
  

　
年
の
暮
れ
に
な
る
と
、
例
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
帳
が
書
店
や
文
具
店
を

中
心
に
売
り
だ
さ
れ
る
。
最
近
で
は
人
び
と
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
考
え
て
、

じ
つ
に
種
々
多
様
な
手
帳
が
売
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が

世
に
あ
ふ
れ
か
え
り
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
選
択
し
つ
つ
自
ら
の
生
活
を
設

計
す
る
か
、
手
帳
は
そ
の
手
引
き
の
ひ
と
つ
と
な
る
。 

　
今
年
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
魅
せ
ら
れ
て
、
２
つ
の
手
帳
を
見
つ
け
た
。

『
日
本
の
伝
統
祭
り
手
帳
』
と
『
家
族
で
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
手
帳
』（
い
ず
れ

も
技
術
評
論
社
）
で
あ
る
。
前
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
全
国
の
お
祭
り
カ

レ
ン
ダ
ー
で
、
全
国
の
神
社
寺
院
の
祭
礼
が
か
な
り
細
か
く
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
方
は
、
○
○
大
会
と
か
×
×
市
な
ど
、

な
か
に
は
„
近
江
神
宮
か
る
た
祭
“
と
い
っ
た
例
も
あ
る
が
、お
お
む
ね
全

国
の
お
も
な
催
し
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
ち
ら
の
方
で
も

„
何
々
ま
つ
り
“
と
い
う
名
称
の
催
し
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
カ
レ
ン
ダ
ー
式
手
帳
は
、
ち
ょ
っ
と
ふ
つ
う
の
手
帳
と
は
ち
が
い
、

お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
と
い
っ
た
情
報
が
重
要
な
の
で
、

当
然
そ
れ
ら
の
情
報
が
中
心
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ふ
つ
う
の
手

帳
で
あ
れ
ば
、
週
単
位
の
編
集
が
前
提
で
そ
こ
に
祝
日
や
暦
の
情
報
を
付

加
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
お
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト
手
帳
は
平
日
つ
ま
り
月

曜
か
ら
金
曜
ま
で
と
週
末
の
土
曜
・
日
曜
が
別
ペ
ー
ジ
で
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
る
。
も
と
も
と
伝
統
祭
り
の
日
取
り
は
旧
暦
で
決
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
現
代
で
は
ど
う
し
て
も
週
末
の
土
曜
・
日
曜
に
集
中
す
る
傾

向
が
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
手
帳
で
は
、
い
ず
れ
も
土
曜
・
日
曜
の
祭
り
・
イ

ベ
ン
ト
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。 

２
つ
の
手
帳 
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２
つ
の
手
帳
を
よ
く
よ
く
見
て
み
る
と
、
ま
つ
り
の

名
称
が
„
祭
り
“
な
い
し
„
祭
“
と
漢
字
で
表
現
し
て

い
る
例
と
„
ま
つ
り
“
と
、
か
な
で
表
現
し
て
い
る
例

と
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
伝
統
祭
り

手
帳
の
方
が
漢
字
の
名
称
の
祭
礼
が
は
る
か
に
多
い
こ

と
に
気
づ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ベ
ン
ト
手
帳
の
方
は

△
△„
ま
つ
り
“
と
か
な
の
名
称
の
催
し
が
目
立
っ
て

多
い
の
で
あ
る
。 

　
現
象
と
し
て
は
、
単
に
漢
字
で
表
し
た
か
そ
れ
と
も

か
な
で
表
現
し
た
か
、
と
い
う
ち
が
い
に
過
ぎ
な
い
よ

う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
イ
ベ
ン
ト
手
帳
に
掲
載
さ
れ
る
催

し
が
、
か
な
の
„
ま
つ
り
“
と
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
の
か
。
伝
統
祭
り

手
帳
の
祭
礼
で
も
„
ま
つ
り
“
と
か
な
で
表
現
さ
れ
て
い
る
例
も
か
な
り

見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
何
か
法
則
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　
国
語
辞
典
的
に
言
う
と
、
こ
の
両
者
は
一
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
項
目
と
し
て
は
、„
ま
つ
り
“
と
あ
っ
て
そ
れ
に
漢
字
で【
祭（
り
）】

