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映
す
る
と
と

も
に
、

人
々

の

日
常
生
活
と

深
く
関
わ

り
な
が

ら
、

近

代
科

学
の

知
見
や
技
術
を

取
り
込
ん

で

い

っ

た

梵
暦
運
動
の

痕
跡
に

は
、

文
献

史
料
よ

り
以
上

に

多
く
の

情
報
を

含
む

多
彩
な
モ

ノ

史
料
が
含
ま
れ
て

い

る
。

　

須
弥
山

儀
の

よ

う
な

特
殊
な

機
械
は
、

技
術
史
や

科

学
史
を

含
む

学
際

的
な

研
究
の

交
点
に

お
い

て
、

近

世
・

近
代
の

仏
教
思
想
史
を

考
察
す
る

こ

と
の

必

要
性
を
感
じ
さ
せ
て

く
れ

る
。

さ
ら

に

は、

暦
法
の

研
究
や

頒

暦
の

実
態

調
査
な
ど
は
、

宗
教
史
の

枠
組
み

を

踏
み

越
え
た

広
い

知
識
を

研
究

者
に

要
請
す
る
だ

ろ

う
。

ま
さ

に

こ

の

こ

と
が、

近
世
と

近
代
に
お

け
る
「

知
」

の

断
裂
を
示
し
て

い

る

の

で

あ
り

、

こ

の

断
裂
を
北

旦
尽

と

し

て

生
じ
る
近
代
的
「

宗
教
」

概
念
の

成
立
基
盤
を
逆
照
射
し

て

い

る

よ

う

に
感
じ
る
の

で

あ
る

。

佐
田
介
石
を
め

ぐ
る

史
料
調
査
と
そ
の

重
層

　
　
　

浅

野
研
真
か

ら
谷
川
穣
ま
で

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

谷
川
　
　
穣

　
歴

史
研
究
に

お

け
る

「

史
料
調
査
論
」

と

い

う
場
合

、

何
を

論
じ
れ
ば

「

正
解
」

な
の

だ
ろ

う
。

研
究
論
文
を

読
み

使
用
史
料
を
探
す
初
歩
か
ら、

ネ
ッ

ト
の

駆
使、

未
刊
行
・

手
稿
史

料
の

発
見
方

法
、

聞
き

取

り
の

手

法
、

等
々

。

史
料

保
存
や

ア

ー

カ
イ

ヴ
ズ

学
と
は

重
な
り
つ

つ

も、

少
し

違
う
か
…
。

多
分、

論

文
作

成
や

自
治
体
史
編
纂
な
ど
の

必

要
に

迫
ら
れ

て
、

い

き
な
り

「

さ
あ
泳
げ
」

式
の

実
地

経
験
を

す
れ
ば
よ

い
、

論
な
ど

な
い
、

体
験
談
だ
け
が
あ
る、

こ

れ
が

身
も
蓋
も
な
い

正
解
な
の

か
も
し

れ

な
い

。

よ

っ

て

ひ

と

ま
ず、

こ

こ
一

〇

年
ほ

ど
行
っ

て

き
た、

私
自

身

の

佐
田
介
石
に
関
す
る

史
料
調
査
履
歴
の
一

端
を
示
し、

先
学
の

史
料
と

の

関
わ

り
方
を
通
じ

て
、

冒
頭
の

問
い

を
め

ぐ
る

問
題
を
些
か

述
べ

る
。

　

介
石
研
究
の

系
譜
を

辿
る

と
、

弟
子
に

よ

る

伝
記
と
追

憶
（
一

八

八

三

ー
一

九
〇
一

年）
・

称
賛
交
じ

り
の

「

過
去
の

遺
物
」

化
（
【

九

〇
一

ー

二

〇

年
代）
・

顕
彰
の

再
浮
上
（
一

九
二

〇

年
代
−
四

五

年）

の

三

期
に

大
別
で

き
る

。

特
に

第
三

期
、

一

九
三

四

年
に

本
格
的
な

伝
記
を

著
し
た

社
会
学
者
・

浅
野

研
真
と

、

彼
と

協
働
し
た

上

坂
倉
次
と
い

う
二

人
の

存

在
が

浮
か
び
上
が
る

。

彼
ら
が
史

料
の

収

集
・

紹
介
を

行
う
こ

と
で

、

本

庄

栄
治
郎
ら
後
の

介
石

研
究
の

水

準
も
大

き
く
上
が
っ

た
観
が
あ
る

。

　

