的
な
経
緯
が
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日

本
人
に
と
っ
て
な
ぜ
大
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
神
職
の
方
々
は

じ
め
、
総
代
さ
ん
や
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
繰
り
返
し
伝
え
て
も
ら
わ

な
い
と
い
け
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

櫻
井　

そ
う
い
う
観
点
か
ら
見
ま
す
と
、
先
ほ
ど
河
村
さ
ん
が
神

社
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
の
な
か
に
基
本
と
し
て
三
つ
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
神
様
を
祀
っ
て
奉
斎
し
、
公
の
祭
典
を
行
い
、
そ
し
て

公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
。
そ
れ
を
守
っ
て
い
く
の
が
神
職
の
務
め
。

そ
れ
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
共
に
、
一
方
で
は
社
会
か
ら
の

宗
教
に
対
す
る
何
ら
か
の
期
待
と
か
ニ
ー
ズ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
ね
。
た
だ
受
け
身
的
な
こ
と
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
神
社
の
主

体
的
な
役
割
を
ど
の
よ
う
進
め
て
い
け
る
の
か
と
い
う
点
で
、
神
社

と
し
て
の
存
在
の
意
義
を
考
え
て
い
く
必
要
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

い
う
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
の
あ
た
り
、
い
か
が
で

す
か
。

　

茂
木　

い
ま
石
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
他
の
宗
教
団
体
で
す
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ね
。
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
社
会
貢
献
と
い
う
こ
と
で
被
災
地
に

様
々
な
支
援
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
神
社
は
地
域
社
会
の
中
に

あ
っ
て
、
こ
の
あ
い
だ
の
東
日
本
大
震
災
な
ん
か
で
い
い
ま
す
と
、

そ
れ
こ
そ
氏
子
の
人
々
と
共
に
大
半
の
神
社
も
被
災
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
神
社
だ
け
が
高
台
に
あ
っ
て
被
災
を
免
れ
た
け
れ
ど
も
、
氏

子
の
九
〇
％
以
上
は
被
災
者
と
い
う
状
況
の
神
社
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
。
そ
う
い
う
な
か
で
わ
り
あ
い
と
早
く
地
域
社
会
が
ま
と
ま
っ
て

復
興
に
向
け
て
の
歩
み
を
始
め
た
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
神
社
の
祭
り

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
神
社
に
関
わ
る
民

俗
信
仰
で
す
ね
。
獅
子
舞
と
か
神
楽
と
か
、
こ
れ
は
神
社
が
な
く

な
っ
て
も
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
わ
り
あ

い
と
早
く
復
興
し
て
、
地
域
社
会
の
人
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
活
力
を
得
て
復
興
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
と
い
う
と
こ
ろ
が
た
く

さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、「
神
社
新
報
」
の
被
災
者
の
記
録
で

確
認
で
き
る
わ
け
で
す
。
や
っ
ぱ
り
、
日
本
の
社
会
と
神
社
と
い
う

の
は
本
当
に
密
接
不
可
分
で
、
神
社
信
仰
と
い
う
の
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
形
成
し
て
い
く
核
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
こ
は
国

柄
と
密
接
不
可
分
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
過
疎
地
で
も
何
軒
か
の
氏
子
が
残
っ
て
い
る
と
根
強
く

続
い
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
絶
対
数
が
減
っ
て
し
ま
っ
て
維
持
で
き
な
く
な
る
と
い
う

の
は
、
こ
れ
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

地
域
に
行
き
ま
す
と
、
立
派
な
神
社
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

し
か
も
、
活
動
が
低
調
だ
な
と
見
え
る
よ
う
な
神
社
も
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
れ
は
や
は
り
地
域
社
会
の
人
が
神
社
と
い
う
存
在
に
目
覚
め

て
な
い
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
土
地
の
神
職
が
い
ろ
い
ろ
な