と
振
っ
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
意
味
的
区
別
は
な
い
。
意
味
と
し
て
は
、

①
神
霊
を
迎
え
、
供
え
物
な
ど
を
し
て
祈
願
す
る
儀
式
。
生
産
強
化
や
通

過
儀
礼
、
祖
霊
信
仰
に
よ
る
も
の
、
観
光
的
な
も
の
な
ど
、
そ
の
目
的
は
さ

ま
ざ
ま 

②
記
念
・
祝
賀
な
ど
の
た
め
の
集
団
的
行
事
（『
日
本
語
大
辞
典
』

講
談
社
）
と
な
っ
て
い
る
。 

　
わ
た
し
は
か
つ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
た
こ
と
が
あ
る

（「
祭
か
ら
イ
ベ
ン
ト
へ
」、『
文
化
と
し
て
の
経
済
―
文
化
人
類
学
か
ら
の

接
近
』
所
収
、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、１
９
８
６
年
）。
そ
の
と
き
の
結
論
は
こ

う
で
あ
る
。
身
近
な
例
で
考
え
れ
ば
、

京
都
の
祇
園
祭
や
大
阪
の
天
神
祭
は

け
っ
し
て
祇
園
ま
つ
り
と
か
天
神
ま

つ
り
と
か
言
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
姫
路
ゆ
か
た
ま
つ
り
や
各
地
の

夏
ま
つ
り
な
ど
は
浴
衣
祭
と
か
夏

祭
り
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。
大

ま
か
に
そ
の
傾
向
を
み
と
め
た
う

え
で
、①
の
意
味
合
い
で
は
漢
字
で

„
祭
（
り
）
“
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

く
、„
ま
つ
り
“
と
か
な
で
呼
ば
れ

る
も
の
は
②
の
意
味
合
い
が
強
い
、

と
し
た
の
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
本
特
集
の
ね
ら
い
と
関
連

す
る
が
、„
ま
つ
り
“
と
か
な
で
呼
ぶ
も
の
は
、
近
年
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ

そ
の
数
も
増
え
つ
づ
け
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
化
と
結
び
つ
い
て
、
増
加
傾
向

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
つ
ま
り
、②
の
意
味
を
も
つ„
ま
つ
り
“は
、
イ
ベ
ン
ト
化
の
進
展
を
暗
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。寺
社
の
祭
礼
で
あ
っ
て
も„
ま
つ
り
“と
呼
ば
れ
る
例

が
増
え
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
伝
統
的
„
祭
（
り
）
“
が

祭
礼
や
神
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
な
に
が
し
か
の
現
代
的
な
催
し
を
付
加
し
、

行
事
全
体
が
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

    

　„
祭
（
り
）
“
の
本
来
の
意
味
は
、
も
ち
ろ
ん
①
に
由
来
す
る
。
古
来
、
日

毎年7月に大阪で行われている天神祭（本宮）、境内殿の様子 

„
祭
り
“
と
„
ま
つ
り
“ 

„
祭
（
り
）
“
の
本
義
と
そ
の
現
代
化 



本
人
は
土
地
の
カ
ミ
や
農
耕
の
カ
ミ
そ
し
て
自
分
た
ち
の
祖
霊
を
カ
ミ
（
氏

神
）
と
し
て
祀
る
な
ど
、
自
然
と
人
間
の
神
ガ
ミ
を
一
体
的
に
信
仰
の
対

象
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
人
び
と
は
一
年
の
節
目
や
人
生
の
節
目
に
そ
う

し
た
神
ガ
ミ
と
儀
式
を
通
じ
て
交
感
し
て
き
た
。
中
世
以
後
の
農
村
共
同

体
で
は
、
そ
う
し
た
神
ガ
ミ
を
祀
る
こ
と
と
村
落
社
会
の
営
み
と
は
不
可

分
の
関
係
に
あ
っ
た
。 

　
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
発
達
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
儀
式
の
本
来
の