そ
こ

で

彼
ら
の

史
料
調
査
の

あ
り
よ
う
を
探
っ

て

み

る
。

浅
野
は
介
石

の

著
作
を
古
書
店
に

確
保
し
て

も
ら
い

購
入
し
た
り、

介
石
関
係

者
の

子

孫
ヘ

ハ

ガ

キ

で

問
い

合
わ

せ

郵
送
し
て

も
ら
っ

た
り
す
る
の

が
主
た
る

方

法
で

あ
っ

た
。

ま
た

反
響
を
期
待
し
た

多
種
の

新
聞
・

雑
誌
へ

の

執
筆、

収

集
し
た
介
石
著
作
・

遺
品
の

展
覧
会
の

開
催
な
ど
、

史
料
へ

の

「

縁
」

の

種
を
蒔
い

た
。

ま
た

上

坂
は
一

九
三

九
年
の

浅
野
急
逝
後、

史
料
・

メ

モ

類
を
引
き
継
い

だ
。

そ

し
て

『

佐
田
介
石
全
集
』

等
の

刊
行
の

た

め
、

メ

モ

類
を
手
が

か

り
に

沼

津
や

熊
本
な
ど
へ

調
査
旅
行
に
出、

介
石
書
簡

を
筆
写
し
た
ノ

ー

ト

な
ど
を

入
手
し
た

。

媒
体
は

違
う
が、

い

ず
れ
も
現

代
の

我
々

の

営
為
と
そ

う
大
き

く
は

異
な
ら
な

い
。

　
こ

う
し
た

「

遺
志
を

継
ぐ

」

か

の

如
き
史
料
の

リ

レ

ー

の

バ

ト

ン

は
、

現
在
私
の

手
に

渡
っ

て

い

る
。

私
は

二

〇

世
紀
末
頃
か
ら

各
図
書
館
で

著

作
や
関
係
者
書
簡

等
の

刊

行
史
料
を

、

浅
野
や

本
庄
の

著
作
を
手
が

か

り

に

探

索
し

た

が
、

個

別
寺
院
へ

の

史
料

調
査
は

空
振

り
の

連
続
で

あ
っ

た
。

二

〇

〇
二

年、

峰
島
旭

雄
論
文
の

謝
辞
か
ら
浅
野
の

長
男
・

文
雄
氏

宅
に

難
儀
の

末
訪

問
で

き、

若

干
の

聞
き

取
り
と、

上

坂
の

遺
族
か
ら
託

さ
れ

た

介
石
関
係

史
料
四
八
四

点
を
寄
託
さ
れ

、

内
容
目
録
を

完
成
さ
せ
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た
。

翌
冬、

文
雄
氏
よ

り
寄

託
分
お

よ

び

残
り
の

史
料
群
の

譲
渡
許
可
を

得
た

が
、

翌

年
一

月
に

文
雄
氏
は
逝
去

。

〇
五
年
三

月
に

は

浅
野
よ

ろ

し

く
関
係
寺
院
へ

封

書
・

ハ

ガ

キ

を
用
い

た

史
料
所
蔵

調
査
を

試
み
、

三

か

寺
を
順
次
訪

問
し

得
た
が
、

五

五

％

が
喪
失
・

所
蔵

無
し

の

返
事、

四

割

が

無
回

答
で

あ
っ

た
。

こ

の

結
果
に

は、

不
特
定
多
数
へ

の

ア
ン

ケ

ー

ト

め

い

た

手
法
ゆ

え
で

は

な
い

か
と
の

悔
恨
の

念
が

残
る

。

未
発
掘
の

史
料

へ

の

扉
は

、

個
別
に
丁
寧
に

交
渉
し
て

初
め
て

開
く
と
の

教
訓
を

改
め

て

得
た

。

そ
の

後
〇

六
年
に
浅
野
関
係
史

料
一

五
〇

五

点
を

搬
出、

〇

八

年

に

仮
目

録
を

作
成、

文
雄
氏
の

関
係
者
へ

お
届

け
し

た
。

　
こ

の

調
査
・

整
理
の

途
上

で
、

一

九
四

五

年
に

「

本
土
決
戦
間
近
」

と

危
惧
し

た
上

坂
に

よ
る

史
料
疎
開
の

企
図
や

、

戦
後
研
究
を

止
め

た
は

ず

の

上

坂
、

お

よ

び

日
大
社
会
学
教
室
に

よ
る

整

理
の

形
跡
な
ど
が
見
え
て

き
た

。

い

ず
れ

も
ご

く
短
い

手
紙、

微
細
な
メ

モ

か

ら

判
明
す
る

も
の

で
、

ま
さ
に

「

紙
く
ず
」

が
「

史
料
」

と
な

る

瞬
間
を
体
験
し
た

。

そ
し

て
、

先
学
の

収

集
史
料

群
を
再
発
掘
し

、

そ

の

背
負
っ

て

き
た

来
歴
ご

と

