
　

２
０
１
０
年
は
、
生
物
多
様
性
条
約
第
10
回
締
約
国
会
議
が
名
古
屋
で
開
催

さ
れ
、
生
物
多
様
性
と
い
う
そ
れ
ま
で
耳
慣
れ
な
か
っ
た
言
葉
が
、
よ
う
や
く

一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
で
あ
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
１
９
９
７

年
の
12
月
、
第
３
回
気
候
変
動
枠
組
条
約
締
約
国
会
議
に
お
い
て
は
先
進
国
に

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
目
標
を
課
す「
京
都
議
定
書
」が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
２
つ
の
条
約
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
１
９
９
２
年
に
開

催
さ
れ
た
国
連
環
境
開
発
会
議
で
同
時
に
採
択
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
双
子

の
条
約
で
あ
っ
た
。
加
え
て
２
０
１
１
年
が

国
連
の
定
め
る「
国
際
森
林
年
」で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
地
球
規
模
で
の
課

題
が
山
積
す
る
中
で
、
今
改
め
て
自
然
と
人

間
と
の
共
生
が
世
界
的
に
問
わ
れ
て
い
る
。

　

20
世
紀
の
前
半
、
我
々
人
類
は
２
つ
の
世

界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
、
地
球
規
模
で
の
戦

争
を
繰
り
返
し
た
。
世
紀
の
後
半
に
は
民
族

間
の
対
立
が
顕
著
に
な
り
、
宗
教
を
め
ぐ
る

紛
争
は
今
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

20
世
紀
は
戦
争
の
世
紀
だ
っ
た
の
と
同
時

に
、
科
学
技
術
の
高
度
化
に
反
比
例
し
て
地
球
の
汚
染
や
温
暖
化
が
進
み
、
地

球
の
自
然
環
境
自
体
が
危
機
に
至
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
１
９
９
４
年
12
月
の
第
49
回
国
連
総
会
で
は「
人
権
教
育
の
た
め
の

国
連
10
年
」が
採
択
さ
れ
、
行
動
計
画
の
中
で
初
め
て「
人
権
文
化
」（C

ulture 

of H
um
an R

ights
）と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
。
い
の
ち
の
尊
厳
を
自
覚
し
、

人
間
が
人
間
ら
し
く
自
然
と
調
和
し
て
幸
せ
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
く
、
そ
の

行
動
と
実
り
が
人
権
文
化
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
家
族
や
周
囲
の
人
々
と
の
交
わ
り
が

あ
り
、
同
時
に
、
人
間
は
自
然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

環
境
と
人
権
は
不
可
分
の
課
題　

木の力

私たちの
暮らしを

つなぐ

森 と日 本 人 のこ こ ろ
─ 自然と人間の共生の場、鎮守の森の再生へ

上田 正昭
Interview with Masaaki Ueda

歴史学者、京都大学名誉教授

木がつなぐ自然の力と人の暮らしⅠ



　

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
捉
え
る
時
、
私
に
は
環
境
と
人
権
の
問
題
は
不
可
分
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
今
の
社
会
情
勢
を
見
て
い
て
も
、
現
代
は
人
の
い
の
ち

が
非
常
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
時
代
だ
と
言
え
る
。
20
世
紀
は
地
球
の
汚
染
が

進
み
環
境
が
破
壊
さ
れ
た
世
紀
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
権
が
も
っ
と
も
侵
害
さ

れ
た
世
紀
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は
、
21
世
紀
は
人
権
文
化
が
本
当
の

意
味
で
輝
く
世
紀
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
。

　

自
然
と
の
共
生
の
観
点
か
ら
、
私
が

注
目
す
る
の
が
、
日
本
の
歴
史
と
文
化

の
基
層
に
つ
な
が
っ
て
存
続
し
て
き

た
鎮
守
の
森
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
日

本
人
に
と
っ
て
親
し
み
深
く
か
つ
神

聖
な
る
森
は
、
そ
れ
に
対
す
る
畏
れ
と

慎
み
の
こ
こ
ろ
と
と
も
に
、
歴
史
の
中

で
守
り
生
か
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
森
林
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う