意
味
は
神
ガ
ミ
と
共
同
体
と
の
交
感
に
あ
る
。
カ
ミ
の
来
臨
を
う
な
が
し
、

供
え
物
を
し
、
歌
舞
音
曲
で
カ
ミ
を
な
ぐ
さ
め
、
御
輿
に
座
し
た
カ
ミ
が

旅
す
る
と
き
は
、
カ
ミ
に
活
気
を
も
た
ら
す
た
め
に
し
ば
し
ば
か
け
声
と

と
も
に
御
輿
を
揺
ら
す
。
儀
礼
を
通
じ
て
共
同
体
は
カ
ミ
と
一
体
に
な
り
、

カ
ミ
と
共
同
体
は
よ
み
が
え
る
。
こ
う
し
て
儀
礼
の
場
で
は
、
人
び
と
は

日
常
の
労
働
の
日
々
を
わ
す
れ
、
カ
ミ
と
過
ご
す
ひ
と
と
き
を
た
の
し
み
、

よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
の
場
と
日
常
の

暮
ら
し
の
変
化
を
ハ
レ
と
ケ
の
構
造
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
こ
に
は
神
ガ

ミ
と
と
も
に
生
き
る
人
び
と
の
姿
が
描
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

　
い
つ
の
頃
か
ら
か
こ
う
し
た
„
祭
（
り
）
“
に
お
お
き
な
変
化
が
生
ま
れ

る
。
現
代
的
に
い
え
ば
、„
祭
（
り
）
“
に
見
物
す
る
人
、
つ
ま
り
観
客
と
い

う
要
素
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ミ
と
共
同
体
の
儀
礼
の
場
で
は
、
も
ち

ろ
ん
子
ど
も
や
老
人
な
ど
の
見
物
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
基
本
的

に
カ
ミ
と
共
同
体
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
見
物
と
い
う
要
素

は
本
来
的
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
の
ま
に
か
„
祭
（
り
）
“
に

観
客
と
い
う
要
素
が
不
可
欠
に
な
っ
た
。
阿
波
踊
り
で
有
名
な
「
踊
る
阿
呆

に
見
る
阿
呆
」
の
せ
り
ふ
で
は
な
い
が
、„
祭
（
り
）
“
に
演
じ
る
側
と
観
る

側
と
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
当
然
の
よ
う
に
„
祭
（
り
）
“
が
観
ら
れ
る

も
の
、
見
せ
る
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
こ
そ
、„
祭
（
り
）
“

か
ら
„
ま
つ
り
“
へ
の
変
化
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

   

　
日
本
古
来
の
„
祭
（
り
）
“
の
か
た
ち
は
都
市
に
お
い
て
も
基
本
的
な
し

く
み
は
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
近
世
で
は
、
三
都
と
呼
ば
れ
た
江
戸
や
京
、
大

坂
の
よ
う
な
大
都
市
で
は
お
お
き
な
祭
礼
が
発
達
し
た
が
、
農
耕
の
カ
ミ

な
ど
の
要
素
は
薄
れ
、
か
わ
っ
て
職
人
や
商
人
な
ど
生
業
の
神
ガ
ミ
が
信

仰
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
人
口
の
集
中
し
た
都
市
生
活
で
は

疫
病
の
流
行
や
火
事
や
地
震
な
ど
お
お
き
な
災
厄
が
あ
り
、
そ
う
し
た
災

厄
を
除
け
る
祭
礼
儀
式
が
発
達
し
た
。
し
か
し
都
市
と
い
え
ど
も
、
祭
礼
儀

礼
を
通
じ
て
都
市
生
活
者
と
神
ガ
ミ
の
一
体
化
と
い
う
し
く
み
は
農
村
共

同
体
と
基
本
的
に
お
な
じ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

　
日
本
の
都
市
に
あ
た
ら
し
い
„
ま
つ
り
“
が
登
場
す
る
の
は
、
明
治
以

降
に
な
っ
て
近
世
の
諸
制
度
が
廃
さ
れ
、
殖
産
興
業
と
と
も
に
あ
ら
た
な

都
市
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
博
覧
会
と
い
う
形
式

で
は
じ
ま
っ
た
。
す
で
に
欧
米
の
諸
都
市
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
博
覧
会

が
あ
た
ら
し
い
都
市
づ
く
り
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
明
治
政
府
は
、
殖

