
昨
年

(
二
〇
二
三
年)

の
一
二
月
一
八
日
に
開
催
さ
れ

た
文
化
審
議
会
無
形
文
化
遺
産
部
会
に
お
い
て
、
日
本
の

｢

伝
統
的
酒
造
り｣
と
と
も
に
、｢

書
道｣

が
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
の
提
案
候
補
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。
選
出
理

由
は

｢

日
本
文
化
の
多
様
性
や
深
み
を
世
界
に
広
く
発
信

し
て
い
く
観
点
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た｣

と
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。

書
道
は
中
国
で
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
輸
入

文
化
と
す
る
日
本
で
は
、
中
国
よ
り
も
は
る
か
に
多
様
な

文
化
に
展
開
さ
せ
た
。
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

仮
名
の
創
生
で
あ
る
。
仮
名
は
奈
良
時
代
に
考
案
さ
れ
た
、

漢
字
の
音
を
表
音
文
字
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
日

本
語
を
表
記
す
る
方
法
で
あ
る
。
も
と
の
字
体
を
楷
書
も

し
く
は
行
書
で
書
く
真
仮
名
と
草
書
で
書
く
草
仮
名
に
分

け
ら
れ
、
草
仮
名
を
一
層
簡
略
し
て
今
日
の
平
仮
名
に
な
っ

た
。

さ
ら
に
平
安
時
代
後
期
に
、
伝
達
と
記
録
の
用
途
に
美

意
識
が
加
わ
っ
て
、
華
麗
な
芸
術
文
化
と
し
て
熟
爛
し
た
。

ま
た
、
漢
字
と
仮
名
を
交
じ
り
合
わ
せ
た
調
和
体
も
あ
っ

た
。
戦
後
に
は
中
国
書
法
を
重
ん
じ
る
伝
統
派
と
袂
を
分

か
ち
、
古
典
か
ら
離
れ
て
現
代
認
識
を
表
現
し
た
近
代
詩

文
書
派
が
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
漢
字
、
仮
名
に
か
か
わ
ら

ず
、
毛
筆
書
表
現
を
抽
象
画
に
近
づ
け
た
前
衛
書
派
が
、

世
界
を
席
巻
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

が
、
中
国
に
は
な
い
表
現
分
野
で
あ
る
。
日
本
の
書
道
文

化
は
、
か
く
の
と
お
り
選
定
理
由
の
い
う

｢

多
様
性｣

の

条
件
を
存
分
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
。

｢

深
み｣

と
い
う
と
、
何
と
い
っ
て
も
歴
史
を
問
う
こ

と
に
な
る
。
日
本
人
が
本
格
的
に
漢
字
を
書
き
始
め
た
飛

鳥
時
代
か
ら
、
優
に
千
四
百
年
が
経
過
し
て
い
る
。
そ
の

間
、
時
代
形
成
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ

な
が
ら
、
書
道
は
常
に
時
代
の
要
と
し
て
存
在
性
を
発
揮

し
続
け
た
。
そ
し
て
、
い
か
に
書
表
現
を
す
る
か
が
人
間
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の
あ
り
か
た
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
り
、
人
品
や
精
神
性

を
問
う
場
と
し
て
も
新
た
な
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
。
も

と
よ
り
こ
の

｢

深
み｣

も
ま
た
中
国
に
発
す
る
の
で
あ
る

が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
受
容
し
な
が
ら
、
さ
ら

に
日
本
の
歴
史
の
展
開
に
準
じ
て
、
そ
の

｢

深
み｣

を
人

間
の
生
き
方
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
特
質
あ
る

文
化
と
し
て
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
昨
年
の
四
月
二
九
日
か
ら
五
月
二
八
日
に

