


連
続
特
集
企
画
「
ル
ネ
ッ
セ
︵
再
起
動
︶」
第
２
弾
で
は
、

「
交
流
︵
つ
な
が
り
︶」
を
問
い
直
す
こ
と
で
、

都
市
や
地
域
に
埋
め
込
ま
れ
た
本
質
を
掘
り
起
こ
し
、

現
代
と
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て

新
た
な
価
値
の
創
造
の
仕
方
を
考
え
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
そ
し
て
現
在
も
、

水
路
・
陸
路
の
結
節
点
に
は

物
と
と
も
に
人
・
情
報
が
集
ま
り
、

交
流
・
変
換
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

内
と
外
か
ら
の
新
た
な
も
の
・
優
れ
た
も
の
と
、

そ
の
場
が
持
つ
本
質
と
を
掛
け
合
わ
せ
、

交
え
て
流
す
と
い
う
「
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
を

さ
ま
ざ
ま
な
場
か
ら
問
い
直
し
ま
す
。

 対談

02 交
つ な が り

流を問い直す
松岡正剛［㈱編集工学研究所所長］×
池永寛明［大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所所長］

 対談
08 「天下の台所」に学ぶネットワークと豊かなまちづくり

安田雪［関西大学教授］×
稲葉祐之［国際基督教大学上級准教授］

 対談
14 「講」的集団とかつてのインフラ事業に学ぶ「交」のあり方

長谷部八朗［駒澤大学学長］×
尾田栄章［㈱尾田組会長・日本水フォーラム元代表理事］

20 入唐僧・空海が日本にもたらしたもの
川﨑一洋［四国八十八ヶ所霊場第28番大日寺住職］=文

28 近世の公用交通路と情報の伝達
丸山雍成［九州大学名誉教授］=文

34 木村蒹
け ん

葭
か

堂
ど う

のネットワークにみる知の交流
有坂道子［京都橘大学教授］=文

42 創造性豊かな「民」の都市に花開いた大阪のデザイン
井川啓［京都光華女子大学短期大学部教授］=文

 ［連載］
48 ことばと交

方言分布が見せる「坂」「崖」「峰」
大西拓一郎［国立国語研究所教授］=文

 ［エッセイ］
52 わたしと奈良
	 はな［モデル、タレント］=文

［書籍案内］

54 「交
つ な が り

流」を問い直すための10冊

 ［CEL からのメッセージ］
北前船はなにをはこんだのか?
池永寛明

特集

「交」――交
つ な が り

流を問い直す
Special Feature / “Society” – Reframing the Interaction

表紙・扉／「菱垣新綿番船川口出帆之図」
（含粋亭芳豊画）。大坂・安治川河口で、
新綿を積み、江戸へ向けて競う菱垣廻
船と見物客を描いたもので、初物好きの
江戸にいち早くその年の新綿を届けるべ
く菱垣廻船同士で競争する行事が毎年
秋に開催された。 
所蔵／大阪府／ Osaka Archives

CONTENTS



池
永　

前
号
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
「
ル
ネ
ッ
セ
」（
再

起
動
「Renesse

」）
で
す
が
、
前
号
の
「
場
」
に
続
き
今

号
で
は
「
交
」、
交つ

な
が
り流

を
問
い
直
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

ど
う
も
「
大
阪
人
」
と
い
う
と
、
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
抱

か
れ
て
、
個
人
と
い
う
主
体
が
見
え
づ
ら
く
、
交
流
す
る

主
体
や
対
象
が
何
で
あ
る
の
か
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
主
体
や
対
象
が
見

え
な
い
と
い
う
問
題
は
、
大
阪
に
限
ら
ず
、
近
畿
圏
、
日

本
が
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
交

わ
る
主
体
と
対
象
の
個
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
何
で
あ

る
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、「
交
」

を
考
え
る
に
は
、
外
か
ら
の
活
力
が
集
ま
っ
て
交
わ
る
こ

と
が
で
き
る
、
環
境
や
風
土
に
つ
い
て
の
考
察
も
欠
か
せ

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
視
点
の
重
要
性
は
、
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
海
外

の
人
を
対
象
と
す
る
の
み
な
ら
ず
国
内
の
人
々
に
対
し
て

も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
岡
先
生
に
は
、
多
様
な
意
味

を
持
つ
「
交
わ
り
」
と
い
う
文
字
の
読
み
解
き
な
ど
も
含

め
て
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
岡　

日
本
に
お
け
る
「
交
」
は
、
た
と
え
ば
蝦え

み

し夷
、
陸

奥
、
大
和
、
博
多
と
い
っ
た
よ
う
に
地
域
に
よ
っ
て
「
交
」

の
視
点
が
ズ
レ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
歴
史
的
な
こ
と

で
い
え
ば
、
仏
教
や
儒
教
の
よ
う
に
外
か
ら
や
っ
て
き
た

文
物
が
交
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
が
、
今
一
番
考
え
る
べ
き
「
交
」
は
、
交
際
、
交

易
、
交
流
、
交
通
、
そ
れ
か
ら
交
換
で
す
。
要
す
る
に

「
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
」
で
す
。
英
語
に
は
、
ト
ラ
ン
ス
ク

ロ
ス
や
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
と
い

う
よ
う
に
、
境
界
を
越
え
る
と
い
う
意
味
の
「
ト
ラ
ン

ス
」
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
は
万
葉
の
頃
か
ら

イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ッ
シ
ン
グ
型
に
文
化
や
言
語
、
モ
ノ
を
交

え
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
交
わ
り
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
が
、
い
ま

だ
議
論
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
と
ト
ラ
ン
ス
の
違

い
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
が
重
要
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、

内
と
外
の
間
、
私
は
「
リ
ミ
ナ
ル
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

内
と
外
の
間
に
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
の
で
す
。
中
国
の
よ

う
に
家
の
四
囲
を
囲
ん
で
し
ま
う
文
化
で
は
な
く
、
開
け

放
し
で
あ
り
な
が
ら
内
と
外
の
間
に
軒の

き

や
庇ひ

さ
し

、
縁
側
、
生

垣
な
ど
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
内

と
外
が
呼
応
す
る
間
、
際き

わ

に
何
か
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ

が
イ
ン
タ
ー
で
は
な
い
か
。
茶
室
で
い
う
と
内
露
地
、
外

露
地
、
さ
ら
に
古
田
織
部
や
小
堀
遠
州
の
頃
の
中
露
地
と

い
っ
た
も
の
で
す
。
外
に
縦
断
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
す
る
の
も
も
ち
ろ
ん
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
小
さ
な
と
こ

ろ
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
て
交
を
起
こ
す
。
こ
の
多
重

性
が
日
本
の
「
交
」
に
と
っ
て
は
大
き
い
気
は
し
ま
す
ね
。

池
永　

そ
れ
は
大
阪
ガ
ス
が
や
っ
て
い
る
実
験
集
合
住
宅

「
N
E
X
T
21
」
の
「
中
間
領
域
」
と
い
う
考
え
方
に
も

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で
あ
り
な
が

ら
公
の
空
間
で
も
あ
る
、
内
と
外
の
間
の
空
間
を
「
中
間

領
域
」
と
名
付
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
中
間
領
域
が
、
こ

れ
か
ら
の
住
宅
の
み
な
ら
ず
都
市
や
社
会
構
造
に
お
い
て

重
要
で
は
な
い
か
と
捉
え
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
そ
う

い
っ
た
土
間
や
縁
側
、
庭
や
露
地
の
よ
う
な
世
界
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
現
代
は
空
間
と
し
て
無
く
な
る
だ
け
で

な
く
、
使
い
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

松
岡　

そ
う
で
す
ね
。
公
と
私
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
は
、

中
間
領
域
で
あ
る
「
共
」
が
出
て
き
ま
す
。「
共
」
を

「
交
」
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
点
が
交
わ
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
す
が
、
そ
れ
が
単
一
化
し
た
り
、
短
す
ぎ
た
り
、
切

れ
切
れ
に
な
っ
て
い
る
。
共
の
な
か
に
交
が
た
く
さ
ん
出

て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
共
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

ま
で
き
て
い
な
い
。
中
間
領
域
が
単
調
な
ん
で
す
ね
。

池
永　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
高こ

う

野や

山さ
ん

で
す
が
、
松
岡
さ
ん
は
高
野
山
の
始
祖
空
海
に
つ
い
て

『
空
海
の
夢
』
と
い
う
本
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
空
海
に

日
本
文
化
に
あ
る

イ
ン
タ
ー
ク
ロ
ス
性

「
和
魂
漢
才
」「
和
魂
洋
才
」に
み
る

日
本
型
翻
訳
技
法

生
活
文
化
の
基
盤
で
あ
っ
た
都
市
に

埋
め
込
ま
れ
た
価
値
を
取
り
戻
し
、

再
起
動
へ
つ
な
げ
る

連
続
特
集
企
画
「
ル
ネ
ッ
セ（Renesse

）」。

第
2
弾
で
は
、
前
号
に
引
き
続
き

ス
ー
パ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
松
岡
正
剛
氏
と
と
も
に
、

都
市
に
お
け
る
交
流
の
あ
り
方
を
テ
ー
マ
に
語
り
合
う
。

交
流
を

問
い
直
す

つ

な

が

り

増
田
智
泰
＝
撮
影

対
談松

岡
正
剛

池
永
寛
明

［
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
所
長
］

Ikenaga H
iroaki

M
atsuoka Seigow

［
㈱
編
集
工
学
研
究
所
所
長
］
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代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
の
も
の
や
異
な
る
も
の
を
取
り

入
れ
日
本
的
な
る
も
の
を
生
み
出
し
て
き
た
日
本
的
翻
訳

は
、「
交
」
の
観
点
と
し
て
も
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す

が
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

松
岡　

ま
ず
、
日
本
は
長
年
に
わ
た
る
無
文
字
社
会
だ
っ

た
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
文
字
が
な

か
っ
た
の
で
、
ボ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
言
葉
、

ボ
ー
カ
ル
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
豊
富
に
な
り
ま
す
。
ボ
ー
カ
ル

な
も
の
の
な
か
に
は
「
書
く
」「
読
む
」
と
い
う
リ
テ
ラ

シ
ー
が
な
く
、
オ
ー
ラ
ル
で
伝
え
合
う
ぶ
ん
、
日
本
人
は

「
交
」
も
早
か
っ
た
の
で
す
。

漢
字
は
外
か
ら
き
た
も
の
で
す
が
、
徐
々
に
日
本
の
も

の
と
し
て
い
き
ま
し
た
。
稗ひ

え

田だ
の

阿あ

礼れ

の
語
り
を
太お

お
の

安や
す

万ま

侶ろ

が
万
葉
仮
名
に
置
き
換
え
て
、
訓
読
み
や
音
読
み
に
し
て

い
く
。
た
と
え
ば
池
永
の
「
池い

け

」
や
松
岡
の
「
松ま

つ

」
は
音

と
し
て
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
文
字
と
し
て
は
、
後
に
あ

て
は
め
て
い
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
に
ト
ラ
ン
ス

レ
ー
シ
ョ
ン
、
翻
訳
が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
「
あ
て
は

め
」
が
起
こ
る
。
こ
れ
も
「
交
」
な
ん
で
す
。
世
界
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
基
準
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
さ
ら
に
日
本
的

に
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
文
字
や
言
葉
の
翻
訳
は
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま

す
。同

様
に
仏
教
や
儒
教
も
翻
訳
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
は
ま
た
独
特
で
す
。
空
海
が
梵
字
ま
で
学
習
し
、
か

つ
日
本
的
に
翻
訳
し
た
「
両
界
曼ま

ん

荼だ

羅ら

」
は
、
イ
ン
ド
や

中
国
に
あ
っ
た
も
の
か
ら
日
本
的
な
も
の
に
切
り
替
わ
っ

た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
浄
土
教
で
は
、
源
信
の
『
往
生
要

集
』
の
浄
土
論
と
い
う
の
も
日
本
的
な
翻
訳
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
禅
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
き
ま
す
が
、
道
元
の

『
正し

よ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
を
読
む
と
、
中
国
人
に
は
読
め
な
い
日
本

的
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
独
特
な

「
あ
て
は
め
」
に
よ
る
交
差
文
化
を
つ
く
っ
た
と
い
う
意

味
で
、
日
本
的
翻
訳
に
は
画
期
的
な
メ
ソ
ッ
ド
が
潜
ん
で

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

池
永　

禅
問
答
も
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

外
国
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
翻
訳
し
て
問
答
し
あ
い
、「
違
う

け
ど
同
じ
、
同
じ
だ
け
ど
違
う
」
こ
と
を
日
本
的
に
翻
訳

し
て
い
っ
た
。
文
字
を
た
ん
に
翻
訳
、
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
ト

す
る
だ
け
で
な
く
広
が
り
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

松
岡　

禅
問
答
の
も
た
ら
す
暗
示
世
界
と
間
接
的
な
表
現

力
、「
こ
う
い
う
も
の
や
ろ
」
と
絵
に
し
て
見
せ
る
と
い

う
の
が
日
本
的
な
翻
訳
力
だ
と
思
い
ま
す
。

池
永　

そ
の
よ
う
に
立
体
的
に
組
み
立
て
る
能
力
を
、
さ

ら
に
「
天
下
の
台
所
」
時
代
の
大
坂
に
は
感
じ
ま
す
。

日
本
的
翻
訳
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
、
西
洋
の
文
学
や
学
問
を
日
本
人
は
一
気
呵か

成せ
い

に
翻
訳
し
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」

を
「
社
会
」
に
変
え
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
漢
籍
か
ら
経

世
済
民
の
「
経
済
」
を
取
り
出
す
と
い
っ
た
よ
う
に
、
も

と
も
と
の
漢
籍
の
知
識
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
読
み
取

り
翻
訳
し
て
い
く
能
力
が
す
ご
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

松
岡　

そ
う
で
す
ね
。
一
言
で
言
う
と
「
和
魂
漢
才
」
と

い
う
メ
ソ
ッ
ド
で
す
。
藤
原
公き

ん

任と
う

の
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、

中
国
の
漢
詩
と
日
本
の
和
歌
を
並
べ
て
い
ま
す
が
、
あ
る

漢
詩
を
ひ
と
つ
選
ん
だ
あ
と
に
和
歌
が
数
首
続
く
こ
と
も

あ
れ
ば
、
和
歌
が
続
い
た
あ
と
に
漢
詩
が
1
篇
で
う
け
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
に
公
任
が
編
集
し
、
藤

原
行
成
が
書
に
起
こ
し
た
も
の
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
な
の

で
す
が
、
外
と
内
の
間
に
露
地
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
和

と
漢
に
あ
る
間
が
非
常
に
巧
か
っ
た
。
外
か
ら
き
た
漢
字
、

仏
像
を
つ
く
る
技
術
、
屋
根
を
つ
く
り
あ
げ
る
建
築
技
術

と
い
っ
た
も
の
を
使
う
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
和
の
魂

で
そ
れ
を
や
る
。
こ
れ
が
、
江
戸
時
代
に
蘭
学
が
入
っ
て

き
て
か
ら
は
、「
和
魂
洋
才
」
に
切
り
替
わ
っ
た
。
和
魂
漢

才
の
メ
ソ
ッ
ド
に
あ
っ
た
、
間
の
創
造
力
や
リ
ミ
ナ
ル
な

空
間
力
、
そ
れ
を
洋
に
お
い
て
も
行
っ
た
わ
け
で
す
。
中

村
正ま

さ

直な
お

や
西に

し

周あ
ま
ね

、
福
沢
諭
吉
が
、「
ス
ピ
ー
チ
ュ
」
を
「
演

説
」
と
い
う
言
葉
に
し
、「
ソ
サ
エ
チ
ー
」
を
「
社
会
」
と

い
う
言
葉
に
し
た
こ
と
を
、
中
国
が
驚
い
て
逆
に
取
り
入

れ
、
東
洋
と
い
う
言
葉
や
資
本
と
い
う
言
葉
を
日
本
か
ら

学
ん
だ
わ
け
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
は
、
日
本
の

す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
最
近
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

に
は
、
和
魂
漢
才
の
頃
か
ら
続
い
て
き
た
も
の
が
な
い
。

池
永　

ま
さ
に
そ
の
課
題
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
関
わ
っ
て
き

ま
す
。
天
下
の
台
所
時
代
の
大
坂
の
商
売
、「
ト
ラ
ン
ス

フ
ァ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
」
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

綿
花
を
見
て
着
物
に
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
、

蝦
夷
の
海
藻
を
見
て
昆
布
に
し
て
そ
れ
を
出
汁
に
し
て
上

方
料
理
に
す
る
、
菜
種
を
見
て
菜
種
油
に
し
て
江
戸
時
代

の
夜
を
明
る
く
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
全
体
像
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
フ
ロ
ー
を
組
み
立
て
ま
し
た
が
、
ま
さ

に
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
構
築
さ
れ
て
き
た
日
本
的
翻
訳
力

が
活
か
さ
れ
た
。
西
廻
り
・
東
廻
り
航
路
と
い
う
水
路

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
イ
ン
フ
ラ
を
ベ
ー
ス
に
全
国
か
ら
原
材

料
を
調
達
し
畿
内
で
加
工
し
全
国
に
流
通
し
た
、
多
種
多

様
な
情
報
を
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
的
に
変
換
し
価
値
あ

る
も
の
を
生
み
出
し
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
全
国
に
お
届

け
す
る
。
こ
の
力
を
現
実
に
し
た
の
は
、
株
仲
間
や
講
と

い
う
同
業
者
組
合
な
ど
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
木
村

蒹け
ん

葭か

堂ど
う

な
ど
の
多
様
な
人
材
と
の
交
流
に
よ
る
学
び
の
場

に
よ
っ
て
商
人
の
力
が
磨
か
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

松
岡　

お
そ
ら
く
秀
吉
が
大
坂
に
凱
旋
し
た
こ
と
は
、
す

ご
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。つ
ま
り
下
層
庶
民
で
あ
っ

た
日
吉
丸
か
ら
羽
柴
秀
吉
を
経
て
太
閣
に
な
り
、
大
坂
に

ビ
ジ
ネ
ス
に
み
る

つ
な
が
り
の
重
要
性
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私
と
し
て
は
、
海
の
文
化
を
、
日
本
の
歴
史
の
な
か
で

も
っ
と
お
も
し
ろ
く
し
て
も
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
海
の
神
話
や
童
話
が
少
な
い
し
、
住
吉
の
神

さ
ま
は
い
ま
す
が
、
海
の
神
さ
ま
が
少
な
い
こ
と
が
と
て

も
残
念
で
す
。
残
念
だ
け
れ
ど
も
、
で
は
そ
の
分
が
何
に

な
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
や
っ
ぱ
り
川
筋
文
化
な
ん
で

す
ね
。
川
の
文
化
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。

で
す
の
で
、
道
と
川
の
文
化
史
、
経
済
史
、
人
物
史
、

産
物
史
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
、

つ
ま
り
交
の
歴
史
を
も
う
一
度
や
り
直
さ
な
い
と
駄
目
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
脚
光
を
浴
び
る
の
が
淀
川
水

系
で
し
ょ
う
。
石
狩
川
か
ら
吉
野
川
ま
で
、
信
濃
川
か
ら

筑
後
川
ま
で
、
日
本
中
の
す
べ
て
の
川
に
お
も
し
ろ
い
も

の
が
残
っ
て
は
い
ま
す
が
、
ま
る
で
海
の
よ
う
な
ワ
ー
ル

ド
モ
デ
ル
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
淀
川
水
系
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
三さ

ん

十じ
つ

石こ
く

船ぶ
ね

や
伏
見
人
形
だ

来
て
ま
ち
づ
く
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
。
町
人
の
学
習
意

欲
や
、
石
田
梅ば

い

岩が
ん

の
「
心
学
」
や
山や

ま

片が
た

蟠ば
ん

桃と
う

の
『
夢
の
代
』

な
ど
が
加
わ
っ
て
、
懐
徳
堂
だ
と
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の

も
、
根
本
は
「
誰
だ
っ
て
天
下
一
に
な
れ
る
」
と
い
う
秀

吉
の
成
功
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
気
が
し
ま
す
。

ま
た
、
四
天
王
寺
以
来
の
そ
れ
ま
で
の
大
坂
は
仏
都
で

あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
吹
き
溜
ま
っ
た
貧
困
だ
と
か
病
気

だ
と
か
が
あ
っ
た
。
一
方
で
住
吉
さ
ん
み
た
い
に
海
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
動
か
し
て
い
た
人
た
ち
の
ま
ち
で
も

あ
っ
た
。
そ
こ
に
秀
吉
が
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
か
ら

十
ま
で
す
べ
て
を
組
み
変
え
る
こ
と
が
大
坂
の
な
か
で
で

き
る
と
思
い
始
め
た
。
そ
こ
に
町
人
や
学
者
、
武
家
た
ち

が
手
を
組
ん
で
天
下
と
い
う
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
モ
デ

ル
が
で
き
た
。
池
永
さ
ん
の
言
う
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
ビ
ジ

ネ
ス
だ
と
思
い
ま
す
。

ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
す
る
た
め
に
は
何
か
を
溜
め
る
こ
と

を
し
な
い
と
駄
目
だ
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
塩

昆
布
は
塩
分
を
溜
め
る
た
め
の
も
の
で
す
し
、
京
都
の
鰊に

し
ん

蕎
麦
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
蝦
夷
か
ら
来
た
も
の
を
燻
製

に
し
て
お
く
、
あ
る
い
は
漬
物
や
佃
煮
に
す
る
と
か
、
そ

う
い
う
溜
め
る
方
法
は
大
坂
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
あ

の
技
術
に
は
ま
さ
に
上
方
ら
し
さ
が
あ
る
。

池
永　

大
坂
で
う
ま
く
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
機
能
し

た
の
は
、
先
ほ
ど
の
同
業
者
組
合
、
講
的
な
要
素
が
大
き

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
1
1
6
号
の
お
話
に

も
あ
り
ま
し
た
が
、
海か

い

保ほ

青せ
い

陵り
よ
う

の
「
利
」
に
対
す
る
編
集

力
、
運
命
共
同
体
が
圧
倒
的
な
競
争
力
を
生
み
出
し
た
。

江
戸
か
ら
明
治
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
が
変
化
す
る
な
か
、

江
戸
時
代
に
つ
く
り
あ
げ
た
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
機
能
」

を
新
た
な
事
業
環
境
に
あ
わ
せ
、
強
み
で
あ
っ
た
運
命
共

同
体
、
同
業
同
志
で
信
用
保
証
や
連
帯
保
証
す
る
仕
組
み

を
ベ
ー
ス
に
、
大
坂
で
近
代
企
業
や
様
式
を
生
み
出
し
た
。

松
岡　

そ
れ
は
大
き
い
。
江
戸
は
も
う
少
し
リ
ア
ル
に
決

済
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
金
決
済
と
銀
決
済
の
違
い
も

あ
り
ま
す
が
、
で
も
大
坂
は
信
用
買
い
や
担
保
、
手
形
、

あ
る
い
は
「
ま
っ
た
れ
」
の
精
神
だ
と
か
、
信
用
的
な
も

の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
ね
。
信
用
経
済
の
基
礎
を
つ
く
っ

た
の
は
大
坂
だ
と
い
う
説
は
ま
だ
さ
れ
て
い
な
い
気
が
し

ま
す
が
、
私
の
勘
で
は
絶
対
大
坂
だ
と
思
い
ま
す
。

池
永　

1
1
6
号
で
も
少
し
川
の
お
話
が
出
ま
し
た
が
、

川
と
湊
・
港
と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ
が
日
本

に
お
い
て
重
要
で
、
モ
ノ
、
ヒ
ト
、
コ
ト
、
情
報
を
交
え

て
流
し
た
こ
と
で
ま
ち
・
都
市
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。

松
岡　

日
本
は
長
ら
く
鉄
砲
水
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。
今

で
も
豪
雨
が
降
る
と
川
が
氾
濫
し
ま
す
よ
ね
。
そ
の
対
策

と
堤
防
づ
く
り
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

け
で
は
な
く
て
、
網
の
目
の
よ
う
な
川
筋
文
化
と
い
う
も

の
を
、
上
方
や
大
阪
が
持
ち
出
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

池
永　

北
前
船
の
イ
ベ
ン
ト
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
増
え
て
き

ま
し
た
が
、
過
去
の
こ
と
を
掘
り
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、

現
代
的
視
点
で
そ
の
本
質
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
、
現

代
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
活
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

松
岡　

川
や
海
に
、
恋
や
冒
険
や
犯
罪
と
い
っ
た
阿
鼻
叫

喚
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
ほ
う
が
、
文

化
に
な
り
や
す
い
。
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
ジ
ョ
ニ
ー
・

デ
ッ
プ
演
じ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
パ
ロ
ウ
船
長
の
『
パ
イ
レ
ー

ツ
・
オ
ブ
・
カ
リ
ビ
ア
ン
』
や
マ
ン
ガ
『O

N
E PIECE

』

の
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
も
の
を
川
筋
、
日
本
海
、
大
阪
の

間
に
起
こ
す
。
そ
れ
に
は
銭
屋
五
兵
衛
や
高
田
屋
嘉
兵
衛

と
い
っ
た
人
物
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
立
て
て
い
く
と

い
い
で
し
ょ
う
ね
。

池
永　

最
後
に
、
ま
ち
に
お
け
る
つ
な
が
り
を
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。
国
は
コ
ン
パ
ク
ト
＆
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
人
口
が
減
少
す
る
な
か
、
地
域
ご
と
に

駅
の
周
辺
に
必
要
な
機
能
・
施
設
を
集
約
し
て
い
こ
う
と

し
て
い
ま
す
が
、
世
界
で
一
番
住
み
よ
い
ま
ち
と
い
わ
れ

る
メ
ル
ボ
ル
ン
で
は
、
ま
ず
人
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
20
分

間
で
必
要
な
場
所
へ
た
ど
り
つ
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。
日
本
は
ま
だ
ま
だ
開
発
主
義
と
い
う
か
、
人

が
減
っ
て
い
る
な
ら
施
設
・
サ
ー
ビ
ス
を
集
約
し
た
ら
い

い
と
い
う
よ
う
な
考
え
に
な
り
が
ち
で
、
主
体
で
あ
る
人

が
見
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

近
畿
は
ま
さ
に
コ
ン
パ
ク
ト
で
す
。
大
阪
か
ら
40
キ
ロ

ほ
ど
で
京
都
、
神
戸
、
奈
良
ま
で
入
り
ま
す
。
外
国
人
旅

行
客
は
、
た
と
え
ば
大
阪
に
滞
在
し
て
京
都
、
奈
良
、
神

戸
か
ら
滋
賀
、
和
歌
山
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描

い
て
エ
ン
ジ
ョ
イ
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ン
グ
ス
テ
イ
で
滞
在

す
る
人
た
ち
も
増
え
、
外
国
人
の
ほ
う
が
多
様
な
近
畿
の

使
い
方
と
い
う
か
、
近
畿
の
地
域
性
を
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
最
近
は
在
住
外
国
人
や
留
学
生
も
増
え
て
き
て
い

る
の
で
、
意
図
せ
ず
に
大
き
く
多
種
多
様
、
多
面
的
な
社

会
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

松
岡　

私
の
提
案
と
し
て
は
、
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。
ひ
と

つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
東
南
ア
ジ
ア
で
も
台
湾
で
も

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
、
ア
メ
リ
カ
人
で
も
中
国
人
で
も
い
い

で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
彼
ら

が
見
た
大
阪
、
関
西
、
上
方
づ
く
り
を
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

す
る
こ
と
。
か
つ
て
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
や
ジ
ョ
サ
イ

ア
・
コ
ン
ド
ル
が
日
本
の
よ
さ
を
広
め
て
く
れ
た
よ
う
に
、

彼
ら
に
は
日
本
を
再
発
見
す
る
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
た

だ
シ
ナ
リ
オ
を
自
由
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
上
方
な
り

に
そ
れ
を
受
け
止
め
た
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
装
置
を

つ
く
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
国
内
の
日
本
人
が
大
阪
を
訪
れ
た
と

き
に
抱
く
違
和
感
と
同
化
感
、
お
も
し
ろ
い
と
思
う
こ
と

と
退
屈
だ
と
言
う
も
の
を
整
理
す
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
、

例
え
る
な
ら
、
大
阪
の
寅
さ
ん
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。『
男
は
つ
ら
い
よ
』
は
、
日
本
各
地
に
エ

ト
ラ
ン
ゼ
の
寅
さ
ん
が
ま
る
で
移
民
の
よ
う
に
訪
れ
る
と

い
う
ド
ラ
マ
で
す
よ
ね
。
ど
の
ま
ち
も
知
ら
な
い
け
れ
ど
、

そ
こ
に
あ
る
も
の
や
人
と
出
会
う
こ
と
で
、
ド
ラ
マ
が
起

こ
る
。
あ
れ
が
、
私
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度

日
本
人
の
大
阪
エ
ト
ラ
ン
ゼ
、「
大
阪
よ
う
知
ら
ん
」
と

い
う
人
が
大
阪
に
来
た
と
き
に
起
こ
す
こ
と
、
彼
ら
に
大

阪
に
出
会
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

ど
ち
ら
も
言
っ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
、
国
内
外
の
両

方
の
目
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
重
要
で
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
大
阪
、
上
方
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。

池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
所
長
。
1
9
5
9
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に

て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
携
わ
る
。

日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長

と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境

制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪

ガ
ス
帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル

ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿
圏
部
長

を
経
て
2
0
1
6
年
よ
り
現
職
。

松
岡
正
剛

ま
つ
お
か
・
せ
い
ご
う

㈱
編
集
工
学
研
究
所
所
長
、
イ

シ
ス
編
集
学
校
校
長
。
1
9
4
4

年
、
京
都
府
生
ま
れ
。
71
年
㈱

工
作
舎
設
立
、
総
合
雑
誌
﹃
遊
﹄

を
創
刊
。
87
年
編
集
工
学
研
究

所
を
設
立
。
以
降
、
情
報
文
化

と
日
本
文
化
を
重
ね
る
研
究
開

発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
。

2
0
0
0
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
イ
シ
ス
編
集
学
校
を
開
校
し
、

ブ
ッ
ク
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
﹁
千

夜
千
冊
﹂
連
載
を
開
始
。﹃
知
の

編
集
工
学
﹄﹃
知
の
編
集
術
﹄﹃
多

読
術
﹄﹃
日
本
と
い
う
方
法
﹄﹃
松

岡
正
剛
千
夜
千
冊
﹄（
全
7
巻
）
な

ど
著
書
多
数
。

ワ

ン

ピ

ー

ス

松岡氏が主宰する編集工学研究所の玄関口「井寸房（せいすんぼう）」。
訪れる者を知の空間へ誘う。

内
と
外
の
視
点
を
活
か
し
、

新
し
い
情
報
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を

モ
ノ
、ヒ
ト
、コ
ト
を
運
ぶ

川
と
海
の
文
化
を
豊
か
に
す
る

今
は
み
ん
な
そ
れ
で
ア
ク
セ
ス
を
し
て
く
る
の
で
、
独
自

の
上
方
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
つ
く
る
。
昔
の
地
図
や
舟

遊
び
の
川
堤
の
図
な
ど
も
、
み
ん
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

で
す
よ
ね
。「
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
い

う
の
を
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
見
せ
ら
れ
る
人
が
出
て

こ
な
け
れ
ば
。
で
す
が
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
の
大
阪
版
で

は
駄
目
で
す
よ
。
大
阪
な
り
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
あ

り
、
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
を

大
阪
が
つ
く
っ
た
ら
、
世
界
中
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

池
永　

国
内
外
の
目
に
学
び
、
過
去
と
現
在
を
学
び
、
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
こ
そ
ル
ネ
ッ
セ
で
す
。
大
阪
・
近
畿
エ

ト
ラ
ン
ゼ
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
岡　

ぜ
ひ
、
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
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右／堂島川北岸の高架下に
ある堂島米市場跡記念碑。
かつてここは「天下の台所」
を支えた大坂３大市場のひと
つだった。
左／大阪・天満橋にある八
軒家浜船着場。江戸時代、
淀川の荷客輸送にあたった
船の発着場として賑わい、熊
野詣の陸の拠点としても知ら
れた。

稲
葉　

大
坂
は
江
戸
期
を
通
じ
て
日
本
経
済
の
中
心
地
と

な
り
、
後
に
「
天
下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
繁
栄

し
ま
し
た
。
な
ぜ
大
坂
が
商
業
都
市
と
し
て
あ
ん
な
に
も

栄
え
た
の
か
。
そ
れ
は
時
期
的
な
要
素
が
か
な
り
大
き
い

と
い
え
ま
す
。
今
の
大
阪
に
初
め
て
大
都
市
が
生
ま
れ
た

き
っ
か
け
は
、
本
能
寺
の
変
の
後
、
1
5
8
3
年
に
豊
臣

秀
吉
が
大
坂
城
の
築
城
を
開
始
し
た
こ
と
で
す
。
場
所
は

畿
内
一
向
一
揆
の
中
心
地
で
あ
り
、
廃
墟
と
化
し
て
い
た

大
坂
本
願
寺
寺
内
町
で
し
た
。

秀
吉
は
荒
れ
果
て
た
土
地
で
、
画
期
的
な
ま
ち
づ
く
り

を
始
め
ま
す
。
実
は
、
寺
内
町
は
淀
川
・
琵
琶
湖
の
水
運

や
京
都
へ
の
街
道
を
持
ち
、
堺
や
兵
庫
な
ど
貿
易
都
市
に

も
近
い
要
衝
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
秀
吉
は
交
通
の
便

を
利
用
し
、
帰
順
し
た
大
名
に
材
料
や
人
夫
を
差
し
出
さ

せ
て
城
と
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
遠
隔
地
か

ら
大
量
の
物
と
人
が
集
め
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
は
、
全
国