産
興
業
の
目
的
の
も
と
に
勧
業
博
覧
会
を
東
京
、
京
都
、
大
阪
で
開
催
し

た
。
そ
の
名
残
は
い
ま
も
あ
ざ
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
現
在
の
阪
急
電

鉄
の
創
始
者
で
あ
る
小
林
一
三
は
、
宝
塚
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
結
婚
博
覧

会
や
家
庭
博
覧
会
な
ど
庶
民
向
け
の
博
覧
会
を
い
く
度
も
開
催
し
て
い
る
。 

　
こ
う
し
て
明
治
以
降
に
な
る
と
、
都
市
経
営
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
博
覧
会

や
そ
の
他
の
催
し
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
一
部
に
は
„
ま

つ
り
“
の
名
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
明
治
の
中
頃
以
降

に
な
る
と
、
市
町
村
制
が
し
か
れ
、
府
県
制
の
も
と
で
中
世
以
来
の
村
や
町

が
再
編
成
さ
れ
、
た
び
重
な
る
合
併
を
繰
り
か
え
し
て
現
代
に
い
た
る
の

だ
が
、
こ
う
し
た
自
治
体
は
合
併
の
度
に
あ
ら
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

都
市
経
営
と
„
ま
つ
り
“ 

Ⅰ “まつり”がよみがえらせる地域のつながり 



の
形
成
を
迫
ら
れ
て
き
た
。
こ
う

し
た
自
治
体
が
経
営
モ
デ
ル
を
博

覧
会
に
求
め
た
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
地
域
住
民

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
が
課

題
で
あ
っ
た
か
ら
、
地
域
に
密
着

し
た
名
称
と
し
て
„
ま
つ
り
“
が

多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ

き
に
あ
げ
た
イ
ベ
ン
ト
手
帳
に
は

自
治
体
主
催
（
多
く
は
観
光
課
担

当
）
の
„
ま
つ
り
“
が
た
く
さ
ん

あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

    

　
伝
統
祭
り
手
帳
や
イ
ベ
ン
ト
手
帳
に
見
る
よ
う
に
、
い
ま
や
全
国
に
は

数
知
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
„
祭
（
り
）
“
や
„
ま
つ
り
“
が
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
伝
統
祭
り
で
す
ら
、
そ
の
多
く
が
イ
ベ
ン
ト
化
し
„
ま
つ

り
“
化
し
て
い
る
。
も
は
や
現
代
で
は
、
か
つ
て
は
秘
儀
で
あ
っ
た
よ
う
な

儀
式
で
す
ら
観
客
に
見
せ
る
時
代
で
あ
る
。
観
客
な
し
に
は
現
代
の
„
ま

つ
り
“
は
成
り
た
た
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
化
が
す
す

む
„
ま
つ
り
“
は
一
体
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
マ
ク
ロ
な
視
点
に
立
っ
て
„
ま
つ
り
“

の
類
型
化
を
試
み
る
。„
ま
つ
り
“
の
類
型
化
と
い
っ
て
も
民
俗
学
的
な

分
類
で
は
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
生
活
学
的
も
し
く
は
文
明
学
的
分
類
と

で
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。 

　
現
代
の
„
ま
つ
り
“
は
お
お
き
く

は
文
化
祭
系
と
体
育
祭
系
に
分
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
文
化
祭
系
の
も
っ
と

も
お
お
き
な
祭
典
は
国
際
博
覧
会
で

あ
ろ
う
か
。
国
内
の
博
覧
会
に
つ
い

て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
現
在
で
は

国
民
文
化
祭
を
頂
点
に
全
国
各
地
に

種
々
多
様
な
文
化
芸
術
祭
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
体
育
祭
系
と
な
る
と
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

が
国
際
的
な
祭
典
で
あ
ろ
う
し
、
国

内
で
は
国
民
体
育
大
会
を
筆
頭
に
そ

れ
も
各
種
さ
ま
ざ
ま
な
競
技
大
会
が
あ
る
。
な
か
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
地
位

を
占
め
て
い
る
の
は
甲
子
園
を
舞
台
と
し
た
全
国
高
校
野
球
で
あ
ろ
う
。 

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伝
統
„
祭
り
“
の
位
置
づ
け
で
あ
ろ
う
。
古