事
情
で
神
社
の
ほ
う
に
時
間
を
さ
い
て
活
動
が
で
き
な
い
と
い
う
状

況
に
あ
る
。
な
に
か
そ
の
条
件
を
変
え
て
、
少
な
く
と
も
神
社
の
掃

除
や
そ
う
い
う
協
力
体
制
を
つ
く
っ
て
、
う
ま
く
か
た
ち
を
整
え
て

い
く
と
、
ま
さ
に
い
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
、
昔
な
が
ら
の
神
社
の

か
た
ち
が
復
興
で
き
る
神
社
も
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
神
社
本
庁
が
活
性
化
す
る
と
い
う
、

神
社
振
興
対
策
の
よ
う
な
施
策
と
い
う
の
は
す
ご
く
よ
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
私
も
実
際
担
当
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
多
く
の
成
功

事
例
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
神
社
が
き
れ
い
に
、
そ
し
て
恒
例
の

祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
地
区
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
生
き
生
き
と
し

て
力
が
あ
る
。
そ
う
い
う
感
じ
を
常
に
受
け
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

他
の
宗
教
団
体
と
は
違
う
役
割
と
い
う
か
方
法
が
あ
っ
て
、
神
社
は

で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

神
保　

私
も
以
前
、
神
社
振
興
対
策
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
非
常
に
難
し
い
の
は
神
社
本
庁
が
包
括
す
る
神
社
は
約

八
万
。
そ
の
う
ち
神
主
が
、
本
務
神
社
と
い
い
ま
す
が
、
基
本
的
に

そ
の
神
社
に
常
に
常
駐
し
て
い
る
と
い
う
お
社
は
一
万
ち
ょ
い
。
あ

と
は
み
ん
な
兼
務
神
社
で
す
。
一
般
的
な
兼
務
神
社
は
、
そ
の
土
地
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の
人
が
管
理
さ
れ
て
お
り
、
宮
司
は
、
十
キ
ロ
先
だ
ろ
う
が
二
十
キ

ロ
先
だ
ろ
う
が
、
年
に
数
度
の
祭
典
に
行
く
程
度
の
神
社
で
す
。
宮

司
が
本
格
的
に
社
会
活
動
を
す
る
場
合
、
や
は
り
神
職
が
常
駐
し
て

い
れ
ば
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
常
日
頃
は
氏
子
さ
ん
が
お
社
を
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
律

的
に
は
、
宮
司
は
代
表
役
員
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
遠
慮

が
あ
っ
て
、
兼
務
神
社
の
活
動
に
口
出
し
が
で
き
ま
せ
ん
。
よ
っ
ぽ

ど
信
頼
の
厚
い
宮
司
で
し
た
ら
、
兼
務
神
社
に
対
し
て
も
ア
プ
ロ
ー

チ
が
で
き
る
ん
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
神
社
の
活
動
を
考
え
る
と
き

に
本
務
神
社
と
兼
務
神
社
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
う
ろ
覚
え
で
恐
縮
で
す
が
、
か
つ
て
國
學
院
大
學
の
教
授

だ
っ
た
土
岐
昌
訓
さ
ん
と
い
う
先
生
が
い
ま
し
た
。
横
浜
の
方
で
、

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』、
こ
れ
は
吉
宗
の
時
代
に
幕
府
の
命
令
で

つ
く
ら
れ
た
地
誌
で
す
が
、
そ
こ
の
中
に
、
先
ほ
ど
河
村
さ
ん
が
言

い
ま
し
た
京
都
吉
田
家
か
ら
任
命
さ
れ
た
神
主
は
誰
、
白
川
家
か
ら

任
命
さ
れ
た
神
主
は
誰
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
し
か
百
二
、
三

十
人
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
鎌
倉
か
ら
以
西
、
小

田
原
、
箱
根
ぐ
ら
い
ま
で
。
そ
こ
に
公
に
認
め
ら
れ
た
吉
田
や
白
川

か
ら
裁
許
状
を
も
ら
っ
て
神
主
だ
と
い
う
人
間
が
百
二
十
ぐ
ら
い
い

た
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
現
在
の
相
模
国
の
中
の
本
務
神
社
の
数