に
例
を
見
な
い
試
み
で
し
た
。
こ
う
し
て
大
坂
城
近
辺
に

物
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
水
運
と
街
道
を
駆
使
し

て
物
の
や
り
取
り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

安
田　

そ
の
状
態
か
ら
「
天
下
の
台
所
」
を
初
め
に
仕
掛

け
た
の
は
、
ど
う
い
っ
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

稲
葉　

そ
れ
は
、
大
量
の
物
や
人
と
一
緒
に
全
国
か
ら
集

ま
っ
て
き
た
商
人
た
ち
で
す
。
物
を
集
め
、
流
通
さ
せ
る

に
は
、
商
品
を
一
時
保
管
し
て
お
く
場
所
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
も
と
も
と
人
が
住
ん
で
い
な

か
っ
た
土
地
に
蔵
を
建
て
、
貸
し
出
し
、
手
間
賃
を
と
る

商
人
た
ち
で
し
た
。
中
世
ま
で
の
問
や
問
丸
の
発
展
形
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
新
し
い
土
地
で
も
、
運
送
や

倉
庫
を
兼
ね
る
問と

い

屋や

と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
や
が
て
、
大
坂
の
商
人
た
ち
は
保
管
業
以
上
の

ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
安
い
と
き
に
物

資
を
買
っ
て
お
い
て
、
商
品
価
値
が
高
く
な
っ
た
ら
そ
れ

を
売
る
。
物
を
も
っ
と
戦
略
的
に
販
売
す
る
よ
う
に
な
り
、

ビ
ジ
ネ
ス
形
態
は
中
世
の
問と

い

屋や

か
ら
差
益
商
人
と
し
て
の

近
世
の
問と

ん

屋や

へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
問と

ん

屋や

と
い

う
流
通
の
根
幹
と
な
る
仕
組
み
が
誕
生
し
、
ま
た
問
屋
を

他
の
都
市
に
先
駆
け
て
集
積
さ
せ
た
こ
と
で
、
大
坂
に
多

く
の
商
品
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
江
戸
幕
府
が
誕
生
す
る
と
、
問
屋
は
頻
繁
に
江

戸
へ
物
資
を
送
り
始
め
ま
す
。
す
る
と
そ
こ
で
ま
た
新
た

な
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
廻
船
問
屋
が
登
場
し
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
問
屋
が
商
社
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
当
時
の
日
本
で
は
地
域
に
よ
っ
て

金
貨
と
銀
貨
が
流
通
し
て
お
り
、
遠
隔
地
間
で
決
済
に
使

わ
れ
る
金
貨
と
銀
貨
の
両
替
商
が
次
々
に
生
ま
れ
て
大
い

に
繁
栄
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
統
一
さ
れ
た
日
本
経

済
の
中
で
次
々
と
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
っ
た
の

が
大
坂
商
人
で
し
た
。
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
都
市
ビ
ジ

ネ
ス
が
高
度
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
大
坂
が
「
天
下
の

台
所
」
と
な
っ
て
い
っ
た
き
っ
か
け
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

安
田　

ま
さ
に
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
と
も
い
え
る
大
坂
商
人
た

ち
が
、
日
本
や
世
界
を
相
手
に
し
て
商
売
を
広
げ
て
い
っ

た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
躍
は
、
素
晴
ら
し
い
の
一
言
で
す
。

一
方
で
、
地
域
に
根
付
い
た
商
人
た
ち
が
「
自
分
た
ち
の

大
坂
を
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
利
益

を
ま
ち
へ
還
元
し
、
橋
を
つ
く
り
、
文
化
の
要
と
な
る
学

校
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
、
大
坂
が
発
展
し
た

要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
商
人
で
あ
り
な
が

ら
書
物
を
著
し
た
山や

ま

片が
た

蟠ば
ん

桃と
う

な
ど
の
よ
う
に
、
商
売
を
し

な
が
ら
し
っ
か
り
文
化
や
イ
ン
フ
ラ
に
還
元
す
る
人
た
ち

が
い
た
こ
と
が
、
大
坂
を
盤
石
な
都
市
へ
育
て
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
商
い
を
す
る
一
方
、

ま
ち
や
学
問
を
し
っ
か
り
支
え
る
人
も
い
た
と
い
う
こ
と

大
坂
は
こ
う
し
て「
天
下
の
台
所
」に
な
っ
た

景
気
が
停
滞
す
る
現
代
日
本
の
都
市
と
は
対
照
的
に
、

活
気
を
極
め
た
近
世
の「
商
都	

大
坂
」。

京
都
で
も
江
戸
で
も
な
く
、

大
坂
が
当
時「
天
下
の
台
所
」に
な
り
え
た
の
は
な
ぜ
か
。

組
織
や
社
会
集
団
を
中
心
に
、
横
断
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
造
と
影
響
を
考
察
す
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
に
従
事
す
る
安
田
雪
氏
と
、

経
済
活
動
を
通
じ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

研
究
テ
ー
マ
と
す
る
稲
葉
祐
之
氏
に
、

江
戸
期
大
坂
に
学
ぶ
べ
き
ま
ち
づ
く
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
＝「
交
」に
つ
い
て

お
話
を
伺
っ
た
。

奥
山
晶
子
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

 「
天
下
の
台
所
」に
学
ぶ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

Yasuda Yuki

Inaba Yushi

安
田
雪

稲
葉
祐
之

対
談

［
関
西
大
学
教
授
］

［
国
際
基
督
教
大
学
上
級
准
教
授
］
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天神橋筋六丁目商店街。商店街のある天神橋筋は、古くから天満宮の表参道として栄え、
江戸期には天満青物市場や歓楽街として賑わった。

江戸時代、「天下の台所」と言われた船場。現在は80年前につくられ
た御堂筋が大阪市の中心部を南北に縦断する。

あ
い
。
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
幾
重
に
も
重
な
っ
て

商
都
大
坂
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。
継
続
性
と

新
規
性
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

安
田　

私
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
ふ
た
つ
の
形
態
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。「
結
束
」
と
「
橋
渡
し
」
で
す
。

「
結
束
」
と
は
、「
こ
の
商
店
街
を
み
ん
な
の
力
で
盛
り
上

げ
て
い
こ
う
！
」
と
い
う
よ
う
な
、
体
育
会
系
の
ガ
ッ
チ

リ
と
し
た
内
向
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す
。「
橋
渡
し
」

と
は
、
直
接
的
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
遠
く
の
人
に
橋

を
か
け
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す
。

「
結
束
」
と
「
橋
渡
し
」
の
ふ
た
つ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
非
常
に
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生

み
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
の
得
手
不
得
手
は
人
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
。
内
輪
で
の
強
い
つ
な
が
り
に
安
心
で
き
る

人
も
い
れ
ば
、「
そ
れ
だ
け
で
は
発
展
性
が
な
い
」
と
外

へ
飛
び
出
し
て
い
く
人
も
い
る
。
1
人
か
2
人
が
外
へ
飛

び
出
し
て
い
っ
て
、
ほ
か
の
業
種
や
地
域
に
橋
を
か
け
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
強
靭
か

つ
広
範
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
は
、
ヒ
ッ
ト
商
品
の
開
発
な

ど
に
も
活
用
で
き
る
も
の
で
す
。
1
カ
所
で
ブ
ー
ム
を
起

こ
す
の
と
、
方
々
で
小
さ
な
山
火
事
を
起
こ
す
よ
う
に
広

め
て
い
く
の
と
ど
ち
ら
が
よ
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
テ
ロ
組
織
の
よ
う
に
、
広
め
て
は
い
け
な
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
封
じ
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う

議
論
で
も
使
え
ま
す
。

大
坂
に
は
、
同
業
者
や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
し
っ

か
り
つ
く
ろ
う
と
い
う
人
た
ち
と
、
橋
渡
し
を
し
て
い
こ

う
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
た
ち
と
が
共
存
し
た
か

ら
こ
そ
、
経
済
的
に
面
白
い
こ
と
が
で
き
た
の
か
な
と
思

い
ま
し
た
。

稲
葉　

濃
い
紐
帯
を
つ
く
り
、
一
方
で
橋
渡
し
も
す
る
と

い
う
の
は
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
の
商
人
の
あ
り
方
だ
と
思

に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
近
年
、
天
神
橋
筋
商
店
街
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

し
て
お
り
、
そ
の
あ
た
り
に
は
大
阪
天
満
宮
を
支
え
る
集

団
と
し
て
の
「
講
」
が
機
能
し
て
い
ま
す
。
講
と
は
、
も

と
も
と
は
神
社
や
寺
院
を
参
詣
す
る
人
々
で
組
織
す
る
団

体
で
す
。
日
常
的
に
は
何
ら
か
の
拘
束
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
祭
り
の
と
き
に
は
集
ま
っ
て
、
祭
り
の

担
い
手
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
仕
事
を
し
ま
す
。

そ
の
講
も
お
金
の
つ
な
が
り
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
大

阪
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
必
ず
お
金
が
絡
む
な
と
感
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
は
、
お
金
を
介
し
な
い
か
ら
こ
そ
の
信

頼
が
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
人
々
の
つ
な
が
り
が
あ
る

と
い
う
考
え
方
を
し
ま
す
。「
災
害
時
な
ど
に
は
お
金
を

介
さ
ず
に
資
源
や
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
提
供
し
合
お

う
」
と
、
お
金
が
絡
ま
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
美
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
講
な
ど
は
必
ず
経
済
的
な
基

盤
、
経
済
的
な
チ
ャ
ン
ス
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
は
特
殊
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

ベ
ー
ス
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
さ
が
、
大
阪

の
底
力
の
根
幹
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

経
済
的
信
頼
関
係
に
も
と
づ
い
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
が
根
付
い
て
い
て
、
天
神
橋
筋
商
店
街
の
取
材
か
ら

は
「
私
た
ち
は
た
だ
隣
り
合
わ
せ
た
だ
け
の
商
店
街
じ
ゃ

な
い
。
な
あ
な
あ
の
仲
良
し
ク
ラ
ブ
じ
ゃ
な
く
て
、
み
ん

な
で
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
気
概
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
私
は
「
し
が
ら
ま
な
い
絆
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
は
経
済
的
合
理
性
を
考
え
た
ス
ッ
キ
リ
と

し
た
関
係
性
が
あ
る
。「
家
族
だ
か
ら
」「
仲
間
だ
か
ら
」

と
い
う
絆
の
な
か
で
は
、
し
が
ら
み
が
生
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
か
ら
。
あ
る
種
ド
ラ
イ
な
「
し
が
ら
ま
な
い
絆
」
の

中
で
、
お
金
が
貯
ま
っ
た
ら
そ
こ
に
橋
を
つ
く
る
、
文
化

を
つ
く
る
と
い
う
あ
り
方
が
、
商
都
大
坂
を
形
成
し
て

い
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

稲
葉　

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
関
係
性
と
い
う
意
味
で
は
、

株
仲
間
の
発
展
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。
大
坂
と
い

う
、
諸
国
か
ら
み
れ
ば
遠
隔
地
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
の
で
、

そ
こ
で
は
何
よ
り
信
用
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
規
制

の
た
め
の
組
織
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
株
仲
間
が
誕
生

し
ま
し
た
。
株
仲
間
は
ビ
ジ
ネ
ス
契
約
を
守
ら
な
か
っ
た

場
合
の
規
制
が
あ
る
し
、
過
度
な
競
争
も
防
ぐ
仕
組
み
で

あ
る
た
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
長
期
的
に
進
め
る
う
え
で
重
要

で
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
も
、
大

坂
の
商
人
に
は
大
き
な
強
み
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
崎
や
富
山
か
ら
薬
種
を
持
っ
て
き
て
大
坂
で
売
る
と

い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
、
蝦
夷
や
東
北
と
い
っ

た
地
方
を
経
済
的
に
開
拓
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
商
品

作
物
を
全
国
に
広
め
て
い
く
と
い
う
新
規
性
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
の
が
、
大
坂
商
人
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

そ
う
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
力
が
、
な
ぜ
大
き
く
発

展
し
て
い
っ
た
の
か
。
私
の
考
え
で
言
え
ば
、
外
へ
積
極

的
に
出
て
い
く
こ
と
で
情
報
の
ア
ン
テ
ナ
が
張
り
巡
ら
さ

れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
外
へ
行
け

ば
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
。
戻
っ

て
「
今
度
は
こ
れ
を
や
ろ
う
」
と
挑
戦
す
る
。
そ
の
繰
り

返
し
が
、
爆
発
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
力
に
育
っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
ま
ち
の
方
へ
目
を
向
け
れ
ば
、
同
じ
土
地
か
ら

来
た
人
や
同
じ
業
種
の
問
屋
仲
間
が
6
0
0
も
の
ま
ち
を

形
成
し
て
い
ま
し
た
。
外
部
か
ら
来
た
人
た
ち
が
、
協
力

し
合
っ
て
橋
や
学
校
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。

株
仲
間
、
講
、
外
部
と
の
交
流
、
そ
し
て
ま
ち
の
つ
き

い
ま
す
。
水
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
、
堺
、
伏
見

や
神
戸
と
い
っ
た
周
辺
都
市
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い

て
、
今
の
大
阪
都
市
圏
に
通
じ
る
経
済
地
域
を
つ
く
り
上

げ
て
い
き
ま
し
た
。

安
田　

水
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
大
坂
の
特
徴
的
な
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
坂
を
表
す
の
に
、

「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。

稲
葉　

は
い
、
そ
の
言
葉
は
、
当
時
の
大
坂
を
よ
く
表
し

て
い
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
中
世
の
ベ
ネ
チ
ア
も
、
人

口
が
10
万
人
く
ら
い
し
か
い
な
い
都
市
国
家
で
し
た
が
、

地
中
海
貿
易
で
は
非
常
に
大
き
な
優
位
性
を
有
し
て
い
ま

し
た
。
国
は
と
て
も
小
さ
く
、
し
か
も
水
上
の
都
市
で
、

魚
と
塩
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
の
ち
に
ベ
ネ
チ
ア
ン
グ

ラ
ス
も
で
き
ま
す
が
、
情
報
を
通
じ
て
し
か
生
き
残
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
東
は
黒
海
か
ら
西
は
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
ま

で
、
縦
横
無
尽
に
商
い
を
し
た
ベ
ネ
チ
ア
の
姿
は
、
江
戸

期
の
大
坂
と
似
て
い
ま
す
。

大
坂
の
商
人
が
ど
ん
ど
ん
外
へ
出
て
い
こ
う
と
し
た
要

因
に
も
、
大
坂
の
人
口
の
少
な
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
江
戸
に
は
1
0
0
万
人
、
京

都
は
40
万
人
以
上
の
人
口
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

坂
は
最
盛
期
で
も
40
万
人
、
少
な
い
と
き
に
は
26
万
人
し

か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
恐
ら
く
後
背
人
口
の
少
な
さ
が
、

廻
船
を
使
っ
て
遠
隔
地
へ
い
ろ
ん
な
も
の
を
回
す
ビ
ジ
ネ

ス
を
盛
ん
に
し
た
き
っ
か
け
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
経
済

的
に
安
定
す
る
と
文
化
も
発
展
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
、

大
坂
と
ベ
ネ
チ
ア
の
類
似
点
で
す
。
両
都
市
と
も
お
金
を

文
化
や
学
問
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
さ
ら
に
人
を

呼
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

安
田　

今
の
大
阪
も
、
十
分
に
水
の
都
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

高
層
ビ
ル
な
ど
か
ら
街
並
み
を
眺
め
る
と
、
淀
川
は
も
ち

ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
組
ん
だ
水
路
や
運
河
が
本
当
に

綺
麗
で
、「
こ
の
ま
ち
は
人
々
が
思
っ
て
い
る
よ
り
も
は
る

か
に
美
し
い
と
こ
ろ
だ
」
と
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
内

部
の
人
た
ち
が
発
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
外
部
か
ら
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
自
由
に
行
き
来
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
の
だ
な
と
、
感
慨
深
く
な
り
ま
す
。

ど
こ
へ
ど
の
よ
う
に
橋
を
か
け
る
か
で
、
人
や
文
化
、

そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
が
変
わ
り
ま
す

ね
。
こ
の
よ
う
な
水
路
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
大

阪
は
も
っ
と
現
代
に
活
か
せ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

「
天
下
の
台
所
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
現
代
で
も
っ
と
発
揮

で
き
る
は
ず
だ
と
感
じ
ま
す
。

「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」に
あ
ふ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

継
続
性
と
新
規
性
を
支
え
た

「
結
束
」と「
橋
渡
し
」
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土佐堀川と堂島川に抱かれた中之島の中央公会堂とその周辺。豊かな水路ネットワークか
ら、商都大坂は「東洋のベニス」と称された。

に
よ
り
近
い
と
い
う
地
の
利
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ア

ジ
ア
と
結
べ
る
よ
う
な
商
取
引
や
サ
ー
ビ
ス
を
も
っ
と
展

開
し
、
仕
事
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
希
望
が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

稲
葉　

学
生
の
就
職
状
況
で
い
え
ば
、
東
京
に
も
問
題
は

あ
り
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
の
学
生
は
、
就
職
は
で
き
る
の

で
す
が
、
す
ぐ
に
転
職
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
若
い
人
た
ち
が
希
望
を
持
っ
て
働
け
る
た
め

に
も
、
大
阪
の
み
な
ら
ず
日
本
全
体
に
お
い
て
、
新
た
な

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
成
功
例

稲
葉
祐
之

い
な
ば
・
ゆ
う
し

国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
上

級
准
教
授
。
1
9
7
0
年
生
ま
れ
。

横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
卒
業

後
、
神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学

研
究
科
修
士
課
程
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
修

了
（Ph.D

.

）。
共
著
に
﹃
キ
ャ
リ

ア
で
語
る
経
営
組
織
︱
︱
個
人
の

論
理
と
組
織
の
論
理
﹄﹃
大
阪
新

生
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
︱
︱
大
阪
モ
デ
ル
構
築
へ

の
提
言
﹄
な
ど
。

安
田
雪

や
す
だ
・
ゆ
き

関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
。

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
国
際
基
督

教
大
学
教
養
学
部
卒
業
後
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
大
学
院
社
会
学
研

究
科
博
士
課
程
を
修
了
（Ph.D.

）
。

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究

科
・
も
の
づ
く
り
経
営
研
究
セ
ン

タ
ー
准
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

著
書
に
﹃
ル
フ
ィ
と
白
ひ
げ
︱
︱

信
頼
さ
れ
る
人
の
条
件
﹄
﹃
パ
ー

ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︱
︱
人
の

つ
な
が
り
が
も
た
ら
す
も
の
﹄

な
ど
。

稲
葉　

現
代
日
本
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
大

阪
だ
け
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東

京
も
勢
い
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
東
京
も
大
阪
も
、
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
同
じ
で
す
。
江
戸
期
の
大
坂
は
、

経
済
発
展
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
商
人
た
ち
が
挑
ん
で
日
本

全
体
を
発
展
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。「
商
都
大
坂
の
勢
い
を

も
う
一
度
」
と
考
え
る
な
ら
、
ア
ジ
ア
な
ど
に
対
し
て
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
も

う
一
度
羽
ば
た
く
こ
と
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

環
境
問
題
な
ど
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
、
発
展
途
上
国

や
ア
ジ
ア
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
、
今
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
勢
い
が
す
ご
い
。
多

く
の
外
国
人
観
光
客
が
関
西
に
来
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
チ
ャ
ン
ス
を
う
ま
く
取
り
込
む
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
が
い
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

安
田　

外
国
人
観
光
客
に
何
か
を
仕
掛
け
て
い
く
と
し
た

ら
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
て
い
る
人
の
地
位
と
評
価
を

も
っ
と
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

は
、
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
人
の
地
位
が
低
す
ぎ
ま
す
。

お
給
料
は
安
い
し
、
お
店
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
使
い
捨
て
扱

い
す
る
し
、
そ
れ
で
は
働
く
本
人
た
ち
の
や
る
気
は
低
下

す
る
ば
か
り
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
私
の
と
こ
ろ
の
学
生
を
見
て
い
て
も
感
じ
る
の

で
す
が
、
大
阪
の
よ
う
な
大
都
市
で
す
ら
、
働
け
る
と
こ

ろ
が
少
な
い
。
希
望
す
る
大
阪
で
就
職
口
を
見
つ
け
ら
れ

ず
に
、
土
地
勘
の
な
い
東
京
へ
出
て
い
っ
て
疲
労
し
て
し

ま
う
若
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
全
体
の
求
人
数
が
増
え

て
い
る
と
は
い
え
、
大
企
業
の
募
集
は
増
え
て
い
な
い
と

い
う
今
の
状
況
は
、
学
生
に
と
っ
て
辛
い
も
の
で
す
。
こ

と
大
阪
に
限
っ
て
見
て
み
て
も
、
東
京
よ
り
中
国
や
韓
国

が
必
要
で
す
。
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
誕
生
す
る
と

こ
ろ
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
が

集
ま
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち

が
集
ま
れ
る
よ
う
な
場
づ
く
り
を
、
も
っ
と
進
め
て
い
く

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
期
の
大
坂
は
、
最
初
に
問
屋
を
始
め
た
商
人
な
ど

イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
た
ち
が
大
坂
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
都
市
と
し
て
の
成
功
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。
現
代
で
も
、
社
会
起
業
家
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
エ

デ
ィ
タ
ー
、
N
P
O
の
立
ち
上
げ
人
な
ど
が
た
く
さ
ん
生

ま
れ
る
と
こ
ろ
は
、
人
の
ア
イ
デ
ア
交
換
や
情
報
交
換
が

豊
か
で
す
。
意
識
し
て
そ
う
い
っ
た
場
を
つ
く
る
試
み
が

あ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

安
田　

梅
田
の
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
に
は
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
と
い
う
知
的
交
流
を
目
的
と
し
た
場
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
や
研
究
者
を
集
め
、

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
場
と
し
て
開
設
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
ま
だ
ま
だ
関
西
な
ら
で
は
の
も
の
と
い
う
空
気

は
薄
い
で
す
が
、
も
っ
と
も
っ
と
地
元
の
人
た
ち
を
取
り

込
ん
で
、
交
流
の
輪
が
広
が
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て

く
れ
る
よ
う
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

聞
け
ば
、
関
西
の
国
立
大
学
の
大
学
院
な
ど
は
ア
ジ
ア

の
学
生
が
多
い
で
す
ね
。
ま
た
、
最
近
で
は
大
阪
の
都
心

部
の
土
地
を
中
国
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
取
得
し
て
い
る
と

い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
東
京
よ
り
も
大
阪
の
方
が
1
時
間

フ
ラ
イ
ト
時
間
が
短
い
と
い
う
大
阪
の
持
つ
ビ
ジ
ネ
ス
上

で
の
地
理
的
優
位
性
に
、
彼
ら
は
気
づ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

稲
葉　

江
戸
期
の
大
坂
は
外
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
が
集
ま
っ

て
き
て
発
展
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
、
外
国
人
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
た
ち
が
た
く
さ
ん
大
阪
に
来
て
活
躍
し
て
く
れ
る

と
い
う
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
そ
う

や
っ
て
越
し
て
き
た
外
国
人
の
子
ど
も
が
増
え
、
大
阪
は

気
が
つ
け
ば
と
て
も
多
国
籍
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

安
田　

そ
う
い
っ
た
環
境
で
育
っ
た
子
た
ち
が
大
人
に
な

れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
土
壌
が
根
付
く
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い

気
が
し
ま
す
。
実
は
、
私
の
姪
が
外
国
人
と
の
間
に
生
ま

れ
た
ハ
ー
フ
な
の
で
す
が
、「
東
京
の
方
よ
り
も
、
大
阪

や
京
都
の
方
が
、
ず
っ
と
開
放
感
が
あ
っ
て
住
み
や
す

い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ほ
ん
の
小
さ
な
子
で
も
敏
感

に
感
じ
取
れ
る
ほ
ど
、
寛
容
度
、
国
際
度
が
高
い
と
い
う

の
が
、「
天
下
の
台
所
」
で
あ
っ
た
大
阪
の
潜
在
能
力
な

の
で
し
ょ
う
。

大
阪
な
ら
で
は
の
笑
い
を
と
る
文
化
に
は
、
と
に
か
く

人
を
楽
し
ま
せ
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
が
外
に
対
し
て
見
せ
る
フ
レ
ン
ド
リ
ー
さ
と
熱
心
な

サ
ー
ビ
ス
精
神
に
は
、
日
本
が
世
界
に
も
っ
と
羽
ば
た
い

て
い
く
た
め
に
学
ぶ
べ
き
点
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
期
の
大
坂
商
人
に
あ
っ
た
広
い
視
野
が
、

ど
う
も
今
の
大
阪
に
は
感
じ
ら
れ
ず
、
大
阪
の
繁
栄
を
中

心
に
考
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
商
都
大
坂
は
、
自
分
た
ち
だ
け
の
利
益
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
を
、
ひ
い
て
は
日
本
全
体
を
盛

り
立
て
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
の
力
が
働
い
て
い
た
か
ら

こ
そ
栄
え
た
と
思
う
の
で
す
。
大
阪
に
限
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ

ス
に
関
わ
る
全
て
の
人
た
ち
に
、
ぜ
ひ
日
本
全
体
に
対
す

る
責
任
感
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

稲
葉　

江
戸
期
の
大
坂
は
商
都
と
し
て
独
立
し
て
い
る
け

れ
ど
、
江
戸
幕
府
と
も
よ
い
関
係
を
築
い
て
い
ま
し
た
。

豊
臣
氏
が
滅
ん
だ
後
も
、
幕
府
の
経
済
的
政
策
の
中
に

し
っ
か
り
大
坂
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
単
に
中
央
か
ら
の
保
護
へ
依
存
す
る
の
で
は

な
く
、
非
常
に
高
い
自
律
性
を
持
ち
な
が
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
て
協
調
戦
略
を
編
み
出
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
大
坂
繁
栄
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
、

現
代
へ
の
ヒ
ン
ト
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

今
は
規
制
が
厳
し
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
発
展
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
戦
略
を
駆
使
し
、
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
飛

躍
の
た
め
に
は
、
あ
る
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
く
る
人
の
集
ま
り
、
つ
な
が
り

が
日
本
に
は
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
の
よ
う
な
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設
や
、
各
大

学
に
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
期
待
で
き
る
場
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
場
が
た
だ
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
ま
れ

た
ア
イ
デ
ア
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
で
き

る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。
そ
の
仕
組
み
が
、
早
く
生
ま
れ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

稲
葉　

江
戸
時
代
は
国
内
に
統
一
市
場
が
で
き
た
頃
な
の

で
、
発
展
の
余
地
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
う
ま
く

乗
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
大
坂
で
、
だ
か
ら
「
天
下
の
台

所
」
と
な
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
明
治
期
に
な
る
と
、

江
戸
時
代
の
よ
う
な
開
発
は
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
大

阪
も
、
今
ま
で
と
は
違
う
発
展
の
し
か
た
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
化
、
産
業
化
へ
と

踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
産
業
化
を
起

こ
す
起
業
家
た
ち
は
、
江
戸
期
の
大
坂
の
よ
う
に
1
カ
所

に
集
ま
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
場
所
で
起
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
江
戸
期

の
よ
う
な
大
坂
の
発
展
は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
工
業
化
に
重
点
を
置
く
に
し
て
も
、
江
戸
時
代

の
よ
う
に
米
な
ど
の
建た

て

値ね

市
場
を
獲
得
し
た
よ
う
に
は
、

工
業
製
品
の
市
場
を
握
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

工
場
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
ど
こ
で
も
物
は
つ
く
れ
ま
す

か
ら
、
大
阪
は
工
業
都
市
と
し
て
も
非
常
に
栄
え
ま
し
た

が
、
江
戸
時
代
の
よ
う
な
優
位
性
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
軽
工
業
に
は
強
い
が
、
重
工
業
へ
の
シ
フ
ト
チ
ェ
ン

ジ
が
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
わ
け
電
話
電
信

の
発
達
で
、
水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
た
ハ
ブ
と
し

て
の
地
域
優
位
性
も
薄
れ
て
い
き
ま
す
。

安
田　
「
天
下
の
台
所
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
工
業
や

大
規
模
な
も
の
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
す
り
合
わ
な

い
気
が
し
ま
す
。
や
は
り
流
通
機
能
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
と
い
う
大
阪
の
良
さ
を
、
も
っ
と
出
し
て
い
か
な
い
と
。

商
売
人
気
質
の
D
N
A
を
活
か
せ
る
よ
う
な
し
っ
か
り

と
し
た
イ
ン
フ
ラ
づ
く
り
の
テ
コ
入
れ
が
絶
対
に
必
要
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
仕
事
の
つ
く
り
方

イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
場
づ
く
り
の
必
要
性

今
の
日
本
に
足
り
な
い「
交
」の
あ
り
方
と
は

「
天
下
の
台
所
」が
萎し

ぼ

ん
だ
理
由
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長
谷
部　

尾
田
さ
ん
は
畿
内
の
歴
史
に
つ
い
て
大
変
に
造

詣
が
深
い
方
で
す
が
、
私
も
淀
川
が
好
き
で
、
そ
の
南
東

側
に
あ
る
生い

駒こ
ま

山や
ま

と
の
関
係
に
は
ず
っ
と
個
人
的
な
興
味

を
抱
い
て
い
ま
す
。

山
腹
に
あ
る
有
名
な
生
駒
聖
天
（
寳ほ

う

山ざ
ん

寺じ

）
を
詣
で
る

た
め
の
講
も
、
か
つ
て
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
商
売

の
神
と
し
て
大
坂
商
人
の
信
仰
を
集
め
た
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は
畿
内
は

も
と
よ
り
大
変
広
い
範
囲
か
ら
人
々
を
集
め
、
そ
の
な
か

に
は
大
工
や
魚
屋
と
い
っ
た
職
業
講
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
山
麓
に
は
朝
鮮
寺
と
呼
ば
れ
る
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
の
方
々
の
信
仰
を
集
め
る
お
寺
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
私
は
そ
れ
に
も
関
心
が
あ
っ
て
、
何
度
か
訪
れ

て
い
る
の
で
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
淀
川

の
ほ
と
り
で
韓
国
・
済チ

エ

州ジ
ユ

島と
う

か
ら
や
っ
て
き
た
巫
堂

（
ム
ー
ダ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
祭
礼
を
行
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
地
元
（
済
州
島
）
の
海
に

淀
川
を
見
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

尾
田　

そ
れ
は
と
て
も
興
味
深
い
お
話
で
す
ね
。
淀
川
の

下
流
か
ら
見
る
と
、
生
駒
山
自
体
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
海
側
の
山
麗
地
域

は
縄
文
、
弥
生
時
代
を
通
じ
て
遺
跡
も
多
い
で
す
し
、
あ

の
あ
た
り
は
と
て
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

長
谷
部　

私
は
奈
良
、
大
阪
を
含
め
た
宗
教
文
化
の
重
要

な
拠
点
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
尾
田
さ
ん
は
、
淀
川
流
域

で
か
つ
て
行
基
が
行
っ
た
数
々
の
土
木
工
事
に
つ
い
て
、

1
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
（『
行
基
と
長
屋
王

の
時
代
―
―
行
基
集
団
の
水
資
源
開
発
と
地
域
総
合
整
備
事

業
』）。

尾
田　

も
と
も
と
私
は
、
歴
史
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
行
政
の
仕
事
を
通
じ
て
河
川
と
い
う
も
の
と
関
わ
っ

て
き
た
の
で
す
が
、
川
と
水
が
人
と
人
を
結
び
つ
け
、
地

域
の
文
化
と
い
か
に
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
、
さ

ま
ざ
ま
な
歴
史
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
強
く
感
じ
て
い

ま
し
た
。

た
と
え
ば
戦
前
に
土
木
学
会
が
出
し
た
『
明
治
以
前
日

本
土
木
史
』
と
い
う
大
部
の
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ

に
は
近
代
以
前
に
日
本
の
河
川
が
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ

て
き
た
か
、
流
域
別
の
歴
史
が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
の
な
か
に
は
、
淀
川
本
川
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
土
木
工
事
の
行
わ
れ
た
時
代
が
古
す
ぎ