く
に
由
来
す
る
伝
統
„
祭
り
“
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
文
化
祭
系
と
思
わ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
伝
統
„
祭
り
“
は
文
化
祭
と
体
育
祭
と
が
混
合

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
事
や
歌
舞
音
曲
な
ど
の
面
を
み
れ
ば
一
見
し
て
文

化
祭
系
と
も
見
え
る
が
、
じ
つ
は
伝
統
„
祭
り
“
に
は
か
な
ら
ず
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
身
体
競
技
的
要
素
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
綱
引
き
で
あ
る
。
一
連
の
神
事
の
な
か
で
綱
を
引
き
あ
っ
て
、

豊
穣
を
占
っ
た
り
す
る
。
社
殿
新
造
に
際
し
て
の
木
挽
き
、
御
輿
や
太
鼓
台

な
ど
山
車
の
競
争
、
近
年
で
は
年
中
行
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
西
宮
神
社

の
戎
祭
に
お
け
る
福
男
え
ら
び
の
競
走
な
ど
、
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な

い
。
静
寂
の
な
か
の
カ
ミ
と
の
交
感
と
は
程
遠
い
男
性
的
な
力
の
ぶ
つ
か
り

合
い
が
祭
礼
を
い
ろ
ど
る
。
古
来
の
„
祭
り
“
に
は
こ
う
し
た
文
化
祭
系
と

体
育
祭
系
の
両
方
の
要
素
が
複
合
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
代
の
„
ま
つ

毎年5月に行われている兵庫県神戸市の新開地音楽祭。 
主催NPOにより他にもさまざまなイベントが行われている 

„
ま
つ
り
の
類
型
“ 



り
“
と
し
て
人
び
と
に
と
っ
て
魅
力
的
な
の
で
あ
ろ
う
。 

　
い
ま
ひ
と
つ
„
ま
つ
り
“
の
属
性
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
周
年
性

で
あ
る
。
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
は
な
に
も
西
洋
の
特
性
で
は
な
く
、„
ま
つ

り
“
と
い
う
も
の
が
生
起
す
る
基
本
的
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
組
織
一
般

を
考
え
る
と
き
の
お
お
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
人
と
お
な
じ
よ
う
に
組
織

に
も
誕
生
日
が
あ
り
、
創
立
記
念
日
や
創
業
祭
な
ど
周
年
性
に
も
と
づ
い

た
„
ま
つ
り
“
は
、
共
同
体
か
ら
企
業
に
い
た
る
ま
で
普
遍
的
に
存
在
す

る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
そ
こ
に
特
別
の
役
割
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。 

    

　
か
く
も
イ
ベ
ン
ト
化
し
た
現
代
の
„
ま
つ
り
“
に
は
ど
の
よ
う
な
機

能
が
み
と
め
ら
れ
る
の
か
。
社
会
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
多
様
な
„
ま
つ

り
“
が
あ
る
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
相
応
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。 

　
最
近
で
は
も
っ
と
も
期
待
さ
れ
る
機
能
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、„
ま

つ
り
“
の
も
つ
経
済
的
機
能
で
あ
ろ
う
。
新
聞
等
で
は
も
っ
と
端
的
に
、
こ

の
„
ま
つ
り
“
の
経
済
効
果
は
○
○
億
円
、
な
ど
と
い
っ
た
見
出
し
が
紙

面
を
飾
る
。
こ
の
場
合
の
経
済
効
果
は
、
お
も
に
集
客
に
よ
る
消
費
需
要
の

発
生
と
宣
伝
効
果
で
あ
ろ
う
。
宣
伝
効
果
に
よ
っ
て
地
域
の
ど
の
部
門
が

利
益
を
産
み
だ
す
か
と
い
う
の
は
実
際
問
題
と
し
て
は
な
か
な
か
計
算
が

難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ふ
つ
う
„
ま
つ
り
“
の
経
済
効
果
と
言
え
ば

集
客
に
よ
る
消
費
需
要
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。„
ま
つ
り
“
に
こ
れ

だ
け
の
人
が
集
ま
っ
た
か
ら
こ
れ
ぐ
ら
い
は
落
と
し
て
い
く
（
消
費
す
る
）

で
あ
ろ
う
と
い
う
推
計
が
な
さ
れ
る
。 

　
し
か
し
集
客
数
が
予
測
で
き
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
な
か
な
か
困
難

