
し
ん
ぶ
ん   

第
一
号

ど
う
　
　
　
そ
　
　
　
じ
ん

　
一
〇
月
三
一
日
、
合
同
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
二
日
目
。
松
尾
神
社
付
近

の
民
家
の
軒
先
で
、
丸
石
に
出
会
っ
た
。
さ
り
げ
に
ご
ろ
り
と
佇
ん
で
い

る
。
折
し
も
の
小
雨
に
よ
る
黒
い
つ
や
と
あ
い
ま
っ
て
、
私
を
呼
ん
で
く

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
の
方
に
声
が
け
す
る
と
、な
ん
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
メ
ン
バ
ー
金
丸
さ
ん
の
知
り
合
い
で
神
澤
さ
ん
と
い
う
。
ご
夫
妻
に

う
か
が
う
と
、
石
は
造
園
業
者
が
持
っ
て
き
た
も
の
で
、
庭
に
は
使
わ
な

か
っ
た
け
れ
ど
そ
こ
に
何
年
も
あ
る
と
い
う
（
石
が
自
ら
軒
先
ま
で
転

が
っ
て
、
落
ち
着
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
）。

　
こ
の
石
を
「
Ｍ
ｙ
丸
石
」
と
勝
手
に
名
づ
け
、
ま
た
い
つ
か
会
え
れ
ば

い
い
な
、
と
思
っ
て
い
た
ら
、
不
思
議
な
縁
で
結
ば
れ
て
い
た
。
一
一
月

七
日
に
甲
府
へ
行
っ
た
際
、
深
澤
さ
ん
か
ら
あ
の
石
を
今
回
、
北
池
の
展

示
で
借
り
た
と
い
う
（
家
の
屋
敷
神
の
位
置
付
け
で
は
な
い
の
で
、
借
り

ら
れ
た
と
の
こ
と
）。
な
ん
と
展
示
で
再
会
で
き
る
！
実
は
す
で
に
数
日

前
に
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
再
会
が
あ
っ
た
。Ｍ
ｙ
丸
石
の
写
真
を
知
人
に

メ
ー
ル
し
た
と
こ
ろ
、
彼
か
ら
の
返
信
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
サ
イ
ト
と
パ
ス

ワ
ー
ド
が
。
そ
れ
を
開
け
る
と
な
ん
と
Ｍ
ｙ
丸
石
（
！
）、
彼
に
送
っ
た

写
真
が
戻
っ
て
き
た
の
だ
。
所
属
機
関
の
シ
ス
テ
ム
不
具
合
か
も
、
と
の

こ
と
だ
け
ど
、
丸
石
が
旅
し
て
私
の
も
と
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
た
か
の
よ

う
で
愛
お
し
い
。

　
そ
う
思
う
と
、Ｍ
ｙ
丸
石
の
来
歴
や
こ
れ
ま
で
の
旅
に
つ
い
て
知
り
た

く
な
っ
た
。
庭
園
業
者
は
ど
こ
で
こ
の
石
を
得
た
の
だ
ろ
う
？
笛
吹
川
の

川
原
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
笛
吹
川
の
源
流
か
ら
流
さ
れ
る
中

で
、
あ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
笛
吹
川
は
、
埼
玉
県
や
東

京
都
と
の
県
境
に
あ
る
関
東
山
地
を
源
流
と
す
る
。
関
東
山
地
と
い
え
ば
、

私
が
調
べ
て
い
る
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
が
あ
っ
た
時
代
、
つ
ま
り
か
つ
て
西

南
日
本
と
東
北
日
本
が
分
か
れ
て
い
て
、
今
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

地
域
が
海
面
下
だ
っ
た
頃
に
島
で
あ
っ
た
地
層
に
あ
っ
た
の
か
も…

そ
う

す
る
と
、
一
億
年
以
上
前
の
地
層
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
か
も
、
と
想
像
は