に
、
一
般
に
森
と
林
は
同
義
の
も
の
か

大
小
の
差
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
だ

が
、
厳
密
に
言
う
と
両
者
は
異
な
る
。
英
語
で
言
う
と
森
はforest

で
、
林
は

wood

。
日
本
の
大
和
言
葉
で
も
、
モ
リ
と
い
う
の
は
自
然
の
ま
ま
の
も
の
で
、

ハ
ヤ
シ
と
い
う
の
は
自
然
に
人
工
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
す
ぐ
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
里
山
の
雑
木
林
な
ど
だ
が
、
こ
れ

は
地
域
の
人
た
ち
が
手
を
加
え
て
育
て
、
ま
た
薪
な
ど
の
燃
料
や
木
材
ほ
か
の

林
産
物
を
得
て
活
用
し
て
き
た
と
こ
ろ
。
し
た
が
っ
て
、
鎮
守
の
森
の
中
に
も

自
然
の
ま
ま
の
も
の
と
人
間
の
手
が
加
わ
っ
た
も
の
の
両
者
が
あ
る
。
歴
史
的

に
古
い
形
の
神
社
で
は
、
山
の
奥
に
奥
宮
が
あ
っ
て
里
山
に
は
里
宮
が
あ
る
。

奥
宮
は
ま
さ
に
、
自
然
の
森
で
あ
り
、
里
宮
の
方
は
人
の
手
が
加
わ
っ
た
樹
林

で
あ
る
。

　

モ
リ
と
ハ
ヤ
シ
と
い
う
言
葉
を
文
献
の
上
で
た
ど
れ
ば
、
古
く
は
、
天
平
５

（
７
３
３
）年
に
ま
と
め
ら
れ
た『
出
雲
国
風
土
記
』の
中
に
、「
母
理
郷
」と「
拝

志
郷
」と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
モ
リ
の
村
と
ハ
ヤ
シ
の
村
と
が
分

け
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、『
万
葉
集
』（
巻
第
九
）に
は
、「
山
科
の
石
田
の
社
に…

」

と
い
う
歌
が
あ
る
。「
社
」は
す
な
わ
ち
木
々
が
茂
っ
た
場
所
の
こ
と
で
、『
万

葉
集
』の
時
代
で
は
、
社
は
す
な
わ
ち
モ
リ
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。
現
代

で
は
神
社
と
い
う
と
、
本
殿
が
あ
り
拝

殿
が
あ
る
と
い
う
建
物
を
連
想
す
る

が
、
古
く
に
は
そ
う
い
う
建
物
は
な

く
、
神
奈
備
と
い
う
神
が
鎮
ま
る
神
体

山
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
奈
良
県
桜
井

市
に
は
大
神
神
社
が
あ
る
が
、
そ
の

後
方
の
三
輪
山
が
神
の
鎮
ま
る
山
で

あ
り
、
現
在
も
大
神
神
社
に
は
本
殿
は

な
い
。
こ
う
し
た
山
は
、
御
諸
山
と
も

言
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』（
巻
第
十
三
）

の
中
に「
三
諸
は
人
の
守
る
山…

」と

い
う
歌
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
山

は
、
自
然
で
あ
っ
て
も
人
々
が
守
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
出
雲
国
風
土
記
』の
中
で
、
秋
鹿
郡
の
女
心
高
野
の
条
に
は
、「
上

の
頭
に
樹
林
在
り
、
此
則
ち
神
社
な
り
」と
あ
る
。
北
側
に
樹
林
が
あ
っ
て
、
そ

の
樹
林
そ
の
も
の
が
神
社
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
和
言
葉
で
は
モ
リ
と
ハ
ヤ
シ
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
か