る
か
ら
で
す
。
他
の
地
域
で
は
古
く
て
も
戦
国
時
代
以
降

と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
が
、
淀
川
は
た
と
え
ば
行

基
の
よ
う
な
人
が
奈
良
時
代
か
ら
大
規
模
な
事
業
を
展
開

し
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

長
谷
部　

な
る
ほ
ど
、
歴
史
の
長
さ
が
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

尾
田　
『
天
平
十
三
年
記
』
と
い
う
、
行
基
の
事
跡
を
ま

と
め
た
ひ
じ
ょ
う
に
信
頼
の
お
け
る
史
料
を
、
私
の
よ
う

な
人
間
が
土
木
家
の
目
で
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
と
に
か

く
驚
か
さ
れ
ま
す
。
現
代
の
洪
水
対
策
用
の
放
水
路
に
も

匹
敵
す
る
大
規
模
な
堀
や
溝
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
ダ

ム
に
近
い
た
め
池
と
い
っ
た
も
の
を
多
く
含
む
、
こ
れ
ほ

ど
大
き
な
規
模
の
事
業
を
行
う
だ
け
の
力
を
、
奈
良
時
代

に
ひ
と
り
の
僧
が
ど
う
や
っ
て
も
ち
え
た
の
か
？

長
谷
部　

確
か
に
、
現
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。

尾
田　

今
で
い
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
ゼ
ネ
コ
ン
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
会
社
が
数
社
一
緒
に
な
っ
て
、
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ

ト
を
つ
く
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
無
理
で
し
ょ
う
。
し
か
ら

ば
政
府
や
官
僚
の
側
に
そ
う
い
う
構
想
力
が
あ
る
か
と
い

う
と
、
そ
れ
も
な
い
。
ア
イ
デ
ア
も
コ
ン
セ
プ
ト
も
な
け

れ
ば
、
そ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
能
力
も
な
い
。
行
基
集

団
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
い
わ
ば
現
代

奈
良
時
代
に
行
わ
れ
た
大
事
業

伊
勢
神
宮
や
富
士
山
な
ど
寺
社
や
霊
場
を
訪
れ
る
旅
は
、

内
外
か
か
わ
ら
ず
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
。

そ
の
お
お
も
と
と
な
る「
講
」と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、

時
世
に
あ
わ
せ
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
、

宗
教
を
超
え
た
経
済
や
社
会
に
役
立
つ
し
く
み
も
生
み
出
し
て
い
た
。

今
号
で
は
、「
講
」の
本
質
を
思
想
面
で
研
究
す
る
長
谷
部
八
朗
氏
と
、

奈
良
時
代
に
現
在
の
ダ
ム
や
河
川
改
修
事
業
の
原
型
を
つ
く
り
出
し
た

行
基
集
団
を
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
専
門
知
識
で
分
析
す
る
尾
田
栄
章
氏
に
、

今
必
要
な「
講
」的
交
わ
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

増
田
智
泰
＝
撮
影

「
講
」的
集
団
と
か
つ
て
の

イ
ン
フ
ラ
事
業
に
学
ぶ

「
交
」の
あ
り
方

H
asebe H

achiro

O
da H

ideaki

長
谷
部
八
朗

尾
田
栄
章

対
談

［
駒
澤
大
学
学
長
］

［
㈱
尾
田
組
会
長
、日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
元
代
表
理
事
］

近鉄奈良駅前の行基像
行基（668 ～749）は、僧侶の民衆への布教活動を禁じる
朝廷に反し、畿内を中心に民衆に仏教の教えを説いた。
東大寺造立の勧進役をつとめ、東大寺「四聖」のひとりと
称えられるが、池

う な て

溝の構築などの土木事業、困窮者救済
施設の造営など数々の社会事業も行った。民衆と共に生
きた僧として今も地元民の誇りとなっている。
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資
格
で
、
か
つ
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
共
通
目
的
の
た
め

に
結
集
す
る
非
職
業
的
組
織
」
と
説
か
れ
て
い
る
そ
う
で

す
ね
。
こ
れ
が
正
し
い
定
義
な
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
最

も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
過
去
の
歴

史
の
な
か
で
、
講
は
ど
う
い
う
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
の
か
。
今
、
何
か
を
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
点
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

尾
田　

や
は
り
、
そ
う
な
の
で
す
ね
。
私
も
「
講
」
と
い

う
し
く
み
の
な
か
に
、
か
つ
て
行
基
が
行
っ
た
よ
う
な
形

で
大
き
な
変
革
を
実
現
す
る
、
何
か
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
今
日
の
対
談
を
楽
し

み
に
し
て
き
ま
し
た
。

あ
る
辞
典
に
よ
る
と
、
講
は
「
人
々
が
自
由
・
対
等
の

「
講
的
な
も
の
」と
は
何
か
？

長
谷
部　

私
の
問
題
意
識
の
な
か
に
も
、
ひ
じ
ょ
う
に
共

通
す
る
部
分
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
な
ぜ
講
を
研
究
す
る

の
か
。
講
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
も
う
遠
い
昔
の
テ
ー
マ

で
あ
り
、
も
は
や
新
し
い
知
見
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。

確
か
に
講
と
呼
べ
る
も
の
は
減
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、「
講
的
な
も
の
」
は
今
も
日
本
の
共
同
体
の
な

か
に
名
前
を
変
え
て
あ
る
し
、
む
し
ろ
、
曖
昧
で
人
々
が

ア
ト
ム
化
（
孤
立
化
）
し
て
い
る
よ
う
な
今
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
の
内
的
論
理
を

知
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

尾
田　

狭
い
意
味
で
の
講
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

「
講
的
な
も
の
」
と
い
う
視
点
で
す
ね
。

長
谷
部　

た
と
え
ば
サ
ー
ク
ル
と
か
ク
ラ
ブ
と
か
、
○
○

会
な
ど
と
名
前
は
変
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

よ
く
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
講
と
変
わ
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
講
の
研
究
者
で
桜
井
徳
太
郎
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。
柳
田
國
男
の
門
下
で
も
あ
る
民
俗
学
の
泰た

い

斗と

で
す

が
、
そ
の
よ
う
な
切
り
口
で
講
を
研
究
し
た
最
初
の
人

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
は
講
と
い
う
も
の
の
し
く
み
を
、

か
つ
て
日
本
人
が
結
び
合
っ
て
き
た
原
理
と
し
て
捉
え
よ

う
と
し
た
。
過
去
の
遺
物
と
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
見
る

の
で
は
な
く
、
今
に
生
き
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し

て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
研
究
す
べ
き
と
考
え
た
の
で
す
。

尾
田　

私
は
先
日
、
奈
良
市
の
元が

ん

興こ
う

寺じ

で
弁
天
講
の
一
員

に
加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
境
内
の
弁
財
天
を
信
仰
す

る
人
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
を
招
い
て
話
を
聞

く
と
い
う
よ
う
な
面
白
い
会
で
す
。
社
会
的
な
側
面
と
宗

教
的
な
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
た
講
の
典
型
的
な
形
だ
と
思

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
地
域
の
信
仰
や
人
と
人
の
つ
な
が

り
に
よ
る
集
ま
り
が
、
社
会
を
変
え
て
い
く
だ
け
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
ち
う
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
。

長
谷
部　

講
と
い
う
も
の
は
、
あ
え
て
「
い
い
加
減
」
と

は
い
い
ま
せ
ん
が
、「
よ
い
加
減
」
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ

に
み
ん
な
が
共
鳴
し
て
集
ま
っ
て
く
る
。
縛
り
も
、
ほ
と

ん
ど
な
い
。
あ
の
人
こ
な
い
よ
ね
、
ま
あ
い
い
じ
ゃ
な
い
、

み
た
い
な
形
。
こ
の
緩
さ
加
減
が
講
を
持
続
さ
せ
て
い
く
。

だ
か
ら
、「
有
名
な
、
歴
史
に
名
を
残
す
講
」
と
い
う
の

は
、
講
の
本
来
的
な
姿
で
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今

も
数
千
人
の
メ
ン
バ
ー
を
も
つ
よ
う
な
大
き
な
講
が
存
在

し
ま
す
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に
大
き
く
組
織
化
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
本
来
的
な
講
か
ら
外
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
い
つ

の
ま
に
か
で
き
、
い
つ
の
ま
に
か
消
失
し
て
い
く
講
と
い

う
の
も
、
結
構
多
い
。
講
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
方

が
い
い
ん
で
す
。

尾
田　

そ
も
そ
も
、
講
の
本
来
的
な
姿
と
い
う
の
は
、
ど

う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

長
谷
部　

講
的
な
集
団
の
な
か
で
は
、
地
位
と
か
役
割
と

い
っ
た
も
の
が
あ
ま
り
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

一
方
で
経
済
的
な
側
面
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
娯
楽
的
な

側
面
、
宗
教
も
含
め
た
文
化
的
な
側
面
や
社
会
的
な
側
面

が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
一
緒
に
な
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
カ
オ
ス
と
ま
で
は
い
わ
な
い
け

れ
ど
も
、
混
沌
と
し
た
も
の
を
あ
え
て
排
除
し
な
い
。
だ

か
ら
、
講
が
大
き
な
力
に
な
っ
て
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な

り
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
集
団
が
で
き
て
い
く
と
い
う
こ
と

も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
新
た
な
動
き
を
閉
じ
込
め
よ
う

と
し
な
い
、
い
わ
ば
ゴ
ム
ま
り
み
た
い
に
柔
軟
な
集
団
で
す
。

尾
田　

講
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ご
く
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織

で
す
よ
ね
。
誰
か
世
話
役
が
ひ
と
り
い
て
、
あ
と
は
同
じ

レ
ベ
ル
で
み
ん
な
が
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
う

ね
り
が
出
て
く
る
。
い
つ
の
時
代
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な

仕
事
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織
じ
ゃ
な
い

と
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
。

長
谷
部　

そ
の
通
り
で
す
。
た
だ
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織
が

機
能
す
る
た
め
に
、「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
い
う
誰
か
が

必
要
に
な
る
。
行
基
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

尾
田　

行
基
の
つ
く
っ
た
集
団
の
し
く
み
も
、
そ
の
よ
う

な
融ゆ

う

通ず
う

無む

碍げ

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、朝
廷
が
「
小
僧
（
僧
を
軽
蔑
す
る
言
葉
）
行
基
」

な
ど
と
罵
っ
て
恐
れ
る
ほ
ど
の
す
ご
い
勢
力
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。
行
基
が
畿
内
一
円
に
開
基
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

四
十
九
院
と
い
う
の
は
、
数
千
、
数
万
人
と
い
う
人
々
が

集
ま
っ
た
宿
泊
所
、
い
わ
ば
飯
場
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
行
基
が
中
心
と
な
っ
て
描
い
た
淀
川
流
域
の
未
来
像

に
、
多
く
の
人
々
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
呼
応
し
た
。
そ
う
し
た

「
講
的
な
も
の
」
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

長
谷
部　

尾
田
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
私
が
思
い
出
し
た

の
は
、
一
遍
上
人
の
こ
と
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
生
き
た
時

宗
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
そ
れ
は

「
時
衆
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
宗
派
で
は
な
か
っ
た
。
集

ま
る
と
き
に
集
ま
れ
ば
い
い
、
そ
れ
は
一
時
的
で
も
い
い

ん
だ
よ
、
と
い
う
の
が
一
遍
の
考
え
方
で
し
た
。「
時
衆
」

に
お
い
て
は
、
仏
教
で
「
知
識
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が

緩
や
か
に
指
導
者
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
実
際

は
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
活
動
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
爆
発
的
な
勢
い
で
民
衆
を
取
り
込
ん

で
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
や
が
て
宗
教
化
、
組
織
化
が
進
ん
で
時
宗
が

形
成
さ
れ
て
い
く
と
、「
衆
」
の
も
っ
て
い
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
だ
ん
だ
ん
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

尾
田　

行
基
と
一
遍
の
例
は
、
よ
く
似
て
い
ま
す
ね
。

長
谷
部　

少
し
話
が
飛
躍
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

の
「
閉
塞
感
」
を
打
ち
破
る
何
か
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の

が
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

長
谷
部　

行
基
と
そ
の
ま
わ
り
の
人
々
を
結
び
つ
け
、
大

き
な
事
業
を
行
わ
せ
た
し
く
み
は
、
仏
教
用
語
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
知
識
結ゆ

い

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
の
な
い
緩
や
か
な
組
織
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
も
、
私
が
研
究
し
て
い
る
「
講
」
と
通
じ
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

講
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た「
内
と
外
」

尾田栄章氏が立ち上げた「日本水フォーラム」のオフィスがある箱崎町からも近い日本
橋橋上にて。かつて「渋谷川再生」の活動もしていた尾田氏は「日本橋の上部にかかる
高速道路地下化の問題も含め、川の再生を目指す活動にも講的視点が必要」と話す。
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が
、
近
代
以
前
の
共
同
体
、
と
り
わ
け
地
域
共
同
体
の
社

会
原
理
は
「
内
と
外
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に

は
自
己
完
結
し
た
閉
じ
た
社
会
で
は
あ
っ
て
も
、「
内
と

外
」
は
い
つ
も
微
妙
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

閉
鎖
的
な
共
同
体
の
な
か
に
、
ど
う
や
っ
て
風
を
通
す
か

と
い
う
知
恵
を
か
つ
て
の
人
々
は
も
っ
て
い
た
。

近
世
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
代
参
講
、
参
詣
講
と
か

呼
ば
れ
る
も
の
が
、
そ
う
い
う
外
か
ら
の
風
を
入
れ
る
役

割
を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。

尾
田　

代
参
講
と
い
う
の
は
、
村
落
の
な
か
か
ら
代
表
を

立
て
、
遠
い
寺
社
や
霊
場
へ
お
参
り
に
行
く
わ
け
で
す
よ

ね
。

長
谷
部　

村
の
外
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で

き
わ
め
て
開
放
的
な
経
験
で
す
が
、
開
放
感
に
浸
る
と
同

時
に
外
の
空
気
を
持
ち
帰
っ
て
き
て
、
地
域
共
同
体
に
新

し
い
風
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
外
部

は
、
内
の
原
理
を
補
強
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
外
を
飼
い
慣
ら
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
外
か
ら
持

ち
込
ん
だ
も
の
が
内
部
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

尾
田　

な
る
ほ
ど
。
交
流
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
持
ち
帰
っ

た
新
し
い
も
の
が
脅
威
に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
内

部
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
き
、
力
に
変
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
ね
。

長
谷
部　

江
戸
時
代
に
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
伊
勢
参
り
が
盛

ん
に
な
っ
た
か
？　

や
は
り
伊
勢
講
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
講
に

よ
る
参
詣
は
、
伊
勢
音
頭
の
よ
う
な
楽
し
み
も
積
極
的
に

取
り
入
れ
て
い
く
ん
で
す
。
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
参

詣
者
が
踊
り
、
歌
い
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
互
い
に
披

露
し
合
う
。
こ
れ
は
、
最
近
の
若
い
人
た
ち
が
踊
っ
て
い

るYO
SAKO

I

に
も
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

活
万
般
を
講
の
な
か
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
よ
ね
。
今
は
、
目
的
が
曖
昧
な
ま
ま
に
集
ま

ろ
う
と
し
て
も
難
し
い
。「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
い
っ
た

と
き
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
人
々
に
分
か
り
ま
せ
ん
と
ね
。

尾
田　

お
話
を
伺
っ
て
、
現
代
に
い
て
「
講
的
な
も
の
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
、
私
な
り
に
ク
リ
ア

な
像
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
第
２
次
世
界
大
戦
後
の
日
本

は
一
度
カ
オ
ス
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
70
年
で

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
、
組
織
化
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
形
の
定
ま
っ
た
組
織
の
な

か
で
個
人
が
い
く
ら
動
い
て
も
、
な
か
な
か
社
会
は
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
会
社
組
織
の

よ
う
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
形
で
個
人
が
帰
属
意

識
を
も
て
る
よ
う
な
集
合
体
と
い
う
か
、
自
発
的
に
参
加

す
る
よ
う
な
場
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
の
経
験
や
学
び
が
元

の
組
織
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
く
…
…
。
そ
う
い
う
し

く
み
が
日
本
社
会
の
な
か
に
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

長
谷
部　

私
が
こ
う
い
う
研
究
を
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

ま
さ
に
そ
こ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
可
能
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

尾
田　

私
事
で
す
が
、
行
基
生
誕
１
３
５
０
年
で
あ
る
来

年
に
向
け
て
何
か
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
お
坊

さ
ん
か
ら
研
究
者
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
が

集
ま
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
「
行
基
鍋
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
新
し
い
「
講
」
の
は
じ

ま
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
行
基
の
活
動
範
囲
で
あ
っ
た

畿
内
全
体
が
し
っ
か
り
し
て
い
く
た
め
に
何
を
す
べ
き
か

と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
場
を
つ
く
る
。
今
日
は
、
そ
の

現
代
に
お
け
る
異
文
化
の
共
生
と

「
下
か
ら
の
変
革
」

た
め
の
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

長
谷
部　

講
と
い
う
の
は
、
集
団
を
指
す
言
葉
で
も
あ
り

ま
す
が
、
場
を
指
す
場
合
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か

ら
、「
鍋
」
と
い
う
名
前
は
と
て
も
相
応
し
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
私
は
畿
内
の
文
化
が
好
き

で
、
特
に
在
日
朝
鮮
人
や
沖
縄
の
人
々
の
文
化
が
根
づ
い

て
い
る
、
大
阪
の
生
野
区
や
大
正
区
と
い
っ
た
場
所
を
よ

く
訪
ね
ま
す
。
こ
う
し
た
興
味
が
、
ど
こ
か
で
講
の
研
究

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
人
々
が
集
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
混
沌
と
し
た
力
が
、
と
り
わ
け
強
く

感
じ
ら
れ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

尾
田　

関
西
の
人
は
、
そ
う
い
う
カ
オ
ス
が
好
き
で
す
か

ら
ね
（
笑
）。

長
谷
部　

そ
う
い
う
共
生
の
文
化
が
古
く
か
ら
し
っ
か
り

と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
私
の
住
ん
で
い

る
地
域
の
近
辺
で
は
少
し
前
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
口
が

増
え
て
お
り
、
小
さ
な
共
同
体
が
つ
く
ら
れ
は
じ
め
て
い

ま
す
。
元
か
ら
住
ん
で
い
る
住
民
の
側
に
は
、
や
は
り
抵

抗
と
い
う
か
、
閉
鎖
性
も
見
ら
れ
ま
す
。
大
阪
の
よ
う
な

文
化
を
い
く
ら
真
似
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
う
簡
単
に
は

い
か
な
い
も
の
で
す
。
行
政
の
側
で
も
、
カ
タ
カ
ナ
語
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
両
者
の

融
合
を
図
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
経
験
も
ノ
ウ

ハ
ウ
も
な
い
。
き
ち
っ
と
地
に
足
の
つ
い
た
方
策
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
疑
問
を
感
じ
ま
す
。

講
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、

見
た
く
な
い
よ
う
な
部
分
、
非
合
理
な
部
分
も
含
ん
だ
も

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
が
他
者
と
ど
う

や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
意
味
で
も
、

ひ
じ
ょ
う
に
役
に
立
つ
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

尾
田　

異
文
化
の
共
生
と
い
う
の
は
ひ
じ
ょ
う
に
難
し
い

も
の
で
あ
っ
て
、
よ
く
役
場
の
職
員
な
ん
か
が
「
下
か
ら

が
大
事
」
な
ど
と
言
っ
て
住
民
を
後
押
し
し
よ
う
と
す
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
「
上
か
ら
」
と
一
緒
な
ん

で
す
よ
ね
。
畿
内
に
は
古
代
か
ら
多
く
の
渡
来
人
が
逃
れ

て
き
て
、
彼
ら
を
迎
え
た
歴
史
も
あ
る
。

長
谷
部　

そ
の
通
り
で
す
ね
。

尾
田　

こ
れ
ま
で
、「
ま
ち
づ
く
り
」
と
総
称
さ
れ
る
よ

う
な
活
動
に
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、

常
に
思
う
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の

両
方
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
、
何
も
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
の
意
味
で
人
々
が
「
下
か

ら
」
変
え
て
い
く
た
め
の
「
講
的
な
も
の
」
を
つ
く
り
、

そ
れ
を
行
政
や
企
業
が
じ
ん
わ
り
と
支
え
て
い
く
よ
う
な

し
く
み
を
つ
く
る
。
個
人
と
組
織
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
立

場
を
つ
な
ぐ
た
め
に
必
要
な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
視
点

で
も
、
今
日
の
話
は
ひ
じ
ょ
う
に
有
益
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尾
田
栄
章

お
だ
・
ひ
で
あ
き

㈱
尾
田
組
取
締
役
会
長
。
1
9
4
1

年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院

工
学
研
究
科
を
修
了
後
、
建
設

省
に
入
省
。
98
年
に
退
官
後
、

﹁
日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂﹁
渋
谷
川

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
な
ど
N
P
O
法

人
を
立
ち
上
げ
代
表
に
就
任
。

2
0
1
3
年
よ
り
福
島
県
広
野
町

職
員
と
し
て
復
興
支
援
の
活
動
を

経
て
現
職
。
著
書
に
﹃
行
基
と
長

屋
王
の
時
代
︱
︱
行
基
集
団
の
水

資
源
開
発
と
地
域
総
合
整
備
事

業
﹄
な
ど
。

長
谷
部
八
朗

は
せ
べ
・
は
ち
ろ
う

駒
澤
大
学
学
長
。
1
9
5
0
年

生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
商
学

部
卒
業
。
駒
澤
大
学
大
学
院
人

文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期

退
学
。
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
教

授
を
経
て
2
0
1
7
年
よ
り
現
職
。

著
書
に
﹃﹁
講
﹂
研
究
の
可
能
性
﹄

（
Ⅰ
～
Ⅲ
）、﹃
祈
祷
儀
礼
の
世
界

︱
︱
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
民
俗
誌
﹄、

共
著
に
﹃
般
若
院
英
泉
の
思
想
と

行
動
︱
︱
秋
田
﹁
内
館
文
庫
﹂
資

料
に
み
る
近
世
修
験
の
世
界
﹄
な

ど
。

帰
っ
て
き
た
参
詣
者
た
ち
を
「
境
（
坂
）
迎
え
」
す
る
。

村
の
な
か
で
は
な
く
、
ま
ず
は
「
境
」
で
飲
食
を
し
、
そ

こ
で
「
外
の
論
理
」
は
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

外
部
と
の
境
界
で
あ
る
「
界
隈
」
が
も
つ
力
、
恐
ろ
し
さ

を
人
々
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

尾
田　

そ
こ
で
直な

お

会ら
い

を
す
る
わ
け
で
す
ね
。
私
は
か
つ
て

モ
ロ
ッ
コ
空
港
で
メ
ッ
カ
へ
の
参
詣
者
た
ち
を
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
全
員
が
白
装
束
と
い
う
、
そ
の
熱
気
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
私
た
ち
が
見
慣
れ
た
観
光
客
や
ツ
ア
ー
と

い
っ
た
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
し
た
。

長
谷
部　

今
は
そ
の
大
切
な
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
（
移
動
）

と
い
う
経
験
が
、
消
費
行
動
の
な
か
に
絡
め
取
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
部
分
が
強
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
ツ
ア
ー
、

旅
行
会
社
、
観
光
業
と
い
っ
た
も
の
が
、
か
つ
て
講
が
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見

方
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
必
ず
し
も
賛
成
し
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
近
代
化
の
途
上
で
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ

れ
、
た
と
え
ば
参
詣
客
の
減
っ
て
い
た
寺
社
に
鉄
道
会
社

や
バ
ス
会
社
が
「
テ
コ
入
れ
」
と
い
う
形
で
入
っ
て
い
っ
た
。

あ
る
い
は
、
か
つ
て
伊
勢
参
り
で
御お

ん

師し

が
や
っ
て
い
た
よ

う
な
宿
を
、
旅
行
会
社
が
「
講
」
の
名
を
借
り
つ
つ
新
し

い
旅
館
の
よ
う
な
形
で
売
り
出
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、

信
仰
的
な
核
の
よ
う
な
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合

も
多
い
し
、
も
ち
ろ
ん
新
た
な
形
で
再
生
し
た
例
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
講
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
ま
っ

た
く
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

尾
田　

い
わ
ゆ
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
基
本
的
に
1
回
き
り

な
ん
で
す
よ
ね
。
講
の
よ
う
に
あ
る
期
間
、
継
続
し
て
や

る
も
の
と
は
違
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
継
続
と
い
う
意
味
で

は
、
や
は
り
人
々
が
集
ま
る
「
目
的
」
を
ど
の
よ
う
に
設

定
す
る
の
か
、
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。

長
谷
部　

か
つ
て
地
域
と
講
が
一
体
化
し
て
い
た
時
代
は
、

共
同
体
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ
う
な
形
で
、
日
常
生

伊勢音頭
江戸時代、この地方でうたわれる木

き や り

遣唄、祝儀唄、道中唄、盆
踊り唄、座敷唄などが、御師や全国から伊勢参宮をした人々によ
り各地に広められたとされ、いつしか憧れの地名をつけ『伊勢音
頭』と呼ばれるようになった。地域により踊りの形もさまざまに変
化し、その起源をさぐることは困難だが、伊勢市の催事「伊勢ま
つり」で披露される伊勢音頭は最も原型に近いとも言われている。
写真提供／伊勢市役所産業観光部観光振興課  
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嘆
願
書
を
し
た
た
め
る

艱か
ん

難な
ん

の
身
を
亡
ぼ
す
こ
と
を
知
れ
ど
も
、
し
か
れ
ど

も
な
お
、
命
を
徳
化
の
遠
く
及
ぶ
に
忘
る
る
も
の
な
り
。

〈
そ
の
道
程
が
困
難
で
、
時
と
し
て
命
を
落
と
し
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
遠
く
聞
き
及

ん
だ
皇
帝
陛
下
の
徳
に
触
れ
た
い
一
心
で
、
死
の
恐
怖

を
忘
れ
て
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。〉

　
　
（
中
略
）

猛
風
に
頻ひ

ん

蹙し
ゆ
く

し
て
葬
を
鼈べ

つ

口こ
う

に
待
ち
、
驚け

い

汰た
い

に
攢さ

ん

眉び

し
て
宅い

え

を
鯨げ

い

腹ふ
く

に
占し

む
。

〈
大
風
が
吹
け
ば
、
恐
ろ
し
さ
に
顔
を
顰ひ

そ

め
、
自
分
の

屍
が
海
亀
の
餌
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
覚
悟
し
ま
し

た
。
大
波
が
寄
せ
れ
ば
、
驚
い
て
眉
を
寄
せ
、
海
に
放

り
出
さ
れ
て
鯨
の
腹
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
思
い
ま
し
た
。〉

　
　
（
中
略
）

乍た
ち
ま
ちに

雲
峯
を
見
て
欣き

ん

悦え
つ

極
ま
り
な
し
。
赤
子
の
母

を
得
た
る
に
過
ぎ
、
旱か

ん

苗び
よ
う

の
霖あ

め

に
遇
え
る
に
越
え
た
り
。

〈
突
如
と
し
て
陸
地
に
聳そ

び

え
る
高
い
山
が
見
え
た
時
に

は
、
喜
び
の
あ
ま
り
感
極
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
喜
び
た
る
や
、
赤
子
が
母
に
会
っ
て
胸
に
抱
か
れ
た

時
の
喜
び
よ
り
も
、
旱
魃
で
枯
れ
ゆ
こ
う
と
す
る
苗
が

雨
を
得
た
時
の
喜
び
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
き
な
も
の

で
し
た
。〉

こ
れ
ら
の
文
章
は
、
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

・
空く

う

海か
い

が
記
し
た
書
簡

の
中
で
も
名
文
と
し
て
知
ら
れ
る
、「
大
使
、
福
州
の
観か

ん

察ざ
つ

使し

に
与
う
る
が
た
め
の
書
」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

延
暦
23
（
8
0
4
）
年
8
月
10
日
、
空
海
を
乗
せ
た
遣

唐
使
の
船
は
、
1
ヶ
月
余
り
海
上
を
漂
い
、
九
死
に
一
生

を
得
て
福
州
長
渓
県
の
赤せ

き

岸が
ん

鎮ち
ん

に
流
れ
着
い
た
。
し
か
し
、

天
皇
の
国
書
を
携
え
て
い
な
か
っ
た
一
行
は
、
船
を
封
鎖

さ
れ
た
あ
げ
く
、
砂
浜
に
建
て
た
仮
屋
で
50
日
に
も
及
ぶ

待
機
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
、
唐
の
言
葉
に
巧
み
で
あ
っ
た
空
海
が
、
遣
唐

大
使
の
藤ふ

じ

原わ
ら
の

葛か
ど

野の

麻ま

呂ろ

に
代
わ
っ
て
筆
を
執
り
、
入
国

を
請
う
嘆
願
書
を
し
た
た
め
た
。
そ
れ
が
、
前
掲
の
書
簡

で
あ
る
。

教
養
に
満
ち
た
、
格
調
高
い
空
海
の
文
章
は
、
福
州
の

役
人
た
ち
を
感
服
さ
せ
、
一
気
に
事
態
の
打
開
へ
と
つ
な

が
っ
た
。
空
海
の
、
鮮
烈
な
国
際
舞
台
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
で

あ
る
。

さ
て
、
か
く
の
ご
と
く
入に

つ

唐と
う

を
果
た
し
た
空
海
が
、
仏

教
に
関
す
る
も
の
以
外
に
、
日
本
へ
何
を
も
た
ら
し
た
の

か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
宗
教
家

と
し
て
で
は
な
く
、「
文
化
人
」
と
し
て
の
空
海
が
残
し

た
功
績
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

入
唐
ま
で
の
半
生

空
海
は
、
奈
良
時
代
の
後
期
、
宝
亀
5
（
7
7
4
）
年

に
誕
生
し
た
。
父
の
名
は
佐さ

伯え
き
の

直あ
た
い

田た

公ぎ
み

と
い
う
。
佐
伯

氏
は
、
讃
岐
の
多た

度ど
の

郡こ
お
り

（
香
川
県
善
通
寺
市
の
あ
た
り
）
に

蟠ば
ん

踞き
よ

し
た
有
力
な
豪
族
で
あ
り
、
氏
寺
を
所
有
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
空
海
が
仏
教
に
慣
れ

親
し
ん
で
育
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

母
は
、
阿あ

刀と

氏
の
女む

す
め

。
阿
刀
氏
は
、
学
問
に
よ
っ
て
朝
廷

に
仕
え
た
知
識
階
級
の
名
門
で
、
宿す

く

禰ね

の
称
号
を
得
て
畿

内
に
居
住
し
て
い
た
。

真ま

魚お

と
呼
ば
れ
た
幼
少
時
の
空
海
に
関
す
る
詳
し
い
記

録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
貴と

う
と

者も
の

」
あ
る
い
は
「
神し

ん

童ど
う

」

と
噂
さ
れ
る
ほ
ど
の
秀
才
で
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

15
歳
に
な
っ
た
空
海
は
、
上
京
し
て
母
方
の
舅お

じ

で
あ
る

阿あ

刀と
の

大お
お

足た
り

の
許
で
、「
藻そ

う

麗れ
い

」
す
な
わ
ち
漢
詩
文
を
読
む

た
め
の
学
問
を
本
格
的
に
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
大
足
は
、

桓
武
天
皇
の
第
三
皇
子
、
伊
予
親
王
の
個
人
教
師
を
務
め

た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
18
歳
の
時
、
最

高
学
府
で
あ
っ
た
都
の
大だ

い

学が
く

に
入
学
す
る
。
中
国
の
古
典

を
修
め
る
明み

よ
う

経ぎ
よ
う

道ど
う

を
専
攻
し
た
空
海
は
、
将
来
25
歳
ま

で
に
登
用
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
官
吏
へ
の
道
が
約
束
さ

れ
て
い
た
。

し
か
し
空
海
は
、
仏
門
を
志
し
て
大
学
を
去
り
、
出
奔

し
て
し
ま
う
。
24
歳
の
時
に
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
を
比

較
し
、
仏
教
が
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
『
聾ろ

う

瞽こ

指し
い

帰き

』
を
著
し
て
以
降
、
31
歳
で
入
唐
す
る
ま
で
の
空
海

に
つ
い
て
は
、
虚こ

空く
う

蔵ぞ
う

求ぐ

聞も
ん

持じ

法ほ
う

と
い
う
密
教
の
修
法
に

出
会
い
、
そ
れ
を
実
践
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
謎
に
包

ま
れ
て
い
る
。

真如様式の弘法大師像
空海は唐より密教を日本に持ち帰っただけでなく、そこから独自の翻訳技法を用いて日本
の文化的母体を築いた万能の天才だった。
所蔵／室生寺（写真提供／飛鳥園）

こ
の
空
白
時
代
の
空
海
に
つ
い
て
は
、
私
度
僧
と
な
っ

て
、
吉
野
や
紀
伊
、
四
国
な
ど
の
各
地
で
山さ

ん

林り
ん

斗と

藪そ
う

の
修

行
に
没
頭
し
た
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
奈
良
の
諸
大
寺
を
訪
ね
て
は
仏