果
て
し
な
い
。

気
の
遠
く
な
る
時
間
と
距
離
を
経
て
、
巡
り
巡
っ
て
神
澤
さ
ん
家
に
落
ち

着
い
て
い
た
丸
石
と
、
私
と
の
出
会
い
。
一
目
惚
れ
、
相
思
相
愛
と
言
っ

て
い
い
い
。

　
か
つ
て
柳
田
國
男
は
、『
石
神
問
答
』
を
複
数
の
研
究
者
と
の
書
簡
形

式
と
し
た
け
れ
ど
、『
丸
石
問
答
』
は
、
人
で
は
な
く
て
Ｍ
ｙ
丸
石
そ
の

も
の
と
の
妄
想
像
（
妄
想
＋
想
像
）
的
な
問
答
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
〜
つ
づ
く
）

　
私
の
住
む
駅
前
通
り
を
西
に
歩
く
と
笛
吹
川
が
あ
る
。
子
ど
も
の

頃
の
遊
び
と
い
え
ば
川
釣
り
か
草
野
球
で
あ
っ
た
。
オ
イ
カ
ワ
や
ウ

グ
イ
を
釣
っ
て
は
そ
の
数
を
競
い
合
っ
て
い
た
。
今
で
は
カ
ワ
セ
ミ

や
猛
禽
類
な
ん
か
を
探
し
て
は
鳥
見
に
夢
中
だ
。

　
そ
ん
な
思
い
出
の
あ
る
笛
吹
川
を
久
し
ぶ
り
に
歩
い
て
い
た
。
ふ

と
実
家
の
近
く
で
見
か
け
た
丸
石
が
気
に
な
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら

川
で
丸
い
石
を
見
つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

土
手
か
ら
見
下
ろ
せ
ば
無
数
の
石
た
ち
。
そ
ん
な
ふ
う
に
川
原
を
眺

め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
宝
探
し
の
よ
う
で
わ
く
わ
く
す
る
。
そ

れ
以
来
何
度
か
川
原
に
降
り
立
ち
探
し
て
み
た
も
の
の
し
っ
く
り
く

る
石
に
は
巡
り
会
え
な
い
。
あ
る
日
コ
チ
ド
リ
の
子
育
て
を
偶
然
見

つ
け
て
し
ま
っ
た
私
は
す
っ
か
り
石
探
し
を
忘
れ
て
撮
影
に
夢
中
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
我
な
が
ら
や
れ
や
れ
で
あ
る
。

　
気
を
取
り
直
し
て
今
度
は
少
し
上
流
に
行
っ
て
み
た
。
長
靴
に
履

き
替
え
て
川
を
渡
っ
て
み
る
。
中
洲
に
転
が
っ
て
い
る
石
が
気
に

な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
ば
ら
く
探
し
た
が
や
は
り
お
目
当
て
の
石

は
見
つ
か
ら
な
い
。
カ
ワ
セ
ミ
の
鳴
き
声
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ

帰
り
際
足
元
の
石
を
け
と
ば
し
て
み
た
。
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
、
砂

の
中
か
ら
ま
ん
丸
い
石
が
飛
び
出
し
て
き
た
の
だ
。
私
は
と
っ
さ
に

拾
い
上
げ
た
。
こ
れ
は
も
う
何
か
い
い
こ
と
が
あ
る
と
勝
手
に
思
い

込
み
、
そ
れ
を
家
に
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
家
近
く
の
公
民
館
の
丸
石
は
誰
が
置
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
で
囲
ま
れ
て
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
隅
に
ち
ょ
こ
ん
と
置
か

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
丸
石
も
小
正
月
に
は
し
め
縄
を
巡
ら
さ
れ
て
気

品
高
く
振
る
舞
っ
て
い
る
。
人
々
の
日
常
に
す
っ
か
り
居
着
い
て
し

ま
っ
た
丸
石
。
街
並
み
や
暮
ら
し
は
絶
え
間
な
く
流
れ
続
け
て
い
る

け
れ
ど
丸
石
は
日
常
と
い
う
川
底
に
今
も
じ
っ
と
た
た
ず
ん
で
い

る
。
そ
こ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
丸
石
の
居
場
所
だ
。
ふ
だ
ん
は
見
向
き