な
り
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
は
混
用

し
て
使
わ
れ
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
山
や
森
や
林
に
は
神
が
鎮
ま

る
の
だ
と
い
う
信
仰
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
森
は
す
な
わ
ち
神

の
宿
る
聖
な
る
山
で
あ
り
、
神
の
宿
る
聖
な
る
樹
林
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
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鎮
守
の
森
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き
た
。
だ
か
ら
、
鎮
守
の
森
の
樹
木
を
み
だ
り
に
切
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う

い
っ
た
、
神
が
鎮
ま
る
自
然
に
対
す
る
畏
怖
と
慎
み
の
中
で
、
鎮
守
の
森
は
日

本
の
各
地
で
残
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
も
日
本
人
の
生
活
文
化
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
鎮
守
の
森

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
森
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、
２
度
も

大
き
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
。

　

一
番
目
は
、
明
治
34（
１
９
０
１
）年
か
ら
始
ま
る
明
治

政
府
の
強
引
な
神
社
の
統
廃
合
で
あ
る（
通
説
は
明
治
39

年
か
ら
だ
が
、
実
際
の
動
き
は
そ
れ
以
前
か
ら
）。
こ
れ
は
当

時
の
内
務
省
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

明
治
42（
１
９
０
９
）年
に
敢
然
と
反
対
の
声
を
上
げ
た

の
が
、
和
歌
山
県
の
田
辺
に
住
す
る
南
方
熊
楠
だ
っ
た
。

　

南
方
は
世
界
に
誇
る
べ
き
粘
菌
研
究
の
生
物
学
者
で

あ
り
民
俗
学
者
で
も
あ
る
。
彼
は
明
治
45（
１
９
１
２
）

年
の『
日
本
及
日
本
人
』と
い
う
総
合
雑
誌
の
４
月
号
か

ら
６
月
号
に
、
３
回
に
わ
た
っ
て
神
社
合
併
反
対
の
意
見

を
書
い
た
が
、
そ
こ
に
は
自
分
が
な
ぜ
神
社
合
併
に
反
対
す
る
の
か
と
い
う
、

い
く
つ
か
の
理
由
を
列
挙
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
神
社
の
鎮
守
の
森
は
貴
重
な
動
植
物
が
生
き
て
い
る
聖
域
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
地
に
残
さ
れ
る
伝
説
な
ど
の
民
俗
学
的
な
遺
産
も
森
が
失
わ
れ

る
と
消
え
て
し
ま
う
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
次
に
示
す
理
由
は
、
現

代
の
視
点
か
ら
見
て
も
非
常
に
深
い
感
銘
を
与
え
る
。
彼
は
、「
合
祀
は
人
民

の
融
和
を
妨
げ
、
自
治
機
関
の
運
用
を
阻
害
す
る
」と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

古
い
神
社
や
鎮
守
の
森
は
、
人
間
相
互
の
寄
り
合
い
と
自
治
の
場
で
あ
っ
た
に

と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
と
人
間
の
共
生
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
明
治
末
年
の

時
期
に
見
抜
い
て
い
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
南
方
の
卓
見
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

古
代
の
場
合
、「
逃
散
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
政
府
や
荘
園
領
主
な

ど
の
権
力
の
圧
迫
が
強
ま
る
と
人
々
は
郷
里
を
捨
て
て
逃
げ
去
る
こ
と
も
多
く

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
14
世
紀
の
南
北
朝
時
代
以
降
に
な
る
と
、
人
々
は
そ
の
地

に
留
ま
り
団
結
し
て
闘
う
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
荘
園
の
し
く

み
の
枠
を
こ
え
た「
惣
村
」が
誕
生
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
郷
土
愛
と
い
う
も
の

が
育
っ
た
の
が
こ
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
、
村
や
地
域
の
結
合
の
場
所
と
し