か
け
て
、
姫
路
市
本
町
に
位
置
す
る
県
立
歴
史
博
物
館
二

階
の
城
見
ラ
ウ
ン
ジ
に
お
い
て
、
県
立
姫
路
東
高
等
学
校

書
道
部
の
生
徒
一
一
名
に
よ
る

｢
播
磨
国
風
土
記
を
書
に

す
る｣

展
が
開
催
さ
れ
た
。『

風
土
記』
は
奈
良
時
代
に

国
家
事
業
と
し
て
集
大
成
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
た

だ
し
当
時
の
も
の
は
す
べ
て
失
わ
れ
、
平
安
時
代
以
降
に

転
写
さ
れ
た
常
陸
国
、
播
磨
国
、
出
雲
国
、
豊
後
国
、
肥

前
国
の
五
国
の

『

風
土
記』

が
今
日
に
伝
わ
る
ば
か
り
で

あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
の

『

播
磨
国
風
土
記』

の
原
本

は
、
現
在
は
天
理
大
学
の
所
蔵
に
な
り
、
県
立
歴
史
博
物

館
に
は
そ
の
完
璧
な
レ
プ
リ
カ
が
蔵
備
さ
れ
て
い
る
。

『

播
磨
国
風
土
記』

に
は
、
各
地
域
の
地
名
の
由
来
が

書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
姫
路
は

｢

日ひ

女め

道じ

神
の
か
み｣

の

｢

日

女
道｣

に
発
し
、
英
賀
保
は

｢

阿あ

賀が

比ひ

古こ

・
阿あ

賀が

比ひ

売め｣

の
二
神
の

｢

阿
賀｣

に
発
す
る
。
あ
る
い
は
平
野
町
に
あ

る
白
国
は
、｢

新し

羅ら

国
の
く
に｣

か
ら

｢

新し

良ら

訓く
に｣

に
な
り
、
そ

の
音
が
残
っ
て｢

白
国｣

に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
こ
の
地
域
が
新
羅
か
ら
移
住
し
た
人
た
ち
に
よ
っ
て

切
り
開
か
れ
た
村
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
ん
な
は

る
か
遠
い
昔
に
名
付
け
ら
れ
た
地
名
が
今
日
に
多
数
に
生

き
て
い
る
と
は
ま
さ
に
驚
嘆
に
値
す
る
が
、『

播
磨
国
風

土
記』

の
原
跡
資
料
を
地
域
の
高
校
生
に
示
す
こ
と
で
、

こ
う
し
た
地
名
の
由
来
に
大
い
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
、

そ
の
感
慨
を
書
作
と
し
て
書
き
上
げ
て
も
ら
っ
た
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
通
常
の
書
展
に
お
い
て
な
さ
れ
る
美
し

く
書
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
は
せ
ず
、
原
本
の
理
解
を

い
か
に
書
作
と
し
て
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
主
軸

が
あ
る
、
全
く
新
し
い
試
み
に
な
る
。

�
��

�
�
�
�
	


�

上
宮
法
王

(

聖
徳
太
子)

が
隋
の
煬よ
う

帝だ
い

に
、｢

日
出
処

の
天
子｣
に
始
ま
る
親
書
を
届
け
怒
ら
せ
た
こ
と
は
周
知

の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
草
案
を
中
国
人
が
書
く
こ
と
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は
あ
り
え
ず
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
も
書
く
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
子
と
は
地
球
上
に
一
人
だ
け
の
存
在

で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
煬
帝
の
ほ
か
に
、
天
子
を
名
乗
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
煬
帝
は
、

こ
の
野
蛮
国
の
も
の
知
ら
ず
が
と
怒
っ
た
の
で
あ
り
、
よ
っ

て
、
こ
の
間
違
い
は
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
に
相
違
な

い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
日
本
の
朝
廷
に
は
、

す
で
に
本
式
の
漢
文
を
綴
る
こ
と
が
で
き
る
日
本
人
の
書

記
官
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
法
隆
寺
釈
迦
三

尊
像
光
背
銘
も
、
和
語
を
交
え
な
が
ら
漢
文
と
し
て
書
式

を
整
え
た
技
巧
的
な
作
で
、
こ
れ
も
日
本
人
の
手
に
な
る

も
の
で
あ
り
、
書
法
に
お
い
て
も
当
時
の
あ
り
か
た
が
具

示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
数
十
年
後
の
大
化
の
改
新
の
頃
か
ら
、
倭
国