も
さ
れ
な
い
が
何
か
の
時
に
は
人
々
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
。
そ
れ

で
も
い
い
と
思
う
。
丸
石
は
い
つ
も
見
て
い
て
く
れ
た
の
だ
。
私
は

心
当
た
り
の
あ
る
丸
石
を
訪
ね
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
し
て
丸
石

に
巡
り
会
う
た
び
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
ず
い
ぶ
ん
と
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
街
並
み
も
丸
石
だ
け
が
あ
の
頃
の
面
影
を
映
し
出

し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　
そ
し
て
川
原
で
拾
い
上
げ
た
あ
の
丸
石
は
今
部
屋
の
か
た
す
み
で

じ
っ
と
し
て
い
る
。

「丸石問答：その１」四方幸子（特別調査員）

「記憶のすみか」広瀬和弘
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今
回
「
道
祖
神
芸
術
調
査
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
、

道
祖
神
新
聞
第
一
号
を
つ
い
に
読
者
の
み
な
さ
ん
に

お
届
け
す
る
。
山
梨
県
立
美
術
館
主
催
の
山
梨
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
深
澤
孝
史
に
よ
る
企
画
《
道
祖

神
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
》
を
き
っ
か
け
に
こ
の

グ
ル
ー
プ
は
結
成
さ
れ
た
。
企
画
の
趣
旨
は
、
山
梨

特
有
の
丸
石
道
祖
神
が
発
生
し
た
石
と
の
関
わ
り
や

信
仰
の
起
源
や
、
道
祖
神
か
ら
派
生
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
文
化
、
芸
能
、
芸
術
の
連
な
り
と
構
造
に
着
目
し

て
、
リ
サ
ー
チ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
、
丸

石
道
祖
神
に
関
す
る
新
た
な
捉
え
方
や
表
現
を
模
索

す
る
こ
と
で
あ
る
。
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
メ

ン
バ
ー
を
募
集
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も
っ
た
九

人
の
調
査
員
と
四
人
の
ゲ
ス
ト
の
特
別
調
査
員
が
集

ま
っ
た
。

　
せ
っ
か
く
な
の
で
ち
ょ
っ
と
長
く
な
る
が
、
調
査

員
を
一
人
一
人
紹
介
し
た
い
。①
鈴
木
つ
な
さ
ん
は

甲
府
の
お
寺
に
住
む
ダ
ン
サ
ー
で
、
今
回
、
主
に
男

性
に
相
伝
さ
れ
る
道
祖
神
祭
の
舞
や
芸
能
の
リ
サ
ー

チ
を
と
お
し
て
自
身
の
表
現
を
探
究
し
た
い
と
い
う

目
的
を
持
っ
た
方
で
あ
る
。②
小
池
準
一
さ
ん
は
歴

史
学
が
専
門
で
、
現
在
は
道
祖
神
の
台
座
や
石
祠
な

ど
も
含
む
石
造
物
に
穴
を
穿
つ
盃
状
穴
と
い
う
、
お

そ
ら
く
何
か
の
信
仰
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
も
の
の
研

究
を
は
じ
め
て
い
る
。③
金
丸
貴
臣
さ
ん
は
石
に
ま

つ
わ
る
信
仰
の
愛
好
家
で
、
文
学
を
専
門
と
さ
れ
て

い
る
。④
渡
辺
俊
夫
さ
ん
は
美
学
・
芸
術
学
専
攻
の

大
学
院
生
で
あ
り
、
人
類
学
と
芸
術
と
の
横
断
的
視

点
を
持
っ
て
自
身
の
研
究
や
、
展
覧
会
の
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。⑤
近
藤
朋
希
さ
ん