て
、
鎮
守
の
森
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

鎮
守
の
森
は
寄
り
合
い
の
場
所
で
あ
り
、
村
の
長
を
中
心
に
自
治
を
し
、
神

の
前
で
村
の
掟
な
ど
も
定
め
た
。
森
の
手
入
れ
は
村
の
人

間
で
行
う
の
が
原
則
。
林
産
物
の
活
用
や
森
を
育
て
守
る

た
め
の
取
り
決
め
な
ど
も
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。

ま
た
、
同
時
に
そ
こ
は
芸
能
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。
猿
楽

が
演
じ
ら
れ
た
り
、
相
撲
が
と
ら
れ
た
り
と
、
現
代
風
に

言
う
と
、
村
人
た
ち
の
娯
楽
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

場
所
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
鎮

守
の
森
は
、
日
本
文
化
の
基
層
を
形
づ
く
り
、
そ
れ
故
に

守
り
生
か
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
明
治
の
神
社
合
併
に
は
次
第
に
反
対
意
見
が
高

ま
り
、
大
正
７（
１
９
１
８
）年
に
神
社
合
併
無
益
の
決

議
が
衆
議
院
で
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
神
社
合

併
以
前
は
全
国
に
約
19
万
の
神
社
が
あ
っ
た
の
が
、
大
正
６（
１
９
１
７
）年

の
統
計
で
は
11
万
に
ま
で
激
減
す
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

　

第
二
の
危
機
は
、
戦
後
か
ら
バ
ブ
ル
の
時
代
に
か
け
て
の
時
期
、
全
国
的
に

土
地
開
発
が
進
め
ら
れ
、
各
地
の
村
に
も
工
場
な
ど
が
建
設
さ
れ
て
い
く
中

で
、
鎮
守
の
森
が
そ
の
用
地
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
鎮
守
の
森

を
削
っ
て
工
場
や
廃
棄
物
処
理
場
が
で
き
た
り
、
団
地
の
一
部
に
な
っ
た
り
、

道
路
が
森
の
中
を
通
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
都
市
を
中
心
に
バ
ブ
ル
経
済
が
展

開
し
た
が
、
そ
れ
と
は
逆
に
農
村
・
山
村
・
漁
村
の
人
口
が
減
っ
て
い
き
、
鎮

守
の
森
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
も
生
ま
れ
て
き
た
。

                                 

ち
ょ
う
さ
ん

　                                                                                         

お
さ　

鎮
守
の
森
の
危
機
か
ら

社
叢
学
の
提
唱
へ

し
ゃ
そ
う

木がつなぐ自然の力と人の暮らしⅠ



こ
の
よ
う
な
地
域
共
同
体
の
衰
退
に
と
も
な
い
、
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
鎮
守
の
森
は
今
も
少
な
く
は
な
い
。

　

私
た
ち
が
、
２
０
０
２
年
の
５
月
に
、
歴
史
学
、
民
俗
学
の
ほ
か
、
地
理
学
、

植
物
学
、
動
物
学
、
建
築
学
、
都
市
計
画
学
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
分
野
の

人
々
に
呼
び
か
け
て
、
京
都
下
鴨
神
社
の
糺
の
森
に
集
ま
り
、「
社
叢
学
会
」を

結
成
し
た
の
も
、
そ
う
い
う
状
況
に
対
し
て
深
刻
な
危
惧
の
念
を
感
じ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

こ
の
学
会
は
、
日
本
文
化
の
基
層
に
あ
っ
た
鎮
守
の
森
を
は
じ
め
と
す
る
聖

な
る
樹
林
を
学
際
的
に
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
保
存
と
活
用
を
は
か
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鎮
守
の
森
の
意
味
を
現
代

に
再
発
見
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
学
会

名
を「
社
叢
」と
し
た
の
は
、
調
査
・
研
究
対
象
と
す
る
の

は
、
神
社
の
森
だ
け
で
は
な
く
、
寺
院
の
森
か
ら
、
沖
縄

の
聖
な
る
森
ウ
タ
キ（
御
嶽
）な
ど
を
含
め
る
た
め
で
、

さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
か
ら
世
界
に
つ
な
が
る
、
よ
り
広
い
視