で
あ
る
。
と
く
に
い
ま
„
ま
つ
り
“
の
集
客
は
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
の
需
要
予

測
と
お
な
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
基
本
的
に
経
験
値
に
頼
る
し
か
な
い
。

前
年
は
こ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
今
回
は
こ
れ
だ
け
だ
ろ
う
。
世
の
中
に
は

こ
う
し
た
経
験
値
で
動
い
て
い
る
現
象
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
原
稿

を
書
い
て
い
る
と
き
は
入
学
試
験
シ
ー
ズ
ン
の
真
っ
最
中
で
あ
る
が
、
ど

の
程
度
の
受
験
者
が
あ
る
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ど
の
学
校
で
も
悩
ま

し
い
問
題
で
、
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
み
る
と
結
局
は
経
験
値
し
か
頼
る
も
の

が
な
い
と
い
う
。 

　
神
社
仏
閣
で
の
節
句
祭
礼
で
は
組
織
化
さ
れ
た
氏
子
や
信
者
の
数
が
目

安
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
正
月
の
初
詣
客
と
か
戎
祭
と
か
に
な
る
と
、
寺
社
側

で
準
備
す
る
お
守
り
や
飾
り
な
ど
の
数
は
や
は
り
経
験
値
に
頼
る
こ
と
に

な
ろ
う
。 

　
そ
れ
ら
は
寺
社
が
立
地
す
る
自
治
体
や
交
通
機
関
な
ど
に
と
っ
て
も
お

な
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
治
体
に
よ
っ
て
は
伊
勢
市
や
天
理
市
な
ど
の
よ

う
に
門
前
町
的
性
格
を
も
つ
都
市
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
都
市
の
経
済
は

相
当
程
度
、
信
者
な
ど
の
来
訪
と
そ
の
消
費
に
依
存
し
て
い
る
だ
ろ
う
か

ら
、
需
要
予
測
も
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
か
な
か
確
実
に
予

測
す
る
方
法
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 
　 

  

　
ま
た
最
近
の
傾
向
を
見
て
い
る
と
、„
ま
つ
り
“
と
い
っ
た
よ
う
な
イ

ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
る
と
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
が
創
作
さ
れ
る
例
が
多
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
大
集
合
と
い
っ
た
„
ま

つ
り
“
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
る

„
ま
つ
り
“
の
経
済
的
機
能 

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
„
ま
つ
り
“
の 

情
報
発
信
メ
デ
ィ
ア 

Ⅰ “まつり”がよみがえらせる地域のつながり 



も
の
は
ど
う
い
う
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

　„
ま
つ
り
“
を
企
画
す
る
機
能
に
は
広
報
宣
伝
を
兼
ね
た
情
報
発
信
へ

の
期
待
も
お
お
き
い
。
ま
し
て
世
の
中
は
情
報
機
器
が
あ
ふ
れ
か
え
る
高

度
情
報
社
会
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
あ
る
。
担
当
者
に
し
て
み
る
と
、
企
画

し
た
情
報
を
い
か
に
社
会
の
す
み
ず
み
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
か
は
、
た
え

ず
あ
た
ま
を
悩
ま
す
難
問
で
あ
る
。
情
報
の
浸
透
と
と
も
に
、
イ
メ
ー
ジ

を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
も
ま
た
お
お
き
な
難
問
で
あ
る
。

文
字
媒
体
で
情
報
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
の
は
じ
つ
に
困
難
で
あ
る
。
当

然
画
像
や
映
像
媒
体
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
誰
も
が
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
発
案
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
伝
達
の
あ
た
ら
し
い
メ

デ
ィ
ア
と
言
え
な
い
か
。
確
か
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
伝
え
た
い
情
報
を
十
分

に
伝
達
で
き
る
の
か
と
の
疑
問
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
大
人
も
子
ど
も

も
一
目
見
て
少
な
く
と
も
情
報
発
信
母
体
を
理
解
で
き
る
機
能
を
も
っ
て

い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。„
ま
つ
り
“
の
動
く
広
告
塔
と
い
っ
た
と
こ
ろ