を
数
え
た
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
と
同
じ
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
意

外
と
都
市
部
、
東
京
近
郊
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
時
代
の
本
務
神
社
と

い
ま
の
本
務
神
社
の
宮
司
の
数
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
て
、
あ
と
は
兼

務
社
な
わ
け
で
す
。
恐
ら
く
江
戸
期
は
村
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

従
っ
て
現
在
、
神
社
本
庁
下
で
本
務
・
兼
務
の
二
つ
の
区
分
け
の
神

社
が
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
組
織
の
中
で
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
い
う

の
は
、
言
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
難
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。

　

あ
と
、
こ
れ
は
私
ご
と
で
恐
縮
な
ん
で
す
。
私
は
小
田
原
郊
外
の

曾
我
と
い
う
と
こ
ろ
に
家
が
あ
り
ま
す
。
敷
地
は
た
ぶ
ん
百
坪
を
超

え
る
よ
う
な
神
社
で
す
が
、
こ
れ
は
宗
教
法
人
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

昔
か
ら
そ
こ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
二
十
二
軒
の
家
で
頭
家
制
、
当

番
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
か
あ
っ
た
ら
そ
こ
の
二
十
二
軒
で
責
任

を
も
っ
て
対
処
す
る
と
い
う
か
た
ち
の
神
社
で
す
。
こ
う
い
っ
た
ま

ま
の
、
本
来
は
そ
う
い
う
性
格
だ
っ
た
神
社
も
、
戦
後
、
神
社
本
庁

が
宗
教
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
際
、
包
括
下
の
神
社
と
し
て
入
っ

て
き
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
い
ま
過
疎
化
で
合
併
し
ろ
と

か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
が
、
先
祖
代
々
、
そ
の
集

落
で
守
っ
て
い
た
神
社
が
不
活
動
法
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
隣
の
宮

司
の
と
こ
ろ
に
合
併
し
た
ら
、
そ
の
土
地
を
取
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
な
ど
猛
反
対
運
動
が
起
き
た
り
し
ま
す
。
い
ま
過
疎
と
い
う
部
分

に
お
い
て
神
社
界
は
い
ろ
い
ろ
難
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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河
村　

神
社
の
社
会
運
動
に
つ
い
て
、
戦
後
の
神
社
本
庁
が
国
民

運
動
の
中
心
で
活
動
で
き
た
の
は
戦
前
期
か
ら
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
だ
け
で
は
な
く
、
神
社
や
神
職
が
近
世
以
前
か
ら
構
築
し
て
き
た

地
域
社
会
に
お
け
る
信
頼
度
、
ま
た
、
国
体
と
一
体
で
あ
る
と
い
う

神
社
観
が
非
常
に
強
い
力
を
有
し
た
と
考
え
ま
す
。

　

福
祉
活
動
に
つ
い
て
、
例
え
ば
鶴
岡
八
幡
宮
の
中
に
幼
稚
園
が
あ

り
ま
す
。
収
益
事
業
と
い
う
面
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
戦
後
の
幼
稚

園
、
保
育
園
が
足
り
な
か
っ
た
時
代
に
境
内
を
開
放
し
て
地
域
の
人

た
ち
に
還
元
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。
神
社
の
福
祉
活
動

と
は
神
社
祭
祀
を
基
盤
に
お
い
て
、
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
も

つ
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
神
社
ら
し
い
社
会
福
祉
活
動
を
模
索
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

石
井　

河
村
さ
ん
、
そ
う
い
う
場
合
に
神
社
ら
し
い
あ
り
方
と
い

う
と
、
ど
う
い
う
も
の
を
具
体
的
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

私
は
、
と
り
あ
え
ず
わ
か
り
や
す
い
の
は
数
な
の
で
見
て
い
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
と
く
に
近
年
、
十
五
年
ぐ
ら
い
か
な
、
た
と
え
ば
神