典
を
読
み
あ
さ
り
、
す
で
に
日
本
に
入
っ
て
い
た
い
く
つ

か
の
密
教
経
典
に
触
れ
て
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
疑
問
を

抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

奈
良
時
代
、
ペ
ル
シ
ャ
人
の
役
人
、
破は

斯し
の

清き
よ

通み
ち

が
活
躍

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
城
京
は
国
際
色

豊
か
で
あ
っ
た
。
空
海
は
経
典
を
研
究
す
る
傍
ら
、
鑑が

ん

真じ
ん

和わ

上じ
よ
う

と
と
も
に
来
日
し
、
唐と

う

招し
よ
う

提だ
い

寺じ

に
住
し
て
い
た
ソ

グ
ド
人
僧
の
如に

よ

宝ほ
う

や
、
入
唐
留
学
よ
り
帰
国
し
た
大だ

い

安あ
ん

寺じ

の
戒か

い

明み
よ
う

な
ど
を
訪
ね
、
唐
の
仏
教
事
情
に
つ
い
て
伝
聞
し
、

そ
こ
に
密
教
を
学
ぶ
こ
と
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
を
通
じ
て
、
唐
の
言
語
の
修
得
に

も
努
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

延
暦
23
（
8
0
4
）
年
、
そ
ん
な
空
海
に
入
唐
の
チ
ャ

ン
ス
が
巡
っ
て
く
る
。
前
年
に
派
遣
さ
れ
た
遣
唐
使
船
が

す
べ
て
難
破
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
再
挙
す
る
遣
唐
使
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
空
海
が
臨
時
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

空
海
が
そ
の
出
発
の
直
前
に
、
国
が
認
め
る
官
度
僧
と
な

る
た
め
の
得と

く

度ど

の
儀
式
を
、
急
遽
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

な
お
、
一
介
の
私
度
僧
で
あ
っ
た
空
海
が
、
な
ぜ
遣
唐

使
の
一
員
に
な
り
得
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
伊
予

親
王
が
後
ろ
盾
に
な
っ
た
と
か
、
藤
原
葛
野
麻
呂
が
通
訳

と
し
て
推
薦
し
た
な
ど
の
仮
説
が
あ
る
。
実
際
に
空
海
は
、

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
入
国
を
請
う
嘆
願
書
の
ほ
か
、
唐
の

隣
国
の
渤ぼ

つ

海か
い

国こ
く

の
王
子
に
宛
て
た
書
簡
な
ど
の
代
筆
を
葛

野
麻
呂
か
ら
依
頼
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
説
が
有
力
と
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
空
海
の
出
色
の
才
能
と
強
い

求ぐ

法ほ
う

の
意
志
が
、
奈
良
の
仏
教
界
や
親
族
な
ど
、
空
海
の

周
囲
を
動
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

真
言
宗
の
開
祖
で
あ
り
、
傑
出
し
た
思
想
家
・
芸
術
家
で
あ
っ
た
空
海
。

唐
の
新
し
さ
を
日
本
へ
移
入
し
、
ど
の
よ
う
に
曼
荼
羅
的
な
独
自
の
密
教
思
想
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
か
。

博
学
的
な
知
識
と
類
ま
れ
な
る
好
奇
心
、
内
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、

言
語
、
美
術
、
書
、
教
育
、
土
木
技
術
な
ど
、

ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面
に
お
い
て
文
化
の
翻
訳
に
従
事
し
た
空
海
の
事
績
か
ら
、

そ
の
方
法
論
を
学
ぶ
。

入
唐
僧・空
海
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
川
﨑
一
洋

Kaw
asaki Kazuhiro

か
わ
さ
き
・
か
ず
ひ
ろ

1
9
7
4
年
生
ま
れ
。
高
野
山
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

博
士
（
密
教
学
）。
専
門
は
密
教
史
、
仏
教
図
像
学
。
ネ
パ
ー

ル
や
チ
ベ
ッ
ト
の
各
地
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
る
。
現

在
、
四
国
八
十
八
个
所
霊
場
第
28
番
大
日
寺
住
職
。
高
野
山
大

学
非
常
勤
講
師
、
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
委
託
研
究
員
、

国
立
民
族
学
博
物
館
共
同
研
究
員
。
著
書
に
﹃
弘
法
大
師
空
海

と
出
会
う
﹄（
岩
波
新
書
）、﹃
四
国
﹁
弘
法
大
師
の
霊
跡
﹂
巡

り
﹄﹃
弘
法
大
師
に
親
し
む
﹄（
以
上
、
セ
ル
バ
出
版
）、﹃
最
新

四
国
八
十
八
ヵ
所
遍
路
﹄（
朱
鷺
書
房
）
な
ど
が
あ
る
。
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飽
く
な
き
探
求

よ
う
や
く
入
京
が
認
め
ら
れ
た
空
海
は
、
11
月
3
日
に

福
州
を
発
ち
、
昼
夜
を
隔
て
ぬ
強
行
軍
で
、
12
月
23
日
に

長
安
（
現
在
の
西
安
）
に
到
着
し
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
起
点
に
し
て
、
東
洋
の
メ
ト
ロ
ポ
リ

ス
で
あ
っ
た
、
唐
の
都
・
長
安
。
そ
の
城
郭
は
、
東
西
10

㎞
、
南
北
9
㎞
の
規
模
を
誇
っ
た
と
い
う
。
遣
唐
使
の
一

行
は
、
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
城
内
の
、
宣せ

ん

陽よ
う

坊ぼ
う

と
い
う
区
画
の
官
舎
に
2
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
た
。
宣
陽

坊
は
、
ひ
と
き
わ
賑
や
か
な
東
市
の
西
に
位
置
し
、
そ
こ

か
ら
は
、
長
安
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
大だ

い

雁が
ん

塔と
う

も
望
め

た
。こ

の
2
ヶ
月
の
間
に
も
空
海
は
、
華
や
か
な
長
安
の
市

井
を
探
索
し
、
仏
教
以
外
の
多
彩
な
知
識
を
吸
収
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
嵯
峨
天
皇
を
喜
ば
せ
る
こ
と
と

な
る
、
高
名
な
詩
人
の
作
品
や
書
跡
の
逸
品
を
旺
盛
に
蒐

集
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
文

人
墨
客
を
直
接
訪
ね
て
は
、
詩
文
や
書
の
技
法
を
熱
心
に

学
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
空
海
が
著
し
た
漢
詩
文
を
作

る
際
の
手
引
書
『
文ぶ

ん

鏡き
よ
う

秘ひ

府ふ

論ろ
ん

』
の
序
文
に
見
ら
れ
る

「
長
じ
て
西
泰
（
中
国
）
に
入
り
、
粗ほ

ぼ

、
余
論
を
聴
く
。」

の
言
葉
や
、
嵯
峨
天
皇
に
劉り

ゆ
う

希き

夷い

の
詩
集
を
献
上
し
た
際

に
添
え
ら
れ
た
上
表
文
に
あ
る
「
余
、
海
西
（
中
国
）
に

お
い
て
頗す

こ
ぶ

る
骨こ

つ

法ぽ
う

（
書
の
技
法
）
を
閑な

ら

え
り
。
い
ま
だ
画

墨
せ
ず
と
い
え
ど
も
、
稍や

や

、
規き

矩く

（
筆
法
の
規
則
）
を
覚

れ
り
。」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

藤
原
葛
野
麻
呂
た
ち
が
朝
貢
の
任
を
果
た
し
て
帰
国
の

途
に
つ
い
た
2
月
11
日
、
空
海
は
西
市
に
近
い
延え

ん

康こ
う

坊ぼ
う

に

あ
っ
た
西さ

い

明み
よ
う

寺じ

に
居
を
移
し
た
。
そ
こ
で
大
師
が
ま
ず

始
め
た
の
は
、
梵ぼ

ん

語ご

の
マ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
西
市
の
北

に
位
置
す
る
醴れ

い

泉せ
ん

寺じ

に
住
ん
で
い
た
イ
ン
ド
僧
の
般は

ん

若に
や

三さ
ん

蔵ぞ
う

や
牟む

尼に

室し

利り

三
蔵
の
門
を
叩
き
、
イ
ン
ド
の
宗
教
事
情

全
般
に
つ
い
て
も
聴
聞
し
て
い
る
。
北
西
イ
ン
ド
出
身
の

般
若
三
蔵
は
、
母
方
の
親
族
に
イ
ラ
ン
系
の
名
前
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
混
血
の
西
域
人
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
西
明
寺
に
は
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
出
身
の
慧え

琳り
ん

と
い
う
学
僧
が
い
た
。
空
海
の
周
囲
で
は
、
梵
語
の
み

な
ら
ず
、
西
域
地
方
の
胡こ

語ご

も
飛
び
交
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
登
場
す
る
恵け

い

果か

和か

尚し
よ
う

の
在
家
の
弟
子

で
あ
っ
た
呉ご

殷い
ん

が
記
し
た
『
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
や

梨り

行ぎ
よ
う

状じ
よ
う

』
に
よ

れ
ば
、
空
海
は
「
梵
漢
差た

が

う
こ
と
な
し
」
す
な
わ
ち
、
イ

ン
ド
の
言
葉
と
中
国
の
言
葉
を
同
じ
よ
う
に
自
在
に
操
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
、
青し

よ
う

龍り
ゆ
う

寺じ

の
東と

う

塔と
う

院い
ん

に
、
運
命
の

師
で
あ
る
恵
果
和
尚
を
訪
ね
る
日
が
や
っ
て
く
る
。
恵
果

は
、
唐
土
に
本
格
的
に
密
教
を
定
着
さ
せ
た
不ふ

空く
う

三
蔵
の

後
継
者
で
、
代
宗
、
徳
宗
、
順
宗
の
三
代
の
皇
帝
か
ら
も

厚
い
帰
依
を
受
け
、
そ
の
許
に
は
、
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
千

人
も
の
弟
子
が
参
集
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

恵
果
は
空
海
と
対
面
す
る
や
否
や
、
私
は
あ
な
た
を

ず
っ
と
待
っ
て
い
た
の
だ
と
大
い
に
歓
喜
し
、
す
ぐ
に
受

法
の
準
備
を
整
え
る
よ
う
空
海
に
告
げ
る
。
か
く
し
て
6

月
に
は
密
教
の
伝
授
が
始
ま
り
、
8
月
に
は
、
空
海
を
伝で

ん

法ぽ
う

阿あ

闍じ
や

梨り

、
す
な
わ
ち
密
教
の
正
統
な
指
導
者
と
し
て
承

認
す
る
た
め
の
、
灌か

ん

頂じ
よ
う

の
儀
式
が
開
か
れ
た
。
恵
果
か
ら

皆
伝
を
得
た
の
は
、
数
多
の
弟
子
た
ち
の
中
で
、
空
海
を

含
む
2
人
の
み
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

伝
法
を
終
え
、
経
典
、
法
具
、
曼ま

ん

荼だ

羅ら

な
ど
を
空
海
の

た
め
に
用
意
し
た
恵
果
は
、「
早
く
日
本
に
帰
っ
て
密
教

の
教
え
を
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
役
立
て
よ
」
と
遺
言
し
、

そ
の
年
の
12
月
に
入
滅
す
る
。
そ
の
遺
命
に
従
う
べ
く
、

空
海
は
、
20
年
と
定
め
ら
れ
て
い
た
留
学
期
間
を
わ
ず
か

2
年
に
短
縮
し
て
、
帰
国
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

そ
こ
へ
偶
然
に
も
、
高た

か

階し
な
の

遠と
お

成な
り

が
率
い
る
臨
時
の
遣

唐
使
が
や
っ
て
来
る
。
空
海
は
す
ぐ
に
遠
成
に
宛
て
て
申

請
書
を
提
出
し
、
帰
国
の
許
可
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
、

空
海
の
入
唐
求
法
に
は
、
奇
跡
と
も
い
う
べ
き
幸
運
が
い

く
つ
も
重
な
っ
た
。

漢
詩
を
贈
り
合
う
な
ど
、
短
い
時
間
で
知
友
た
ち
と
別

れ
の
挨
拶
を
交
わ
し
た
空
海
は
、
思
い
出
深
い
長
安
を
あ

と
に
し
、
8
0
6
年
の
8
月
に
明
州
の
港
を
出
帆
。
再

び
怒
涛
を
越
え
て
故
国
を
目
指
し
た
。
な
お
、
空
海
の
探

求
心
は
止
む
こ
と
を
知
ら
ず
、
帰
路
の
途
中
で
立
ち
寄
っ

た
越
州
で
も
、
仏
典
は
も
と
よ
り
、
詩し

賦ふ

（
文
学
）、
碑ひ

銘め
い

（
歴
史
）、
卜ぼ

く

医い

（
医
学
）、
五ご

明み
よ
う

（
芸
術
）
に
関
す
る
文

献
な
ど
、
入
手
し
得
る
限
り
の
書
物
を
蒐
集
し
て
い
る
。

嵯
峨
天
皇
と
の
交
流

そ
の
詳
し
い
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
空
海
は
九
州
に

帰
着
し
、
筑
紫
の
大
宰
府
に
入
っ
た
。
大
同
元
（
8
0
6
）

年
の
10
月
に
は
、
請し

よ
う

来ら
い

し
た
経
典
、
仏
具
、
仏
画
な
ど
の

目
録
を
作
成
し
、
み
ず
か
ら
が
密
教
の
正
統
な
後
継
者
と

な
っ
た
こ
と
を
表
明
す
る
上
表
文
と
と
も
に
、
朝
廷
に

送
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
朝
廷
は
沙
汰
を
与
え
ず
、
空
海
は
3
年
近
く

の
間
、
大
宰
府
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
留
学
期
間
を
短
縮
し
て
無
断
で
帰
国
し

た
「
闕け

つ

期き

の
罪
」
に
問
わ
れ
た
と
か
、
阿
刀
大
足
と
関
係

が
あ
っ
た
伊
予
親
王
の
謀
反
事
件
の
影
響
を
被
っ
た
な
ど
、

多
く
の
推
論
が
あ
る
。

大
同
4
（
8
0
9
）
年
、
新
た
に
嵯
峨
天
皇
が
即
位
す

る
と
、
よ
う
や
く
空
海
の
入
京
が
認
め
ら
れ
る
。
最
先
端

の
唐
の
漢
字
文
化
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
嵯

峨
天
皇
は
、
そ
の
年
の
10
月
、
空
海
に
命
じ
て
劉り

ゆ
う

義ぎ

慶け
い

が

撰
し
た
『
世せ

説せ
つ

新し
ん

語ご

』
の
文
章
を
屏
風
2
帖
に
揮
毫
さ
せ

て
い
る
。
空
海
の
書
の
才
能
に
つ
い
て
、
す
で
に
聞
き
及

空海入唐地図
九州を出帆した４艘の遣唐使船は、
次 と々遭難し、消息不明になった
船もあったという。空海を乗せた
船は１ヶ月余り洋上をさまよったあ
げく、現在の福建省北部に流れ着
いた。

『弘法大師行状絵詞』
第三巻より「青龍受法」の場面
西明寺の僧たちとともに、空海が
長安の青龍寺に恵果和尚を訪ね
た時の様子を描いたもの。画面向
かって左の童子を従えた人物が恵
果で、中央の人物が空海。
所蔵／東寺（教王護国寺）

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
嵯
峨
天
皇
自
身
も
、
空

海
、
橘

た
ち
ば
な
の

逸は
や

勢な
り

と
と
も
に
「
平
安
の
三
筆
」
に
数
え
ら
れ

る
ほ
ど
の
能
筆
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
空
海
は
頻
繁
に
、
唐
よ
り
持
ち
帰
っ
た
著
名

な
書
家
の
書
跡
や
拓
本
、
み
ず
か
ら
が
筆
を
揮ふ

る

っ
た
書
を

献
上
し
、
嵯
峨
天
皇
と
の
親
交
を
深
め
、
厚
い
信
任
と
強

力
な
庇
護
を
得
た
。
そ
し
て
、
密
教
宣
布
の
道
を
、
確
実

に
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
、
献
上
さ
れ
た
書
跡
な
ど
の
一
部
を
挙
げ

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

王
羲
之
の
『
蘭
亭
碑
』
1
巻
と
『
諸
舎
帖
』
1
首
、
劉

希
夷
の
『
詩
集
』
4
巻
、
王
昌
齢
の
『
詩
格
』
1
巻
、
褚

臨
王
の
『
貞
元
英
傑
六
言
詩
』
3
巻
、
徳
宗
皇
帝
の
真
跡

1
巻
、
欧
陽
詢
の
真
跡
1
首
、
張
誼
の
真
跡
1
巻
、
除
浩

の
『
宝
林
寺
詩
』
1
巻
と
『
不
空
三
蔵
碑
』
1
首
、
李
邕

の
真
跡
屏
風
書
1
帖
、
朱
画
の
詩
1
巻
、
朱
千
乗
の
詩
1

巻
、
王
智
章
の
詩
1
巻
、
飛
白
の
書
1
巻
、『
古
今
文
字

讃
』
3
巻
、『
古
今
篆
隷
文
体
』
1
巻
、『
梵
字
悉
曇
字
母

並
釈
義
』
1
巻
等
々

「
飛ひ

白は
く

の
書
」
か
ら
知
ら
れ
る
飛
白
体
は
、
刷は

毛け

書
き
の

よ
う
な
独
特
な
書
体
で
、
空
海
は
正
統
派
の
書
法
に
精
通

す
る
い
っ
ぽ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
雑
書
体
も
本
邦
に
紹
介
し

て
い
る
。『
古こ

今こ
ん

文も

字じ

讃さ
ん

』
や
『
古こ

今こ
ん

篆て
ん

隷れ
い

文ぶ
ん

体た
い

』
は
、

ま
る
で
絵
画
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
で
創
造
性
に
富
む
書
体

を
、
図
鑑
の
よ
う
に
掲
載
す
る
。
ま
た
『
梵ぼ

ん

字じ

悉し
つ

曇た
ん

字じ

母も

並な
ら
び
に

釈し
や
く

義ぎ

』
は
、
イ
ン
ド
の
文
字
の
解
説
書
で
あ
る
。
ち

な
み
に
空
海
は
、
梁
の
顧こ

野や

王お
う

が
撰
し
た
『
玉ぎ

よ
く

篇へ
ん

』
に
依

拠
し
て
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
字
書
で
あ
る
『
篆て

ん

隷れ
い

万ば
ん

象し
よ
う

名め
い

義ぎ

』
30
巻
を
編
纂
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
唐
で
学
ん
だ
技
術
を
応
用
し
て
作
っ
た
筆
が

進
献
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
次
の
文
章
は
、
弘
仁
3

明州

赤岸鎮

高野山

平安京
（京都）

五島列島

田浦

越州

福州

杭州

揚州

黄海

黄河

長江

日本海

太平洋

東シナ海

入唐路

帰朝
蘇州

洛陽長安
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（
8
1
2
）
年
に
、
狸た

た

毛げ

を
使
っ
て
仕
上
げ
た
真
書
（
楷
書
）、

行
書
、
草
書
、
写
書
（
写
経
）
に
用
い
る
4
種
の
筆
を
、

空
海
が
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
時
に
添
え
ら
れ
た
上
表
文

の
一
部
で
あ
る
。

筆
生
坂さ

か

名な

井い
の

清き
よ

川か
わ

を
し
て
造
り
得
て
奉
進
せ
し
む
。

空
海
、
海
西
に
お
い
て
聴
き
見
し
と
こ
ろ
か
く
の
ご
と

し
。（
中
略
）
毛
を
簡え

ら

ぶ
の
法
、
紙
を
纏
う
の
要
、
墨

を
染
め
て
蔵お

さ

め
用
う
る
こ
と
、
な
ら
び
に
み
な
伝
え
授

け
訖お

わ

ん
ぬ
。
空
海
、
自
家
に
し
て
試
み
に
新
作
の
も
の

を
看
る
に
、
唐
家
に
減お

と

ら
ず
。

〈
筆
職
人
の
坂
名
井
清
川
に
筆
を
作
ら
せ
て
献
上
い
た

し
ま
す
。
私
が
唐
の
国
で
見
聞
き
し
た
筆
は
、
こ
の
よ

う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
中
略
）
毛
を
選
ぶ
方
法
、

紙
を
巻
い
て
筆
の
穂
を
整
え
る
方
法
、
墨
を
し
み
込
ま

せ
て
穂
を
固
め
る
方
法
、
す
べ
て
清
川
に
伝
授
し
終

わ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
新
た
に
出
来
上
が
っ
て
き
た

筆
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
唐
の
筆
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
よ

い
仕
上
が
り
で
す
。〉

空
海
が
日
本
に
伝
え
た
、
充
実
し
た
「
技
術
」
の
一
端

を
、
こ
の
一
節
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
空
海
は
、
曼
荼
羅
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
密
教

絵
画
も
請
来
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
修
復
や
新
調
に
も
携

わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
像
を
造
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

空
海
が
、
絵
画
、
彫
刻
、
鋳
造
な
ど
、
多
種
多
様
な
芸
術

を
日
本
に
伝
え
た
立
役
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
書
き
添
え

て
お
こ
う
。

社
会
事
業

空
海
が
お
こ
な
っ
た
社
会
事
業
と
し
て
最
も
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
の
は
、
満ま

ん

濃の
う

池い
け

の
修
築
で
あ
ろ
う
。
年
間
を

通
じ
て
降
水
量
が
少
な
く
、
大
河
の
流
れ
て
い
な
い
讃
岐

平
野
で
は
、
灌
漑
用
の
溜
池
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
き

た
。
空
海
の
故
郷
で
あ
る
多
度
郡
か
ら
も
近
い
満
濃
池
は
、

大
宝
年
間
（
7
0
1
〜
7
0
4
）
に
造
ら
れ
た
が
、
堤
防

が
決
壊
し
て
修
復
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
白
羽
の
矢
を
立
て
ら
れ
た
の
が
、
カ
リ
ス
マ
性
と

マ
ル
チ
な
才
能
を
備
え
た
空
海
で
あ
っ
た
。

讃
岐
の
国
司
の
発
議
に
よ
っ
て
、
朝
廷
は
官
符
を
下
し

て
空
海
を
満
濃
池
修
築
の
別べ

つ

当と
う

（
責
任
者
）
に
任
命
し
た
。

空
海
の
徳
を
慕
っ
て
多
く
の
民
衆
が
協
力
し
、
そ
の
工
事

は
異
例
の
速
さ
で
完
了
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
日

本
紀
略
』
が
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
空
海

を
父
母
の
よ
う
に
慕
い
、
空
海
が
来
る
と
聞
け
ば
、
履
物

も
履
か
ず
に
迎
え
に
出
た
と
い
う
。

ア
ー
チ
状
の
堤
防
や
余よ

水す
い

吐ば
き

を
施
設
す
る
な
ど
の
、
修

築
に
用
い
ら
れ
た
土
木
に
関
す
る
知
識
を
、
空
海
が
唐
で

学
ん
だ
と
す
る
伝
承
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料

は
、
残
念
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

な
お
空
海
が
、
教
育
制
度
を
唐
に
倣
っ
て
導
入
し
た
こ

と
は
、
確
実
で
あ
る
。

空
海
は
晩
年
に
な
っ
て
、
綜し

ゆ

芸げ
い

種し
ゆ

智ち

院い
ん

と
い
う
私
立
学

校
を
開
設
し
た
が
、
そ
の
教
育
理
念
を
綴
っ
た
「
綜
芸
種

智
院
の
式
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

大
唐
の
域
に
は
、
坊
坊
に
閭り

よ

塾じ
ゆ
く

を
置
い
て
普
く
童
稚

を
教
え
、
県
県
に
郷
学
を
開
い
て
広
く
青せ

い

衿き
ん

を
導
く
。

（
中
略
）
今
、
こ
の
華
城
に
は
た
だ
一
の
大
学
の
み
あ
っ

て
閭
塾
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
故
に
貧
賤
の
子
弟
、
津し

ん

を
問
う
に
と
こ
ろ
な
く
、
遠
方
の
好
事
、
往
還
す
る
に

疲
れ
多
し
。
今
、
こ
の
一
院
を
建
て
て
、
普
く
瞳ど

う

矇も
う

を

済す
く

わ
ん
。

〈
大
唐
の
都
城
で
は
、
坊
ご
と
に
勉
学
を
教
え
る
塾
が

あ
っ
て
、
も
れ
な
く
子
供
た
ち
を
教
え
て
お
り
、
県
ご

弘法大師筆尺牘三通
一通目  国宝
空海が最澄に宛てた書状３通を１
巻に収めたもので、最もよく知ら
れた空海の真筆。１通目の書き
出しに「風信雲書」とあることか
ら『風信帖（ふうしんじょう）』と
呼ばれる。
所蔵／東寺（教王護国寺）

『古今文字讃』
中巻
古文篆、籀文篆など、21種のいわゆる雑書体について、書体の用例を添えて
解説した書物。空海が唐から日本へ伝えたと考えられている。
写真は、文亀３（1503）年に三条西実隆が世尊寺行季に書写させたもの。
所蔵／人間文化研究機構国立国語研究所

と
に
地
方
の
学
校
が
開
か
れ
て
い
て
、
広
く
学
生
を
教

え
て
い
る
。（
中
略
）
今
日
、
平
安
京
に
は
大
学
が
た

だ
一
校
あ
る
の
み
で
、
勉
学
を
教
え
る
塾
は
皆
無
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
貧
し
い
家
庭
の
子
弟
に
は
学
問
す
る

方
法
が
な
く
、
学
問
を
好
む
遠
方
の
子
弟
は
、
通
学
に

疲
れ
果
て
る
始
末
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
こ
の
綜
芸
種

智
院
を
建
て
て
、
す
べ
て
の
学
童
を
救
済
し
よ
う
。〉

綜
芸
種
智
院
は
、
仏
、
儒
、
道
の
三
教
を
教
え
た
た
め

「
三
教
院
」
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
初
の
総
合
大
学
と
も
評

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
身
分
や
経
済
力
に
関
係
な
く
門
戸

が
開
か
れ
て
お
り
、
教
師
と
学
生
の
生
活
を
保
障
す
る
完

全
給
付
制
が
敷
か
れ
て
い
た
。

満濃池
香川県仲多度郡にある貯水量1,540万ｔの大規模な溜池。弘仁９（818）年に決壊し、
それから３年後に空海によって修復された。
写真提供／ PIXTA
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た
だ
、
そ
の
経
営
の
実
際
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
の
も
事
実
で
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
橘

た
ち
ば
な
の

嘉か

智ち

子こ

の
義
兄
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

三み

守も
り

に
よ
っ
て
土
地
と
建
物
が

寄
進
さ
れ
た
こ
と
の
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。

空
海
が
用
い
た
翻
訳
技
法

さ
て
、
本
誌
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
文
化
の
翻
訳
」
あ
る

い
は
「
思
想
の
翻
訳
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。密

教
の
法
は
、
一
つ
の
容
器
か
ら
他
の
容
器
へ
水
を
移

し
替
え
る
よ
う
に
、
師
か
ら
弟
子
へ
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
空
海
が
密
教
の
教
理
自
体
に
大
き
な
変
化
を
加
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
空
海
が
晩
年
に
提
唱
し
た
「
十じ

ゆ
う

住じ
ゆ
う

心し
ん

思
想
」

で
は
、
既
存
の
仏
教
の
諸
宗
派
か
ら
、
イ
ン
ド
や
中
国
の

諸
宗
教
に
至
る
ま
で
を
、
密
教
を
最
高
位
に
置
い
て
十
の

階
級
に
格
付
け
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
密
教

の
教
主
で
あ
る
大だ

い

日に
ち

如に
よ

来ら
い

が
説
い
た
教
え
で
あ
る
と
し
て
、

相
互
に
主
体
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

曼
荼
羅
に
象
徴
さ
れ
る
密
教
の
包
摂
主
義
に
即
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
日
本
人
の
宗
教
に
対
す
る
寛
容
性
に
も
通
ず

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
古
来
、
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

を
分
け
隔
て
な
く
崇あ

が

め
て
き
た
。

ま
た
、
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
で
は
、
心
の
あ
る
人
間
や

動
物
を
「
有う

情じ
よ
う

」、
心
の
な
い
植
物
や
無
機
物
を
「
非ひ

情じ
よ
う

」

と
し
て
明
確
に
区
別
す
る
が
、
空
海
は
「
毛も

う

鱗り
ん

角か
く

冠か
ん

、
蹄て

い

履り

尾び

裙く
ん

、
有
情
非
情
、
動
物
植
物
、
同
じ
く
平
等
の
仏ぶ

つ

性し
よ
う

を
鑒か

ん
が

み
て
」（「
式
部
笠か

さ
の

丞じ
よ
うが
た
め
の
願が

ん

文も
ん

」）
と
述
べ
て
、

毛
や
鱗
、
角
、
蹄
や
尻
尾
の
あ
る
種
々
の
動
物
た
ち
の
み

な
ら
ず
、
植
物
や
モ
ノ
も
ま
た
、
宇
宙
仏
た
る
大
日
如
来

の
現
れ
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
山
川

草
木
に
八や

百お

万よ
ろ
ず

の
神
々
が
宿
る
と
考
え
た
日
本
人
の
思
考

に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
空
海
が
お
こ
な
っ
た
「
翻
訳
」
の
一
例
と
し

て
、
東と

う

寺じ

（
教

き
よ
う

王お
う

護ご

国こ
く

寺じ

）
講こ

う

堂ど
う

の
仏
像
群
を
挙
げ
て
お

こ
う
。

京
都
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
高
さ
55
メ
ー
ト
ル
の
五
重

塔
を
有
す
る
東
寺
は
、
真
言
宗
の
総
本
山
で
あ
る
。
そ
の

広
大
な
境
内
の
中
央
に
建
つ
講
堂
の
内
部
に
は
、
空
海
の

構
想
に
基
づ
い
て
造
ら
れ
た
、
21
体
か
ら
な
る
仏
像
群
が

安
置
さ
れ
て
お
り
、
火
災
を
被
っ
て
復
元
さ
れ
た
数
体
以

外
は
、
す
べ
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

21
体
の
仏
像
の
う
ち
、
向
か
っ
て
左
側
に
は
、
い
ず
れ

も
忿ふ

ん

怒ぬ

の
表
情
を
し
て
蛇
や
髑
髏
の
装
身
具
を
身
に
着
け
、

真
っ
赤
な
火
炎
を
背
負
っ
た
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
の

五ご

大だ
い

明み
よ
う

王お
う

と
呼
ば
れ
る
5
体
の
密
教
仏
が
並
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
空
海
が
本
邦
に
初
め
て
伝
え
た
尊
像
で
あ
り
、

そ
の
迫
力
が
、
平
安
の
人
々
を
さ
ぞ
か
し
驚
か
せ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
右
側
（
中

央
）
に
は
、
柔
和
で
凛
と
し
た
5
体
の
如
来
像
が
並
び
、

さ
ら
に
そ
の
右
側
に
は
、
慈
悲
に
満
ち
た
5
体
の
菩
薩
像

が
並
ぶ
。

五
大
明
王
に
代
表
さ
れ
る
明
王
と
称
さ
れ
る
仏
た
ち
は
、

強
情
で
気
性
の
荒
い
難な

ん

化け

の
衆
生
た
ち
を
叱
咤
し
、
力
ず

く
で
悟
り
の
世
界
へ
導
く
た
め
に
、
如
来
や
菩
薩
が
方
便

と
し
て
現
し
た
姿
で
あ
る
。
空
海
は
、
如
来
、
菩
薩
、
明

王
、
そ
れ
ら
三
様
の
姿
を
仏
像
に
刻
み
、
並
列
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
密
教
の
思
想
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
、

具
体
的
に
示
し
た
─
─
「
翻
訳
」
し
た
─
─
の
で
あ
る
。

書
の
技
法
に
し
ろ
、
芸
術
や
土
木
の
技
術
に
し
ろ
、
理

論
の
移
入
の
み
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
か

た
ち
で
、
実
践
を
と
も
な
う
の
が
、
空
海
が
用
い
た
文
化

や
思
想
の
「
翻
訳
技
法
」
の
特
徴
で
あ
り
、
強
み
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

*

*

*

真
言
密
教
の
教
え
を
日
本
へ
移
植
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
み
な
ら
ず
、
日
本
史
上
最
大
の
「
文
化
功
労
者
」
と

し
て
、
今
も
な
お
多
く
の
人
々
か
ら
崇
め
ら
れ
て
い
る
空

海
。
そ
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
根
源
が
何
で
あ
っ
た
の

か
を
示
す
次
の
一
文
を
挙
げ
て
、
拙
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

し
よ
う
。
空
海
が
最
晩
年
に
高
野
山
に
お
い
て
催
し
た

「
万ま

ん

燈ど
う

会え

」
の
法
要
に
お
け
る
願
文
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

虚
空
尽
き
、
衆
生
尽
き
、
涅ね

槃は
ん

尽
き
な
ば
、
我
が
願

い
も
尽
き
ん
。

〈
宇
宙
空
間
が
あ
る
限
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が

あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
生
命
の
幸
福
を
実
現
す
る
と
い

う
私
の
願
い
も
、
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。〉

東寺講堂の諸尊配置図（現状）
向かって左（西）から、明王、如来、菩薩が５体ずつ配置されている。立体曼荼羅とも称される。
四隅からは四天王、左右（東西）の端からはバラモン教起源の帝釈天と梵天が、中央の仏たちを守護する。