は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
大
学
生
で
あ
る
が
、
商
業
的

な
だ
け
で
は
な
く
、
彼
も
人
類
学
的
な
視
点
を
制
作

に
反
映
し
た
い
と
い
う
熱
意
を
持
っ
て
今
回
参
加
し

て
い
る
。⑥
広
瀬
和
弘
さ
ん
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
の

職
員
と
し
て
南
ア
ル
プ
ス
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
の

推
進
室
長
を
さ
れ
て
い
た
方
で
、
動
物
や
自
然
の
写

真
を
長
年
撮
影
も
さ
れ
て
き
た
。
出
身
地
の
山
梨
市

に
流
れ
る
笛
吹
川
で
丸
石
を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
丸

石
や
道
祖
神
と
移
り
行
く
風
景
を
合
わ
せ
た
写
真
作

品
を
撮
り
始
め
、
現
在
は
通
信
制
の
芸
術
大
学
の
卒

業
制
作
の
準
備
も
し
て
い
る
。⑦
芹
沢
昇
さ
ん
は
釈

迦
堂
遺
跡
博
物
館
の
元
学
芸
員
で
現
在
は
市
民
講
座

の
講
師
も
し
な
が
ら
道
祖
神
や
ミ
シ
ャ
グ
チ
の
調
査

も
行
な
っ
て
い
る
。⑧
辻
佑
介
さ
ん
は
甲
斐
市
出
身
、

千
葉
県
在
住
で
、
家
の
事
情
も
あ
り
現
在
は
山
梨
と

千
葉
を
度
々
往
復
す
る
生
活
を
し
て
い
る
。
も
と
も

と
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
経
験
も
あ
り
、
地

元
で
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
可
能
性
を
探
る
目

的
も
あ
っ
て
参
加
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
今
回
、
辻
さ

ん
の
実
父
が
地
域
の
丸
石
道
祖
神
の
氏
子
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
る
。⑨
戸

田
圭
亮
さ
ん
は
東
京
出
身
で
、
妻
の
実
家
の
あ
る
甲

府
に
数
年
前
に
引
っ
越
し
て
き
た
。
現
在
、
甲
府
市

内
に
カ
レ
ー
屋
の
開
業
準
備
の
真
っ
只
中
で
参
加
し

て
く
れ
た
。
引
っ
越
し
て
き
て
か
ら
身
近
な
丸
石
道

祖
神
や
、
山
梨
で
の
石
の
扱
わ
れ
方
に
関
心
を
持
ち
、

オ
ー
プ
ン
準
備
中
の
カ
レ
ー
店
の
敷
地
に
は
自
身
が

見
つ
け
た
丸
石
を
、
屋
敷
神
の
よ
う
に
祀
っ
て
も
い

る
。

　
こ
の
よ
う
に
今
回
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
の
方
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
。
グ
ル
ー
プ
全
体

の
方
向
性
を
一
つ
に
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
す
る
必
要
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
こ

の
活
動
を
経
て
、
石
と
自
分
が
結
び
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
形
で
、
世
界
の
見
え
方
や
自
分
自
身
が
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。
長
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ゲ
ス
ト
の
特
別
調
査
員
の
紹

介
や
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
次
回
へ
続
け
た

い
。

「
道
祖
神
芸
術
調
査
グ
ル
ー
プ
」
始
動

深
澤
孝
史

My丸石＠甲斐市・神澤さん宅
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「
き
っ
か
ん
じ
」