野
か
ら
こ
の
問
題
を
追
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

　

聖
な
る
場
所
で
あ
り
、
人
々
が
集
ま
る
場
所
と
し
て
、

鎮
守
の
森（
＝
社
叢
）を
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ

か
ら
の
時
代
に
と
っ
て
も
非
常
に
価
値
を
持
つ
も
の
で

あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
森
は
人
間
が
生
か

し
、
人
間
が
参
加
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
自
然
と
神
と
人
と
の
接
点

で
あ
る
。
鎮
守
の
森
は
、
人
間
と
自
然
と
の
共
生
を
象
徴
す
る
存
在
だ
と
言
え

る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
鎮
守
」と
い
う
言
葉
は
、
中
国
の
古
典
に
古
く
か
ら
出
て
お
り
、
３
世
紀
後

半
の『
三
国
志
』の「
魏
書（
魏
志
）」に
は「
鎮
守
之
重
臣
」と
あ
る
。
ま
た
、
５

世
紀
の
北
魏
の
時
代
に
な
る
と
、
軍
隊
の
駐
屯
地
を「
鎮
」と
呼
び
、
８
世
紀
頃

の
唐
の
時
代
で
は
、
軍
政
区
を「
鎮
」と
呼
ん
で
い
る
。
日
本
で
も
、
８
世
紀
に

坂
上
田
村
麻
呂
が
赴
い
た
の
が
陸
奥
国
の
鎮
守
府
。
近
代
で
も
、
海
軍
の
呉
鎮

守
府
あ
る
い
は
舞
鶴
鎮
守
府
な
ど
の
よ
う
に
、
長
く
軍
隊
用
語
と
し
て
使
わ
れ

て
き
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
各
神
社
の
産
土
神
を
祭
っ
て
い
る
森
の
こ
と
を
鎮
守
の
森

と
呼
ぶ
こ
と
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
私
が
知
る
中
で
一
番
古
い
例
は
平
安
時
代

の
も
の
。
編
年
体
の
歴
史
書『
本
朝
世
紀
』の
天
慶
２（
９
３
９
）年
正
月
十
九

日
の
条
に「
鎮
守
正
二
位
勲
三
等 

大
物
忌
明
神
」と
あ
り
、

そ
れ
以
後「
鎮
守
の
神
」と
い
う
表
現
は
文
献
な
ど
に
さ

か
ん
に
出
て
く
る
。

　

日
本
人
の
間
に「
鎮
守
の
神
さ
ま
」と
い
う
言
葉
が
広
が
っ

た
の
は
、
文
部
省
唱
歌「
村
ま
つ
り
」の
歌
詞
、「
村
の
鎮

守
の
神
さ
ま
の 

今
日
は
め
で
た
い
お
ま
つ
り
日
〜
」か

ら
で
あ
ろ
う
。
以
降
、「
村
の
鎮
守
」と
い
う
言
葉
が
一
般

化
し
、「
鎮
守
」は
氏
神
や
産
土
神
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

今
で
は
こ
ち
ら
の
意
味
合
い
の
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
祭

り
が
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
つ
な
が
り
の
原
点
と
な
っ

て
い
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
復
興
の
過
程
で
も
、
神

戸
の
長
田
地
区
の
長
老
た
ち
が
、
自
分
た
ち
に
は
祭
り
を
通
じ
て
培
っ
て
き

た
地
域
共
同
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
つ
な
が
り
が
た
い
へ
ん
役
に
立
っ
て
い
る

と
話
し
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
神
社
の

祭
り
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
再
確
認
で
き
る
。

　

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
現
在
、
鎮
守
の
森

の
神
を
中
心
に
し
た
祭
り
に
具
現
化
す
る
、
こ
う
し
た
寄
り
合
い
の
精
神
を
見

直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
祭
り
や
芸
能
、
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、