不
動
明
王

大
日
如
来

阿
閦
如
来

不
空
成
就
如
来

宝
生
如
来

阿
弥
陀
如
来

金
剛
波
羅
蜜
多
菩
薩

多
聞
天

広
目
天

金
剛
薩
埵

金
剛
夜
叉
明
王

金
剛
業
菩
薩

大
威
徳
明
王

金
剛
宝
菩
薩

降
三
世
明
王

金
剛
法
菩
薩

軍
荼
利
明
王

梵
天

帝
釈
天

持
国
天

増
長
天

東西

東寺講堂の仏像群
密教の思想を可視化するために空海が考案した仏像群。
造像の背景には、「国家を安定させ、すべての生命の幸福を実現する」という空海の熱き思いがあった。
写真提供／高野晃輔
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下
関

広
島

上
関

福
山

岡
山

松
江

姫
路 兵

庫

山
田

堺

今
治

多
度
津

柴
山

小
浜

敦
賀

浜
田

温
泉
津 下

津
井

萩

小
倉

佐
賀

長
崎

大
坂

京

江
戸

草
津

大
津

奈
良

和
歌
山浦

戸

津
追
分

名
古
屋 小

田
原

下
諏
訪 追

分

前
橋
高
崎

郡
山

福
島

米
沢

山
形

仙
台

桑
折

一
関

新
潟

会
津
若
松

新
発
田

直
江
津 出

雲
崎

寺
泊

伏
木

輪
島

金
石

福
井

三
国

甲
府

新
居浜
松

駿
府

（
府
中
）

鳥
羽

桑
名

彦
根

福
島

碓
氷

白
河

福
浦

小
木

酒
田

秋
田

庄
内

新
庄

土
崎

能
代

深
浦

津
軽

青
森

十
三
湊 八

戸

盛
岡

松
前

江
差 箱

館

宮
古

気
仙
沼
石
巻

荒
浜

平
潟

宇
都
宮

日
光

銚
子

那
珂
湊

小
湊

三
崎

箱
根

小
仏

栗
橋

下
田

中山道

西廻り航路 北国路
北
国
街
道

三
国
街
道

会
津
道

羽
州
街
道

仙
台
・
松
前
道

長崎路

中国路
伊勢路

菱垣・樽廻船航路

東
廻
り
航
路

東海道

甲州街道

奥
州
街
道

一  

近
世
の
公
用
交
通
路

◉
家
康
に
よ
る
街
道
の
整
備
と
在
町
宿
駅
の
発
展

こ
こ
で
近
世
を
、
織し

よ
く

豊ほ
う

政
権
の
安
土
・
桃
山
時
代
と
徳

川
政
権
の
江
戸
時
代
と
を
合
わ
せ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

公
用
交
通
路
の
体
系
も
、
前
代
の
そ
れ
の
延
長
線
上
に
あ

る
と
は
い
え
、
大
幅
な
連
続
的
改
変
に
よ
る
発
展
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
天
下
統
一
を
め
ざ
す
織
田
信

長
、
そ
の
実
現
者
で
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
、
こ
れ
ま
で
の

戦
国
大
名
の
領
国
か
ぎ
り
の
交
通
体
系
（
伝て

ん

馬ま

制
［
＊
１
］
に

代
表
さ
れ
る
）
を
大
き
く
全
国
的
な
も
の
に
拡
張
さ
せ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
、
古
代
以
来
の
伝
統
的
な

京
畿
中
心
の
交
通
体
系
の
枠
組
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

こ
れ
を
突
き
く
ず
し
た
の
が
、
徳
川
家
康
で
あ
る
。
彼

は
天
正
18
（
1
5
9
0
）
年
秀
吉
の
転て

ん

封ぽ
う

策
を
う
け
て
、

江
戸
中
心
の
関
東
領
国
経
営
に
専
心
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
後
の
五
街
道
の
原
型
を
形
成
す
る
時
期
で
も
あ
っ

た
。
ま
ず
、
関
東
領
国
の
境
界
に
は
、
東
海
道
の
箱
根
、

中な
か

山せ
ん

道ど
う

の
碓う

氷す
い

、
奥お

う

州し
ゆ
う

街
道
（
の
ち
に
日
光
道
中
も
）
の
栗

橋
、
甲
州
街
道
（
の
ち
甲
州
道
中
）
の
小こ

仏ぼ
と
け

な
ど
重
要
関

所
が
配
置
さ
れ
、
領
国
内
の
各
街
道
宿し

ゆ
く

駅え
き

も
江
戸
〜
各

関
所
間
で
創
出
、
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
秀
吉
の
没
後
、慶
長
5
（
1
6
0
0
）
年
の
関
ヶ

原
の
戦
を
経
て
、
大
き
く
変
貌
す
る
。
東
海
道
は
そ
の
翌

6
年
、
京
都
ま
で
延
長
さ
れ
て
東
海
道
宿
駅
（
伝
馬
）
制

の
実
施
を
見
（
の
ち
五
十
三
次
）、
中
山
道
も
同
七
年
に
東

海
道
草
津
ま
で
延
び
（
の
ち
六
十
七
次
）、
奥
州
街
道
は
宇

都
宮
か
ら
白
河
へ
（
の
ち
奥
州
道
中
）
と
日
光
鉢は

つ

石い
し

へ
（
の

ち
日
光
道
中
）、
さ
ら
に
甲
州
街
道
も
同
九
年
以
降
は
上か

み

諏す

訪わ

へ
と
延
長
さ
れ
た
。
ま
た
、
関
所
も
東
海
道
は
荒
井

（
今い

ま

切き
り

、
新
居
）、
中
山
道
は
木
曽
福
島
と
い
う
ふ
う
に
、

徳
川
勢
力
圏
の
拡
大
と
と
も
に
配
置
範
囲
が
ひ
ろ
が
り
、

元
和
元
（
1
6
1
5
）
年
の
大
坂
夏
の
陣
後
は
、
東
海
道

は
徳
川
氏
の
所
領
と
な
っ
た
大
坂
城
下
ま
で
延
長
さ
れ

（
五
十
七
次
）、
幕
府
の
関
所
も
畿
内
近
傍
ま
で
増
加
す
る
。

こ
う
し
て
、
五
街
道
は
本
州
中
央
部
に
拡
伸
し
、
そ
れ

以
外
の
脇わ

き

街か
い

道ど
う

も
五
街
道
の
付
属
街
道
に
編
入
さ
れ
る
も

の
が
相
つ
い
だ
。
東
海
道
に
は
佐さ

屋や

路じ

（
熱
田
〜
桑
名
）・

本ほ
ん

坂さ
か

通ど
お
り

（
浜
松
〜
御ご

油ゆ

）、
中
山
道
に
は
美み

濃の

路じ

（
熱
田
〜

垂
井
）、
日
光
道
中
に
例れ

い

幣へ
い

使し

道ど
う

（
今い

ま

市い
ち

〜
中
山
道
倉く

ら

賀が

野の

）・
壬み

生ぶ

通ど
お
り

（
小
山
〜
今
市
）・
日
光
御お

成な
り

道み
ち

（
幸
手
〜
本

郷
追
分
）・
水
戸
佐
倉
道
（
千
住
〜
八
幡
、
松
戸
）
が
付
属
し

た
。
近
世
後
期
に
は
、
東
海
道
伏
見
と
中
国
路
西
宮
と
を

結
ぶ
脇
街
道
の
山
崎
道
以
下
も
、
付
属
街
道
に
格
上
げ
さ

れ
る
。

五
街
道
と
そ
の
付
属
街
道
は
、
人じ

ん

馬ば

継つ
ぎ

立た
て

（
伝
馬
役
）

の
負
担
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
駅
や
こ
れ
を
補
完
す
る
都

市
の
助す

け

町ま
ち

［
＊
2
］
と
郷
村
の
助す

け

郷ご
う

［
＊
3
］
と
を
包
摂
し
た
、

本
州
中
央
部
の
広
域
地
帯
を
は
し
る
幹
枝
の
道
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
江
戸
幕
府
の
大お

お

目め

付つ
け

（
大
名
監
察
）
と
勘

定
奉
行
（
財
政
担
当
）
と
を
兼
任
す
る
道
中
奉
行
が
、
交

通
関
係
の
行
政
名
目
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
在
地
支
配
す
る
、

地
政
上
で
も
最
重
要
の
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
幕
府
権
力

が
、
こ
れ
ら
広
域
の
街
道
宿
駅
・
郷
村
と
そ
の
住
民
を
、

在
地
権
力
（
大
名
・
旗
本
ほ
か
）
の
掣せ

い

肘ち
ゆ
う

を
排
除
し
て
直
接

支
配
す
る
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
天て

ん

領り
よ
う

・
譜

代
藩
・
親
藩
を
配
置
し
、
要
衝
の
地
点
に
は
各
城
下
町
・

関
所
・
口く

ち

留ど
め

番ば
ん

所し
よ

［
＊
4
］
以
下
を
お
く
な
ど
、
単
な
る
交

通
機
能
に
か
ぎ
ら
ず
、
政
治
・
軍
事
・
経
済
・
情
報
の
諸

機
能
を
十
全
に
発
揮
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
。

五
街
道
・
付
属
街
道
の
延
長
線
上
か
、
そ
の
途
中
で
分

岐
す
る
広
義
の
幹
線
を
脇
街
道
と
か
脇わ

き

往お
う

還か
ん

と
呼
び
、
そ

れ
よ
り
さ
ら
に
分
岐
す
る
中
・
小
道
を
脇わ

き

道み
ち

、
横よ

こ

道み
ち

な
ど

と
い
う
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
、
東
海
道
の
終
着
地
大

坂
の
延
長
上
に
は
中
国
路じ

と
長
崎
路
（
西
国
路
）
が
、
ま

た
奥
州
道
中
白
河
の
延
長
と
し
て
奥
州
街
道
（
仙
台
・
松

前
道
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
脇
街
道
で
あ
り
な
が
ら
、
幕

府
が
全
国
支
配
を
実
現
・
維
持
す
る
上
で
の
、
日
本
列
島

（
蝦え

夷ぞ

地
〜
本
州
〜
九
州
）
上
の
最
重
要
幹
線
（
天
下
道
）
で

あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
本
州
に
は
、
幕
府
が
佐
渡
金
山

と
連
絡
す
る
た
め
の
佐
渡
路
（
会
津
道
・
三
国
街
道
・
北
国

街
道
）
や
羽
州
街
道
・
北
国
路
・
伊
勢
路
そ
の
他
が
あ
り
、

四
国
・
九
州
で
も
主
な
脇
街
道
と
そ
の
分
岐
道
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
主
な
脇
街
道
の
線
上
に
点
在
す
る
領
国
的
な

大
藩
で
は
、
城
下
町
中
心
の
「
ミ
ニ
五
街
道
」
的
な
幾
筋

か
の
脇
道
、
そ
こ
に
並
ぶ
在ざ

い

町ま
ち

宿し
ゆ
く

駅え
き

［
＊
5
］
群
が
放
射
状

な
い
し
網
の
目
状
を
呈
し
、
そ
れ
が
藩
領
域
市
場
の
成
立

を
促
進
す
る
か
た
ち
で
、
地
域
色
豊
か
な
藩
社
会
を
つ
く

り
出
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
脇
街
道
の
宿
駅
機
能
の
ひ

と
つ
人
馬
継
立
業
務
も
、「
天
下
送
り
」（
幕
府
関
係
の
運

送
）
と
「
御
国
送
り
」（
藩
の
役
人
や
財
貨
の
運
送
）
と
で
構

成
さ
れ
、
こ
れ
を
在
地
権
力
が
管
掌
し
た
。
そ
れ
は
幕
府

権
力
に
と
っ
て
、
街
道
コ
ー
ス
の
変
更
や
人
馬
賃
銭
の
許

認
可
権
の
み
を
勘
定
奉
行
が
に
ぎ
り
、
そ
の
ほ
か
は
関
与

し
な
い
と
い
う
間
接
支
配
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
右

の
許
認
可
権
の
行
使
を
通
じ
て
遠
隔
地
の
外と

様ざ
ま

大
藩
の
財

政
支
出
な
ど
を
遠
隔
操
作
で
き
た
こ
と
は
、
幕
藩
制
国
家

の
支
配
構
造
と
特
質
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
れ
ば
、
五
街
道
・
脇
街
道
と
も
公
用
交
通
路
そ
の

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
私
用
交
通
は
当
初
こ
れ
に
付
随

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

江戸時代の主要航路・街道

五街道

航路

脇街道

三都

城下町

その他

幕府直轄要地

関所

電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
近
代
的
な
情
報
通
信
手
段
を
も
た
な
い
近
世
に
お
い
て
、

情
報
流
通
は
幕
府
の
整
備
し
た
公
用
交
通
路
を
利
用
し
て
お
こ
な
わ
れ
、

政
治
の
み
な
ら
ず
商
業
や
文
化
の
情
報
を
も
伝
播
し
て
い
っ
た
。

近
世
の
公
用
交
通
路
の
成
立
と
情
報
の
伝
達
の
様
子
を
た
ど
り
、

情
報
通
信
手
段
が
発
達
し
た
現
在
に
お
い
て
も
学
び
う
る
視
点
を
探
る
。

近
世
の
公
用
交
通
路
と
情
報
の
伝
達

丸
山
雍
成

M
aruyam

a Yasunari

ま
る
や
ま
・
や
す
な
り

1
9
3
3
年
、
熊
本
県
生
ま
れ
。
歴
史
学
者
。
九
州
大
学

名
誉
教
授
。
専
門
は
日
本
近
世
史
、
交
通
史
。
日
本
学
士

院
賞
受
賞
。
主
な
著
書
に
﹃
近
世
宿
駅
の
基
礎
的
研
究
﹄

﹃
日
本
近
世
交
通
史
の
研
究
﹄﹃
封
建
制
下
の
社
会
と
交
通
﹄

﹃
邪
馬
台
国
魏
使
が
歩
い
た
道
﹄﹃
参
勤
交
代
﹄
な
ど
。
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◉
幕
府
の
海
運
政
策
と
商
品
・
情
報
の
流
通

近
世
の
水
上
交
通
に
は
、
海
上
・
河
川
・
湖
上
の
各
交

通
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
海
上
交
通
は
「
鎖
国
」

制
の
下
、
日
本
列
島
の
沿
岸
海
運
が
中
心
で
、
大
坂
・
江

戸
の
二
元
的
海
運
が
展
開
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
幕

府
城
米
・
大
名
蔵
米
な
ど
の
大
坂
・
江
戸
へ
の
海
上
輸
送

を
全
国
的
規
模
で
発
達
さ
せ
た
が
、
そ
こ
に
は
陸
地
の
中

小
都
市
（
城
下
町
・
陣じ

ん

屋や

町
［
＊
6
］・
在
町
宿
駅
）
や
港
湾
都

市
と
、
三
都
（
大
坂
・
京
都
・
江
戸
）
と
を
結
ぶ
商
品
流
通

や
情
報
伝
達
な
ど
の
一
大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
、
機
能

す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
海
運
の
発
展
に
寄
与
し
た
の
が
、
江
戸
幕
府

の
海
運
政
策
で
あ
る
。
河
村
瑞ず

い

賢け
ん

［
＊
7
］
は
、
そ
の
下か

命め
い

に
よ
り
寛
文
10
（
1
6
7
0
）
年
東
廻
り
海
運
（
出
羽
〜
津

軽
海
峡
〜
房
総
半
島
〜
江
戸
）、
同
十
二
年
に
は
西
廻
り
海

運
（
出
羽
〜
下
関
〜
瀬
戸
内
海
〜
大
坂
〜
紀
伊
半
島
〜
遠え

ん

州し
ゆ
う

灘な
だ

〜
相
模
灘
〜
江
戸
）
を
刷
新
し
て
、
幕
領
米
の
江
戸
直
送

を
は
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
諸
大
名
の
蔵
米
輸
送
は
も
と
よ

り
一
般
的
な
商
品
輸
送
体
系
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
お
よ

ぼ
し
た
。
特
に
、
江
戸
〜
大
坂
間
の
太
平
洋
側
で
は
、
生

活
必
需
品
な
ど
の
輸
送
か
ら
出
発
し
た
菱ひ

垣が
き

廻
船
［
＊
8
］

や
酒
荷
専
用
の
樽
廻
船
も
、
江
戸
十と

組く
み

問
屋
［
＊
9
］
や
大

坂
二
十
四
組
問
屋
［
＊
10
］
な
ど
の
仲
間
結
成
と
と
も
に
発

展
、
変
転
を
み
た
。
他
方
、
日
本
海
側
で
は
、
蝦
夷
地
と

大
坂
な
ど
を
結
ぶ
北き

た

前ま
え

船ぶ
ね

が
活
動
し
た
が
、
特
に
瀬
戸
内

海
は
諸
国
の
地
廻
り
廻
船
が
集
中
す
る
と
こ
ろ
で
、
か
つ

て
幕
府
の
城
米
や
諸
大
名
の
蔵
米
お
よ
び
参
勤
交
代
の
大

名
荷
物
の
輸
送
引
き
受
け
か
ら
出
発
し
た
民
間
の
商
船
が
、

自
己
ま
た
は
委
託
荷
物
の
販
売
目
的
を
中
心
と
し
て
、
全

国
海
運
に
雄
飛
す
る
も
の
も
出
現
し
た
。
九
州
・
四
国
や

中
国
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
大
名
は
、
参
勤
交
代
に
藩
船
を

利
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
民
衆
も
海
上
乗
合
船
で
遠

隔
地
旅
行
や
社
寺
参
詣
を
し
た
。
一
方
、
東
海
道
で
は
、

大
名
の
参
勤
交
代
に
熱あ

つ

田た

〜
桑
名
間
の
七
里
渡
し
、
舞
坂

〜
新
居
間
の
今い

ま

切ぎ
れ

の
渡
し
は
海
路
利
用
と
な
る
が
、
民
衆

も
こ
れ
に
乗
船
、
ま
た
伊
勢
参
詣
に
は
吉
田
城
下
の
港こ

う

津し
ん

か
ら
伊
勢
の
川
崎
・
大お

お

湊み
な
と

ま
で
海
路
を
利
用
す
る
者
も
多

か
っ
た
。

関
東
平
野
の
江
戸
城
米
や
大
名
蔵
米
は
、
陸
上
輸
送
よ

り
も
多
く
は
利と

根ね

川が
わ

・
荒あ

ら

川か
わ

な
ど
の
川
船
に
よ
っ
て
搬
入

さ
れ
た
が
、
興
味
深
い
の
は
両
川
と
も
商
品
運
送
の
ほ
か
、

一
般
旅
客
を
川
船
に
乗
せ
て
江
戸
な
ど
へ
運
送
し
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
街
道
宿
駅
へ
の
宿
泊
者
を
減
少
さ
せ
る

と
の
激
し
い
反
対
も
あ
り
、
夜
船
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い

る
。
九
州
の
豊ぶ

ん

後ご

佐さ

伯え
き

・
臼う

す

杵き

藩
主
な
ど
は
内
陸
部
で
川

船
の
み
を
利
用
、
肥ひ

後ご

人ひ
と

吉よ
し

藩
主
も
当
初
は
山
路
を
日ひ

ゆ
う
が向

灘な
だ

へ
む
か
っ
た
り
し
た
が
、
寛
文
5
（
1
6
6
5
）
年
同

藩
商
人
に
よ
る
急
流
の
球く

磨ま

川が
わ

開
削
の
成
功
後
は
、
八や

つ

代し
ろ

の
不し

ら

ぬ

い

知
火
海か

い

ま
で
川
船
で
く
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
商
品
流
通
兼
用
で
あ
り
、
川
船
に
お
い
て
も
政
治
・
経

済
関
係
の
情
報
交
換
は
随
時
お
こ
な
わ
れ
た
。

二
公
用
通
行
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

◉
陸
上
交
通
路
の
主
要
通
信
手
段
―
―
飛
脚

一
般
に
、
陸
上
交
通
路
に
お
け
る
情
報
、
特
に
通
信
機

能
は
、
飛
脚
や
手
旗
信
号
、
烽の

ろ

し火
（
狼
煙
）
に
よ
っ
て
お

こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
織
豊
政
権
下
、
特
に
豊
臣
秀
吉
は
、

朝
鮮
侵
略
の
本
陣
で
あ
る
肥ひ

前ぜ
ん

名な

護ご

屋や

城
と
大
坂
・
京
都

と
の
通
信
・
輸
送
路
を
確
保
す
る
た
め
、
陸
・
海
2
コ
ー

ス
の
駅
制
を
施
行
し
た
。
い
わ
ゆ
る
継つ

ぎ

舟ぶ
ね

・
継つ

ぎ

飛び

脚き
や
く

制

の
実
施
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
継
舟
・
継
飛
脚
は
、
豊
臣
氏

の
奉
行
・
舟
奉
行
が
現
地
近
辺
の
船
子
・
農
民
を
使
役
し

て
、
逓て

い

送そ
う

業
務
を
遂
行
し
た
。
こ
の
継
飛
脚
で
は
1
里
に

つ
き
2
人
を
配
し
た
が
、
奥お

う

羽う

平
定
に
先
だ
ち
江
戸
〜
宇

都
宮
間
で
も
一
里
飛
脚
を
お
い
た
と
い
う
。
秀
吉
は
、
そ

の
朱
印
状
［
＊
11
］
を
一
城
ご
と
に
将
士
に
送
付
さ
せ
た
が
、

そ
の
ほ
か
各
宿
駅
に
も
逓て

い

送そ
う

方が
た

を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
当
時
、
京
都
で
は
、
御
次
（
継
）
飛
脚
ま
た
は
馬ば

借し
や
く

が
御
用
飛
脚
業
を
つ
と
め
た
が
、
大
坂
・
奈
良
・
大

津
・
丹
波
・
越
前
・
加
賀
・
伊
勢
・
姫
路
・
高
野
・
敦つ

る

賀が

・
美
濃
・
播
磨
を
冠
称
す
る
各
飛
脚
業
者
が
京
都
中
心

に
形
成
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
徳
川
政
権
下
の
飛
脚
業

者
の
先せ

ん

蹤し
よ
う

と
み
る
説
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
徳
川
家
康
の

関
東
入
国
を
始
源
と
す
る
江
戸
幕
府
の
継
飛
脚
は
、
関
ヶ

原
の
戦
後
の
五
街
道
宿
駅
制
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る

が
、
寛
永
10
（
1
6
3
3
）
年
の
継
飛
脚
給
米
の
各
宿
駅

へ
の
下か

付ふ

を
契
機
と
し
て
制
度
的
に
確
立
し
た
。
そ
れ
は

将
軍
の
朱
印
状
や
、
幕
府
の
老
中
・
道
中
奉
行
そ
の
他
の

役
職
者
の
証
文
に
よ
る
御
用
状
を
沿
道
の
町
・
村
、
後
に

は
宿
駅
が
順
次
逓
送
す
る
も
の
で
、
こ
の
範
囲
は
江
戸
を

中
心
に
京
都
・
大
坂
・
駿
府
以
下
、
西
は
長
崎
、
北
は
蝦

夷
地
に
ま
で
お
よ
ぶ
。
こ
の
場
合
、
宿
駅
の
問
屋
・
名

主
・
本
陣
宅
な
ど
が
御
継
所
と
な
り
、
問
屋
ら
宿
役
人
が

零
細
貧
困
な
人
足
に
継
飛
脚
の
仕
事
を
請
け
負
わ
せ
て
、

御ご

状じ
よ
う

箱は
こ

持も
ち

・
御
書
飛
脚
・
飛
脚
番
等
々
と
呼
び
、
諸
用

経
費
は
継
飛
脚
給
米
を
あ
て
た
。
こ
れ
に
は
大
急
御
用
・

中
急
御
用
・
常じ

よ
う

躰た
い

の
別
が
あ
り
、
江
戸
〜
京
都
間
を
最
急

便
が
2
日
半
〜
3
日
、
4
日
・
5
日
で
走
行
、
幕
府
は
渡

河
優
先
・
夜
通
し
継
立
・
夜
間
関
所
通
過
な
ど
の
特
権
を

あ
た
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
諸
大
名
は
参
勤
交
代
制
の
下
、
江
戸

の
藩
邸
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
、
封
地
の
居
城
や
領
内
各
地
と

の
連
絡
を
密
に
す
る
た
め
独
自
の
飛
脚
を
お
い
た
。
こ
の

う
ち
名
古
屋
・
和
歌
山
・
福
井
・
津
山
・
松
江
・
高
松
・

川
越
・
姫
路
な
ど
御
三
家
以
下
の
親
藩
が
本
国
〜
江
戸
間

を
連
絡
す
る
も
の
を
七
里
飛
脚
と
呼
ぶ
（
う
ち
、
姫
路
は

譜
代
藩
で
特
例
）。
例
え
ば
、
名
古
屋
藩
の
場
合
、
名
古
屋

東海道五十三次之内 庄野人馬宿継之図
歌川広重画
庄野宿の問屋場の様子。帳付役が書類を確認し、馬士・人足たちが荷物を新しい馬に積み替えている。
所蔵／中山道広重美術館
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歌川広重画
平塚宿近くの東海道の縄手道（田の間の道）を目的地へ急ぐ早飛脚などが行き交う。
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〜
江
戸
間
に
御
継
所
18
ヵ
所
を
7
里
ご
と
に
設
け
、
下
級

藩
士
の
中
間
3
人
ず
つ
を
配
置
し
て
、
藩
用
の
御
用
状
・

荷
物
な
ど
の
逓
送
に
あ
た
ら
せ
た
。
一
般
的
な
大
名
飛
脚

の
例
で
は
、
鳥
取
藩
の
場
合
、
江
戸
〜
鳥
取
間
を
往
復
す

る
御
飛
脚

0

0

0

、
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
よ
り
江
戸
・
鳥
取
へ

報
知
す
る
御
道
中
飛
脚

0

0

0

0

0

、
鳥
取
・
倉
吉
・
米
子
そ
の
他
へ

連
絡
す
る
領
内
飛
脚

0

0

0

0

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
藩
と
も
共
通

し
て
い
た
。
福
岡
藩
で
は
、
足
軽
2
人
が
1
組
と
な
り
、

江
戸
〜
福
岡
間
を
10
〜
11
日
（
大
早
）
便
・
13
日
便
・
15

日
便
で
連
絡
し
て
い
る
。

町
飛
脚
は
、
江
戸
の
定じ

よ
う

飛び

脚き
や
く

、
京
都
の
順
番
飛
脚
、
大

坂
の
三
度
飛
脚
が
有
名
で
、
寛
永
19
（
1
6
4
2
）
年
江

戸
・
京
都
の
町
人
が
申
し
あ
わ
せ
て
10
里
ご
と
に
飛
脚
宿

を
定
め
て
運
用
し
、
大
坂
の
飛
脚
が
江
戸
へ
進
出
し
た
の

も
寛
永
年
間
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
成
立
は
、
先
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の
豊
臣
政
権
の
と
き
の
京
都
・
大
坂
以
下
、
各
地
の
飛
脚

業
者
の
通
信
網
が
先
蹤
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
が
三
都
の

そ
れ
を
中
心
に
発
達
、
各
地
方
と
の
関
係
を
深
め
た
と
み

る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
定
飛
脚
問
屋
は
、
寛
文
4

（
1
6
6
4
）
年
京
都
二
条
城
・
大
坂
城
内
の
各
番
衆
が
、

こ
れ
ま
で
江
戸
へ
月
三
度
往
復
さ
せ
て
き
た
三
度
飛
脚
を

請
け
負
い
、「
御
用
飛
脚
」
の
名
目
で
宿
駅
人
馬
の
提
供

を
う
け
て
、
城
番
衆
以
外
の
一
般
商
用
の
分
を
ふ
く
め
た

飛
脚
と
し
て
、
経
営
を
独
立
さ
せ
た
。
18
世
紀
ご
ろ
の
三

度
飛
脚
仲
間
は
江
戸
・
京
都
・
大
坂
に
31
軒
の
問
屋
を
数

え
、
東
海
道
な
ど
に
は
飛
脚
取
次
所
が
お
か
れ
た
。

定
飛
脚
問
屋
の
著
名
な
も
の
に
、
大
坂
屋
・
十
七
屋
・

伏
見
屋
・
和
泉
屋
・
京
屋
・
嶋
屋
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
支

店
網
は
、
後
二
者
の
例
の
よ
う
に
生き

糸い
と

・
絹
織
物
の
生
産

地
、
上こ

う
ず
け野
・
下し

も
つ
け野
・
甲
斐
か
ら
奥
州
に
お
よ
ん
だ
が
、
さ

ら
に
北
は
箱
館
、
南
は
長
崎
な
ど
全
国
に
拡
大
し
、
書

状
・
現
金
・
為
替
・
荷
物
な
ど
を
逓
送
、
現
代
の
郵
便
局

の
前
身
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
大
名
家

に
出
入
り
し
て
用よ

う

達た
し

を
し
、
参
勤
交
代
時
の
荷
物
運
送
の

人
足
を
提
供
す
る
も
の
に
、
通
日
雇
請
負
人
が
お
り
、
そ

の
仲
間
を
江
戸
上
下
飛
脚
六
組
（
上
下
飛
脚
屋
）
と
呼
ん
だ
。

こ
れ
は
定
飛
脚
問
屋
へ
飛
脚
を
提
供
す
る
下
請
的
存
在

だ
っ
た
の
が
独
立
し
た
も
の
で
、
当
然
な
が
ら
定
飛
脚
と

紛
争
を
生
じ
た
。
飛
脚
の
な
か
に
は
、
か
わ
ら
版
を
出
し

た
り
、
米
相
場
を
報
知
し
た
り
す
る
者
、
遊
郭
な
ど
と
関

係
の
あ
る
文
使
や
町
使
な
ど
が
い
た
り
し
、
飛
脚
が
情
報

通
信
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

◉
「
鎖
国
」
下
の
海
外
情
報
収
集

「
鎖
国
」
体
制
下
の
幕
府
に
と
っ
て
、
海
外
情
報
に
大
き

な
関
心
が
払
わ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
代
表
が
、

長
崎
出で

島じ
ま

か
ら
発
せ
ら
れ
る
『
阿お

蘭ら
ん

陀だ

風ふ
う

説せ
つ

書が
き

』
で
、
こ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
イ
ン
ド
（
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
ふ
く
む
）・

中
国
の
各
風
説
の
3
部
か
ら
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
世
界

の
多
岐
に
わ
た
る
情
報
も
ふ
く
ま
れ
る
。
近
世
末
期
に
は
、

定
型
化
さ
れ
な
い
『
別
段
風
説
書
』、
そ
れ
に
唐と

う

通つ
う

詞じ

［
＊

12
］
を
媒
介
と
す
る
『
唐
風
説
書
』
も
書
か
れ
た
が
、
こ

れ
ら
は
通
詞
仲
間
な
ど
を
経
由
し
て
幕
閣
の
ほ
か
諸
大

名
・
公
家
そ
の
他
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
特
に
西
南
大
名
な
ど

は
長
崎
の
蔵
屋
敷
に
聞き

き

役や
く

［
＊
13
］
を
配
置
し
て
、
国
内
外

の
情
報
収
集
に
努
め
た
が
、
江
戸
参
府
途
中
の
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
や
そ
の
一
行
か
ら
も
海
外
の
知
識
や
情
報
が
知
識

人
・
民
衆
に
も
た
ら
さ
れ
、
ま
た
日
本
国
内
の
諸
情
報
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
情
報
伝
達
の
ル
ー
ト
は
、
陸
上
の
主
要
街
道

（
長
崎
路
〜
中
国
路
〜
東
海
道
・
中
山
道
）
の
諸
飛
脚
の
み
な

ら
ず
、
海
上
航
路
（
玄
界
灘
〜
瀬
戸
内
海
）
の
飛
脚
船
を
も

利
用
し
た
。
後
者
は
、
公
私
を
と
わ
ず
連
絡
に
急
を
要
す

る
と
き
、
日
和
・
風
向
も
無
視
し
て
艪ろ

走そ
う

と
帆は

ん

走そ
う

を
交
え

て
急
行
す
る
も
の
で
、
瀬
戸
内
海
以
外
の
各
港
津
に
も
存

在
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
河
川
の
小
船
に
よ
る
急
便
も
み
ら

れ
る
。
異
国
船
の
接
近
・
漂
着
な
ど
の
際
は
、
九
州
・
四

国
・
本
州
の
海
辺
諸
藩
は
、
遠と

お

見み

番
所
［
＊
14
］・
津つ

口ぐ
ち

番

所
・
船
番
所
・
火
立
場
（
烽
火
台
）
な
ど
を
設
け
て
、
藩

庁
へ
報
知
さ
せ
、
さ
ら
に
大
坂
城
代
な
い
し
江
戸
城
へ
連

絡
す
る
の
を
常
と
し
た
。

◉
大
坂
・
堂
島
の
米
相
場
の
影
響

三
都
な
ど
巨
大
都
市
や
中
小
都
市
（
中
小
城
下
町
・
陣
屋

町
ほ
か
）、
街
道
宿
駅
や
主
要
な
街
村
に
は
高
札
が
立
て

ら
れ
、
幕
府
や
諸
大
名
の
基
本
的
な
政
令
・
禁
制
公
布
の

場
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
政
治
支
配
を
主
眼
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
巨
大
都
市
は
全
国
的
商
品
流
通
の
ヒ
ン