な
ん
と
も
不
思
議
な
し
か
し
心
地
よ
い
響
き
の
言
葉

で
あ
ろ
う
。
こ
ど
も
、
特
に
小
学
生
の
男
子
が
よ
く

使
い
そ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
「
き
っ
か
ん
じ
」

に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
地
域
の
各
戸
か
ら
門
松
、

サ
サ
竹
、
し
め
飾
り
な
ど
を
集
め
一
月
一
四
日
の
夜
、

道
祖
神
場
で
燃
し
、
そ
の
燃
え
る
火
を
形
容
し
て
ど

ん
ど
焼
き
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
な
ど
と
呼
ぶ
。
こ
の
時

に
燃
や
す
門
松
や
サ
サ
竹
、
し
め
飾
り
な
ど
を
集
め

る
の
が
「
き
っ
か
ん
じ
」
で
あ
る
。

　
山
梨
県
の
甲
州
市
塩
山
か
ら
山
梨
市
の
笛
吹
川
流

域
で
行
わ
れ
て
い
た
小
正
月
の
行
事
で
一
月
一
一
日

か
ら
三
日
間
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
地
域
に
よ
っ

て
は
一
月
三
日
、
一
月
九
日
な
ど
様
々
あ
る
。
呼
び

名
も
「
き
っ
か
ん
じ
ょ
」
と
も
言
う
地
域
も
あ
る
が
、

「
き
っ
か
ん
じ
」・「
き
っ
か
ん
じ
ょ
」
と
も
に
木
勧
進

が
訛
っ
た
と
考
え
ら
え
る
。
道
祖
神
の
ご
神
体
を
飾

る
「
お
小
屋
」
を
つ
く
る
た
め
、
材
料
で
あ
る
木
材

を
家
々
か
ら
集
め
歩
い
た
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
た
道

祖
神
祭
り
に
伴
う
小
正
月
の
行
事
で
あ
る
。

　
「
き
っ
か
ん
じ
」
は
小
正
月
の
夜
に
灯
籠
を
掲
げ
な

が
ら
行
列
を
組
ん
だ
子
供
た
ち
が
太
鼓
と
鐘
を
打
ち

鳴
ら
し
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
家
々
を
回
り
道
祖
神
の

お
札
を
配
り
、
そ
の
家
の
人
は
お
札
を
も
ら
う
。

　
き
っ
か
ん
じ

　
お
蚕
（
か
い
こ
）
上
げ
て

　
米
麦
作
っ
て

　
富
士
山
の
よ
う
に

　
お
祝
い
申
せ

　
お
返
し
に
ご
祝
儀
や
お
菓
子
を
子
供
た
ち
に
あ
げ

る
と
い
う
、「
商
売
繁
盛
」
や
「
豊
作
」「
家
内
安
全
」

な
ど
を
祈
る
行
事
で
あ
る
「
き
っ
か
ん
じ
」。
子
供
が

主
体
と
な
っ
て
祭
り
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、

近
年
は
子
供
の
数
の
減
少
か
ら
行
わ
れ
な
い
地
区
も

増
え
て
い
る
。

甲
州
市
の
「
き
っ
か
ん
じ
」
祭
り
の
実
例
を
二
つ
紹

介
し
よ
う
。

　
そ
の
地
区
は
一
月
一
二
日
ご
ろ
に
ど
ん
ど
ん
焼
き

で
燃
や
す
杉
の
葉
を
丸
石
の
上
に
積
み
上
げ
る
。
そ

し
て
夕
方
、
子
供
達
が
灯
篭
に
日
を
灯
し
て
家
内
安

全
と
声
を
か
け
て
回
り
、
お
や
つ
を
も
ら
い
な
が
ら

地
区
を
回
る
。
そ
の
後
に
青
年
団
の
獅
子
舞
が
回
り
、

最
後
に
世
話
役
が
道
祖
神
の
お
札
を
渡
し
歩
き
各
戸

か
ら
、
寄
付
を
集
め
る
。

　
ま
た
、
別
の
地
区
で
は
一
月
七
日
辺
り
の
夜
、
小

中
学
生
の
子
供
た
ち
が
、
太
鼓
や
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し

「
き
〜
っ
か
ん
じ
ょ
、
き
っ
か
ん
じ
ょ
〜
」
と
唱
い
な

が
ら
家
々
を
回
り
歩
き
、
お
札
を
配
り
、
家
内
安
全

や
商
売
繁
盛
な
ど
を
祈
願
し
て
回
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
地
区
ご
と
様
々
な
形
態
が
あ
る
。