社
立
の
保
育
園
、
幼
稚
園
が
減
少
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
教
誨

師
の
数
が
減
っ
て
い
る
と
か
、
民
生
委
員
の
数
が
減
っ
て
い
る
と
か
、

地
域
を
ベ
ー
ス
に
し
た
社
会
と
の
関
わ
り
を
し
て
い
る
神
職
の
方
の

数
が
減
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
場
合
に
ほ
か
に
具
体
的

に
ど
う
い
う
あ
り
方
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
な
と
考
え
る
ん
で
す
が
。

　

河
村　

神
社
だ
か
ら
で
き
る
幼
児
教
育
と
い
う
意
義
は
失
わ
れ
て

は
い
ま
せ
ん
が
、
保
育
園
・
幼
稚
園
が
足
り
な
い
か
ら
神
社
が
社
会

福
祉
で
や
る
必
要
性
は
終
戦
直
後
よ
り
薄
れ
て
い
る
。
教
誨
師
に
関

し
ま
し
て
も
、
矯
正
施
設
の
な
か
で
定
数
が
あ
り
ま
す
の
で
、
神
社

と
し
て
推
薦
し
て
も
必
ず
し
も
採
用
さ
れ
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り

ま
す
。

　

神
社
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
が
変
わ
っ
て
き
て
、
地
域
社
会
に
お

け
る
神
社
の
位
置
づ
け
と
い
う
も
の
を
改
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
神
社
に
神
職
が
常
駐
し
、
話
し
相
手
に
な
る
と
い
う
神
社

振
興
対
策
を
行
っ
て
い
る
神
社
も
あ
り
ま
す
の
で
、
変
わ
り
つ
つ
あ

る
社
会
の
中
で
神
社
が
貢
献
で
き
る
こ
と
を
模
索
せ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
特
に
神
社
の
神
職
は
社
頭
か
ら
離
れ
が
た
い
地
元
密
着
型
と
い

う
制
約
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
検
討
が
必
要
で
す
。

　

櫻
井　

あ
る
面
で
は
地
域
の
問
題
へ
の
神
社
の
位
置
づ
け
と
か
、

非
常
に
個
別
的
な
、
置
か
れ
た
状
況
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
と
い

う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
数
値
的
に
多
い
少
な
い
で
議
論
で
き
な

く
て
、
む
し
ろ
ど
う
い
う
質
・
内
容
の
活
動
が
地
域
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
面
も
も
っ
て

い
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
戦
後
の
神
社
神
道
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
は
、

き
ょ
う
の
話
の
中
心
の
大
き
な
課
題
は
神
社
界
が
連
盟
を
つ
く
ら
れ

た
神
社
本
庁
と
い
う
組
織
と
し
て
の
活
動
で
す
ね
。
組
織
が
戦
後
い

ろ
い
ろ
進
め
て
き
た
活
動
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
実
は
中
身
を
見
ま
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す
と
、
組
織
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
、
と
く
に
神
職
さ
ん
が
中
心

に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
神
職
さ
ん
が
、
戦
後
の
場
合
で
す
と
、

戦
前
期
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が
り
や
実
力
と
い
う
も
の
を
危
機

的
な
な
か
で
発
揮
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
厳
し
い
状
況
下
の
世

代
か
ら
、
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
世
代
の
な
か
で
は
、
逆
に
い
う
と
、

安
定
し
た
時
代
、
高
度
成
長
期
の
時
代
を
神
社
界
で
過
ご
し
て
き
た

人
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
や
問
題
が
関

わ
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
こ
れ
か
ら
の
重

要
な
テ
ー
マ
、
先
ほ
ど
も
い
く
つ
か
は
出
て
き
て
い
た
か
と
思
い
ま

す
。
一
方
で
、
石
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
現
実
的
な
社
会
状