タ
ー
ラ
ン
ド
［
＊
15
］
で
も
あ
り
、
特
に
大
坂
は
日
本
列
島

の
各
地
か
ら
厖
大
な
量
の
米
穀
以
下
の
商
品
が
諸
大
名
の

蔵
屋
敷
な
ど
に
集
中
す
る
関
係
上
、
そ
の
経
済
的
地
位
は

著
し
く
高
ま
っ
た
。
特
に
堂
島
に
は
、元
禄
10（
1
6
9
7
）

年
米
市
が
移
転
し
て
き
た
後
、
米
会
所
も
設
け
ら
れ
る
が
、

そ
こ
で
の
米
相
場
の
情
報
把
握
は
、
諸
藩
や
そ
の
町
人
蔵

元
に
と
っ
て
も
経
済
的
死
命
に
か
か
わ
る
重
大
事
で
あ
っ

た
。
大
坂
近
傍
の
城
下
町
や
宿
駅
・
在
町
に
と
っ
て
も
、

こ
れ
は
無
視
で
き
ぬ
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
宿
駅
本
陣
の

宿
帳
な
ど
に
、
米
穀
そ
の
他
の
商
品
相
場
を
明
記
し
、
一

般
旅は

た

籠ご

屋
や
商
店
に
周
知
さ
せ
て
い
る
。

安
永
4
（
1
7
7
5
）
年
大
坂
町
奉
行
は
、
大
坂
三
郷

（
北
・
南
・
天
満
の
3
組
）
と
摂
津
・
河
内
の
郷
村
が
幟の

ぼ
り

を

立
て
て
種
々
の
合
図
を
し
、
米
相
場
を
他
所
へ
伝
え
る
の

を
禁
じ
た
が
、
後
に
は
商
人
の
相
模
屋
又
市
ら
に
堂
島
米

市
場
の
営
業
を
許
可
し
た
と
き
飛
脚
利
用
を
許
可
し
て
い

る
。
手
旗
信
号
は
、
例
え
ば
岡
山
藩
な
ど
の
場
合
、
堂
島

を
起
点
と
し
て
、
尼
崎
・
六
甲
山
・
碇
山
・
高
取
山
・
旗

振
山
・
国く

に

包か
ね

・
龍
野
・
赤
穂
・
熊
山
か
ら
岡
山
に
設
置
さ

れ
て
い
る
が
、
同
藩
で
は
藩
主
の
参
勤
交
代
の
際
は
、
烽

火
で
連
絡
し
た
。
赤あ

か

間ま
が

関せ
き

（
下
関
）
で
も
大
坂
米
市
場
へ

す
べ
て
を
廻
送
せ
ず
、
こ
こ
で
米
穀
等
の
集
散
、
取
引
を

お
こ
な
っ
た
の
で
、
大
坂
米
市
場
の
そ
れ
と
を
烽
火
で
伝

達
し
あ
っ
た
。
明
治
6
（
1
8
7
3
）
年
の
広
範
か
つ
激

し
い
筑
前
竹
槍
一
揆
も
、
そ
の
発
端
は
米
穀
商
人
の
烽
火

に
よ
る
米
相
場
操
作
に
対
す
る
疑
惑
、
誤
解
に
起
因
す
る

と
い
わ
れ
る
。

な
お
、
都
市
や
在
町
宿
駅
は
、
そ
の
大
小
に
か
か
わ
ら

ず
周
辺
地
域
（
助
町
・
助
郷
）
の
中
枢
で
あ
る
関
係
上
、

街
道
と
い
う
「
線
」
を
通
じ
て
流
入
す
る
全
国
各
地
の
政

治
・
社
会
な
ど
の
諸
情
報
や
文
化
・
思
想
な
ど
を
深
く
摂

取
し
、
ま
た
他
地
域
へ
逆
伝
播
さ
せ
る
「
面
」
の
拠
点
で

も
あ
る
。
こ
の
た
め
諸
情
報
の
、「
線
」
を
通
じ
た
各
地

点
ご
と
の
「
面
」
へ
の
広
範
な
浸
透
は
、
そ
の
逆
作
用
と

も
相
ま
ち
、
在
来
の
武
士
・
民
衆
間
に
み
る
広
義
の
諸
格

差
に
楔く

さ
び

を
打
ち
こ
み
、
そ
の
変
質
と
普
遍
化
を
も
た
ら
し

『摂津名所図会』
大坂・北中之島ほとりの各大名の蔵屋敷に、舟で運ばれた米穀を陸揚げして運び込む光景が描かれている。
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注＊
１ 

公
用
旅
行
者
な
ど
の
貨
客
運
送
の
た
め
に
、
人
馬
勤
め
に
従
事
さ
せ
る
制
度

で
、
古
代
か
ら
近
世
を
通
じ
て
存
在
し
た
。

＊
２ 

近
世
都
市
内
の
街
道
伝
馬
町
の
貨
客
運
送
に
、
人
馬
を
補
助
的
に
提
供
す
る

隣
接
の
諸
町
。

＊
3 

近
世
の
街
道
宿
駅
の
貨
客
運
送
に
、
人
馬
を
補
助
的
に
提
供
す
る
郷
村
、
ま

た
は
そ
の
課
役
。

＊
4 

近
世
の
幕
府
領
や
旗
本
・
藩
領
の
境
界
警
備
の
た
め
、
旅
人
の
出
入
り
や
物

資
の
移
出
入
を
監
視
す
る
た
め
の
番
所
で
、
幕
府
の
関
所
格
に
至
ら
な
い
地

域
的
な
も
の
。

＊
5 

法
的
に
は
農
村
で
あ
り
な
が
ら
実
質
は
町
と
し
て
商
業
活
動
も
営
ん
で
い
た

集
落
を
在
町
と
い
い
、
宿
駅
業
務
も
果
た
し
た
。

＊
6 

近
世
の
城
主
格
で
な
い
１
～
２
万
石
の
小
大
名
や
交
替
寄
合
（
旗
本
）
の
屋

敷
を
中
心
に
発
達
し
た
小
都
市
。

＊
7 

江
戸
時
代
の
有
力
商
人
、
海
運
・
土
木
事
業
家
（
１
６
１
８
～
99
）。
地
方

の
米
を
江
戸
、
大
坂
へ
運
ぶ
東
廻
り
・
西
廻
り
両
海
運
の
刷
新
と
畿
内
治
水

の
二
大
事
業
の
功
労
者
。

＊
8 

上
方
～
江
戸
間
を
木
綿
・
油
・
酒
・
紙
な
ど
日
常
必
要
物
資
を
輸
送
す
る
廻

船
。
船
側
垣
立
（
か
き
だ
つ
）
部
分
の
筋
を
菱
形
の
格
子
に
組
ん
だ
こ
と
か

ら
、
そ
の
名
が
付
い
た
。

＊
9 

菱
垣
廻
船
の
渡
航
危
険
を
避
け
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
江
戸
有
力
問
屋
の
組

織
。

＊
10 

菱
垣
廻
船
で
大
坂
か
ら
江
戸
へ
積
み
送
る
商
品
の
買
次
に
あ
た
っ
た
大
坂
側

の
江
戸
積
み
問
屋
仲
間
。

＊
11 

朱
印
を
押
し
た
公
的
文
書
。
中
世
に
は
戦
国
大
名
が
花
押
（
書
判
）
代
わ
り

に
捺
印
し
た
も
の
、
近
世
で
は
将
軍
専
用
の
重
要
文
書
を
指
す
。

＊
12 

近
世
の
長
崎
に
お
け
る
中
国
語
の
通
訳
官
。
長
崎
奉
行
所
と
中
国
人
と
の
間

の
外
交
・
通
商
事
務
を
担
当
。

＊
13 

近
世
の
九
州
・
中
国
の
諸
藩
が
、
そ
の
家
臣
を
長
崎
に
派
遣
し
た
情
報
収
集

役
。

＊
14 

近
世
の
内
陸
部
の
幕
府
関
所
や
幕
府
領
・
藩
領
境
の
口
留
番
所
に
付
属
し
た

見
張
番
所
、
日
本
列
島
海
辺
で
異
国
船
来
航
な
ど
を
監
視
す
る
見
張
番
所
を

指
す
。

＊
15 

港
な
ど
の
後
背
地
で
、
そ
の
経
済
活
動
を
支
え
る
地
域
、
内
陸
地
。

な
が
ら
、
新
し
い
次
元
の
世
界
（
明
治
維
新
）
を
う
み
出

す
契
機
と
も
な
っ
た
。
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は
じ
め
に

18
世
紀
後
半
、「
大
坂
を
通
る
者
で
彼
の
こ
と
を
知
ら

な
い
者
は
い
な
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
世
に
名
前
の

通
っ
た
風
流
好
事
の
博
物
家
が
い
た
。
北
堀
江
の
造
り
酒

屋
の
主
人
、
木
村
蒹
葭
堂
で
あ
る
。
蒹
葭
堂
は
博
学
多
芸

な
文
人
で
、
本
草
・
博
物
家
、
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
書
籍
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ノ
の
収
集
と
、
際

だ
っ
て
幅
広
い
人
脈
を
築
き
上
げ
た
人
物
と
し
て
有
名
で

あ
る
。

彼
は
自
筆
日
記
を
残
し
て
い
て
、
そ
の
日
に
会
っ
た
人

名
を
書
き
付
け
る
シ
ン
プ
ル
な
人
名
簿
式
日
記
で
あ
る
が
、

現
存
す
る
19
年
余
分
の
日
記
に
は
、
約
8
5
0
0
名
、

の
べ
4
万
人
近
い
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
多
い
時
に
は

一
日
に
20
人
以
上
と
会
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
、
積
極
的

な
交
際
で
あ
る
。

日
記
か
ら
う
か
が
え
る
交
遊
範
囲
は
、
北
は
松
前
か
ら

南
は
薩
摩
種
子
島
に
い
た
る
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
っ
て
お
り
、

文
人
・
知
識
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
名
や
藩
士
、
中

国
の
画
人
・
僧
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
・
商
館
医
、
朝
鮮
通

信
使
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
な
か
ば
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
蒹
葭
堂
で
あ
る
が
、
日
記
が
示
す
交
流

の
痕
跡
は
、
蒹
葭
堂
が
当
時
の
大
坂
に
お
い
て
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
蒹

葭
堂
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
と
関
わ
り
を
持
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
交
流
を
結
ん
で

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
の
生
涯
を
追
う
と
、
単
な
る
興
味
本
位
の
物
好
き
で

は
な
く
、
学
者
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
が
み
え
て
く
る
。
蒹
葭
堂
と
い
う
人
物
の
あ
り
方
を
通

し
て
、18
世
紀
後
半
の
知
の
交
流
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ  

蒹
葭
堂
と
学
芸

◉
町
人
蒹
葭
堂

は
じ
め
に
、
大
坂
の
町
に
住
む
町
人
と
し
て
の
蒹
葭
堂

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

蒹
葭
堂
は
、
元
文
元
（
1
7
3
6
）
年
、
北
堀
江
5
丁

目
で
酒
造
業
を
営
む
坪
井
屋
に
生
ま
れ
た
。
時
は
8
代
将

軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
で
あ
る
。
通
称
は
吉
右
衛
門
、
字
は

世せ
い

粛し
ゆ
く

、
号
は
巽そ

ん

斎さ
い

、
自
宅
の
居
室
に
つ
け
た
蒹
葭
堂
の
堂

号
で
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
の

南
東
角
に
「
蒹
葭
堂
邸
跡
」
の
石
碑
が
建
つ
が
、
旧
宅
は

正
確
に
は
そ
こ
よ
り
も
西
へ
1
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

造
り
酒
屋
坪
井
屋
の
主
人
と
し
て
、
町
年
寄
を
20
年
あ

ま
り
つ
と
め
た
が
、
54
歳
の
時
に
支
配
人
に
任
せ
て
い
た

造
酒
が
生
産
制
限
を
超
え
た
と
し
て
と
が
め
を
受
け
、
酒

造
道
具
を
没
収
さ
れ
町
年
寄
の
職
を
解
か
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
親
交
の
あ
っ
た
伊
勢
長
島
藩
主
の
誘
い
を
受

け
て
、
一
時
長
島
藩
領
川
尻
村
（
現
・
三
重
県
四
日
市
市
川

尻
町
）
へ
引
っ
越
し
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
帰
坂
し
て
、

以
後
は
唐か

ら

物も
の

の
筆
墨
紙
硯
を
扱
う
文
房
具
商
を
営
み
、
享

和
2
（
1
8
0
2
）
年
67
歳
で
没
し
た
。

大
坂
商
人
と
し
て
見
る
と
、
決
し
て
順
風
満
帆
に
進
ん

だ
人
生
で
は
な
か
っ
た
が
、
学
芸
活
動
と
い
う
視
点
で
見

木村蒹葭堂肖像
谷文晁筆　重要文化財
江戸時代の文人画家・谷文晁が蒹葭堂の没後、遺族
に依頼されて描いたとされる肖像画。その楽しげな表
情から温厚な人柄がうかがえる。
所蔵／大阪府教育委員会

花蝶之図
木村蒹葭堂筆
紅葉した幹につるをからめて花が咲き、胡蝶が舞う。
当時流行した南蘋派の影響を受けて描かれた作品。
所蔵／関西大学図書館

れ
ば
ま
た
別
の
見
方
が
で
き
る
。
次
に
蒹
葭
堂
の
学
芸
交

流
の
様
子
を
見
て
い
こ
う
。

◉
画
家
と
の
交
わ
り

蒹
葭
堂
は
短
い
自
伝
を
書
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

彼
の
学
芸
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
が
あ
ら
ま
し
わ

か
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
幼
い
こ
ろ
体
の
弱
か
っ
た
蒹
葭

堂
が
、
ま
ず
関
心
を
寄
せ
た
の
は
植
物
と
画
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
画
は
、
文
事
に
理
解
の
あ
る
父
の
も
と
、
5
、

6
歳
の
こ
ろ
に
狩
野
派
の
大
岡
春し

ゆ
ん

卜ぼ
く

か
ら
初
歩
を
学
び
、

つ
い
で
大
和
郡
山
の
文
人
画
家
、
柳
沢
淇き

園え
ん

（
柳
里
恭
）

に
手
本
を
も
ら
っ
て
教
え
を
受
け
た
。
春
卜
の
影
響
を
受

け
て
唐か

ら

画え

を
志
す
一
方
、
12
歳
の
こ
ろ
に
、
長
崎
か
ら
大

坂
へ
や
っ
て
き
た
画
僧
の
鶴
亭
を
通
じ
て
、
中
国
の
沈し

ん

南な
ん

蘋ぴ
ん

が
も
た
ら
し
た
新
し
い
画
風
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

写
実
的
で
濃
密
な
花
鳥
画
を
得
意
と
す
る
沈
南
蘋
の
画
風

は
、
花
鳥
画
の
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
多
く
の
南

蘋
派
の
画
家
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
蒹
葭
堂
は

鶴
亭
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
京
坂
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ

の
画
風
を
い
ち
早
く
知
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
年

に
は
京
都
で
池
大
雅
か
ら
山
水
画
を
学
ん
で
い
る
。
蒹
葭

堂
よ
り
一
回
り
ほ
ど
年
長
の
大
雅
と
は
、
師
弟
以
上
の
親

し
い
関
係
で
生
涯
交
遊
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
蒹
葭
堂
は
一
流
の
画
家
に
師
事
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
画
を
学
び
取
り
、
多
く
の
画
家
と

の
交
流
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
蒹
葭
堂
が
活
動
し

た
時
期
は
、
大
坂
で
文
人
画
が
成
長
す
る
時
期
に
あ
た
っ

て
お
り
、
大
坂
画
壇
の
画
家
を
は
じ
め
、
次
代
を
に
な
う

若
い
画
家
た
ち
も
蒹
葭
堂
と
交
わ
っ
て
刺
激
を
受
け
て
い

る
。25

歳
の
時
に
最
晩
年
の
蒹
葭
堂
と
知
り
合
っ
た
文
人
画

家
の
田た

能の

村む
ら

竹ち
く

田で
ん

も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
蒹
葭
堂
の
画

技
を
高
く
評
価
し
、
も
し
門
下
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い

た
な
ら
、
と
残
念
が
っ
て
い
る
。
竹
田
は
、
蒹
葭
堂
の
人

柄
に
つ
い
て
「
後
進
の
者
を
推
薦
す
る
の
に
言
葉
を
惜
し

ま
ず
、
才
芸
に
見
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
者
に
は
か
な
ら

ず
心
を
尽
く
し
て
交
わ
っ
た
」
と
述
べ
、
蒹
葭
堂
が
年
の

離
れ
た
若
い
人
材
と
も
対
等
に
接
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

画
家
と
の
交
流
の
な
か
で
は
、
互
い
に
作
品
を
依
頼
し

た
り
贈
答
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る

が
、
紀
州
の
文
人
画
家
の
桑
山
玉ぎ

よ
く

洲し
ゆ
う

は
少
し
違
っ
た
依

頼
を
し
て
い
る
。
蒹
葭
堂
に
あ
て
た
書
状
の
な
か
で
「
御

預
け
申
し
上
げ
御
座
候
拙
画
の
筋
は
、
先
達
て
申
し
上
げ

候
通
り
、
い
か
ほ
ど
下
直
（
値
）
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
候

間
、
商
人
方
へ
残
ら
ず
節
前
に
遣
わ
さ
れ
下
さ
る
べ
く

候
」、
つ
ま
り
ど
れ
だ
け
安
く
て
も
良
い
か
ら
、
預
け
て

お
い
た
自
分
の
作
品
を
節
供
前
ま
で
に
商
人
へ
売
り
払
っ

て
欲
し
い
と
、
売
画
の
仲
介
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

玉
洲
は
、
池
大
雅
や
蒹
葭
堂
と
の
交
友
を
通
じ
て
書
画
の

品
評
と
は
何
か
を
悟
っ
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が

所
蔵
す
る
書
画
を
見
て
眼
を
養
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

一
方
の
蒹
葭
堂
も
、
紀
州
桑
名
藩
儒
が
所
望
と
い
う
こ
と

で
古
琴
を
斡
旋
し
た
が
、
取
引
が
成
立
し
な
い
ま
ま
琴
も

返
却
さ
れ
ず
、
甚
だ
困
っ
た
状
況
に
陥
っ
た
時
、
玉
洲
に

書
状
を
送
っ
て
取
り
成
し
を
依
頼
し
て
い
る
。
両
者
が
画

家
と
い
う
単
純
な
接
点
を
超
え
て
互
い
を
頼
み
、
よ
り
深

近
世
大
坂
が
生
ん
だ
稀
代
の
文
人
・
町
人
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
木
村
蒹
葭
堂
。

幼
少
期
か
ら
絵
画
、
詩
文
、
本
草
学
を
学
ぶ
傍
ら
、
長
じ
て
書
画
骨
董
を
広
く
収
集
。

そ
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
全
国
に
知
ら
れ
、

閲
覧
・
情
報
交
換
の
た
め
に
訪
れ
る
人
び
と
と
の
交
友
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

江
戸
期
大
坂
を
中
心
に
、
一
大
サ
ロ
ン
と
文
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
た
蒹
葭
堂
の
足
跡
を
辿
り
、

い
ま
学
ぶ
べ
き
知
の
交
流
の
あ
り
方
を
探
る
。

木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど

う

の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
み
る
知
の
交
流

有
坂
道
子

Arisaka M
ichiko

あ
り
さ
か
・
み
ち
こ

1
9
6
9
年
生
ま
れ
。
京
都
府
立
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。
京
都

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
京
都
大

学
文
学
研
究
科
助
手
を
経
て
、
現
在
、
京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授
。

論
文
に
﹁
市
井
の
蘭
学
│
│
木
村
蒹
葭
堂
に
み
る
﹂、﹁
木
村
蒹
葭
堂

の
交
友
と
知
識
情
報
﹂、
共
著
に
﹃
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
5 

知

識
と
学
問
を
に
な
う
人
び
と
﹄（
吉
川
弘
文
館
）、
共
編
著
に
﹃
完
本  

蒹
葭
堂
日
記
﹄（
藝
華
書
院
）
が
あ
る
。

3435 C E L   N o v e m b e r   2 0 1 7 C E L   N o v e m b e r   2 0 1 7



い
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

◉
混
沌
詩
社

蒹
葭
堂
は
18
、
19
歳
の
こ
ろ
に
儒
学
者
の
片
山
北
海
に

経
書
の
読
み
方
を
学
ん
だ
が
、
漢
詩
文
を
好
ん
だ
北
海
の

影
響
を
受
け
て
23
歳
の
こ
ろ
か
ら
蒹
葭
堂
会
と
い
う
詩
文

読
書
の
会
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。

18
世
紀
は
、
儒
学
の
世
界
で
漢
詩
文
を
積
極
的
に
位
置

づ
け
る
荻お

ぎ
ゆ
う生
徂そ

徠ら
い

の
古
文
辞
学
が
盛
ん
に
な
り
、
漢
詩
文

が
大
き
な
流
行
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、

生
活
の
ゆ
と
り
と
教
養
へ
の
興
味
を
持
つ
人
び
と
が
し
だ

い
に
増
え
、
限
ら
れ
た
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
身
分
や
職
業
の
人
び
と
が
詩
文
や
書
画
な
ど
文
人
と

し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
作

詩
文
を
楽
し
む
グ
ル
ー
プ
の
活
動
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
蒹
葭
堂
会
も
や
が
て
片
山
北
海
を
主
宰
と
す
る

混
沌
詩
社
に
吸
収
さ
れ
、
さ
ら
に
大
き
く
展
開
し
て
い
く
。

混
沌
詩
社
に
は
医
者
、
商
人
、
儒
学
者
、
武
士
（
多
く
は

蔵
屋
敷
役
人
）
な
ど
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
揃
い
、
大
坂
を
代

表
す
る
詩
社
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

の
ち
に
昌
平
坂
学
問
所
の
教
官
と
な
り
寛
政
の
三
博
士

に
数
え
ら
れ
た
尾び

藤と
う

二じ

洲し
ゆ
う

も
、
在
坂
時
に
混
沌
詩
社
に
参

加
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
詩
社
の
主
宰
で
あ
る
片
山
北

海
に
関
し
て
面
白
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
当
時
京
都
で

有
名
な
儒
学
者
で
あ
っ
た
皆
川
淇
園
と
大
坂
の
片
山
北
海

と
、
ど
ち
ら
か
に
従
学
し
よ
う
と
考
え
た
二
洲
は
、
ま
ず

皆
川
淇
園
の
家
を
訪
ね
た
。
そ
う
す
る
と
、
淇
園
は
門
人

が
左
右
に
居
並
ぶ
な
か
威
儀
を
正
し
て
面
会
し
た
。
次
に

片
山
北
海
の
家
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
門
前
で
手
拭
い
を
か

ぶ
っ
て
薪
を
割
っ
て
い
る
男
が
お
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち

北
海
で
あ
っ
た
。
二
洲
は
つ
い
に
北
海
を
師
に
選
ん
だ
、

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
海
が
素
朴
で
飾
ら
な
い
人

で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
が
、
見
か
け
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
実
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
混
沌
詩
社
の
活
動
も
、
自
由
な
雰
囲
気
の
な
か
で
漢

詩
文
を
作
り
、
批
評
し
合
う
も
の
で
あ
り
、
身
分
の
違
い

な
く
仲
間
と
し
て
の
親
し
い
つ
き
あ
い
が
結
ば
れ
て
い
た

こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

◉
本
草
学
の
世
界

蒹
葭
堂
が
早
く
か
ら
興
味
を
向
け
た
も
う
ひ
と
つ
に
、

植
物
が
あ
っ
た
。
自
宅
で
草
木
花
樹
を
育
て
る
ほ
ど
好
き

だ
っ
た
植
物
へ
の
関
心
は
、
や
が
て
本
草
学
の
世
界
へ
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
草
学
と
は
、
薬
用
と
な
る
植
物
や
動
物
・
鉱
物
を
対

象
と
す
る
学
問
で
、
今
で
言
う
薬
物
学
に
近
い
。
蒹
葭
堂

は
16
歳
で
京
都
の
本
草
学
者
、
津
島
恒つ

ね

之の

進し
ん

（
如
蘭
）
の

門
人
と
な
り
、
恒
之
進
の
没
後
は
他
の
門
人
た
ち
と
書
状

を
通
じ
て
知
識
を
深
め
、
さ
ら
に
小
野
蘭
山
の
門
弟
と

な
っ
て
本
格
的
な
本
草
研
究
を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
野
蘭
山
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
最
も
有
名
な
京
都
の
本

草
家
で
、
幕
府
の
招
き
に
よ
っ
て
71
歳
で
江
戸
に
下
り
、

医
学
館
で
本
草
学
を
講
義
し
た
人
物
で
あ
る
。

蒹
葭
堂
が
本
草
学
の
学
び
を
深
め
る
上
で
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
、
同
門
の
仲
間
た
ち
と
の
交
流
や
各
地

の
本
草
学
者
と
の
情
報
交
換
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
重
要

な
機
会
で
あ
っ
た
の
は
物
産
会
で
あ
る
。
津
島
恒
之
進
が

お
こ
な
っ
て
い
た
本
草
の
会
は
ま
だ
小
さ
な
集
ま
り
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
だ
い
に
本
草
会
・
薬
品
会
・

物
産
会
な
ど
と
称
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
産
を
持
ち
寄
っ
て

そ
の
真
偽
を
見
極
め
、
有
用
性
の
有
無
を
検
討
し
、
知
識

を
交
換
す
る
集
ま
り
が
各
地
で
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

物
産
会
は
本
草
や
産
物
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得

る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の
交
流
は
学
派
の
別
に
か
か
わ

ら
ず
、
各
地
の
本
草
家
や
本
草
に
興
味
を
持
つ
者
た
ち
が

広
く
加
わ
る
も
の
だ
っ
た
。

自
伝
の
な
か
で
蒹
葭
堂
は
、
小
野
蘭
山
へ
の
従
学
を

「
蘭
山
に
従
て
益

ま
す
ま
す

名
物
の
こ
と
を
究き

わ

む
」
と
記
し
て
い
る

が
、「
名
物
の
こ
と
」
と
は
す
な
わ
ち
、
植
物
を
は
じ
め

と
す
る
諸
物
産
の
名
前
と
そ
れ
が
持
つ
性
質
を
知
る
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
外
国
産
の
あ
る
薬
草
に
ど
の
よ
う
な

形
状
・
性
質
・
効
用
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
何
に
当
た

る
か
を
調
べ
る
こ
と
が
本
草
学
で
は
重
要
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
名
物
学
の
手
法
は
、
い
わ
ゆ
る
薬
物
学
の
範
囲
に

と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
生
活
の
ま
わ
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な

物
産
、
モ
ノ
へ
の
関
心
へ
と
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

将
軍
吉
宗
が
殖
産
興
業
に
熱
心
で
実
学
を
奨
励
し
た
こ
と

も
、
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
あ
る
。
物
産
会
の
盛
行
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
に
対
す
る
興
味
関
心
が
多
く
の
人
に
共

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
対
象
と
す
る
物
産

を
広
げ
な
が
ら
博
物
学
的
な
方
向
へ
と
進
む
ひ
と
つ
の
流

れ
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ  

蒹
葭
堂
の
知
の
か
た
ち

◉
モ
ノ
を
考
索
す
る

蒹
葭
堂
は
そ
う
し
た
事
物
の
考
証
を
お
こ
な
う
た
め
に
、

書
籍
や
文
物
の
収
集
に
力
を
入
れ
た
。
蔵
書
に
関
し
て
は

「
数
年
来
、
百
費
を
省
き
収
む
る
所
書
籍
に
不
足
な
し
、

過
分
と
云
う
べ
し
」
と
い
う
ほ
ど
で
、
そ
の
数
2
万
巻
と

も
3
万
巻
と
も
言
わ
れ
た
。
自
伝
に
あ
げ
る
収
集
対
象
は
、

書
籍
以
外
に
、
日
本
や
中
国
の
金
石
碑
本
、
日
本
の
古
書

画
や
詩
文
、
中
国
書
画
、
日
本
お
よ
び
外
国
の
地
図
、
草

木
・
金
石
・
珠
玉
・
虫
・
魚
介
・
鳥
獣
、
古
銭
、
古
器
物
、

中
国
の
器
具
、
外
国
の
異
産
に
及
ん
で
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
そ
こ
に
「
奇
を
愛
す
る
に
非
ず
、

専
ら
考
索
の
用
と
す
」「
右
の
類
あ
り
と
い
え
ど
も
み
な

考
索
の
用
と
す
、
他
の
艶
飾
の
比た

ぐ
い

に
あ
ら
ず
」
と
書
き
添

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
集
め
は
金
持

蒹葭堂日記
羽間文庫本
蒹葭堂が来訪者や訪問先を記した日記。日々びっし
りと書き込まれた記述から、蒹葭堂の圧倒的な交友
関係の広さがうかがえる。
所蔵／大阪歴史博物館
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ち
の
収
集
趣
味
と
思
わ
れ
が
ち
で
、
実
際
、
蒹
葭
堂
も
世

間
か
ら
「
豪
家
の
徒
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
蒹
葭
堂
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
蔵
書
や

収
集
品
を
「
考
索
」
の
た
め
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
、
そ
の
成
果
の
一
端
は
蒹
葭
堂
の
著
作
『
一い

つ

角か
く

纂さ
ん

考こ
う

』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
一
角
纂
考
』
は
、
蒹
葭
堂
が
解
毒
万
能
薬
と
し
て
珍
重

さ
れ
た
ウ
ニ
コ
ー
ル
（
一
角
）
の
原
料
を
確
定
し
た
書
で

あ
る
。
当
時
、
一
角
の
原
料
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
蒹
葭
堂
は
所
蔵
す
る
和
漢
洋
の
蔵
書
を

調
べ
、
西
洋
書
の
『
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
地
方
地
理
志
』
に

あ
る
図
と
記
述
に
よ
っ
て
、
一
角
が
北
氷
洋
に
生
息
す
る

ク
ジ
ラ
の
仲
間
で
あ
る
イ
ッ
カ
ク
の
歯
牙
か
ら
作
ら
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
書
の
記
述

を
信
頼
し
た
根
拠
は
、
他
の
諸
書
が
伝
聞
に
基
づ
く
記
述

ば
か
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
実
際
に
そ
の
地
を
訪
れ
、

イ
ッ
カ
ク
を
見
た
人
の
言
に
基
づ
く
記
載
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
大
坂
に
お
け
る
学
問

態
度
の
特
徴
で
も
あ
る
、
自
ら
実
践
・
経
験
す
る
な
か
で

物
事
の
真
実
を
見
極
め
る
と
い
う
考
え
方
に
沿
う
も
の
と

言
え
る
。

◉
蒹
葭
堂
の
貢
献

ま
た
、『
一
角
纂
考
』
は
、
江
戸
の
蘭
学
者
大
槻
玄
沢

の
『
六ろ

く

物ぶ
つ

新し
ん

志し

』
と
い
う
著
作
と
合
わ
せ
て
、
蒹
葭
堂
版
、

す
な
わ
ち
蒹
葭
堂
の
自
費
出
版
で
刊
行
さ
れ
た
。
大
槻
玄

沢
は
、『
解
体
新
書
』
で
有
名
な
杉
田
玄
白
に
学
び
、
は

じ
め
て
蘭
学
塾
を
開
い
て
多
く
の
人
材
を
育
て
た
人
物
で
、

『
六
物
新
志
』
は
一
角
や
サ
フ
ラ
ン
、
ニ
ク
ズ
ク
な
ど
6

つ
の
薬
物
に
つ
い
て
解
説
し
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。

蒹
葭
堂
は
『
一
角
纂
考
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
大

槻
玄
沢
に
意
見
を
聞
き
、
西
洋
書
の
記
述
の
解
読
を
依
頼

し
た
経
緯
が
あ
り
、
た
っ
て
の
願
い
で
玄
沢
の
著
述
を
合

刻
し
た
。
蘭
学
者
の
宇
田
川
玄
随
は
、
蒹
葭
堂
に
あ
て
た

書
状
の
な
か
で
、「
玄
沢
六
物
新
志
も
、
御
世
話
に
て
刊

行
御
図は

か

り
下
さ
れ
候
由よ

し

、
感か

ん

荷か

（
受
け
た
恩
を
心
に
深
く
感

じ
る
こ
と
）
同
様
に
存
じ
奉
り
候
」
と
蒹
葭
堂
に
感
謝
の

意
を
表
し
て
い
る
。

今
も
昔
も
専
門
書
の
出
版
は
簡
単
で
は
な
く
、
蒹
葭
堂

は
世
の
中
に
益
す
る
こ
う
し
た
成
果
を
出
版
助
成
と
い
う

か
た
ち
で
援
助
し
た
。
蒹
葭
堂
が
自
費
出
版
し
た
書
は
、

自
ら
校
訂
・
校
注
を
加
え
た
漢
籍
や
知
友
の
著
書
な
ど

二
十
数
種
に
の
ぼ
り
、
価
値
あ
る
書
籍
を
吟
味
・
選
別
し

て
私
財
を
投
じ
て
出
版
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

先
に
も
あ
げ
た
宇
田
川
玄
随
の
書
状
に
は
、
蘭
学
者
の

『一角纂考』
木村蒹葭堂著　寛政７（1795）年刊　蒹葭堂蔵版
蒹葭堂の代表的著作で、クジラの一種であるイッカクについての研究書。
大槻玄沢の『六物新志』とセットで刊行された。２段目の見開きの図が『グリー
ンランド地方地理志』からの引用。
所蔵／早稲田大学図書館