は
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
白
村

江
の
戦
い
で
唐
の
圧
倒
的
な
攻
撃
を
受
け
て
、
倭
軍
は
全

滅
す
る
は
め
に
陥
っ
た
が
、
幸
い
に
も
唐
の
追
撃
は
な
か
っ

た
。
倭
国
は
友
好
国
の
百
済
を
援
護
す
る
た
め
に
、
破
れ

る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
あ
え
て
出
陣
し
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
義
理
を
重
ん
じ
た
あ
り
か
た
が
、
儒
教
を
も
っ

て
な
る
唐
か
ら
、
む
し
ろ
同
情
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
味
方
に
つ
け
る
方
が
得
策
と
考
え
た
も
の
か
。

こ
れ
に
気
を
よ
く
し
た
倭
国
は
、
矢
継
ぎ
ば
や
に
遣
唐

使
を
送
り
込
ん
だ
。
規
模
も
大
き
く
な
り
、
四
隻
の
船
団

に
総
勢
四
百
余
人
、
留
学
生

る
が
く
し
ょ
う、
留る

学が
く

僧そ
う

の
ほ
か
、
楽
団
や

表
具
師
ま
で
を
同
乗
さ
せ
て
い
た
。
留
学
生
、
留
学
僧
は

通
常
、
十
年
以
上
の
留
学
生
活
を
送
り
帰
国
し
た
。
優
秀

で
意
欲
に
満
ち
た
若
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
ず
れ

に
お
い
て
も
さ
ぞ
か
し
す
ば
ら
し
い
進
歩
を
と
げ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
奈
良
の
都
で
は
、
流
暢
な
中
国
語
が
さ

か
ん
に
と
び
か
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
僧
侶
た

ち
の
読
経
は
、
生
き
た
中
国
語
の
詠
唱
で
あ
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
ほ
ど
な
く
し
て
、
倭
国
は
国
号
を
日
本
と
し
て
認

め
ら
れ
る
。

『

風
土
記』

に
限
ら
ず
、
律
令
制
度
に
お
い
て
は
戸
籍

計
帳
や
班
田
収
授
法
な
ど
、
す
べ
て
に
お
い
て
紙
に
文
字

を
筆
記
す
る
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。
朝
廷
は
も
と
よ
り
、

地
方
の
す
み
ず
み
の
官か
ん

衙が

ま
で
、
筆
記
す
る
こ
と
が
業
務

の
中
心
的
作
業
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
急
が
れ
た
の
が
、
筆
記
者
の
育
成
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
朝
廷
か
ら
各
地
に
、
留
学
経
験
者
が
教
授

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筆
記
力
の
向
上
は
、
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そ
の
地
域
の
発
達
と
朝
廷
か
ら
の
信
頼
を
得
る
、
重
大
な

手
立
て
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
筆
記
者
、
つ
ま
り
書
記
官
を
当
時
は
書
生
、
ま
た

書
吏
と
呼
ん
だ
。
東
大
寺
写
経
所
に
は
、
そ
の
書
吏
の
う

ち
、
と
り
わ
け
技
能
の
優
れ
た
者
が
集
め
ら
れ
、
経
生
と

呼
ば
れ
た
。
経
生
は
経
師
き
ょ
う
じ

と
も
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
表
具
店

を
さ
す
経
師
屋
の
語
源
と
な
っ
た
。
経
生
は
装そ
う

�
こ
う(

表
具)