況
を
認
識
し
な
が
ら
活
動
し
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
理
念
だ
け
で
は

い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
こ
こ
で
、
会
場
の
方
で
質
問
を
し
た
い
と
い
う
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
ら
。
あ
る
い
は
、
い
ま
ま
で
の
議
論
、
話
題
の
な
か
で
指

摘
や
コ
メ
ン
ト
を
頂
け
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
受
け
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

中
野　

会
員
の
中
野
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
貴
重
な
講
演
な
ら
び

に
コ
メ
ン
ト
を
拝
聴
い
た
し
ま
し
て
、
た
い
へ
ん
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
は
「
戦
後
の
神
社

神
道
」
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
、
平
成
、
令
和
と
時
代
が
流
れ
る
な

か
で
、
社
会
構
造
の
変
化
と
か
、
そ
れ
か
ら
神
社
に
与
え
ら
れ
た
役

割
が
い
か
に
変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て

お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
以
降
、
現
代
社
会
が
変
化
す
る
な

か
で
神
社
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
、
神
社

と
い
う
も
の
は
戦
前
、
あ
る
い
は
河
村
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

国
家
と
の
つ
な
が
り
、
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
と
つ
な
が
る
と
い
っ

た
面
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
石
井
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

現
在
人
口
減
が
起
き
て
い
る
な
か
で
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
宗
教
に

対
す
る
意
識
が
変
化
す
る
な
か
で
、
氏
子
、
神
社
と
い
う
も
の
か
ら

崇
敬
神
社
へ
の
質
的
な
変
化
と
い
う
も
の
も
起
こ
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
神
社
は
な
ぜ
神
社
た
り
え
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
こ
と
が
大
き
な
問
題
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
神
社
と
い

う
も
の
は
、
古
来
の
日
本
か
ら
い
い
ま
す
と
、
共
同
体
と
い
う
な
か

で
た
し
か
に
国
家
の
宮
中
祭
祀
と
神
社
祭
祀
、
祭
祀
が
行
わ
れ
て
参

拝
が
行
え
る
状
況
に
あ
る
と
い
う
存
在
的
な
意
味
。
神
社
が
存
在
し

て
い
る
と
い
う
の
が
大
き
な
存
在
意
義
か
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、

人
口
が
減
っ
て
い
っ
て
氏
子
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
祭
祀
を
行
う

神
職
の
ほ
う
は
、
神
職
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
兼
務
と
い
う
か

た
ち
で
祭
典
は
続
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
方

で
限
界
集
落
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
氏
子
が
い
な
く
な
っ
た

神
社
と
い
う
も
の
は
、
神
社
と
い
う
施
設
は
存
在
す
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
信
仰
す
る
、
あ
る
い
は
護
持
す
る
氏
子
が
い
な
く
な
っ
た
神

社
は
神
社
た
り
え
る
の
か
。
あ
る
い
は
宗
教
観
の
変
化
に
よ
っ
て
、
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私
は
こ
の
神
社
の
氏
子
地
域
に
住
ん
で
は
い
る
け
れ
ど
も
信
仰
は
し

な
い
と
い
う
氏
子
さ
ん
た
ち
が
増
え
て
い
っ
た
場
合
に
、
施
設
と
し

て
残
っ
て
い
る
神
社
が
果
た
し
て
神
社
た
り
う
る
の
か
ど
う
か
。
こ

う
い
っ
た
面
で
神
社
と
い
う
も
の
は
存
在
そ
の
も
の
が
神
社
な
の
か
、

あ
る
い
は
、
氏
子
さ
ん
が
い
て
信
仰
す
る
人
が
い
て
、
祭
典
は
神
職

が
兼
務
し
て
執
行
す
る
け
れ
ど
も
、
氏
子
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
場