芝蘭堂新元会図
市川岳山画　重要文化財
寛政６（1794）年閏11月11日、洋暦の1795年の元日、江戸の蘭学者たちが大槻玄
沢の居宅である芝蘭堂に集まり、いわゆる「おらんだ正月」を祝った時の様子。西
洋式の祝宴の卓上にはナイフとフォークが並び、当時の蘭学者たちのサロンの様子
を伝える。床の間の一角獣の絵は蒹葭堂からの贈り物だとする説もある。
所蔵／早稲田大学図書館
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間
で
も
蒹
葭
堂
の
存
在
が
噂
に
な
っ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が

徐
々
に
考
索
の
範
囲
を
広
げ
て
蘭
学
に
も
及
ん
で
き
て
い

る
こ
と
を
江
戸
の
蘭
学
者
は
「
遙
敬
」
し
て
い
る
と
言
い
、

蒹
葭
堂
の
「
発
明
」「
卓
論
」「
新
説
」
な
ど
を
ぜ
ひ
聞
か

せ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
西
洋
書
を
含
む
豊
富
な
蔵

書
を
活
用
し
て
考
証
す
る
蒹
葭
堂
の
知
識
は
、
玄
沢
や
玄

随
の
よ
う
な
蘭
学
者
が
学
説
を
立
て
て
い
く
上
に
お
い
て

も
、
有
益
で
刺
激
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。

◉
秀
で
た
収
集
力

蒹
葭
堂
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
彼
の
収
集
力
に
支

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
積
極
的
な
収
集
活
動

を
物
語
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
松
前
藩
の

役
人
が
上
方
へ
来
た
時
に
、
松
前
に
も
入
っ
て
き
て
い
な

い
蝦
夷
織
物
や
蝦
夷
の
産
物
な
ど
が
か
え
っ
て
上
方
に
多

く
あ
り
、
内
々
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
品
々
を
引

き
受
け
て
い
る
町
人
が
木
村
吉
右
衛
門
、
つ
ま
り
蒹
葭
堂

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
北
方
で
交
易
さ
れ
た
品
が
東

回
り
航
路
で
南
部
を
経
由
し
て
直
接
上
方
へ
着
船
し
て
お

り
、
蒹
葭
堂
は
北
方
の
島
々
や
異
国
へ
の
道
筋
・
方
角
を

詳
し
く
描
い
た
絵
図
も
所
持
し
て
い
て
、
松
前
藩
の
役
人

は
こ
の
よ
う
な
絵
図
が
他
国
に
あ
っ
て
は
宜
し
く
な
い
の

で
、
い
ろ
い
ろ
手
段
を
講
じ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、

結
局
、
蒹
葭
堂
か
ら
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
。

ま
た
、
蒹
葭
堂
は
北
方
探
検
家
と
し
て
知
ら
れ
る
最
上

徳
内
に
、
北
海
地
図
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
カ
ラ

フ
ト
島
の
図
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
が
、
徳
内
か

ら
、
こ
れ
は
自
分
の
手
元
か
ら
流
布
し
て
は
宜
し
く
な
い

の
で
心
得
て
見
て
ほ
し
い
、
と
念
押
し
さ
れ
て
い
る
。
徳

内
は
さ
ら
に
、
ク
ナ
シ
リ
・
エ
ト
ロ
フ
・
ウ
ル
ッ
プ
3
島

と
そ
の
先
2
島
の
図
や
、
蘭
学
者
の
前
野
良
沢
が
書
い
た

『
柬カ

ム
チ
ヤ
ツ
カ

察
加
志
』、
ロ
シ
ア
人
の
描
く
北
海
図
な
ど
も
追
っ
て

進
覧
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
非
常
に
デ
リ
ケ
ー

ト
な
情
報
も
含
め
て
、
蝦
夷
地
の
情
報
に
最
も
詳
し
い
人

物
か
ら
直
接
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
だ
け
で
も
、
蒹
葭
堂
が
い
か
に

旺
盛
な
収
集
活
動
を
し
て
い
た
か
を
知
り
得
る
が
、
そ
れ

は
蒹
葭
堂
の
貪
欲
と
も
い
え
る
知
識
欲
、
並
外
れ
た
求
知

心
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

◉
知
識
・
情
報
の「
互
恵
」

最
上
徳
内
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
蒹
葭
堂
の
も
と
に
集

ま
る
知
識
や
情
報
は
、
友
人
・
知
人
か
ら
の
ル
ー
ト
が
重

要
で
あ
っ
た
。
蒹
葭
堂
の
周
辺
は
彼
の
興
味
関
心
を
よ
く

知
っ
て
お
り
、
各
地
か
ら
蒹
葭
堂
に
情
報
を
寄
せ
て
い
る
。

江
戸
の
文
人
画
家
の
谷
文ぶ

ん

晁ち
よ
う

も
、
多
く
の
文
物
や
情
報

を
も
た
ら
し
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
好
み
そ
う
な
モ
ノ
を

贈
っ
た
り
、
旅
先
で
の
見
聞
を
書
状
で
伝
え
た
り
し
て
い

る
。
一
通
の
書
状
の
な
か
で
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
ら
が

書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
あ
る
時
に
は
、
蒹
葭
堂

へ
唐
山
（
中
国
）
女
服
図
、
唐
鳥
図
、
慶
安
元
年
製
の
墨
、

古
写
本
な
ど
を
贈
り
、
自
分
が
見
た
宮
本
武
蔵
の
「
古
松

之
鷲
」
の
図
や
中
国
唐
末
の
画
巻
に
書
か
れ
た
跋
文
に
つ

い
て
報
告
し
、
浦
賀
で
見
か
け
た
広
東
省
の
漂
流
民
の
姿

を
絵
に
描
い
て
送
っ
て
い
る
。
逆
に
、
蒹
葭
堂
か
ら
文
晁

へ
は
、
書
籍
を
贈
っ
た
り
、
法
帖
を
貸
し
た
り
、
写
本
を

調
達
す
る
な
ど
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、

共
通
の
文
人
仲
間
の
動
向
を
伝
え
、
言
づ
て
や
荷
物
の
受

け
渡
し
の
依
頼
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
煩
雑
に
思
わ

れ
る
ほ
ど
の
内
容
で
あ
る
が
、
考
索
、
考
証
の
た
め
に
は

よ
り
多
く
の
知
識
・
情
報
が
必
要
で
あ
り
、
蒹
葭
堂
の
も

と
に
は
日
々
こ
う
し
た
新
し
い
多
く
の
情
報
が
入
っ
て
き

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
う
し
た
知
識
・
情
報
の
収
集
が
、
互
恵

の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
方
的
な
依
頼
な
の
で
は
な
く
て
、
相
手
の
希
望
に
応
え
、

相
手
の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
提
供
し
あ
う
関
係

で
あ
る
。
蒹
葭
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
互
い
の
信
頼
に

基
づ
く
互
恵
の
あ
り
方
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
も

言
え
よ
う
。

◉
開
か
れ
た「
知
」　

蒹
葭
堂
に
は
、
自
ら
定
め
た
「
草
堂
規
条
」
と
い
う
決

ま
り
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
自
分
が
堂
を
設
け
た
の
は

学
術
研
究
の
た
め
で
あ
り
、
蔵
書
は
同
好
の
人
び
と
と
と

も
に
利
用
し
、
人
に
貸
す
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
明
記
し
て

い
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
な
か
に
は
収
集
し
た
書
籍
を
秘
匿

し
、
見
て
楽
し
む
だ
け
の
者
も
多
い
が
、
蒹
葭
堂
は
「（
蔵

「草堂規条」
自筆本『蒹葭堂記記』より。「草堂規条」には蒹葭堂蔵品の閲覧規則が
記されている。
所蔵／辰馬考古資料館

谷文晁書簡（部分）
文晁は旅先での見聞を蒹葭堂に伝えるべく、たびたび書
状を送った。書簡中の人物画は浦賀で見かけた広東省の
漂流民の姿を描いたもの。
所蔵／中尾松泉堂書店

書
を
）
観か

ん

玩が
ん

の
具
と
為
す
は
余
の
慚は

じ
る
所
な
り
」
と
言

い
切
る
。
ま
た
、
装
丁
が
美
し
い
か
そ
う
で
な
い
か
な
ど

は
問
題
で
な
く
、
た
だ
文
字
が
鮮
明
か
ど
う
か
だ
け
を
基

準
に
書
籍
を
集
め
た
と
も
言
っ
て
い
る
。
蔵
書
を
学
問
に

活
用
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
蒹
葭
堂
の
集
書
の
最
も
大
切
な

目
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
蒹
葭
堂
の
蔵
書
・
収
蔵
品
を
利
用
し
た
い

と
願
う
多
く
の
人
が
蒹
葭
堂
を
訪
れ
た
。
蒹
葭
堂
の
書
状

に
来
訪
者
に
つ
い
て
記
し
た
一
文
が
あ
る
が
、「
水
戸
儒

臣
立
原
甚
五
郎
始
め
四
五
人
、
内
々
御
用
に
て
上
坂
有
て
、

拙
家
収
蔵
の
品
と
も
書
写
の
命
も
御
座
候
、
隣
町
に
旅
宿

致
さ
れ
日
々
拙
家
へ
過
訪
に
て
、
書
写
致
さ
れ
候
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
、
水
戸
藩
に
よ
る
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
事

業
の
た
め
、
彰
考
館
総
裁
の
立た

ち

原は
ら

翠す
い

軒け
ん

や
画
工
の
木
村
庄

蔵
ら
が
、
蒹
葭
堂
が
所
蔵
す
る
古
文
書
類
を
調
査
に
来
た

際
の
様
子
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
蒹
葭
堂
の
収
集
品
の

重
要
性
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
そ
れ
ら
を
公

開
し
、
利
用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
で
き
る
。

こ
の
時
に
蒹
葭
堂
と
知
り
合
っ
た
立
原
翠
軒
は
、
そ
の

後
も
交
流
を
続
け
て
い
た
。
2
年
後
、
蒹
葭
堂
へ
出
し
た

書
状
に
は
、
地
図
を
借
用
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
礼
と

と
も
に
、
常
陸
の
北
海
に
現
れ
た
「
異
船
」
の
情
報
を
、

知
り
得
た
船
主
・
船
員
の
挙
動
に
触
れ
な
が
ら
詳
し
く
報

告
し
て
い
る
。
両
者
の
間
に
も
ま
た
、
互
恵
の
関
係
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

蒹
葭
堂
の
学
芸
活
動
の
一
番
根
底
に
あ
る
の
は
、
純
粋

な
知
へ
の
欲
求
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
蒹
葭
堂
の
あ
り

方
は
特
異
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
蒹
葭
堂
に
顕
著
な
よ
う

に
、
18
世
紀
後
半
の
知
識
人
た
ち
は
個
人
と
し
て
の
活
動

以
上
に
「
横
の
つ
な
が
り
」
を
大
切
に
し
て
い
る
。
交
友

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
互
恵
の
特
徴
を

も
ち
つ
つ
、
つ
ね
に
双
方
向
で
情
報
の
や
り
と
り
が
な
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
い
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て

い
る
。
専
門
、
立
場
、
年
齢
、
そ
う
し
た
も
の
を
超
え
て

人
び
と
が
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
知
の
発
展
の
可

能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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江
戸
時
代
の
大
坂
に
見
る
商
い
と
宣
伝

大
阪
は
1
8
6
8
（
明
治
元
）
年
に
大
阪
府
が
置
か
れ

る
ま
で
、
大
坂
と
書
い
て
い
た
。
大
坂
は
16
世
紀
後
半
に

開
発
が
始
ま
っ
た
後
発
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、
江
戸
時
代

に
は
「
天
下
の
台
所
」
と
し
て
大
い
に
発
展
を
遂
げ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
、「
問
屋
」
と
い
う
新
た
な
ビ
ジ
ネ

ス
の
形
態
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
大
坂
で
い
く
つ
か
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
代
の
宣
伝
広
告
と
い
え
ば
、
現
代
の
チ
ラ
シ
に

あ
た
る
「
引
札
」
や
ポ
ス
タ
ー
に
あ
た
る
「
絵
び
ら
」
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
特
定
の
人
に
限
ら
ず
不
特
定
多
数
の

大
衆
の
購
買
意
欲
を
高
め
た
。
大
坂
で
は
元
気
な
者
を
市

中
に
歩
き
回
ら
せ
、
引
札
を
撒
か
せ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら

の
者
を
「
東
西
屋
」
と
言
い
、
我
が
国
に
お
け
る
広
告
業

者
の
草
分
け
と
言
え
る
。「
東
西
東
西
（
と
ざ
い
と
う
ざ
い
）

…
…
」
の
口
上
が
呼
び
名
の
由
来
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

広
く
撒
き
散
ら
す
こ
と
を
工
夫
し
た
大
坂
で
は
「
引
札
」

と
言
わ
ず
、
そ
の
当
時
か
ら
「
ち
ら
し
」
と
呼
ん
で
い
た

と
い
う
説
が
あ
る
。
多
く
の
人
に
宣
伝
す
る
の
に
、「
引

札
」「
ち
ら
し
」
と
い
う
媒
体
だ
け
に
頼
ら
ず
、
人
の
リ

ア
ル
な
口
上
と
を
組
み
合
わ
せ
た
宣
伝
方
法
を
活
用
し
た

の
は
、
大
坂
人
ら
し
い
発
想
か
も
し
れ
な
い
。

呉
服
商
か
ら
百
貨
店
に

繰
り
広
げ
ら
れ
た
宣
伝
合
戦

明
治
以
降
の
商
業
の
発
展
を
象
徴
す
る
業
種
と
し
て
百

貨
店
が
あ
る
。
百
貨
店
は
後
の
三
越
と
な
る
越
後
屋
を
は

じ
め
と
し
て
、
も
と
も
と
は
呉
服
商
で
あ
っ
た
。
当
時
、

呉
服
商
の
商
売
の
仕
方
は
客
の
家
に
商
品
を
持
っ
て
行
く

「
出
張
販
売
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
客
に
店
ま
で
足
を

運
ん
で
も
ら
い
、
客
の
希
望
す
る
商
品
を
一
つ
一
つ
見
せ

て
い
く
「
座
売
り
販
売
」
と
な
り
、
さ
ら
に
多
数
の
商
品

を
あ
ら
か
じ
め
飾
っ
て
お
く
「
陳
列
式
販
売
」
に
か
た
ち

を
変
え
て
い
っ
た
。

1
8
9
6
（
明
治
29
）
年
に
大
阪
の
三
井
呉
服
店
（
後
の

三
越
呉
服
店
）
は
、
日
本
で
初
め
て
陳
列
販
売
を
始
め
た
。

客
に
店
舗
ま
で
足
を
運
ん
で
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
の

で
、
情
報
の
提
供
つ
ま
り
宣
伝
広
告
も
必
要
と
な
り
、
こ

の
時
す
で
に
意
匠
部
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、三
越
、

髙
島
屋
、
大
丸
、
松
坂
屋
な
ど
の
呉
服
店
系
に
鉄
道
系
の

阪
急
、
近
鉄
も
加
わ
り
、
昭
和
初
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、

各
百
貨
店
間
で
壮
大
な
宣
伝
広
告
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
。

次
に
大
阪
の
各
百
貨
店
が
い
か
に
他
店
と
差
別
化
し
た

宣
伝
広
告
を
展
開
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
手
が
け
た

デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
を
見
て
い
き
た
い
。

◉
髙
島
屋
（
高
岡
徳
太
郎
・
今
竹
七
郎
）

髙
島
屋
の
広
告
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
は
、
ま
ず
、

1
9
2
6
（
大
正
15
）
年
に
宣
伝
部
に
入
っ
た
高
岡
徳
太

郎
の
名
前
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
西
洋

画
を
学
ん
だ
高
岡
は
、
木
版
や
筆
に
よ
る
描
写
を
試
し
た

あ
と
、
ペ
ン
画
に
よ
る
女
性
を
多
く
描
い
た
。
身
体
に
対

し
て
や
や
大
き
め
な
丸
顔
の
女
性
は
、
一
目
見
て
髙
島
屋

の
広
告
だ
と
分
か
っ
た
。
高
岡
の
退
社
後
、
1
9
3
1

（
昭
和
6
）
年
に
神
戸
大
丸
か
ら
移
っ
て
き
た
今
竹
七
郎
は

明治時代の絵びら
「桜嶋みはらし亭開業広告」
所蔵／大阪歴史博物館

江戸時代の引札
南木コレクション「ひょうたん河内屋庄右衛門」
所蔵／大阪城天守閣

明
快
な
線
で
女
性
を
描
き
、
モ
ダ
ン
な
イ
メ
ー
ジ
を
髙
島

屋
の
広
告
に
持
ち
込
ん
だ
。
今
竹
の
デ
ザ
イ
ン
は
当
時
最

先
端
で
あ
る
図
式
化
と
い
う
手
法
を
取
り
入
れ
て
お
り
、

優
れ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
資
質
を
感
じ
さ
せ
る
。

◉
大
丸
（
森
脇
高
行
・
柴
田
可
寿
馬
）

在
阪
の
百
貨
店
に
お
い
て
、
近
代
的
広
告
デ
ザ
イ
ン
を

い
ち
早
く
確
立
し
た
の
は
大
丸
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、

1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
に
入
社
し
た
森
脇
高
行
が
大
き

く
貢
献
し
て
い
る
。
森
脇
は
「
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
・
フ
ェ
ア
」

や
「
ア
ー
ル
・
グ
・
ボ
テ
」
な
ど
の
海
外
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

誌
を
手
本
に
、
線
画
に
よ
る
女
性
や
商
品
を
西
洋
風
の
モ

ダ
ン
な
構
図
で
レ
イ
ア
ウ
ト
し
た
。
大
丸
は
心
斎
橋
に

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計
の
本
格
的
洋
風
店
舗
を
新
築
し
て
お
り
、

西
洋
風
と
い
う
こ
と
を
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
柱
に
し
て
い
た
。

森
脇
は
新
聞
広
告
を
は
じ
め
、
ポ
ス
タ
ー
や
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
、
大
丸
の
P
R
誌
「
だ
い
ま
る
」
の
表
紙
、
そ
し

て
、
大
阪
商
船
の
P
R
誌
「
海
」
に
掲
載
す
る
広
告
も

制
作
し
た
。

さ
ら
に
、
1
9
2
8
（
昭
和
3
）
年
に
は
柴
田
可
寿
馬
が

入
社
し
、
女
性
の
イ
ラ
ス
ト
を
カ
ッ
ト
で
は
な
く
シ
ン
ボ

ル
的
に
扱
う
こ
と
を
確
立
し
た
。
柴
田
の
線
に
は
伸
び
や

か
さ
が
あ
り
、
動
的
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
人
物
を
よ
く
表
現

し
て
い
る
。
当
時
の
新
聞
紙
面
に
は
各
百
貨
店
広
告
が
ひ

し
め
き
合
っ
て
お
り
、
柴
田
の
動
的
な
イ
ラ
ス
ト
は
他
店

と
の
差
別
化
を
図
る
上
で
大
き
な
力
と
な
っ
た
。

◉
阪
急
百
貨
店
（
中
島
康
雄
・
山
城
隆
一
）

阪
急
百
貨
店
の
新
聞
広
告
は
、
1
9
2
9
（
昭
和
4
）

年
の
開
店
以
来
、
電
車
の
断
面
を
飾
り
枠
に
し
、
マ
ー
ク

を
中
央
に
配
置
す
る
、
鉄
道
会
社
と
い
う
企
業
イ
メ
ー
ジ

を
優
先
す
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
た
。
電
車
枠
の
中
に
文

字
だ
け
の
様
式
を
酷
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
百
貨
店
広

告
と
し
て
洗
練
さ
れ
る
の
は
、
戦
後
の
中
島
康
雄
と
山
城

隆
一
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二
人
は
共
に
図
案
科
出
身
で
、
個
別
に
作
業
す
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
絵
は
中
島
、
文
案
と
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
山
城
と
い
っ
た
よ
う
な
共
同
作
業
も
行
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
頃
に
は
電
車
の
飾
り
枠
も
簡
素
化
さ
れ
、
ホ
ワ
イ
ト

ス
ペ
ー
ス
を
生
か
し
た
洗
練
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て

い
る
。
掲
載
図
版
（
44
頁
）
は
山
城
に
よ
る
新
聞
広
告
だ

が
、
広
告
す
る
も
の
か
ら
少
し
距
離
の
あ
る
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
と
イ
ラ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
見
る
人
を
惹
き

つ
け
、
本
文
で
具
体
的
な
内
容
を
伝
え
る
と
い
う
近
代
広

告
の
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
山
城
は
こ
の
あ
と

東
京
に
移
り
、
日
本
の
広
告
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。

商
業
都
市
と
し
て
栄
え
て
き
た
大
阪
で
は
、

そ
の
商
品
の
魅
力
を
宣
伝
す
る
た
め
の
広
告
デ
ザ
イ
ン
も
発
展
し
て
い
く
。

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
商
業
規
模
の
拡
大
や
新
聞
社
の
誕
生
な
ど
に
よ
り

宣
伝
広
告
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
が
一
気
に
花
開
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

「
民
」
に
よ
る
創
造
性
豊
か
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
現
代
だ
け
で
な
く
未
来
の
都
市
づ
く
り
に
も

役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
の
大
阪
の
デ
ザ
イ
ン
を
通
し
考
察
し
て
い
く
。

創
造
性
豊
か
な「
民
」の
都
市
に

花
開
い
た
大
阪
の
デ
ザ
イ
ン

井
川
啓

Ikaw
a Kei

い
か
わ
・
け
い

㈱
資
生
堂
宣
伝
部
を
経
て
、
I
K
A
W
A 

I
N
T
E
R 

D
E
S
I
G
N 

主
宰
。
京
都
光
華
女
子
大
学
短
期
大
学
部 

教
授
。
東
京
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
賞
、
朝
日

広
告
賞
・
電
通
広
告
賞
入
賞
、
日
本
印
刷
産
業
連
合
会
会

長
賞
、
文
化
庁
著
作
権
制
度
1
0
0
周
年
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
コ
ン
ペ
優
勝
な
ど
。
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◉
近
鉄
百
貨
店
（
早
川
良
雄
）

近
鉄
百
貨
店
の
広
告
に
携
わ
っ
た
早
川
良
雄
は
、

1
9
3
6
（
昭
和
11
）
年
に
三
越
百
貨
店
に
入
社
し
ウ
イ

ン
ド
ウ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
担
当
し
て
い
た
が
、
大
阪
市
役

所
文
化
課
に
転
じ
て
催
事
ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
っ
て
い
た
。

戦
後
、
1
9
4
8
（
昭
和
23
）
年
に
近
鉄
百
貨
店
に
入

社
し
た
早
川
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
見
る
人
が
自
由
に
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
感
性
を
も
刺
激
し
え
る
よ
う
な
広
告
の

新
し
い
境
地
を
つ
く
り
出
し
た
。
こ
の
感
性
的
な
早
川
の

デ
ザ
イ
ン
は
、
後
進
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
後
に

日
本
を
代
表
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
登
場
す
る
田
中
一

光
は
、
早
川
が
手
が
け
た
近
鉄
電
車
の
車
内
吊
広
告
を
見

て
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
へ
の
夢
を
膨
ら
ま
せ
た
と
述
懐
し
て
い

る
。
ま
た
、
早
川
は
色
彩
感
覚
に
も
才
覚
を
発
揮
し
、
ポ

ス
タ
ー
の
秀
作
を
多
く
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
同
じ

鉄
道
系
の
阪
急
、
近
鉄
は
、
互
い
に
意
識
し
切
磋
琢
磨
し

な
が
ら
大
阪
の
広
告
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引
し
て
い
っ
た
。

日
本
の
文
化
を
リ
ー
ド
し
た
2
大
新
聞
社

百
貨
店
の
発
展
に
は
新
聞
広
告
の
役
割
が
大
き
か
っ
た

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
が
、
1
8
7
9
（
明
治
12
）
年
に

「
朝
日
新
聞
」
は
大
阪
で
創
刊
さ
れ
、
1
8
8
2
（
明
治

15
）
年
に
は
毎
日
新
聞
の
前
身
で
あ
る
「
日
本
立
憲
政
党

新
聞
」
も
大
阪
で
創
刊
さ
れ
て
い
る
。「
朝
日
新
聞
」「
毎

日
新
聞
」
と
い
う
日
本
を
代
表
す
る
新
聞
社
が
大
阪
で
生

ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
両
新
聞
社
は
大
阪
発
行
の
も
の
を
「
大
阪
朝

日
新
聞
」、
東
京
発
行
を
「
東
京
朝
日
新
聞
」
と
い
う
よ

う
に
東
西
別
々
の
新
聞
社
と
し
て
運
営
を
し
た
。

今
に
続
く
「
天
声
人
語
」
は
1
9
0
4
（
明
治
37
）
年

に
大
阪
朝
日
新
聞
で
連
載
開
始
さ
れ
、
夕
刊
は
1
9
1
5

（
大
正
4
）
年
に
大
阪
朝
日
新
聞
が
日
本
で
初
め
て
発
行
し

て
い
る
。
1
9
2
7
（
昭
和
2
）
年
に
内
務
省
が
行
っ
た
発

行
部
数
調
査
に
よ
れ
ば
、「
大
阪
朝
日
新
聞
」
が
1
2
6
万

部
、「
大
阪
毎
日
新
聞
」
が
1
1
7
万
部
で
、
東
京
で
発

行
さ
れ
る
「
東
京
日
日
新
聞
」
の
45
万
部
、「
東
京
朝
日

新
聞
」
の
40
万
部
を
大
き
く
上
回
り
、
ま
さ
に
大
阪
は
新

聞
王
国
で
あ
っ
た
。

大
阪
の
二
つ
の
新
聞
社
は
、
全
国
的
な
ス
ポ
ー
ツ
や
文

化
活
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
現
在
の
高
校
野
球

へ
と
繋
が
る
「
全
国
中
等
学
校
優
勝
野
球
大
会
」
を
大
阪

朝
日
新
聞
社
が
主
催
し
、
1
9
1
5
（
大
正
4
）
年
に
第

1
回
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
に
「
毎
日
広
告
デ

ザ
イ
ン
賞
」
と
な
る
「
商
業
美
術
振
興
運
動
」
を
大
阪
毎

日
新
聞
社
が
主
催
し
、
1
9
3
1
（
昭
和
6
）
年
か
ら
大

戦
末
期
の
1
9
4
4
（
昭
和
19
）
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
企
業
の
新
聞
広
告
図
案
を
中
心
に
募
集
す
る
も

の
で
、
当
時
の
図
案
家
へ
の
登
竜
門
に
な
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
「
大
阪
朝
日
新
聞
」「
大
阪
毎
日
新
聞
」

は
、
大
阪
の
産
業
の
発
展
に
寄
与
し
な
が
ら
、
日
本
の
文

化
も
リ
ー
ド
し
て
い
た
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
突
入
に

よ
る
統
制
政
策
に
よ
り
、
朝
日
、
毎
日
と
も
東
西
の
新
聞

社
が
統
一
さ
れ
、
大
阪
の
独
自
性
は
失
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

「
大
大
阪
」時
代
を
導
い
た

先
見
性
の
あ
る
都
市
デ
ザ
イ
ン

明
治
に
入
っ
て
大
阪
は
商
業
都
市
か
ら
商
工
業
都
市
へ

と
発
展
し
、
や
が
て
「
大
大
阪
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
を
迎

え
る
。
こ
れ
に
は
、
近
代
都
市
の
発
展
を
見
越
し
た
年
間

予
算
の
20
倍
を
使
っ
て
の
築
港
工
事
や
、
鉄
道
、
街
路
整

備
な
ど
の
先
見
的
な
都
市
計
画
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

こ
の
計
画
は
、
關せ

き

一は
じ
め

（
1
8
7
3
〜
1
9
3
5
）
が
中
心

と
な
っ
て
策
定
さ
れ
た
。

關
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
（
現
・
一
橋
大
学
）
の
教

授
か
ら
1
9
1
4
（
大
正
3
）
年
に
大
阪
市
の
高
級
助
役

に
招
か
れ
、
そ
の
後
大
阪
市
長
に
就
任
し
て
い
る
。
専
門

は
、
社
会
政
策
、
都
市
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
都
市
計
画

の
代
表
的
な
も
の
に
、
御
堂
筋
の
拡
幅
工
事
（
昭
和
12
年

完
成
）
が
あ
る
。
わ
ず
か
6
ｍ
だ
っ
た
道
幅
を
一
挙
に
44

ｍ
に
し
た
の
だ
。
最
初
は
立
ち
退
き
に
多
く
の
市
民
か
ら

反
発
が
あ
っ
た
が
、
關
は
御
堂
筋
の
拡
幅
が
大
阪
の
発
展

の
た
め
に
い
か
に
有
益
で
あ
る
か
を
説
き
、
市
民
に
理
解

を
求
め
た
。
イ
チ
ョ
ウ
並
木
を
植
え
、
電
線
は
す
べ
て
地

下
に
埋
設
し
た
。
沿
道
に
は
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計
の
大
丸
百

貨
店
や
安
井
武
雄
設
計
の
大
阪
瓦
斯
ビ
ル
な
ど
先
進
的
な

ビ
ル
が
建
ち
並
ん
だ
が
、
高
さ
は
1
0
0
尺
（
約
30
ｍ
）

に
制
限
し
、
世
界
に
も
類
を
み
な
い
ほ
ど
の
美
し
い
街
並

み
を
生
ん
だ
。
以
降
、
御
堂
筋
が
大
阪
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
市
民
に
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
加
え
、
御
堂
筋
の
地
下
に
地
下
鉄
道
を
敷
設
し

た
こ
と
も
關
の
残
し
た
偉
業
で
あ
る
。
梅
田
〜
心
斎
橋
が

1
9
3
3
（
昭
和
8
）
年
に
開
通
、
1
9
3
8
（
昭
和
13
）

年
に
は
天
王
寺
ま
で
延
長
し
た
。
地
下
鉄
道
と
し
て
は
東

京
に
次
ぐ
も
の
だ
が
、
公
営
と
し
て
は
日
本
初
で
あ
る
。

各
駅
は
天
井
を
高
く
し
、
ホ
ー
ム
も
充
分
な
長
さ
を
確
保

し
て
い
た
。
そ
の
他
、
關
が
実
施
し
た
も
の
に
は
、
上
下

水
道
の
整
備
、
公
営
住
宅
の
建
設
、
公
設
市
場
の
開
設
、

大
阪
商
科
大
学
（
現
・
大
阪
市
立
大
学
）
の
開
校
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
、
關
が
構
想
し
た
都
市
プ
ラ
ン
が
「
大
大

阪
」
時
代
の
骨
格
を
つ
く
り
、
大
阪
は
「
東
洋
の
マ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
」
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

三
人
の
卓
越
し
た
経
営
者
と
ブ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

大
阪
が
発
展
し
た
「
大
大
阪
」
時
代
に
、
近
代
稀
に
見

る
卓
越
し
た
三
人
の
経
営
者
が
存
在
し
た
こ
と
も
忘
れ
て

は
い
け
な
い
。
阪
急
の
小
林
一い

ち

三ぞ
う

、
寿
屋
（
現
・
サ
ン
ト

リ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
の
鳥
井
信
治
郎
、
松
下
電
器
製

作
所
（
現
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
）
の
松
下
幸
之
助
で
あ
る
。
彼

ら
の
熱
き
志
は
、
優
れ
た
商
品
づ
く
り
、
宣
伝
活
動
な
ど

重
要
な
企
業
精
神
と
し
て
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

◉
小
林
一
三
（
1
8
7
3
〜
1
9
5
7
）

小
林
一
三
は
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
に
阪
鶴
鉄
道

（
現
・
J
R
福
知
山
線
）
に
入
社
後
、「
箕
面
有
馬
電
気
軌

道
」
を
設
立
し
、
間
も
な
く
経
営
の
実
権
を
握
る
こ
と
と

な
っ
た
。
設
立
か
ら
3
年
後
の
1
9
1
0
（
明
治
43
）
年

に
、
現
在
の
阪
急
宝
塚
線
と
な
る
梅
田
〜
宝
塚
、
箕
面
線

の
石
橋
〜
箕
面
を
開
通
さ
せ
た
。

小
林
の
経
営
者
と
し
て
の
優
れ
た
功
績
は
、
起
点
タ
ー

ミ
ナ
ル
に
デ
パ
ー
ト
を
、
終
点
に
動
物
園
・
遊
園
地
・
温

泉
な
ど
の
娯
楽
施
設
を
、
沿
線
に
は
住
宅
地
を
つ
く
り
、

乗
客
数
を
確
保
す
る
と
い
う
、
そ
の
後
当
た
り
前
と
な
っ

た
私
鉄
経
営
の
基
本
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

「
乗
客
は
電
車
が
創
造
す
る
」
と
は
小
林
の
言
葉
で
あ
る
。

沿
線
途
中
に
つ
く
っ
た
「
池
田
室
町
住
宅
地
」
で
は
、
日

本
で
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
を
導
入
し
、
後
に
「
宝
塚
歌
劇