の
業
務
を
兼
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
書
写
能

力
は
、
家
柄
や
身
分
で
は
役
に
立
た
な
い
、
技
能
だ
け
が

問
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
書
吏
に
な
る
こ

と
は
、
庶
民
に
開
か
れ
た
、
数
少
な
い
官
途
へ
の
手
段
で

あ
っ
た
。

奈
良
時
代
の
書
吏
の
書
法
は
、
唐
代
の
様
相
を
そ
の
ま

ま
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
と
な
る
の
が
、

光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
の
遺
愛
の
品
を
、
東
大
寺
廬
舎
那

仏
に
奉
献
し
た
際
の
目
録
で
あ
る
、｢

東
大
寺
献
物
帳｣

の
う
ち
の

｢

国
家
珍
宝
帳｣

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
王
羲
之

書
法
を
基
盤
と
し
、
そ
こ
に
欧
陽
詢
、
虞
世
南
の
書
法
が

加
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
羲
之
の

｢

羲｣

字
中
の
点
画
に
一
定
し
た

誤
り
を
犯
し
て
お
り
、
万
葉
集
に

｢

羲
之｣

を

｢

義て

之し｣

(

手
師
と
同
音)

と
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
人
や
朝

鮮
人
で
は
あ
り
え
な
い
誤
り
に
な
る
こ
と
で
わ
か
る
。

平
安
時
代
の
八
九
四
年
に
、
菅
原
道
真
の
建
言
に
よ
り
、

遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
た
。
と
い
っ
て
も
最
後
に
派
遣
さ
れ

た
の
は
八
三
四
年
の
こ
と
で
、
当
時
に
は
す
で
に
遣
唐
使

経
験
者
が
、
一
人
と
て
生
存
は
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
の
日
本
文
化
は
、
ひ
た
す
ら
に
国
風
化
を
と
げ

て
い
っ
た
。
今
般
の
主
題
と
な
る『

播
磨
国
風
土
記』

は
、

平
安
時
代
後
期
の
写
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
仮
に
紀
元
千

年
頃
の
筆
写
で
あ
る
と
す
る
と
、
遣
唐
使
廃
止
か
ら
は
約

百
年
が
経
過
し
、
三
跡
と
し
て
最
後
に
あ
る
、
藤
原
行
成

が
活
躍
し
た
時
代
に
な
る
。

そ
の
頃
に
、
な
ぜ

『

播
磨
国
風
土
記』

の
写
本
を
作
成

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く『

風
土
記』

は
朝
廷
の
図
書
寮
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
が
、
作
成
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
三
百
年
近
く
が
経

過
し
て
、
破
損
や
虫
食
い
が
深
刻
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
原
本
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
う
ち
に
写
本
を
と
っ
て

お
こ
う
と
は
、
な
か
な
か
見
上
げ
た
見
地
で
あ
る
。
平
安

時
代
と
い
う
と
、
内
裏
の
華
や
か
な
舞
台
ば
か
り
が
描
か

れ
が
ち
に
な
る
が
、
国
家
と
は
何
を
責
務
と
す
る
か
を
理
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解
す
る
、
地
道
な
朝
廷
経
営
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
。

奈
良
時
代
は
楷
書

(

真
書)

が
充
実
し
た
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
力
量
は
い
わ
ゆ
る
天
平
写
経
と
し
て
評
さ
れ
る
、

膨
大
な
量
の
写
経
事
業
に
象
徴
さ
れ
る
。
そ
れ
は
唐
朝
を

反
映
す
る
も
の
で
、
唐
で
は
二
代
帝
の
太
宗
が
朝
廷
内
に

弘
文
館
を
設
置
し
て
欧
陽
詢
、
虞
世
南
を
学
士
と
し
、
書

法
の
充
実
に
あ
た
ら
せ
た
。
朝
廷
に
お
け
る
公
式
字
体
は

院
体

(

館
閣
体)