そ
し
て
神
と
人
と
が
ふ
れ
あ
う
場
所
、
そ
れ
が
鎮
守
の
森
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
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と
。
鎮
守
の
森
を
媒
介
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
発
見
や
、
鎮
守
の
祭
り
を

中
心
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
み
が
え
り
を
考
え
る
こ
と
は
、
今
後
い
っ
そ

う
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

　

人
権
と
環
境
と
が
別
々
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
も
現
れ
て

い
る
。
人
間
の
い
の
ち
の
安
全
は
、
自
然
の
保
全
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
自

然
と
の
共
生
の
中
で
の
人
間
の
あ
り
方
が
十
分
に
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

鎮
守
の
森
の
再
生
を
考
え
る
と
き
、

２
つ
の
大
切
な
事
例
が
あ
る
。
東
京
の

明
治
神
宮
は
大
正
９（
１
９
２
０
）年

に
生
ま
れ
た
も
の
で
、
森
も
そ
の
時
に

つ
く
ら
れ
た
。
今
日
ま
で
90
年
が
過

ぎ
、
大
木
が
茂
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
近

代
日
本
が
新
た
に
つ
く
り
出
し
た
鎮

守
の
森
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
京
都

の
糺
の
森
。
元
々
は
１
５
０
万
坪
の
広

さ
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今

は
か
な
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
ま
だ
東
京
ド
ー
ム
３
つ
く
ら
い
の
面
積
は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
保
存
運
動
の
成
果
で
も
あ
る
。
糺
の
森
に
は
今
も
小
川

が
流
れ
て
い
て
、
初
夏
に
は
ホ
タ
ル
も
舞
う
。
近
年
で
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

蛍
火
茶
会
が
開
か
れ
る
な
ど
、
こ
の
森
は
四
季
折
々
の
日
常
の
中
で
、
市
民
に

潤
い
を
与
え
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

鎮
守
の
森
の
多
く
は
、
昔
か
ら
聖
な
る
水
が
湧
き
出
る
場
所
で
も
あ
る
。
植

物
も
動
物
も
そ
こ
に
生
き
る
。
我
々
は
こ
う
し
た
自
然
を
意
識
的
に
生
み
出
し

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
保
存
と
い
う
の
は
放
置
で
は
な
い
。
保
存
は
そ
れ

を
活
か
す
た
め
に
人
が
守
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
今
あ
る

森
を
守
ろ
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
の
森
の
姿
に
復
元
し
て
い
く
べ
き

だ
と
考
え
る
。
鎮
守
の
森
を
再
生
す
る
た
め
に
、
池
や
井
、
泉
、
小
川
な
ど
水

の
環
境
も
整
備
し
、
腐
葉
土
を
つ
く
り
、
動
植
物
の
生
き
る
場
を
つ
く
り
、
よ

り
よ
い
森
を
守
り
育
て
る
よ
う
な
働
き
か
け
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

漁
民
の
方
が「
森
は
海
の
恋
人
」と
い
う
言
葉
を
言
う
。
山
か
ら
植
物
プ
ラ

ン
ク
ト
ン
が
運
ば
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
魚
や
貝
の
餌
に
な
り
、
海
藻
も
育
つ
。

昔
か
ら「
森
が
枯
れ
る
と
海
が
荒
れ
る
」と
い
う
が
、
漁
民
は
そ
う
し
た
こ
と

を
直
感
的
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

山
、
森
、
川
、
海
ま
で
の
つ
な
が
り
の

中
で
、
自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
捉
え

直
し
て
み
る
こ
と
で
環
境
問
題
の
実

相
が
見
え
て
く
る
。

　