合
に
神
社
た
り
え
る
の
か
。
ぜ
ひ
と
も
こ
の
機
会
に
四
先
生
の
お
考

え
を
う
か
が
え
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　

櫻
井　

非
常
に
重
要
な
ご
質
問
か
と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

神
保　

い
ち
ば
ん
最
初
に
問
題
発
言
を
い
た
し
ま
す
。
あ
く
ま
で

宗
教
法
人
と
い
う
枠
は
戦
後
あ
て
は
め
ら
れ
た
制
度
だ
と
思
い
ま
す
。

万
が
一
、
そ
う
い
う
極
限
の
状
態
に
な
っ
た
場
合
、
ま
ず
、
宗
教
法

人
は
当
然
解
散
、
氏
子
さ
ん
が
誰
一
人
と
い
な
く
な
っ
た
ら
、
昔
の

御
所
で
は
な
い
で
す
が
、
朽
ち
る
ま
で
そ
の
ま
ま
置
い
て
お
く
と
い

う
こ
と
も
一
つ
の
考
え
で
す
ね
。
や
む
を
え
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
延
喜
式
記
載
の
式
内
社
は
三
千
百
三
十

二
座
、
二
千
八
百
六
十
一
所
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
千
百
三
十
二
座
の

う
ち
、
こ
こ
が
、
そ
の
式
内
社
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
神
社
が
何
割
あ

る
で
し
ょ
う
か
。
現
代
の
研
究
で
は
、
恐
ら
く
こ
こ
で
あ
ろ
う
と
複

数
の
候
補
神
社
を
論
社
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
神
社
が
ど
こ
か
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
神
社
、
不
明
だ
と
い
う
神
社
ま
で
あ
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
過
去
に
お
い
て
街
道
、
道
の
問
題
だ
と
か
人
の
移

動
に
よ
っ
て
廃
絶
し
て
い
っ
た
神
社
と
い
う
の
は
多
々
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
そ
の
ま
ま
歴
史
の
流
れ
に
任
せ
る
の
も
や
む
な
い
の

で
は
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

河
村　
「
神
社
法
（
案
）」
第
二
条
の
「
帝
国
ノ
神
祇
ヲ
鎮
祀
シ
テ
」

と
い
う
表
現
は
き
わ
め
て
秀
逸
で
あ
り
、
こ
れ
が
神
社
の
本
質
で
あ

り
ま
す
。
氏
子
数
が
仮
に
全
く
ゼ
ロ
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
御
祭
神

が
お
ら
れ
る
限
り
は
神
社
で
あ
り
、
ま
た
、
前
の
住
人
が
転
居
し
て

残
さ
れ
た
祠
を
次
の
住
人
が
祀
る
と
い
う
風
習
も
あ
る
。

　

本
日
、
石
井
先
生
の
ご
発
表
の
な
か
で
、
年
数
回
し
か
お
参
り
し

な
い
け
れ
ど
も
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
人
が
多

い
と
い
う
ご
指
摘
は
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
櫻
井
先

生
が
専
門
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
社
合
祀
、
神
社
整
理
の
と

き
に
反
対
さ
れ
た
方
が
熱
心
に
お
参
り
さ
れ
た
方
ば
か
り
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
神
様
が
い
て
く
だ
さ
る

と
い
う
こ
と
が
地
域
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
移
住
し
て
し
ま
っ
て
も
、
自
分
の
ふ
る

さ
と
に
は
先
祖
代
々
の
神
様
が
残
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
神
社
、
神
道
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
戦
前
期
に
三
万
五
千
、
兼
務
神
職
す
ら
い
な

い
、
全
く
神
職
が
関
わ
っ
て
い
な
い
神
社
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
戦
後
、

神
社
本
庁
は
規
定
上
、
必
ず
兼
務
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
神
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社
に
何
か
問
題
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
神
職
が
察
知
し
、
支
部
や
神
社

庁
や
神
社
本
庁
と
協
力
し
て
守
っ
て
い
け
る
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。