と
し
て
厳
正
に
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
で

き
な
い
者
は
科
挙
に
及
第
さ
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
パ
ソ

コ
ン
の
フ
ォ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
教
科
書
体
に
近
い
も
の

で
、
中
国
で
は
唐
朝
体
の
名
称
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
奈
良

朝
の
公
式
文
書
は
多
く
は
残
ら
な
い
が
、『
風
土
記』

も

地
方
か
ら
上
申
さ
れ
る
公
式
文
書
に
類
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
に
は
、
厳
正
な
楷
書
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
の
半
ば
と
な
り
、
唐
と
の
国
交

が
廃
さ
れ
て
日
本
文
化
の
国
風
化
が
進
め
ら
れ
る
に
伴
い
、

楷
書
を
厳
正
に
書
く
精
神
が
薄
ら
ぎ
、
む
し
ろ
楷
書
で
あ
っ

て
も
行
書
的
筆
脈
を
使
っ
て
、
柔
ら
か
く
書
く
こ
と
が
好

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
北
魏
体

を
踏
ま
え
て
よ
く
よ
く
厳
格
に
書
か
れ
て
い
た
写
経
体
も

例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
が
今
般
の

『

播
磨
国
風
土
記』

に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は

『

播
磨
国
風
土
記』

の
全
巻
を
縦
覧
し
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
草
卒
に
は
言
え
な
い
が
、
見
た
限
り
に
お

い
て
は
字
体
は
一
定
し
た
も
の
で
、
独
自
の
書
法
を
成
し

て
い
る
書
吏
が
任
命
を
受
け
て
、
一
人
で
書
写
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
写
経
生
が
中
国
伝
来
の
仏
典
を
転
写
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
書
法
ま
で
も
忠
実
に
模
写
し
て
い
た
が
、

こ
の

『

播
磨
国
風
土
記』

に
お
い
て
は
そ
う
し
た
態
度
が

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
文
字
を
正
し
く
転
写
す
る
こ
と
に
集
中

し
、
し
か
も
な
る
べ
く
早
く
写
し
上
げ
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
た
か
に
見
え
る
。
従
っ
て
、
書
写
さ
れ
た
各
字
に
つ
い

て
は
、
原
典
ど
お
り
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
当
時
に
お
け
る
書
吏
の
、
書
法
の
あ
り

方
と
し
て
の
気
風
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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高
等
学
校
の
芸
術
科
書
道
の
授
業
内
容
は
、
大
半
が
古

典
臨
書
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
、
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高
校
生
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
書
道
は
、
あ
く
ま
で
も

教
科
外
の
自
由
活
動
で
あ
る
。

こ
こ
で

｢

臨
書｣

の
語
に
こ
だ
わ
っ
て
お
く
と
、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
日
本
で
定
着
し
た
語
で
あ
っ
て
、
中
国
人

の
常
識
と
は
異
な
る
こ
と
が
日
本
人
に
は
認
識
さ
れ
て
い

な
い
。
例
え
ば
前
掲
の

｢

東
大
寺
献
物
帳｣

中
の

｢

国
家

珍
宝
帳｣

に
、｢
臨
王
羲
之
諸
帖
書｣

と
あ
る
。
こ
れ
は

必
ず
羲
之
の
尺
牘
を
原
寸
大
に
写
し
取
っ
た
複
製
の
よ
う

な
も
の
に
相
違
な
い
。
あ
る
い
は
、｢

蘭
亭
序｣

に
は

｢

八
柱
第
一
本

(

張
金
界
奴
本)｣

｢
八
柱
第
二
本

(

�
模

本)｣
｢

八
柱
第
三
本

(

神
龍
半
印
本)｣

な
ど
の
、
ま
さ

に
数
え
き
れ
な
い
模
本
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
本
と
同

寸
で
あ
る
こ
と
が
原
則
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
中
国
人

で
も
、
古
典
を
臨
書
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
な
る
べ
く
原

寸
で
模
写
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、｢
臨
王

羲
之
諸
帖
書｣

の｢

臨｣

と
は｢

臨
模｣

の｢

臨｣

で
あ
っ

て
、
当
時
に
は

｢

臨
書｣

の
用
語
自
体
が
な
か
っ
た
と
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
の
書
道
教
育
で
は
臨
書
を
形
臨
、
意
臨
、