著
名
な
物
理
学
者
で
あ
っ
た
寺
田

寅
彦
先
生
は
、
昭
和
10（
１
９
３
５
）

年
12
月
の
死
去
の
少
し
前
に「
日
本
人

の
自
然
観
」と
い
う
論
文
を
書
い
て
い

る
。
私
は
学
生
時
代
に
こ
れ
を
読
ん
で

非
常
に
感
銘
を
受
け
た
。
寺
田
先
生

は
、
そ
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学

は
自
然
と
対
決
し
自
然
を
克
服
し
て

発
展
し
て
き
た
が
、
日
本
の
科
学
は
自

然
に
順
応
し
自
然
と
調
和
す
る
こ
と
の
経
験
の
蓄
積
を
前
提
に
発
展
し
て
き

た
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。
私
が
社
叢
学
を
提
唱
し
た
背
景
に
は
、
日
本
人
の
、

自
然
に
順
応
し
調
和
す
る
智
恵
を
再
評
価
す
る
べ
き
だ
と
の
思
い
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
日
本
人
の
神
の
観
念
は「
万
有
生
命
信
仰
」に
基
づ
く
と
私
は
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
生
命
が
あ
る
と
い
う
信
仰
だ
が
、
こ

れ
は
決
し
て
多
神
教
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
神

を
認
め
る
、汎
神
教
で
あ
る
。同
じ
よ
う
に
、比
叡
山
延
暦
寺
を
開
い
た
最
澄
も
、

「
山
川
草
木
悉
有
仏
性
」と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
仏
性
を
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上
田
正
昭
（
う
え
だ
・
ま
さ
あ
き
）

歴
史
学
者
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
、
社
叢
学
会
理
事
長
、（
財
）世
界
人
権
問
題
研

究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
。
１
９
２
７
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
史
学
科

卒
業
。専
門
は
古
代
史
、神
話
学
。京
都
大
学
教
授
、大
阪
女
子
大
学
学
長
を
経
て
、

ア
ジ
ア
史
学
会
会
長
な
ど
を
務
め
る
。『
日
本
神
話
』（
岩
波
書
店
）で
毎
日
出
版

文
化
賞
、『
古
代
伝
承
史
の
研
究
』（
塙
書
房
）で
江
馬
賞
受
賞
の
ほ
か
、
大
阪
文
化

賞
、福
岡
ア
ジ
ア
文
化
賞
、南
方
熊
楠
賞
な
ど
を
受
賞
。著
書
は
、『
日
本
神
話
』、『
東

ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
』、『
日
本
人〝
魂
〞の
起
源
』、『
鎮
守
の
森
は
甦
る
―
社
叢

学
事
始
』ほ
か
多
数
。

CEL

認
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
神
と
仏
は
共
存
す
る
。
ご
先
祖
さ
ま
は
神

さ
ま
で
も
あ
る
し
仏
さ
ま
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
一
軒
の
家
の
中
に
神
棚
と
仏
壇

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
人
の
主
体
性
の
な
さ
を
表
す
と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
る

が
、
そ
の
本
質
は
、
対
決
よ
り
も
調
和
を
求
め
る
あ
り
よ
う
を
物
語
る
。
自
ら
が

も
つ
調
和
性
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
改
め
て
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

役
立
つ
智
恵
と
な
る
に
違
い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　

ケ
ニ
ア
の
元
環
境
副
大
臣
で
あ
り
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
で
あ
る
ワ
ン

ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
は
、「
も
っ
た
い
な
い
」と
い
う
日
本
の
言
葉
が
、
消
費

削
減（
リ
デ
ュ
ー
ス
）、
再
使
用（
リ
ユ
ー
ス
）、
再
生
利
用（
リ
サ
イ
ク
ル
）、
修

理（
リ
ペ
ア
）の
４
Ｒ
を
表
し
て
い
る
と
語
り
、
こ
れ
を
環
境
保
護
の
合
言
葉

に
し
よ
う
と
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ー
タ
イ
さ
ん
に
改
め
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
ま
で
は
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
言
葉
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
日
本

