
 
 

節
目
の
年
、
日
本
の 

伝
統
文
化
と
誇
り 

③ 
  

 

先
月
号
で
は
、
上
智
大
学
名
誉
教
授
・

渡
部
昇
一
先
生
の
、
ご
高
察
を
ご
紹
介
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
日
本
の
お
隣
に
い

る
、
独
裁
国
家
の
中
国
で
は
着
々
と
軍
備

の
増
強
を
進
め
、
外
洋
進
出
を
唱
え
て
拡

大
姿
勢
を
隠
さ
ず
、
南
シ
ナ
海
の
南
沙
諸

島
の
岩
礁
に
島
を
造
り
、
軍
事
基
地
の
建

設
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
国
が
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
日
本
の
す
ぐ
お
隣
り

に
あ
る
と
い
う
事
実
。
な
ら
ば
、
国
を
守

る
為
に
備
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
国
を

守
る
為
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一

の
も
の
は
『
集
団
的
自
衛
権
の
確
立
』･･･

と
い
う
の
が
渡
部
先
生
の
持
論
で
し
た
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な

し
、
で
す
。
し
か
し
今
の
国
会
議
員
の
多

く
は
「
憂
い
が
な
い
の
で
備
え
を
考
え
て

い
な
い
」
様
に
見
え
ま
す
。
国
を
守
る
。
今

は
こ
の
一
事
に
集
中
す
べ
き
時
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
議
員
諸
君
が
気
楽
な
稼
業

を
貪
っ
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

い
や
、
議
員
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全

国
民
が
、
国
を
守
る
に
は
何
を
な
す
べ
き

な
の
か
に
集
中
す
べ
き
で
す
。
こ
の
機
運

が
盛
り
上
が
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の 

 

 

持
つ
脆
さ
を
克
服
し
、
日
本
が
強
靱
な
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
国
家
と
し
て
生
き
て
い
く
第
一
歩

に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

【
日
本
と
い
う
国
家
が
滅
び
る
？
】 

次
に
、
東
京
大
学
名
教
授
・
月
尾
嘉
男
先
生

の
ご
高
察
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
の
で

ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 

初
代
神
武
天
皇
か
ら
数
え
る
と
、
二
千
六

百
七
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
が
、
現
代
の
皇

室
の
初
代
と
す
る
学
説
も
あ
る
第
二
十
六
代

継
体
天
皇
の
即
位
さ
れ
た
五
百
七
年
を
起
点

と
し
て
も
、
日
本
は
一
千
五
百
年
以
上
と
い

う
世
界
最
長
の
歴
史
を
維
持
し
て
き
た
希
有

な
国
家
で
す
。
だ
か
ら
「
国
家
が
滅
び
る
」
と

言
わ
れ
て
も
、
私
達
日
本
人
に
は
経
験
が
無

い
の
で
実
感
が
湧
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
歴
史
を
顧
み
る
と
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会

主
義
連
邦
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
な
ど
、
過

去
七
十
年
間
に
消
滅
し
た
国
家
は
百
八
十
三

を
数
え
ま
す
。
つ
ま
り
国
家
は
頻
繁
に
滅
び

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
も
今
の
状
態
で

こ
の
ま
ま
安
泰
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と

言
え
そ
う
で
す
。
現
在
の
日
本
の
状
況
は
、

ま
ず
人
口
が
十
五
歳
以
下
の
若
年
人
口
の
比

率
（
二
〇
一
三
年
）
を
調
査
し
て
み
る
と
、
日

本
は
十
三
㌫
で
国
際
連
合
加
盟
国
百
九
十
三

か
国
中
最
下
位
。
そ
の
反
対
に
六
十
五
歳
以

上
の
高
齢
人
口
の
比
率
は
二
十
五
㌫
で
世
界

一
で
す
。
国
家
の
財
政
赤
字
も
四
千
億
㌦
（
二

〇
一
三
年
）
と
ア
メ
リ
カ
に
次
い
で
二 

 

 