引
継
い

で

生
か

す
作
業
の

重

要
性
・

有
用
性
を

感
じ
た

。

た
だ
そ

れ
が
先

学
の

労
苦
を
掠
め

取
る

行
為
に

な
ら

ぬ

よ

う、

先
学
自

身
を
対

象
に

し
た

研

究
を
も

遂
行
し
て

、

最

終
的
に

そ
の

史
料
に
ふ

さ
わ

し
い

保

存
方
法

や、

今
研

究
す
る

主

体
11

自
分
へ

と

連
な
る

道
程
を

示
す
こ

と
が
、

ひ
と

ま
ず

後
学
の

責
務
と
思

わ
れ

る

（
広
義
の

「

研
究
史
」

）
。

そ

う
し
た
履
歴

は
、

研
究
の

面
白
さ
・

危
う
さ

、

実
証
研
究
と

し
て

の

信
頼
性
も
示
し

得

る
。

そ
れ
を

「

あ
と

が

き
」

や

科

研
報

告
書
に

だ

け
で

な

く
、

論
文
本

体

に

書
き
記

す
作
法
を

模
索
す
る
こ

と
ま
で

含
め

て
、

「

史
料
調
査
論
」

な

の

か
も
し

れ
な
い

。

私
が
資

料
に

つ

い

て

感
じ
る一
一
、

三

の

こ

と

　
　
　

京
大

文
化
史
学
派
研
究
か

ら

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

菊
地
　
　
暁

　
「

普
通
の

人
々
」

の

「

普
通
の

暮
ら

し
」

を

研
究
す
る

民
俗
学
に

と
っ

て、

「

特
別

な
書
き

手
」

が

「

特

別
な
出
来

事
」

を

書

き
記
し

た

文
字
資

料
だ

け
で

は

「

不
十

分
」

だ
。

そ
こ

で
、

「

普
通
の

人
々
」

の

「

普
通
の

暮
ら
し

」

そ
の

も
の

を

資
料
（
h

「

民
俗

資
料
」

）

と

し
、

そ
の

採
集
と

比

較
を
通

じ
て

歴

史
化
を

試
み

る

こ

と
と

な
る

。

こ

う
し

た
文
字
資
料
批

判

と

そ
れ
に

基
づ

く
「

資
料
」

概
念
の

拡
張
要

請
こ

そ、

「

民

俗
学
」

の

最

大
の

存
在
意
義
で

は

な
い

か

と

思
う。

　
と
は

い

え、

任
意
の

「

民
俗
資
料
」

そ
れ
自
体
は

ど

こ

ま
で

も
「

現

在

的
」

で

あ
り、

い

つ

か
ら

続
く
も
の

か

判
断
で

き
な
い

。

そ
こ

で

民
俗

学

は

し
ば

し
ば

文
字
資
料
を

「

援
用
」

す
る
こ

と

に

な
る

。

文

字
資
料
だ

け

で

は

「

不
十

分
」

な
の

で

あ
っ

て
、

「

不
要
」

で

は

な
い

と

い

う
こ

と

を

確
認
し
て

お
こ

う
。

　

筆
者
の

場
合、

広
義
の

「

フ

ィ

ー

ル

ド
デ

ー

タ
」

に

関
心
を

有
し

て

い

る
。

対
象
と

な
る

事
象
と

対

象
化
す
る
ま
な
ざ
し
を
同

時
に

検
証
す
る

こ

と
の

で

き
る、

極
め

て

貴
重
な
資
料
で

あ
る

か
ら
だ
（
菊
地
暁

『

柳
田

国

男
と

民

俗
学
の

近

代
』

二

〇
〇
一
、

瀝
青
会
『

今
和
次
郎
「

日

本
の

民

家
」

再
訪
』

二

〇
一

二

な
ど

参
照）

。

　

近

年
取
り

組
ん

で

い

る

「

京
大
文
化
史

学
派
」

研

究
も
そ
の
一

環
。

京

都
帝

国
大
学
の

国
史
学
教
授
・

西
田

直
二

郎
と

そ
の

門
下
生
を

中
心
と

し

た

「

京
大
文

化
史
学
派
」

は
、

民
俗

学
・

人
類

学
な
ど

隣
接
分
野
を

積
極

的
に

取
り
込
み

な
が

ら
、

日
本
の

民

衆
宗
教
史

研
究
に

ユ

ニ

ー

ク

な
成

果

を

残
し

た
一

派
で

あ
り、

彼
ら

を
追

跡
す
る

こ

と
で
、

日
本
の

民
衆
宗
教
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