人
の
間
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
日
本
語
が
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
た
の
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
鎌
倉
時

代
の『
宇
治
拾
遺
物
語
』の
中
に「
も
っ
た
い
な
い
」と
あ
る
。驚
い
た
こ
と
に
、

『
太
平
記
』に
は
、
例
え
ば
若
武
者
が
死
ん
で
い
く
こ
と
に
対
し
て
、「
い
の
ち

の
も
っ
た
い
な
さ
よ
」と
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
も
の
を
無
駄
遣
い
す
る

の
を「
も
っ
た
い
な
い
」と
言
う
だ
け
で
な
く
、
い
の
ち
が
も
っ
た
い
な
い
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ「
お
か
げ
さ
ま
」と
い
う
言
葉
も
現
代
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な

く
な
っ
て
い
る
。
昔
は「
お
元
気
で
す
ね
」と
い
う
と
、「
お
か
げ
さ
ま
で
」と
応

え
た
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
両
親
の
お
か
げ
、
世
間
の
お
か
げ
、
友
人
の
お
か

げ
な
ど
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
神
仏
の
お
か
げ
、
自
然
の
お
か
げ
も
含
ま

れ
て
い
た
。
こ
の「
お
か
げ
」と
い
う
言
葉
も
、
さ
か
の
ぼ
る
と
奈
良
時
代
か
ら

使
用
例
が
あ
る
。ま
た
、伊
勢
神
宮
に
参
る
の
を「
お
か
げ
ま
い
り
」と
言
う
が
、

こ
れ
は
20
年
ご
と
の
遷
宮
の
翌
年
が「
お
か
げ
年
」で
、
こ
の
時
に
参
る
と
さ
ら

な
る
神
さ
ま
の
お
か
げ
が
い
た
だ
け
る
と
い
う
信
仰
に
基
づ
く
。
こ
う
い
う
日

本
語
は
、
ま
さ
に
自
然
と
人
間
の
共
生
を
象
徴
し
て
い
る
言
葉
で
は
な
い
か
。

　

延
長
５（
９
２
７
）年
に
完
成
し
た『
延
喜
式
』の
巻
八
に
は
神
さ
ま
に
奏
上

し
た
祝
詞
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の「
延
喜
式
祝
詞
」の
古
い
祝
詞
に
は
、
後
代
の

も
の
と
は
全
く
異
な
り
、
神
さ
ま
に
対
す
る
願
い
事
が
一
切
書
か
れ
て
い
な

い
。
あ
る
の
は
た
だ
感
謝
の
言
葉
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に「
お
か
げ
」信

仰
の
反
映
と
言
っ
て
よ
い
。
日
本
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
う
し
た
人
と
自
然
と

の
関
係
性
、
そ
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
人
間
と
自
然
と
の
共
生
を
改
め
て
考
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

社
叢
学
を
提
唱
し
て
か
ら
９
年
目
。
課
題
も
多
い
が
手
応
え
も
大
き
い
。
社

叢
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
養
成
に
努
め
、
会
員
に
よ
る
定
点
観
測
な
ど
も
含
め

て
地
道
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鎮
守
の
森
や
里
山
な

ど
、
人
の
暮
ら
し
の
近
く
に
あ
っ
て
、
人
の
手
が
加
わ
っ
て
存
在
す
る
森
や
林

の
再
生
と
活
用
は
、
世
界
的
な
観
点
か
ら
も
今
後
い
っ
そ
う
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
く
べ
き
も
の
。
社
叢
学
会
で
も
、
近
年
は
ア
フ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
研

究
例
な
ど
も
加
わ
り
新
た
な
広
が
り
を
見
せ
始
め
て
い
る
。

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

）

本
稿
は
、
上
田
正
昭
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

基
づ
い
て
、
編
集
室
に
て
構
成
し
た
も
の
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

  

の
り
と　

自
然
と
人
間
の
共
生
と

日
本
か
ら
の
発
信
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