番
目
に
多
額
で
、
赤
字
が
国
内
総
生
産
の
何 

㌫
に
相
当
す
る
か
を
計
算
し
て
み
る
と
八
．

四
㌫
と
な
り
、
世
界
で
四
番
目
の
高
さ
。
ま

た
国
内
総
生
産
あ
た
り
の
長
期
債
務
残
高
の

比
率
も
日
本
は
二
百
四
十
三
㌫
と
世
界
一

で
、
国
家
財
政
の
破
綻
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

ギ
リ
シ
ア
の
百
七
十
三
㌫
、
イ
タ
リ
ア
の
百

三
十
二
㌫
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
危
機
的

状
況
な
ん
で
す
ね
。
平
成
二
十
二
（
二
〇
一

〇
）
年
ま
で
は
三
十
一
年
連
続
で
貿
易
黒
字

を
維
持
し
て
き
た
「
貿
易
立
国
日
本
」
で
す

が
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
原
子
力
発
電

所
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
円
安
の

影
響
で
高
値
に
な
っ
た
火
力
発
電
用
の
重
油

や
天
然
ガ
ス
の
輸
入
が
急
増
し
、
一
気
に
貿

易
赤
字
に
転
落
。
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）

年
に
は
十
四
兆
円
の
赤
字
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
「
観
光
立
国
」
も
国
家
目
標
で
は
あ

る
も
の
の
、
国
際
観
光
収
入
（
二
〇
一
〇
年
）

は
世
界
の
三
十
四
位
程
度
で
、
国
内
総
生
産

あ
た
り
の
比
率
も
〇
・
二
五
㌫
と
主
要
六
十

か
国
中
五
十
九
位
で
す
。
そ
れ
ら
の
国
際
関

係
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
日
本
が

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ロ
シ
ア
な
ど
に
次
い
で
世

界
で
五
番
目
に
費
用
の
か
か
る
国
に
な
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
集
合
住
宅
一
室
の
賃
料

は
世
界
で
十
番
目
、
オ
フ
ィ
ス
の
単
位
面
積

当
た
り
の
賃
料
は
三
番
目
、
産
業
用
電
力
の

単
価
は
五
番
目
、
携
帯
電
話
の
料
金
は
十
番

目
に
高
額
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
生
活
を
す

る
に
し
て
も
、
仕
事
を
す
る
に
し
て
も
、 

 

 

今
や
日
本
は
好
条
件
の
国
家
と
は
言
え
な 

く
な
っ
て
い
ま
す
。
生
態
学
で
い
う
「
過 

剰
適
用
」
と
い
う
の
は
…
生
物
が
あ
る
環 

境
に
あ
ま
り
に
も
ピ
ッ
タ
リ
と
適
応
す
る 

と
深
刻
な
問
題
が
発
生
す
る
と
い
う
現
象 

で
す
。
昭
和
四
十
五(

一
九
七
〇)

年
頃
か 

ら
平
成
二(

一
九
九
〇)

年
代
に
か
け
て
、 

社
会
を
数
百
年
単
位
で
転
換
さ
せ
る
重
大 

な
変
化
が
起
こ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
経
済 

の
中
心
が
工
業
製
品
な
ど
を
生
産
す
る
産 

業
か
ら
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
創
造
し
流
通 

さ
せ
る
産
業
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
残 

念
な
が
ら
そ
の
変
化
へ
の
準
備
を
怠
り
、 

適
応
に
出
遅
れ
た
の
が
現
在
の
日
本
と
い 

う
わ
け
で
す
。
歴
史
を
通
覧
す
る
と
、
突 

如
浮
上
し
た
大
国
は
な
く
、
用
意
周
到
な 

準
備
の
成
果
で
あ
る
一
方
で
、
衰
退
し
た 

国
家
は
例
外
な
く
用
意
周
到
な
準
備
に
怠 

慢
で
あ
っ
た
国
家
で
あ
る
事
が
見
え
て
き 

ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
我
が
国
を
破 

っ
た
ア
メ
リ
カ
は
用
意
周
到
で
し
た
。
日 

清
戦
争
で
の
日
本
の
勝
利
に
脅
威
を
感
じ 

た
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
の
が
、

日
本
征
服
計
画
で
あ
る
「
オ
レ
ン
ジ
計
画
」
で

す
。
現
在
で
も
そ
の
際
の
作
戦
地
図
を 

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ま
る
で
第
二 

次
世
界
大
戦
の
記
録
が
書
い
て
あ
る
か
ら 

と
思
う
ほ
ど
綿
密
な
計
画
で
す
。
そ
し
て 

現
在
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
用
意
周
到
を
継
承 

し
て
い
る
の
が
、
尖
閣
諸
島
を
狙
い
、
地 

下
資
源
な
ど
を
求
め
て
中
南
米
や
ア
フ
リ 

 