　
小
正
月
と
は
、
正
月
一
五
日
の
行
事
で
あ
る
。
一

四
日
か
ら
一
六
日
ま
で
の
三
日
間
、
一
四
日
の
日
没

か
ら
一
五
日
の
日
没
ま
で
、
望
（
満
月
）
の
日
、
元

日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
一
五
日
間
と
も
さ
れ
る
。
古

く
は
こ
の
小
正
月
ま
で
が
松
の
内
だ
っ
た
も
の
が
、

江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
の
命
に
よ
り
松
の
内
は
一
月

七
日
の
大
正
月
ま
で
と
さ
れ
た
が
、
関
東
地
方
以
外

に
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
小
正
月
は
豊
作

祈
願
な
ど
の
農
業
に
関
連
し
た
行
事
や
家
庭
的
な
行

事
が
中
心
で
あ
っ
た
。
本
来
は
竈
を
休
ま
せ
る
は
ず

の
松
の
内
に
、
忙
し
く
働
い
た
主
婦
を
ね
ぎ
ら
う
意

味
で
、
女
正
月
と
い
う
地
方
も
あ
り
場
所
に
よ
っ
て

は
男
性
が
女
性
の
代
わ
り
に
料
理
な
ど
の
家
事
を
行

う
日
と
も
さ
れ
る
。

　
か
つ
て
元
服
の
儀
を
小
正
月
に
行
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
か
ら
、
一
月
一
五
日
は
成
人
の
日
と
い
う
国

民
の
祝
日
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
成
人
の
日
」

と
い
う
名
前
か
ら
小
正
月
と
の
関
連
が
わ
か
り
づ
ら

く
、
か
つ
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
都
市
化
な
ど

の
影
響
で
小
正
月
自
体
が
な
じ
み
の
薄
い
も
の
と

な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
成
人
の
日

は
一
月
第
二
月
曜
日
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　
「
き
っ
か
ん
じ
」
は
木
勧
進
が
訛
っ
た
も
の
と
い
わ

れ
る
が
、
本
来
、
勧
進
と
は
寺
院
の
建
立
や
修
繕
な

ど
の
た
め
に
、
信
者
や
有
志
者
に
説
き
、
そ
の
費
用

を
奉
納
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
人

び
と
を
仏
道
に
導
き
入
れ
、
善
行
を
な
さ
し
め
る
の

が
元
来
の
意
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
寄
付
を
集
め

る
方
法
と
し
て
興
行
を
催
し
、
観
覧
料
の
収
入
を
も
っ

て
こ
れ
に
当
て
る
と
い
う
意
味
と
し
て
も
広
く
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
橋
や