こ
れ
は
神
社
本
庁
の
功
績
の
一
つ
だ
と
い
え
ま
す
。

　

石
井　

私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
デ
ー
タ
か
ら
も
の
を
申
し
上
げ

る
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
読
み
込
み
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
数
値

の
動
向
か
ら
見
る
と
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
。
そ
れ
で
氏
神
の

認
知
度
と
か
、
氏
神
様
へ
の
参
拝
の
頻
度
の
変
化
と
か
、
あ
る
い
は

神
棚
の
保
有
率
と
か
、
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

見
て
い
く
と
、
人
口
減
な
ん
か
も
考
慮
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
神
社
界

の
あ
り
方
と
か
な
り
違
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
な
、
厳
し
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

後
継
者
調
査
も
ず
い
ぶ
ん
や
り
ま
し
た
。
十
年
ほ
ど
前
に
埼
玉
県
、

新
潟
県
、
山
口
県
、
愛
媛
県
も
や
り
ま
し
た
。
あ
ち
こ
ち
、
全
国
の

縮
図
に
な
る
よ
う
に
や
り
ま
し
て
、
後
継
者
が
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
を
調
べ
た
ん
で
す
。
昨
年
、
十
年
ぶ
り
に
埼
玉
県
の
神
社
庁

に
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
報
告
書
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
、

埼
玉
県
で
す
ら
、
後
継
者
が
い
な
い
と
い
う
割
合
が
一
〇
％
増
え
て

い
る
ん
で
す
。
神
職
の
方
の
意
向
の
な
か
に
自
分
の
代
で
本
務
神
社

を
終
え
て
も
い
い
、
兼
務
社
に
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
宮
司
さ
ん
の

意
志
が
か
な
り
は
っ
き
り
出
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
一
方
で
、
さ
す
が
だ
な
と
思
う
の
は
、

こ
の
国
に
生
ま
れ
て
、
こ
の
国
の
風
土
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
育
っ
て

い
て
、
と
く
べ
つ
習
慣
と
か
教
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
、
神
社
に
対

す
る
感
覚
と
か
崇
敬
の
念
を
ど
こ
か
で
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
ん
だ
な

と
い
う
こ
と
を
、
デ
ー
タ
か
ら
感
じ
る
ん
で
す
。
最
後
に
ご
紹
介
で

き
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
宗
派
別
に
、
神
道
・
神
社
、
仏

教
・
お
寺
、
キ
リ
ス
ト
教
・
教
会
、
新
宗
教
と
四
つ
分
け
ま
し
て
、

信
頼
度
調
査
を
す
る
ん
で
す
。

　

い
ち
ば
ん
古
い
の
が
一
九
九
九
年
。
二
十
年
後
の
二
〇
一
九
年
。

左
上
に
青
と
赤
が
ぐ
ー
っ
と
増
え
て
い
る
。
こ
れ
が
「
信
頼
で
き
る
」

な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
一
九
九
九
年
に
神
社
を
信
頼
で
き
る
と
い
っ

た
方
が
だ
い
た
い
四
割
ぐ
ら
い
し
か
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
今
年

に
な
り
ま
し
た
ら
、
六
五
％
、
一
・
五
倍
ぐ
ら
い
に
増
え
て
い
る
ん

で
す
。
継
続
的
に
神
社
に
対
す
る
評
価
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
で
も
、

先
ほ
ど
来
デ
ー
タ
を
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
な
か
な
か
神
社
に

足
を
運
ば
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
氏
子
と
し
て
の
本
来
の
活
動
は
し

ば
ら
く
前
か
ら
い
う
と
だ
い
ぶ
薄
れ
て
い
る
。
神
棚
も
な
い
。
だ
け

ど
、
イ
メ
ー
ジ
と
か
こ
う
い
う
信
頼
は
増
す
ん
で
す
ね
。
大
き
な
社

会
構
造
の
変
動
な
り
何
か
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
神
社
が
壊
滅
す