 
カ
諸
国
に
接
近
し
て
い
る
中
国
で
あ
る
。 

 
 

先
月
号
の
渡
部
先
生
の
ご
高
察
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
達
は
歴
史
の

教
訓
に
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
歴
史
が
如
実
に
示
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
。
私
達
は
決
し
て
「
オ
レ
ン
ジ
計

画
」
の
二
の
舞
を
踏
ん
で
は
い
け
な
い
の

で
す
。
今
後
も
独
裁
国
家
・
中
国
の
動
向

に
目
を
光
ら
せ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
さ

て
、
話
題
を
月
尾
教
授
の
ご
高
察
に
戻
り

ま
す
。 

統
計
数
字
を
分
析
す
れ
ば
十
分
に
理
解

で
き
る
危
機
で
あ
る
が
、
現
在
の
社
会
で

何
気
な
く
生
活
し
て
い
れ
ば
、
気
付
く
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
認

知
で
き
る
方
法
が
あ
る
。
歴
史
の
教
訓
を

学
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
当
時
の

人
間
に
と
っ
て
緩
慢
な
変
化
で
あ
っ
て

も
、
現
在
の
視
点
か
ら
は
時
間
を
圧
縮
し

て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は

歴
史
の
過
程
で
、
そ
の
よ
う
な
変
化
に
気

付
か
ず
に
崩
壊
も
し
く
は
消
滅
し
た
国
家

の
事
例
を
眺
め
な
が
ら
、
日
本
の
未
来
を

検
討
す
る
参
考
に
し
た
い
。 

 
 

さ
て
、
人
々
を
惹
き
付
け
る
魅
力
あ
る

国
家
が
強
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
、
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
グ
レ
イ
は
「
日

本
に
は
海
外
の
人
々
が
憧
れ
る
豊
富
な
文

化
が
あ
る
。
日
本
は
こ
れ
か
らG

D
P

で
は

な
く
、
グ
ロ
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ク
ー
ル

（
国
民
総
魅
力
）
を
重
視
す
る
文
化
大
国 

 

 

を
目
指
し
な
さ
い
」
と
。
私
は
そ
れ
を
少 

し
変
え
て
「
グ
ロ
ス
・
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
・
ク 

ー
ル
（
地
域
ご
と
の
文
化
力
）
」
を
提
言
し 

た
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
魅
力
と
い
う
の 

は
多
様
だ
か
ら
で
す
。
日
本
は
世
界
有
数
の 

多
様
な
文
化
を
持
っ
て
い
ま
す
。
工
芸
品
も 

全
国
ど
こ
に
で
も
あ
り
ま
す
し
、
歴
史
的
な 

行
事
や
郷
土
料
理
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ 

り
、
森
や
海
な
ど
自
然
環
境
も
実
に
多
様
で 

す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
戦
略
は
画
一
な
尺 

度
で
の
競
争
で
は
な
く
、
世
界
の
人
々
を
魅 

了
す
る
文
化
大
国
と
し
て
、
多
様
な
尺
度
で 

の
競
争
に
移
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ 

う
。 

 

【
日
本
人
よ
！
「
名
誉
の
精
神
」
を
思
い

出
せ
】 

近
代
日
本
を
発
展
さ
せ
た
『
名
誉
の
精
神
』

に
つ
い
て
…
お
雇
い
外
国
人
に
ヘ
ン
リ
ー
・

ダ
イ
ア
ー
と
い
う
人
が
い
た
。
こ
の
人
は
工

学
分
野
で
は
世
界
最
高
水
準
に
あ
っ
た
グ
ラ

ス
ゴ
ー
大
学
を
首
席
で
卒
業
し
、
近
代
工
業

技
術
を
教
育
す
る
大
学
を
設
立
し
て
ほ
し
い

と
の
日
本
の
要
請
を
受
け
て
や
っ
て
き
た
。

彼
は
当
初
二
年
契
約
で
日
本
に
や
っ
て
来
た

の
で
す
が
、
す
っ
か
り
日
本
に
魅
了
さ
れ
、

結
局
九
年
滞
在
し
て
い
ま
す
。
何
が
素
晴
ら

し
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
大
学
に
入
っ
て
く

る
日
本
人
が
優
秀
な
だ
け
で
は
な
く
、
死
に

物
狂
い
で
勉
強
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
姿
勢

に
彼
は
感
動
し
て
、
故
郷
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド 

 