か
。
現
実
に
人
び
と
へ
の
浸
透
度
は
か
な
り
高
く
、
い
ま
の
と
こ
ろ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
人
気
は
お
と
ろ
え
そ
う
に
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
た
ら
し

い
メ
デ
ィ
ア
が
創
生
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
„
ま
つ
り
“
そ
の
も
の
の
情

報
発
信
機
能
に
は
お
お
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。 

    

　
現
代
の
„
ま
つ
り
“
は
、
３
つ
の
要
素
か
ら
な
る
。
ま
ず
は
„
ま
つ
り
“

を
企
画
し
主
催
も
し
く
は
主
宰
す
る
主
体
と
い
う
要
素
、
主
催
者
の
企
画

に
賛
同
し
具
体
的
に
„
ま
つ
り
“
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
担
当
す
る
担
い

手
と
い
う
要
素
、
そ
し
て
„
ま
つ
り
“
を
見
物
す
る
観
客
と
い
う
要
素
の

３
つ
で
あ
る
。
こ
の
３
つ
の
要
素
が
な
け
れ
ば
、
現
代
の
„
ま
つ
り
“
は

成
り
た
た
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
伝
統
„
祭
（
り
）
“
は
、
は
じ
め
の

２
つ
の
要
素
で
成
り
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
„
ま
つ
り
“
で

は
観
客
の
要
素
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。 

　
そ
し
て
こ
の
観
客
の
登
場
は
、
あ
た
か
も
劇
場
公
演
を
想
起
さ
せ
る
ほ

ど
に
、
３
者
を
観
る
側
と
み
せ
る
側
に
峻
別
し
た
。
主
催
者
と
担
い
手
は

舞
台
に
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
主
催
者
の
胸
算
用
に

よ
る
と
、
観
客
は
料
金
を
払
っ
た
お
客
と
も
見
え
て
く
る
。
そ
う
な
る
と

い
や
お
う
な
く
、
主
催
者
と
担
い
手
は
綿
密
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
舞
台
を
成
功
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
主
催
者
と
担

い
手
が
綿
密
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
が
、
じ
つ
は
現
代
の
„
ま
つ

り
“
の
第
三
の
機
能
な
の
で
あ
る
。 

　
昨
秋
、
姫
路
城
下
で
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
祭
典
、
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
が
開
催

さ
れ
た
。
会
場
そ
の
も
の
は
姫
路
城
の
周
辺
に
特
設
さ
れ
た
が
、
玄
関
口

で
あ
る
姫
路
駅
か
ら
会
場
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
戦
災
で
焼
け
た
も
の
の
そ

の
後
復
興
し
た
城
下
の
町
内
を
抜
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

と
き
各
町
内
が
そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
遠
来
の
客
を
歓
迎
し
て
い

た
光
景
が
見
ら
れ
た
。
会
場
だ
け
で
な
く
„
ま
つ
り
“
は
町
の
人
び
と
を

も
巻
き
込
ん
で
い
た
。
主
催
者
と
担
い
手
が
綿
密
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し

た
あ
か
し
で
あ
る
。 

　
も
う
一
度
こ
こ
で
„
ま
つ
り
“
の
周
年
性
を
特
筆
し
て
お
き
た
い
。
企

業
で
あ
れ
共
同
体
で
あ
れ
、
社
会
集
団
は
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
実
体
で
あ

り
、
人
と
お
な
じ
よ
う
に
年
月
を
重
ね
る
。
創
立
記
念
日
や
１
周
年
、
１０
周

年
な
ど
な
ど
、
組
織
に
よ
っ
て
は
１
０
０
周
年
、
１
５
０
周
年
な
ど
と
、
人

の
年
輪
を
超
え
て
組
織
の
永
続
性
を
示
す
例
も
多
い
。
こ
う
し
た
集
団
の

周
年
性
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
を
組
織
内
で
共
有

し
確
認
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の

現
代
„
ま
つ
り
“
の
第
三
の
機
能 
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ア
フ
リ
カ
民
族
学
。
1
9
4
1
年
大
阪
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
後
、

天
理
大
学
教
養
学
部
講
師
、
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物

館
教
授
、
京
都
橘
大
学
文
化
政
策
学
部
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。
主
な
著
作
は
、