る
な
ん
て
い
う
状
況
は
絶
対
に
な
い
と
思
う
し
、
お
寺
は
い
ま
ひ
ど

い
目
に
遭
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
神
社
は
お
寺
と
は
違
う
傾
向
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
は
そ
れ
だ
け
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

櫻
井　

茂
木
先
生
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

茂
木　

環
境
が
変
わ
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
人
口
減
少
、
そ
う
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い
う
な
か
で
神
社
の
活
動
が
影
響
を
受
け
る
と
い
う
の
は
あ
る
程
度

し
か
た
が
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
と
は
思
う
ん
で
す
。
山
間
地
の

集
落
で
、
集
落
全
体
で
山
を
下
り
る
と
い
う
決
断
を
さ
れ
て
、
年
に

一
ぺ
ん
だ
け
集
落
の
神
社
の
例
祭
に
山
を
下
り
た
集
落
の
人
た
ち
が

登
っ
て
き
て
、
お
掃
除
を
し
て
お
祭
り
を
す
る
。
そ
う
や
っ
て
神
社

を
維
持
管
理
し
て
い
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
う
神
社
が
け
っ
こ
う
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
想

像
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
集
落
の
人
た
ち
は
神
社
に
集
ま
っ
て

祭
礼
を
す
る
と
い
う
行
為
に
非
常
に
大
き
な
信
頼
感
と
い
う
か
、
安

心
感
を
も
っ
て
、
一
年
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

や
は
り
、
あ
る
程
度
の
影
響
は
し
か
た
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

あ
く
ま
で
も
祭
祀
を
き
ち
っ
と
最
後
ま
で
守
っ
て
厳
修
を
す
る
と
い

う
と
こ
ろ
が
、
神
職
と
し
て
は
最
低
限
の
務
め
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
い
ま
の
石
井
先
生
の
お
話
と
も
関
わ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
世
論
調
査
で
見
て
い
る
と
、
皇
室
に
何
を
期
待

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
宮
中
祭
祀
と
い
う
こ
と
を
答
え
る
人

が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
世
の
中
全
体
で
。
や
っ
ぱ
り
祭

祀
の
大
事
さ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
数
年
の
傾
向
と
し
て
祈
り
の
大

切
さ
と
い
う
こ
と
が
す
こ
し
浸
透
し
て
き
て
い
る
の
か
な
と
。
こ
れ

は
や
っ
ぱ
り
地
域
社
会
で
頑
張
っ
て
い
る
神
職
、
あ
る
い
は
天
皇
陛

下
の
お
か
げ
か
も
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
大
事
に
し

て
し
っ
か
り
と
祭
祀
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
、
状
況
は
厳
し
い

け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
大
事
な
使
命
か
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

櫻
井　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
方
そ
れ
ぞ
れ
に
お

答
え
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
終
了
す
べ
き
時
間
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
日
は
戦
後
の
神
社
神
道
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
戦
後
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と

で
、
一
つ
は
こ
れ
ま
で
の
神
社
神
道
と
い
う
か
た
ち
で
組
織
と
し
て

展
開
し
て
き
た
こ
と
、
そ
う
い
う
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
背

景
、
あ
る
い
は
、
石
井
先
生
か
ら
は
こ
れ
か
ら
の
問
題
も
言
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
神
社
に
対
し
て
プ
ラ
ス
的
な
評

価
が
き
ち
っ
と
見
い
だ
せ
る
。
共
通
の
言
葉
と
し
て
は
「
信
頼
」
と

い
う
価
値
観
が
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
確
認
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
信
頼
を
先
人
た
ち
が
築
い
て
こ
ら
れ
、

そ
れ
を
継
承
し
て
き
た
。
ま
た
、
次
の
世
代
へ
こ
の
信
頼
を
ど
う
伝

え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
な
る
課
題
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
、
時
間
が
き
ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
登
壇
の
先
生

方
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