 

に
戻
っ
て
か
ら
、
な
ぜ
日
本
人
は
こ
ん
な
に

も
勉
強
し
国
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
と
、
生
涯
日
本
の
研
究
に
取
り
組
み
、

明
治
三
十
七(

一
九
〇
四)

年
に
『
大
日
本
・

東
洋
の
英
国
』
と
い
う
著
書
を
上
梓
し
ま
す
。

そ
の
中
で
「
解
答
を
見
出
し
た
」
と
い
っ
て

引
用
し
て
い
る
の
が
、
明
治
三
十
二(

一
八
九

九)

年
に
新
渡
戸
稲
造
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
英
語
で
出
版
し
た
『
武
士
道
・
日
本
の
魂
』

の
次
の
一
節
な
の
で
す
。
「
（
明
治
維
新
と
い

う
）
一
大
事
業
に
は
様
々
な
動
機
が
関
わ
っ

て
い
た
が
、
主
た
る
原
動
力
と
な
っ
た
も
の

を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く

『
武
士
道
』
を
名
指
し
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
中
略
）
そ
れ
を
推
進
す
る
力
と
な
っ
た
の

は
物
質
資
源
の
開
発
や
富
の
増
進
が
動
機
で

は
な
く
、
ま
し
て
や
西
洋
の
慣
習
や
闇
雲
な

模
倣
を
求
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
よ

り
何
よ
り
、
劣
等
国
と
し
て
見
下
さ
れ
る
こ

と
は
耐
え
難
い
と
い
う
『
名
誉
』
を
重
ん
じ
る

気
持
ち
、
実
は
こ
れ
こ
そ
が
最
大
の
動
機
だ

っ
た
の
で
あ
る
」
と
。 

日
本
が
劣
等
国
と
し
て
見
下
さ
れ
て
い
る

原
因
は
、
一
八
五
四
年
に
ア
メ
リ
カ
と
の
間

で
締
結
さ
れ
た
「
日
米
和
親
条
約
」
に
始
ま
る

昭
和
三
十
三(

一
九
五
八)

年
の
「
日
米
修
好

通
商
条
約
」
、
続
い
て
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ
ア
、

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
と
締
結
し
た
『
安
政
五

か
国
条
約
』
で
す
。
裁
判
権
も
関
税
自
主
権
も

な
い
、
片
務
的
な
条
約
を
改
正
す
る
事
は
明

治
政
府
の
最
大
の
政
治
的
課
題
で
あ 

 

 

り
、
そ
の
た
め
に
日
本
人
は
必
死
の
努
力 

で
勉
強
し
て
き
た
の
だ
と
、
新
渡
戸
稲
造 

も
ダ
イ
ア
ー
も
言
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。 

日
本
が
滅
亡
し
、
世
界
地
図
か
ら
日
本
が 

消
滅
し
な
い
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、

こ
の
現
代
日
本
人
が
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ 

た
『
名
誉
の
精
神
』
を
今
一
度
取
り
戻
す 

必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
以
上
、
東
京 

大
学
名
教
授
・
月
尾
嘉
男
氏
の
ご
高
察
を 

ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

西
洋
文
化
が
悪
い
と
は
思
わ
な
い
。
た 

だ
そ
こ
に
、
日
本
国
民
と
し
て
の
揺
る
ぎ 

無
い
「
名
誉
」
と
い
う
大
黒
柱
が
構
築
さ 

れ
て
い
る
な
ら
ば
、
と
い
う
話
で
あ
り
ま 

し
ょ
う
。 

明
治
時
代
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
明
治 

を
大
き
く
貫
い
た
時
代
精
神
は
、
「
名
誉
」 

と
い
う
気
高
く
明
朗
な
る
も
の
で
し
た
。 

卑
小
・
い
じ
け
・
反
抗
に
流
れ
た
現
代
人 

は
、
歴
史
へ
の
感
受
性
を
磨
い
て
、
明
治 

の
「
光
」
の
面
を
学
び
、
高
朗
の
志
と
覚 

悟
を
軸
に
、
毅
然
た
る
民
主
国
家
の
実
現 

を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。 

 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