道
路
の
修
理
・
整
備
か
ら
官
寺
（
鐘
や
仏
像
、
写
経

を
ふ
く
む
）
の
建
設
や
修
造
な
ど
、
本
来
は
朝
廷
（
国

家
）
や
国
衙
（
地
方
行
政
機
関
）
が
お
こ
な
う
べ
き

公
共
事
業
も
、
勧
進
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
勧
進
を

お
こ
な
う
者
は
、
勧
進
帳
を
た
ず
さ
え
て
諸
国
を
遍

歴
し
、
橋
の
た
も
と
や
寺
社
の
門
前
、
関
所
な
ど
で

寄
付
を
募
っ
た
の
で
あ
る
。

　
勧
進
で
思
い
出
す
こ
と
と
い
え
ば
、
歌
舞
伎
で
馴

染
み
の
「
勧
進
帳
」
で
あ
る
。
都
落
ち
し
た
義
経
・

弁
慶
一
行
は
奥
州
へ
落
ち
る
際
に
「
奈
良
東
大
寺
再

建
の
た
め
諸
国
を
ま
わ
り
勧
進
を
募
る
山
伏
で
あ
る
」

と
い
っ
て
弁
慶
が
何
も
書
い
て
な
い
巻
物
を
勧
進
帳

に
見
立
て
て
読
ん
だ
と
い
う
話
は
「
弁
慶
の
う
そ
読

み
」
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
子

供
た
ち
の
「
き
っ
か
ん
じ
」
に
は
嘘
は
な
く
、
子
ど

も
は
道
祖
神
の
つ
か
い
で
あ
り
、
道
祖
神
は
人
々
を

様
々
の
災
厄
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
一
番
近
く
に
い
る

神
で
あ
る
。
子
供
の
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

小
正
月
の
夜
に
は
各
地
で
子
供
た
ち
の
弾
む
よ
う
に

歌
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

き
っ
か
ん
じ

　
私
は
、「
道
祖
神
」
と
聞
く
と
、
童(

わ
ら
べ)

地
蔵
や

双
体
道
祖
神
な
ど
の
石
像
を
思
い
浮
か
べ
る
。

　
「
石
」
が
好
き
で
、
国
内
外
の
石
を
追
い
か
け
て
き
た
私

に
と
っ
て
は
、
日
本
の
擬
人
化
さ
れ
た
道
祖
神
に
は
ど
う

い
う
わ
け
か
ほ
と
ん
ど
興
味
が
な
か
っ
た
。

　
私
に
と
っ
て
の
「
石
」
と
は
、「
人
間
が
作
為
的
に
加
工

し
て
言
葉
や
擬
人
化
に
よ
っ
て
語
ら
せ
た
も
の
で
は
な
く
、

悠
久
の
時
を
無
言
で
語
る
存
在
」
の
魅
力
に
こ
そ
あ
っ
た
。

　
十
代
の
こ
ろ
の
私
は
、日
本
海
に
面
し
た
翡
翠(

ヒ
ス
イ)

海
岸
で
丸
石
を
拾
い
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
海
岸
な
ど

に
行
く
と
、
な
ぜ
か
丸
い
形
の
石
ば
か
り
を
追
い
求
め
て

い
た
。

　
私
は
、
一
方
で
、「
現
代
美
術
」
に
出
会
っ
て
か
ら
石
子

順
造(

評
論
家)

と
い
う
人
物
を
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、
出
会
っ
た
の
が
、
石
子
さ
ん
の
死
後
に
出
版

さ
れ
た
本
『
丸
石
神
』(

木
耳
社
一
九
八
〇
年)

だ
っ
た
。

　
今
回
、
山
梨
県
立
美
術
館
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２

０
２
１
「
道
祖
神
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
参
加
し

て
く
れ
た
中
沢
新
一
さ
ん
ら
が
、
石
子
順
造
を
追
悼
す
る

本(

石
子
順
造
の
霊
に
捧
ぐ)

と
し
て
出
版
し
た
も
の
だ
っ

た
。

　
石
子
順
造
が
、
現
代
美
術
や
マ
ン
ガ
を
経
由
し
て
、
大

衆
芸
能
、
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
、
マ
ッ
チ
箱
の
ラ
ベ
ル
イ

ラ
ス
ト
、
大
漁
旗
、
小
絵
馬
な
ど
を
「
キ
ッ
チ
ュ
」
と
い

う
く
く
り
で
著
し
た
『
ガ
ラ
ク
タ
百
科
』(

平
凡
社
一
九
七

八
年)

が
、
生
き
た
証
と
な
る
晩
年
の
仕
事
と
と
な
り
、

同
時
に
最
後
に
た
ど
り
着
い
た
の
が
「
丸
石
」
道
祖
神
だ
っ

た
。

　
国
内
で
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
「
丸
石
道
祖
神
」
が
甲

府
盆
地
に
数
多
く
分
布
し
て
い
る
。

　
石
に
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
石
仏
で
あ
れ
ば
、
考
古
学

者
に
よ
っ
て
年
代
決
定
は
可
能
な
場
合
も
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
丸
石
道
祖
神
の
多
く
は
、
人
為
的
な

加
工(

文
字
な
ど)