『
サ
バ
ン
ナ
の
農
民
―
ア
フ
リ
カ
文
化
史
へ
の
序
章
』（
中
公
新
書
）、『
文
化
と

し
て
の
経
済
―
文
化
人
類
学
か
ら
の
接
近
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
な
ど
。 

CEL

は
、
集
団
の
周
年
行
事
は
組
織
内
の
絆
を
強
め
、
組
織
そ
の
も
の
を
活
性
化

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

　
現
代
の
„
ま
つ
り
“
の
第
三
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
機
能
は
、„
ま
つ

り
“
の
企
画
や
実
行
を
通
じ
て
主
催
者
（
組
織
の
管
理
者
）
と
担
い
手
（
市

民
や
社
員
）
が
綿
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
ち
、
そ
の
結
果
と
し
て

集
団
が
活
力
を
取
り
戻
し
よ
み
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
も
っ
と
も
普
遍
的
な
性
質
で
あ
る
周
年
性
は
、
お
の
ず
と
集
団
の
„
ま

つ
り
“
を
生
起
す
る
。 

　
現
代
の
„
ま
つ
り
“
は
確
か
に
伝
統
„
祭
り
“
の
イ
ベ
ン
ト
化
し
た
か

た
ち
で
は
あ
る
が
、
伝
統
„
祭
り
“
そ
の
も
の
が
儀
式
を
通
じ
て
人
び
と

が
神
ガ
ミ
と
交
感
し
、
共
同
体
が
よ
み
が
え
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
想
起
す
る
と
、
現
代
の
„
ま
つ
り
“
も
ま
た
組
織
や
人
び
と
の
活
力
を

よ
み
が
え
ら
せ
る
機
能
を
も
つ
の
だ
と
言
え
る
。
た
だ
異
な
る
の
は
、
か
つ

て
は
神
ガ
ミ
と
の
交
感
が
重
要
で
あ
っ
た
が
、
現
代
は
人
と
人
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

    

　
日
本
企
業
が
ア
メ
リ
カ
に
工
場
進
出
し
た
頃
の
話
だ
が
、
当
時
は
日
本

で
は
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
社
内
運
動
会
を
現
地
で
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
大
変

好
評
で
あ
っ
た
と
い
う
。
職
域
の
ち
が
う
人
た
ち
が
一
堂
に
会
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
競
技
を
と
も
に
お
こ
な
う
こ
と
で
、
あ
ら
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
生
ま
れ
、
職
場
の
雰
囲
気
が
良
く
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。
体
育
祭
の
試

み
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
„
ま
つ
り
“
の
効
用
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

　
し
か
し
最
近
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
学
校
や
地
域
の
自
治
会
な
ど
で
は

い
ま
も
運
動
会
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
企
業
の
運
動
会
は
あ

ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
。
ま
た
学
校
の
運
動
会
も
ず
い
ぶ
ん
さ
ま
が
わ
り

し
て
、
学
内
行
事
化
し
て
い
る
と
聞
く
。
時
代
と
と
も
に
„
ま
つ
り
“
を

め
ぐ
る
社
会
の
環
境
は
お
お
い
に
変
化
し
て
い
る
。 

　
も
っ
と
も
お
お
き
な
変
化
は
、
私
た
ち
の
生
活
リ
ズ
ム
の
な
か
で
、
ハ

レ
と
ケ
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ハ
レ
と
ケ

の
概
念
は
も
と
も
と
農
民
的
生
活
が
背
景
に
あ
る
が
、
現
代
の
よ
う
に
都

市
的
生
活
が
普
遍
的
に
な
っ
て
く
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
心
身
の
生
活
リ

ズ
ム
は
お
の
ず
と
ハ
レ
の
感
覚
に
と
り
ま
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代

人
に
と
っ
て
の
ケ
と
は
何
か
を
定
義
す
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。
し

か
し
、
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
た
し
た
ち
は
、
た
え
ず
あ
ら
た
な
ハ
レ
を

求
め
て
„
ま
つ
り
“
を
創
造
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

  

„
ま
つ
り
“
は
不
滅
だ 

Ⅰ “まつり”がよみがえらせる地域のつながり 