背
臨
に
区
別
す
る
習
慣
が
長
ら
く
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

ら
は
、
お
そ
ら
く
は
明
治
以
後
に
な
っ
て
、
日
本
の
書
家

が
用
い
だ
し
た
造
語
で
あ
ろ
う
。
形
臨
と
は
も
っ
ぱ
ら
形

の
外
観
を
忠
実
に
写
し
と
る
こ
と
で
あ
り
、
意
臨
と
は
原

本
に
あ
る
筆
意
を
汲
み
と
っ
て
臨
写
す
る
こ
と
で
あ
り
、

背
臨
と
は

｢

背｣

字
中
に
あ
る

｢

そ
ら
ん
ず
る｣

の
意
を

取
っ
て
、
原
本
を
見
ず
に
、
諳
ん
じ
て
書
き
出
す
こ
と
を

言
う
。
あ
る
い
は
、
原
本
の
書
法
を
用
い
て
、
他
の
字
句

を
書
す
る
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
臨
書
の
対
象
に
さ
れ
る
古
典
と
は
、
歴
史
上

に
名
だ
た
る
名
跡
を
さ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『

播
磨

国
風
土
記』

は
す
で
に
述
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
書
吏

に
よ
る
実
用
書
字
で
あ
っ
て
名
跡
に
は
あ
た
ら
な
い
書
跡

で
あ
る
。
し
か
も
、
今
般
の
臨
書
活
動
は
冒
頭
で
述
べ
た

よ
う
に
、
通
常
に
な
さ
れ
て
い
る
古
典
臨
書
と
は
、
そ
の

趣
旨
を
著
し
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

古
典
臨
書
と
は
、
あ
く
ま
で
も
古
典
の
持
つ
優
れ
た
書

法
を
学
ぶ
た
め
に
な
さ
れ
る
作
業
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原

本
に
お
け
る
造
形
性
に
最
大
の
観
点
が
あ
っ
て
、
文
言
の

持
つ
論
理
性
や
文
学
性
は
二
の
次
に
置
か
れ
る
。
臨
書
し

な
が
ら
そ
の
文
言
が
読
め
ず
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
知

ら
ず
に
平
気
で
書
い
て
い
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
こ
れ
を
知
っ
て
中
国
人
が
、｢

中
国
人
は
文
字
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を
書
い
て
い
る
が
、
日
本
人
は
模
様
を
描
い
て
い
る｣

と

批
判
の
種
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
、
深
刻
に
受
け
止
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

今
般
の
企
画
は
、
高
校
生
に
対
し
て『

播
磨
国
風
土
記』

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
生
活
す
る
郷
土
の

地
名
が
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
つ
け
ら
れ
た
か
が
わ

か
る
こ
と
。
そ
れ
が
千
三
百
年
を
経
過
し
た
遠
大
な
る
歴

史
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は

日
本
人
が
切
り
開
い
た
独
自
の
表
記
力
が
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
活
字
に
起
こ
さ
れ
た
文
字
に
よ
っ
て
読
め
ば
済
む

こ
と
を
、
あ
え
て
平
安
時
代
の
写
本
原
跡
を
提
供
し
て
歴

史
的
距
離
を
実
感
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ

た
認
識
と
理
解
を
、
臨
書
作
品
と
し
て
表
現
し
て
も
ら
お

う
と
い
う
欲
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
書
道

教
育
史
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
初
め
て
な
さ
れ
る
試
み
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
本
企
画
の
趣
旨
が
生
徒
た
ち