が
施
さ
れ
て
い
い
な
い
た
め
か
、
そ
こ

に
暮
ら
す
住
民
や
山
梨
県
立
博
物
館
学
芸
員
ら
に
聞
き
取

り
を
し
て
も
、「
丸
石
道
祖
神
が
い
つ
頃
つ
く
ら
れ
た
も
の

か
は
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
。

　
人
類
は
、
個
人
か
ら
家
族
と
な
り
集
落
を
つ
く
り
国
家

を
形
成
し
て
い
っ
た
歴
史
の
中
で
、
い
つ
の
ま
に
か
人
間

を
絶
対
と
す
る
西
洋
主
導
の
人
間
中
心
主
義
を
世
界
に
広

め
て
い
っ
た
。

　
日
本
三
大
急
流
の
一
つ
で
も
あ
る
富
士
川
の
上
流
域
域

(

釡
無
川
、
笛
吹
川)

で
は
、
岩
石
が
川
の
急
流
に
よ
っ
て

角
が
取
れ
、
偶
然
に
も
丸
石
を
生
み
だ
し
堆
積
し
た
こ
と

で
、そ
の
後
、甲
府
盆
地
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、

「
芸
術
」
で
も
権
威
や
名
声
を
象
徴
す
る
「
石
碑
」
で
も
な

い
形
で
丸
石
が
大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
の

だ
。
私
は
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。

　
晩
年
の
石
子
順
造
が
、
現
代
美
術
の
作
家
た
ち
に
問
い

か
け
た
、
作
品
を
と
お
し
て
「
空
間(
存
在)

と
時
間
」
を

ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
の
問
題
は
、
人
間
が
創
造
し
た

も
の
で
は
な
く
、
実
は
自
然
の
中
で
悠
久
の
時
を
経
て
形

づ
く
ら
れ
た
、
丸
い
形
の
石
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
潜
ん
で
い

る
こ
と
を
、
ま
ち
が
い
な
く
石
子
は
確
信
し
て
い
た
と
私

は
思
っ
て
い
る
。

「丸石神と石子順造」本阿弥清（特別調査員）

芹
沢
昇

●
○
わ
た
し
と
道
祖
神
●
○

　私たちが生きる現代社会には、非対称性によって作動す
る様々なシステムが組み込まれている。中沢は現代社会の
中に対称性を取り戻し、実装することが重要であると『芸
術人類学』を通じて主張する。具体的には、対称性思考を
神話に登場するトリックスターやマシュー・バーニーの作
品などに見出し、人類の進化の過程とあわせて縦横無尽に
論じる。タイトルどおりの芸術学と人類学が交差するダイ
ナミックなパースペクティブの提示は、中沢の重要な達成
である。
　本書でいう対称性とは、論理的矛盾を飲み込みながら全
体的な動作を行う知性の性質を指している。中沢はジュリ
アン・ジェインズを参照し、非対称性思考が優位となり、
対称性思考が劣ったものとして追いやられたことを前提に
理論を展開していく。近代的合理主義の限界が見えた現在、
改めて対称性思考に焦点を当てることで、それを超克する
ことができるのではないか。かつてクロード・レヴィ＝ス
トロースが「野生の思考」を未開の人々に見出したように、
中沢もまたそれを下地として、新たな思考方法を模索した。
　なかでも注目すべきは、中沢が山梨の丸石神信仰を取り
上げたことである。金生遺跡で発掘された縄文時代の丸石
と、現在は道祖神信仰として息づく丸石神の背後には共通
の思考があり、その構造を解明することが、対称性思考を
現代人に取り戻す手掛かりと考えた。中沢の大胆な論理的
跳躍には驚かされるが、流動的な「心」と事物を規定する
「言葉」のバイロジックを人類が獲得して以来の思考の構
造は、縄文文化から道祖神信仰の成立に至るまでの時の流
れの中に、一本の筋道を示している。考古学と民俗学を切
り結ぶ、特異な地域である山梨での発見が『芸術人類学』
に与えた影響は計り知れないだろう。

書評

渡辺俊夫

中沢新一『芸術人類学』
（みすず書房、2006 年）