に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
反
応
さ
れ
る
か
否
か
に
不
安
を
含

む
も
の
で
あ
っ
た
。

生
徒
た
ち
の
作
業
は
、
当
館
が
準
備
し
た

『

播
磨
国
風

土
記』

の
抜
粋
コ
ピ
ー
を
読
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
近

年
は
漢
文
の
存
在
が
す
っ
か
り
日
常
生
活
か
ら
乖
離
し
て
、

読
め
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
実
情
に
あ
る
が
、

生
徒
た
ち
に
は
受
験
と
い
う
重
大
な
目
標
が
控
え
て
い
る

た
め
か
、
決
し
て
逃
げ
腰
で
は
な
く
、
積
極
的
に
向
き
合

う
姿
勢
を
示
し
て
く
れ
た
。
書
き
た
い
文
言
を
探
す
こ
と
、

こ
れ
は
書
作
に
お
け
る
根
本
的
な
作
業
に
な
る
。

さ
ら
に
そ
れ
を
、
半
切
作
品

(

本
紙
三
五
×
一
三
五
セ

ン
ト
メ
ー
ト
ル)

と
し
て
、
展
示
に
堪
え
る
形
に
作
り
上

げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
字
数
、
各
字
の
大
き
さ
、
配
置
、

署
名
の
入
れ
か
た
、
す
べ
て
が
生
徒
た
ち
に
は
初
め
て
の

経
験
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
筆
者
も
、
専
門
家
と
し
て

の
常
識
を
加
味
し
て
、
手
を
差
し
伸
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。生

徒
た
ち
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、｢

お
習
字
は
大
き
な

字
で
元
気
い
っ
ぱ
い
に｣

と
教
育
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
習

慣
か
ら
字
を
つ
い
つ
い
大
き
く
書
き
す
ぎ
て
し
ま
う
。
そ

の
た
め
に
、
書
き
た
い
字
数
と
紙
面
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と

れ
ず
、
な
か
な
か
作
品
ら
し
く
な
ら
な
い
。
や
む
な
く
、

文
意
が
通
る
こ
と
を
優
先
し
な
が
ら
、
途
中
の
幾
文
字
か

を
省
略
し
て
ま
と
め
て
も
よ
い
と
助
言
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
れ
に
、
小
学
生
の
時
か
ら
墨
を
磨
ら
ず
墨
液
を
使
っ
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て
き
て
い
る
た
め
、
墨
を
濃
く
し
な
い
と
気
が
す
ま
な
く

な
っ
て
い
る
。
作
品
は
裏
打
ち
し
て
軸
装
展
示
に
な
る
の

で
、
墨
色
の
品
位
も
た
い
せ
つ
な
要
素
に
な
る
。

生
徒
た
ち
は
私
た
ち
の
言
わ
ん
と
す
る
意
味
を
す
み
や

か
に
理
解
し
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。

こ
れ
は
県
立
姫
路
東
高
等
学
校
と
い
う
名
門
の
生
徒
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
な
し
え
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ

て
生
徒
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
周
辺
に
あ
る
地
名
が
、
神

の
存
在
が
ま
だ
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た
時
代
以
来
の
、
い

か
に
深
い
歴
史
性
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か

け
て
の
行
政
府
が
こ
れ
を
重
ん
じ
後
世
に
伝
え
よ
う
と
し

た
こ
と
に
、
国
家
形
成
と
は
何
か
の
一
端
を
実
感
と
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
書
し
た
古
代
の
書
吏

と
、
千
年
の
隔
た
り
を
越
え
、
呼
吸
を
合
わ
せ
て
筆
を
動

か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
感
情
移
入
が
実
現
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
生
徒
た
ち
の
取
り
組
み
に
は
、

文
人
の
営
み
に
達
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
く
、
古
代
の
書
跡
が
若
者
た
ち
の
、
新
た
な
る
息

吹
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
可
能
性
を
感
じ
た
活
動
で
あ
っ

た
。
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