団
」
と
な
る
「
宝
塚
唱
歌
隊
」
を
つ
く
り
専
用
劇
場
も
つ

く
る
な
ど
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
経
営
に
生
か
し
た
の
も
小

林
な
ら
で
は
で
あ
る
。
こ
の
確
固
た
る
経
営
思
想
の
上
に
、

ブ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
し
っ
か
り
構
築
し
て
い
る
。
マ

ル
ー
ン
色
に
統
一
さ
れ
た
車
輌
の
外
装
、
木
目
を
プ
リ
ン

ト
し
た
高
級
感
の
あ
る
デ
コ
ラ
板
を
使
用
し
た
内
装
、
ご

婦
人
の
髪
を
巻
き
上
げ
な
い
上
部
か
ら
開
く
下
降
一
段
窓

な
ど
、
現
在
も
続
く
阪
急
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
ま
た
、
新

聞
広
告
の
周
り
に
は
電
車
の
断
面
を
模
し
た
飾
り
を
つ
け
、

電
車
が
基
本
で
あ
る
経
営
姿
勢
を
宣
伝
広
告
デ
ザ
イ
ン
に

も
明
快
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
貫
し
た
企
業
理

念
は
、
沿
線
住
民
の
ほ
か
多
く
の
阪
急
信
仰
者
を
生
ん
だ
。

大丸の新聞広告（デザイン／柴田可寿馬）
昭和13年6月26日大阪朝日新聞朝刊
資料提供／朝日新聞社

近鉄百貨店の新聞広告（デザイン／早川良雄）
昭和26年9月11日毎日新聞夕刊
資料提供／毎日新聞大阪開発

阪急百貨店の新聞広告（デザイン／山城隆一）
昭和25年9月21日大阪日日新聞夕刊
資料提供／新日本海新聞社

髙島屋の新聞広告
（デザイン／今竹七郎）
昭和9年2月19日大阪朝日新聞朝刊
資料提供／朝日新聞社
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◉
鳥
井
信
治
郎
（
1
8
7
9
〜
1
9
6
2
）

鳥
井
は
、「
日
本
人
の
味
覚
に
合
っ
た
洋
酒
づ
く
り
」

を
目
指
し
鳥
井
商
店
を
開
業
し
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）

年
に
、
甘
味
葡
萄
酒
「
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
（
後
の
赤
玉

ス
イ
ー
ト
ワ
イ
ン
）」
を
発
売
し
た
。
商
品
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
、

ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
、
日
本
初
の
ヌ
ー
ド
写
真
を
使
っ
た
ポ

ス
タ
ー
な
ど
が
話
題
に
な
り
大
ヒ
ッ
ト
商
品
と
な
っ
た
。

「
や
っ
て
み
な
は
れ
、
や
っ
て
み
な
わ
か
ら
し
ま
へ
ん
で
」

は
、
当
時
、
未
知
の
分
野
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
周
囲
に

反
対
さ
れ
る
た
び
に
鳥
井
が
発
し
た
言
葉
で
、
サ
ン
ト

リ
ー
の
企
業
マ
イ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。

1
9
2
1
（
大
正
10
）
年
に
株
式
会
社
寿
屋
を
設
立
し

た
鳥
井
は
、
日
本
人
の
味
覚
に
合
っ
た
ウ
イ
ス
キ
ー
を
つ

く
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
、
1
9
2
3
（
大
正
12
）
年

に
山
崎
蒸
溜
所
を
開
設
し
た
。
1
9
2
9
（
昭
和
4
）
年
、

初
の
本
格
的
ウ
イ
ス
キ
ー 

サ
ン
ト
リ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
白

札
（
後
の
ホ
ワ
イ
ト
）
を
発
売
し
、
新
聞
広
告
に
は
「
断

じ
て
舶
来
を
要
せ
ず
」
と
記
し
た
。
1
9
3
7
（
昭
和
12
）

年
に
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
ウ
イ
ス
キ
ー
角
瓶
を
発
売
。
鳥
井

は
中
味
だ
け
で
な
く
ボ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
に
も
日
本
ら
し
い

独
自
の
も
の
を
求
め
た
。
出
来
上
が
っ
た
日
本
独
自
の
亀

甲
紋
を
つ
け
た
ボ
ト
ル
を
見
て
、「
亀
は
万
年
、
こ
の
瓶

は
万
年
も
残
り
ま
っ
せ
」
と
鳥
井
は
喜
ん
だ
。
戦
後
す
ぐ
、

1
9
4
6
（
昭
和
21
）
年
に
は
ト
リ
ス
ウ
イ
ス
キ
ー
を
発

売
し
、
1
9
5
8
（
昭
和
33
）
年
に
柳
原
良
平
が
つ
く
っ

た
ア
ン
ク
ル
ト
リ
ス
を
宣
伝
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
登
場

さ
せ
た
。
当
時
、
寿
屋
宣
伝
部
に
は
、
柳
原
を
は
じ
め
、

開
高
健
、
山
口
瞳
ら
が
在
籍
し
て
お
り
、
彼
ら
に
よ
る
名

作
ト
リ
ス
広
告
シ
リ
ー
ズ
が
始
ま
っ
た
。

◉
松
下
幸
之
助
（
1
8
9
4
〜
1
9
8
9
）

松
下
は
15
歳
の
時
に
当
時
大
阪
で
走
り
始
め
た
市
電
を

見
て
電
気
の
将
来
性
を
感
じ
、
大
阪
電
灯
に
入
り
、
ソ

ケ
ッ
ト
の
改
良
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
1
9
1
8
（
大
正

7
）
年
に
、
西
野
田
の
借
家
で
小
型
プ
レ
ス
機
2
台
を
入

れ
、
妻
と
義
弟
（
後
に
三
洋
電
機
を
創
業
す
る
井
植
歳
男
）

と
で
松
下
電
気
器
具
製
作
所
を
創
業
し
た
。
幾
度
か
の
危

機
を
乗
り
越
え
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
プ
ラ
グ
や
2
灯
用
差

込
プ
ラ
グ
な
ど
の
ヒ
ッ
ト
商
品
を
世
に
送
っ
た
。

1
9
2
3
（
大
正
12
）
年
に
は
、
従
来
の
約
10
倍
の
寿

命
（
30
〜
40
時
間
）
の
砲
弾
型
ラ
ン
プ
を
発
売
し
た
が
、

当
時
は
電
池
式
ラ
ン
プ
の
信
用
度
は
低
く
、
扱
っ
て
く
れ

る
問
屋
は
ど
こ
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
い
い
も
の
は

必
ず
売
れ
る
」
と
い
う
信
念
で
小
売
店
に
無
償
で
置
い
て

回
り
、
月
に
1
万
個
売
れ
る
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
1
9
2
7
（
昭
和
2
）
年
に
は
、
初
め
て
「
ナ
シ
ョ

ナ
ル
」
の
商
標
を
使
っ
た
角
形
ラ
ン
プ
を
発
売
し
、

1
9
2
9
（
昭
和
4
）
年
に
は
社
名
を
松
下
電
器
製
作
所

に
改
め
、
個
人
経
営
の
町
工
場
か
ら
社
会
も
認
め
る
企
業

へ
と
歩
み
出
し
た
。

1
9
5
1
（
昭
和
26
）
年
に
ア
メ
リ
カ
を
視
察
し
、「
こ

れ
か
ら
は
デ
ザ
イ
ン
の
時
代
や
」
と
帰
国
し
た
羽
田
空
港

で
語
り
、
宣
伝
部
の
な
か
に
製
品
意
匠
課
を
設
置
し
、
デ

ザ
イ
ン
と
い
う
付
加
価
値
の
活
用
を
重
要
視
し
た
。
こ
う

し
て
、
松
下
は
名
実
と
も
に
日
本
を
代
表
す
る
家
電
メ
ー

カ
ー
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
官
」に
頼
ら
な
い「
民
」の
力
が

都
市
を
蘇
生
さ
せ
る

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
当
時
の
大
阪
は
、
革
新
、
創

造
、
冒
険
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

こ
に
は
国
の
政
策
、
い
わ
ゆ
る
「
官
」
の
影
は
見
え
な
い
。

個
人
が
自
由
に
発
想
し
、
志
を
追
求
し
た
当
時
の
大
阪
の

姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
大
阪
の
繁
栄
は
「
民
」
の
力
で
勝
ち

取
っ
た
。
そ
の
創
造
性
豊
か
な
都
市
「
大
阪
」
に
デ
ザ
イ

ン
の
花
が
咲
い
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
、
コ
ン
セ
プ
ト
が
明
快

な
志
の
上
で
輝
き
を
放
つ
。
企
業
家
が
熱
き
志
を
示
し
、

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
そ
の
想
い
に
乗
っ
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ

テ
ィ
を
発
揮
し
た
。
そ
の
で
き
た
デ
ザ
イ
ン
を
見
て
、
ま

た
新
た
な
発
想
を
生
む
。
当
時
の
大
阪
は
、
都
市
全
体
が

自
由
自
在
に
変
速
す
る
優
れ
た
変
速
機
と
、
ど
ん
な
悪
路

に
も
へ
こ
た
れ
な
い
強
靭
な
動
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
大
大
阪
」
時
代
の
立
役
者
で
あ
る
阪
急
の
創
業
者
小
林

一
三
は
山
梨
出
身
、
御
堂
筋
を
つ
く
っ
た
大
阪
市
長
關
一

は
静
岡
出
身
と
、
奇
し
く
も
二
人
と
も
生
粋
の
大
阪
人
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
二
人
は
生
ま
れ
故
郷
を
ひ
い
き
す
る

と
い
う
感
情
的
な
も
の
で
は
な
く
、
大
阪
を
俯
瞰
か
ら
客

参
考
文
献

『
大
阪
の
引
札
・
絵
び
ら
―
―
南
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

江
戸
・
明
治
の
チ
ラ
シ
広
告
』

（
大
阪
引
札
研
究
会
編
、
1
9
9
2
年
、
東
方
出
版
）

『
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
研
究
紀
要
』
第
86
号
「
引
札
に
見
る
近
世
・
近
代
の

社
会
と
文
化
」（
樋
口
知
志
・
佐
藤
友
理
、
2
0
1
0
年
、
岩
手
大
学
人
文
社
会

科
学
部
）

『
関
西
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
史
―
―
百
貨
店
新
聞
広
告
を
中
心
と
し
て
』（
宮
島
久
雄
、

2
0
0
9
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）

『
水
都
大
阪
盛
衰
記
』（
大
阪
府
立
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
・
新
な
に
わ
塾
叢
書
企
画

委
員
会
編
著
、
2
0
0
9
年
、
ブ
レ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）

『「
民
都
」
大
阪
対
「
帝
都
」
東
京
』（
原
武
史
、
1
9
9
8
年
、
講
談
社
選
書
メ

チ
エ
）

鳥井商店
「赤玉ポートワイン」
ポスター（明治40年）
もともとはモノクロでワイ
ンにのみ赤色に配色されて
いた
提供／サントリーホールディングス

松下電器産業
「実は熟した」新聞広告
朝日新聞（昭和35年7月13
日）に1ページ全面掲載さ
れた
提供／パナソニック
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阪急百貨店包装紙
（昭和25 ～ 35年）
現在類似の復刻デザインに
てグッズ展開などもされて
いる
提供／阪急阪神百貨店

観
的
に
見
て
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼
ら

が
残
し
た
言
葉
は
こ
れ
か
ら
の
都
市
を
考
え
る
上
で
重
要

な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
小
林
は

「
あ
ら
ゆ
る
事
業
に
国
の
政
治
が
付
き
ま
と
う
東
京
に
対

し
、
大
阪
は
政
治
と
実
業
が
分
か
れ
て
お
り
、
私
も
既
成

の
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発
想
で
事
業
を
行
う
精

神
を
見
習
い
た
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
關
は
大
阪

の
都
市
計
画
を
す
る
上
で
、「
住
み
心
地
の
よ
い
都
市
を

つ
く
る
こ
と
こ
そ
が
都
市
を
永
続
的
に
繁
栄
さ
せ
る
条
件

だ
」
と
語
っ
て
い
る
。「
官
」（
国
の
支
援
）
を
頼
る
よ
り
、

ま
ず
「
民
」
で
住
み
よ
い
都
市
づ
く
り
を
考
え
る
こ
と
が

重
要
で
は
な
い
か
。

今
後
、
日
本
は
国
全
体
の
人
口
が
減
少
す
る
な
か
、
高

齢
者
人
口
の
割
合
が
増
え
る
。
人
口
の
少
な
い
若
年
層
の

負
担
を
考
え
れ
ば
、
皆
が
で
き
る
だ
け
終
身
健
康
で
自
立

す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
就
業
力
を
補
う
た
め
に
外
国

か
ら
の
人
員
も
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
多
種
多
様
な
人
が
暮
ら
し
や
す
い

都
市
づ
く
り
の
た
め
に
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」

の
考
え
方
が
重
要
で
あ
る
。
手
前
味
噌
に
な
る
が
、
筆
者

は
学
生
と
「
K
Y
O
T
O 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
・

ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
」
を
つ
く
り
街
頭
で
配
布
し
た
と
こ
ろ
、

大
き
な
反
響
が
あ
り
、
分
け
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が

ひ
っ
き
り
な
し
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
マ
ッ

プ
は
和
英
併
記
で
、
皆
に
共
通
し
て
必
要
な
屋
根
付
き
バ

ス
停
、
タ
ク
シ
ー
乗
場
を
は
じ
め
、
多
目
的
ト
イ
レ
、

A
E
D
、
さ
ら
に
歩
道
幅
な
ど
も
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
取
り
組
み
は
、
人
々
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
。
ぜ
ひ
、

こ
れ
か
ら
の
都
市
づ
く
り
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
」
を
生
か
し
て
ほ
し
い
と
希
望
す
る
。

し
ば
し
ば
、「
東
京
一
極
集
中
」
と
い
う
こ
と
が
現
在

の
都
市
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
「
官
」
を
頼
る
が
た
め
に
、
そ
れ
に
代
わ
る
都

市
の
あ
り
方
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
我
々
「
民
」
の
責
任

も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。「
大
大
阪
」
時
代
を
支
え
た

「
民
」
の
創
造
力
と
実
行
力
を
見
習
い
、
日
本
の
各
都
市

が
独
自
の
文
化
を
熟
成
し
な
が
ら
再
び
咲
き
誇
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。
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■
二
都
物
語

「
方
言
周
圏
論
」
と
い
う
の
を
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
の
こ
と
ば
が
周
辺
に
広
が
っ
て
い

く
こ
と
に
よ
り
方
言
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

都
か
ら
の
新
し
い
こ
と
ば
の
放
射
は
、
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
に
方
言
の
分
布
は
同
心
円
を
描
く
、
と

さ
れ
る
。

都
か
ら
の
重
層
的
な
新
語
の
放
射
と
伝
播
は
、
都
と
の

言
語
の
類
似
性
を
定
量
的
に
捉
え
る
場
合
、
都
か
ら
の
距

離
と
の
間
の
相
関
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
都
に
近
い

ほ
ど
類
似
性
は
高
ま
り
、
遠
い
ほ
ど
類
似
性
は
下
が
る
と

想
像
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
。
幸
い
、
日

本
で
は
『
日
本
言
語
地
図
』『
方
言
文
法
全
国
地
図
』『
新

日
本
言
語
地
図
』
と
い
う
全
国
レ
ベ
ル
の
方
言
地
図
集
が

刊
行
さ
れ
、
デ
ー
タ
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
地
図
上
の
そ

れ
ぞ
れ
の
地
点
の
語
形
全
体
の
中
で
都
と
同
じ
語
形
が
占

め
る
割
合
（
%
）
を
一
致
度
と
し
、
類
似
性
の
指
標
と
し

よ
う
。
た
と
え
ば
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
お
い
て
A
県

B
市
の
語
形
が
合
計
1
0
0
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
う

ち
35
が
都
と
同
じ
語
形
で
あ
る
な
ら
、
A
県
B
市
の
都

と
の
一
致
度
は
35
（
%
）
と
な
る
。
地
図
上
の
全
て
の
地

点
に
つ
い
て
、
一
致
度
を
求
め
、
距
離
と
の
関
係
を
捉
え

て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
な
お
、
距
離
の
扱
い
方
は
、

直
線
距
離
や
道
路
距
離
、
鉄
道
距
離
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
単
純
な
直
線
距
離
（
正

確
に
は
大
圏
距
離
）
で
扱
う
。

『
日
本
言
語
地
図
』
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
古

い
に
し
えの
都
、
京
都

と
の
一
致
度
と
京
都
か
ら
の
距
離
の
関
係
を
グ
ラ
フ
に
し

た
の
が
図
1
で
あ
る
。
北
海
道
を
除
く
と
、
都
か
ら
の
距

離
に
応
じ
て
、
一
致
度
は
下
が
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

京
都
は
、
平
安
遷
都
以
降
、
約
1
0
0
0
年
に
わ
た
っ

て
都
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
京
都
を
中
心

と
し
た
畿
内
の
こ
と
ば
、
今
で
い
え
ば
関
西
弁
が
、
か
つ

て
は
標
準
語
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
近
世
に
入
り
、
江

戸
時
代
中
期
以
降
は
、
実
質
的
な
中
央
が
江
戸
に
移
行
す

る
。
さ
ら
に
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
江
戸
か
ら
名
前
を

変
え
た
東
京
に
都
が
遷
り
、
標
準
語
も
東
京
の
こ
と
ば
を

基
盤
と
す
る
も
の
に
代
わ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
新
し
い
都
、

東
京
を
元
に
す
る
と
、
一
致
度
と
距
離
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
現
れ
る
だ
ろ
う
か
。

図
2
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
基
づ
き
、
東
京
と
の

一
致
度
と
東
京
か
ら
の
距
離
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
基

本
的
に
図
1
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
し
い

都
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
の
距
離
が
離
れ
る
と
、
そ
れ

に
応
じ
て
一
致
度
が
下
が
る
（
北
海
道
を
除
く
）。
中
心
地

と
し
て
の
都
か
ら
の
こ
と
ば
の
放
射
と
伝
播
の
よ
う
す
が

グ
ラ
フ
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
京

都
か
ら
東
京
へ
と
都
が
交
代
し
て
も
、
都
と
地
方
の
言
語

的
一
致
度
と
都
か
ら
の
空
間
距
離
の
間
に
は
一
定
の
関
係

が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
都
が
醸
し
出
し
た
、
幻

想
に
過
ぎ
な
い
。

■
ど
こ
で
も「
坂
」の
上

図
1
と
図
2
は
、
比
較
す
る
元
を
京
都
や
東
京
と
い
っ

た
都
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
グ
ラ
フ
で
あ
っ

た
。
京
都
や
東
京
を
選
ぶ
こ
と
の
根
底
に
は
、「
都
」
だ

か
ら
そ
こ
を
元
に
す
る
、
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
最
初
か
ら

か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
任

意
の
地
方
を
比
較
の
元
に
設
定
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。

図
3
（
51
頁
）
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
の
デ
ー
タ
を

使
い
、
比
較
元
を
山
形
県
に
設
定
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

都
を
元
に
し
た
図
1
・
図
2
と
同
じ
よ
う
す
―
―
近
く
ほ

ど
一
致
度
が
高
く
、
遠
く
ほ
ど
一
致
度
が
低
い
―
―
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。

実
は
、
ど
こ
を
比
較
元
に
設
定
し
て
も
、
基
本
的
に
は

同
じ
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
特

異
か
つ
重
要
な
例
外
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
2
点
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ

と
ば
は
、
近
い
と
こ
ろ
ほ
ど
似
て
い
て
、
遠
く
な
る
ほ
ど

異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
た
り
ま
え

と
い
え
ば
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。「
方
言
周
圏
論
」
を
想
定
し
が
ち
な
の
は
、「
方

言
」
に
向
き
合
う
に
あ
た
り
、「
都
」
や
「
標
準
語
」
な

ど
に
発
想
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
投
影
で
あ
る
。

方
言
の
一
致
度
を
分
布
と
し
て
見
た
場
合
、
全
体
と
し

て
は
な
だ
ら
か
な
傾
斜
＝「
坂
」
を
示
す
。
こ
の
「
坂
」

は
、
任
意
の
場
所
を
頂
点
と
し
て
、
空
間
的
に
離
れ
る
ほ

ど
、
こ
と
ば
（
方
言
）
も
離
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
一
般
則
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど

こ
で
あ
っ
て
も
坂
の
上
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
。

■「
崖
」の
よ
う
な「
坂
」も
あ
る

同
じ
傾
斜
で
も
、
最
初
か
ら
そ
の
坂
が
あ
る
場
合
と
、

平
ら
な
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
坂
に
た
ど
り
つ
い
た
場
合
と
で

は
、
印
象
が
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
る
。
後
者
の
場
合
、
急
に

現
れ
た
坂
は
、
崖
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

● 右下がりの線で示したのが「坂」であり、遠く離れ
るほど、ことばの一致度が低下することを示している。
矢印で示したのは、二つの「峰」（右が北海道の「峰」、
左が東京（関東）の「峰」）。

● 右下がりの線で示した「坂」と矢印で示した北海道
の「峰」が確認される。
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■図1：京都からの距離とことばの一致度

■図2：東京からの距離とことばの一致度

大
西
拓
一
郎

O
nishi Takuichiro

こ
と
ば

交
と

方
言
分
布
が
見
せ
る「
坂
」「
崖
」「
峰
」

シ
リ
ー
ズ 

―
― 

2

こ
と
ば
は
、
人
々
が
「
交（
ま
じ
）わ
る
」
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
道
具
で
あ
り
、

新
た
な
交
流
が
生
ま
れ
る
場
所
で
は
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
も
変
化
し
て
い
く
。

こ
と
ば
か
ら
「
ル
ネ
ッ
セ
」
を
導
く
シ
リ
ー
ズ
第
２
弾
で
は
、

方
言
地
理
学
の
見
地
か
ら
、「
坂
」「
崖
」「
峰
」
で
表
さ
れ
る
こ
と
ば
の
伝
播
の
経
緯
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言
語
の
あ
り
方
を
ひ
も
と
き
、

こ
と
ば
と
人
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。

お
お
に
し
・
た
く
い
ち
ろ
う

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
方
言
学
者
。
現
在
、

国
立
国
語
研
究
所
教
授
。
お
も
な
著
書
に
、

﹃
こ
と
ば
の
地
理
学
﹄（
大
修
館
書
店
）、

﹃
現
代
方
言
の
世
界
﹄﹃
新
日
本
言
語
地
図
﹄

﹃
空
間
と
時
間
の
中
の
方
言
﹄（
い
ず
れ
も

朝
倉
書
店
）
な
ど
。
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図
1
〜
3
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
基
づ
く
。
こ
の

地
図
集
は
お
も
に
語
彙
（
か
ま
き
り
、
さ
つ
ま
い
も
、
と
ん

ぼ
等
）
を
対
象
と
す
る
。「
坂
」
ら
し
い
よ
う
す
は
、
語

彙
で
顕
著
に
現
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
文
法
（
時
制
、
否

定
過
去
、
活
用
な
ど
）
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
、
一
定
空

間
内
で
は
あ
ま
り
傾
斜
を
見
せ
ず
、
そ
の
先
で
ガ
ク
ン
と

一
致
度
が
下
が
る
「
崖
」
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
文
法
を

対
象
と
し
た
方
言
地
図
集
で
あ
る
。『
日
本
言
語
地
図
』

と
『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
で
傾
斜
の
現
れ
方
が
顕
著
に

異
な
る
例
を
図
4
に
示
し
た
。
こ
の
図
で
は
、
比
較
元
を

和
歌
山
県
に
設
定
し
、
近
畿
地
方
内
の
デ
ー
タ
の
現
れ
方

を
示
し
て
い
る
。
語
彙
を
対
象
と
す
る
『
日
本
言
語
地

図
』（
L
A
J
）
で
は
、
全
体
が
「
坂
」
と
し
て
現
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
文
法
を
扱
う
『
方
言
文
法
全
国
地

図
』（
G
A
J
）
で
は
、
全
体
が
フ
ラ
ッ
ト
で
、
遠
方
（
近

畿
地
方
の
外
縁
部
）
に
行
く
と
最
後
に
「
崖
」
と
し
て
落

ち
込
む
よ
う
す
が
見
え
る
。

両
者
の
異
な
り
は
、
方
言
が
有
す
る
言
語
と
し
て
、
そ

の
本
質
で
あ
る
意
思
疎
通
の
道
具
、
そ
し
て
そ
れ
を
根
幹

で
支
え
る
文
法
が
持
つ
高
い
シ
ス
テ
ム
性
と
無
関
係
で
は

な
い
。
同
一
の
方
言
圏
（
こ
の
場
合
、
近
畿
方
言
）
で
あ
る

近
畿
地
方
の
内
部
で
、
文
法
が
傾
斜
的
・
連
続
的
に
移
行

す
る
こ
と
は
、
言
語
の
共
有
性
に
照
ら
す
と
、
望
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
な
る
べ
く
均
質
で
あ
る
こ
と
が
文
法
に

は
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
が
グ
ラ
フ
に
お
け
る

フ
ラ
ッ
ト
な
形
状
に
現
れ
て
い
る
。
同
時
に
方
言
圏
か
ら

離
れ
る
場
合
に
は
、
共
有
性
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
崖
」
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。

■
二
つ
の「
峰
」

図
1
と
図
2
に
お
い
て
、
北
海
道
は
、
遠
い
の
に
一
致

度
が
高
い
と
い
う
、
明
ら
か
に
特
異
な
現
れ
方
を
見
せ
て

い
る
。
一
致
度
の
高
い
と
こ
ろ
が
遠
く
に
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
「
坂
」
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
に
、
グ
ラ
フ

の
形
状
は
、
比
較
元
か
ら
見
る
と
、
あ
た
か
も
、
彼
方
に

あ
る
「
峰
」
の
よ
う
だ
。

こ
の
「
峰
」
を
生
み
出
し
た
要
因
が
、
移
住
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
北
海
道
で
は
、
近
代
以
降
、
本
州

各
地
か
ら
開
拓
を
目
的
と
す
る
大
規
模
な
移
住
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
に
、
北
海
道
で
は
、
移
住
元
の
こ
と
ば
（
方
言
）

が
持
ち
込
ま
れ
、
移
住
先
で
保
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
異

な
る
移
住
元
の
人
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言
語

と
し
て
標
準
語
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
元
方
言
の
保
持
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
部
分

的
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
標
準
語
に
向
か
い
、
約
2
世

代
で
ほ
ぼ
完
了
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
比
較
元
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
に
、

一
致
度
が
高
い
北
海
道
の
顕
著
な
「
峰
」
を
発
生
さ
せ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
図
1
の
4
0
0
㎞
あ
た
り
を
注
視
し
て

ほ
し
い
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
、「
坂
」
の
原
則
か

ら
外
れ
た
尖
り
が
見
ら
れ
る
。
北
海
道
ほ
ど
は
目
立
た
な

い
が
、
こ
こ
に
も
「
峰
」
が
あ
る
。
こ
の
「
峰
」
に
あ
た

る
場
所
は
、
東
京
を
中
心
と
し
た
関
東
で
あ
る
。
京
都
と

東
京
、
つ
ま
り
東
と
西
は
こ
と
ば
が
大
き
く
異
な
る
は
ず

な
の
に
、
思
い
が
け
な
い
類
似
性
が
グ
ラ
フ
に
現
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

実
は
、
方
言
分
布
に
お
い
て
、
東
京
は
東
日
本
の
中
で

周
囲
か
ら
孤
立
し
た
、
い
わ
ば
「
言
語
島
」
の
よ
う
な
現

れ
方
を
見
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
季

節
の
「
梅
雨
」
の
こ
と
を
東
日
本
・
関
東
で
は
ニ
ュ
ー
バ

イ
（「
梅
雨
入
り
」
で
は
な
く
「
梅
雨
」
の
こ
と
で
あ
る
）
と

言
う
が
、
東
京
で
は
西
日
本
の
語
形
ツ
ユ
が
用
い
ら
れ
、

そ
れ
が
現
在
の
標
準
語
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
明
後

日
の
翌
日
」
を
表
す
シ
ア
サ
ッ
テ
も
同
様
で
あ
る
。
シ
ア

サ
ッ
テ
は
、
東
京
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
標
準
語
に
な
っ
て

い
る
が
、
も
と
は
西
日
本
の
言
い
方
で
あ
り
、
東
日
本
の

伝
統
的
な
方
言
と
し
て
は
ヤ
ノ
ア
サ
ッ
テ
系
の
語
形
が
広

く
分
布
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
東
京
の
こ
と
ば
の
特
性
は
、
江
戸
と
い
う

街
の
形
成
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
都

市
と
し
て
の
江
戸
は
、
近
世
以
降
、
地
方
か
ら
人
々
が
集

ま
り
、
徐
々
に
発
展
し
た
。
そ
の
際
に
西
日
本
の
こ
と
ば

が
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
直
接
の
要
因
は
異
な
る

に
し
て
も
、
近
代
以
降
の
北
海
道
の
形
成
と
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
規
模
や
展
開
速
度
の
違
い
に
は
留
意
が
必
要

で
あ
る
が
、
共
通
項
と
し
て
移
住
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
北
海
道
と
東
京
（
関
東
）
の

二
つ
の
「
峰
」
を
形
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
北
海
道
の
「
峰
」
の
顕
著
な
現
れ
に
比
べ
る
と
、

東
京
（
関
東
）
の
そ
れ
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
。
た
だ
し
、

グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
一
致
度
の
数
値
に
は
そ
れ
ほ
ど
差

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
海
道
の
「
峰
」
を
目
立
た
せ

て
い
る
「
坂
」
の
原
則
か
ら
の
大
き
な
外
れ
方
は
、
北
に

偏
り
、
か
つ
面
積
が
広
い
と
い
う
空
間
的
特
徴
に
起
因
す

る
。
同
じ
2
5
0
0
メ
ー
ト
ル
の
山
で
も
、
2
0
0
0

メ
ー
ト
ル
級
の
山
脈
の
中
に
あ
る
か
、
海
の
中
か
ら
直
接

そ
び
え
る
か
、
さ
ら
に
は
山
容
に
よ
り
、
見
栄
え
は
大
き

く
異
な
る
こ
と
を
思
え
ば
、
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

■
坂
・
崖
・
峰
と
人
の
つ
な
が
り

方
言
と
い
う
地
理
空
間
上
の
こ
と
ば
の
違
い
に
お
い
て
、

近
く
ほ
ど
似
て
い
て
、
遠
く
ほ
ど
異
な
る
と
い
う
「
坂
」

の
原
則
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
近
く
ほ
ど
密
で
、
遠

く
ほ
ど
疎
と
い
う
日
々
の
交
わ
り
の
永
年
に
わ
た
る
積
み

重
ね
を
背
負
っ
た
方
言
の
自
然
な
状
態
を
表
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。

日
常
的
つ
な
が
り
の
中
核
を
な
す
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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）
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1
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書
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は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
（
方
言
）
に
焦
点
を
当
て

る
と
、
地
理
空
間
上
の
方
言
圏
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が

で
き
る
。
方
言
が
有
す
る
伝
達
道
具
と
い
う
言
語
の
本
質

は
、
文
法
の
共
通
性
を
基
盤
に
、
方
言
圏
を
「
崖
」
と
し

て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

「
坂
」
や
「
崖
」
に
映
し
出
さ
れ
た
よ
う
な
静
穏
な
状
態

が
永
遠
に
続
く
と
は
限
ら
な
い
。
移
住
の
よ
う
な
新
た
な

交
わ
り
が
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
自
然
状
態
で
あ
る

「
坂
」
の
原
則
が
く
ず
れ
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
細さ

ざ

波な
み

（
あ

る
い
は
、
荒
波
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
）
は
、
新
し
く
「
峰
」

と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
示
し
た
グ
ラ
フ
は
、
い
ず
れ
も
、
50
年
前
の
『
日

本
言
語
地
図
』、
30
年
前
の
『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
に

基
づ
く
。
現
在
の
状
態
は
『
新
日
本
言
語
地
図
』（
2
0
1
0

〜
15
年
調
査
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
省
略
す

る
が
、『
新
日
本
言
語
地
図
』
を
分
析
す
る
と
、「
坂
」
が

健
在
で
あ
る
一
方
で
、
東
京
（
関
東
）
の
「
峰
」
は
見
え
づ

ら
く
な
っ
て
い
る
（
北
海
道
の
「
峰
」
は
今
も
明
瞭
で
あ
る
）。

か
つ
て
、
新
た
な
交
流
が
生
み
出
し
た
江
戸
・
東
京
の

「
峰
」
は
、
約
4
0
0
年
に
わ
た
る
歳
月
を
経
て
、
日
々

の
交
流
を
日
常
風
景
と
す
る
ご
く
あ
り
き
た
り
な
状
態
の

「
坂
」
の
中
に
埋
没
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

● やはり右下がりの線で示した「坂」が現れる。

● 距離と一致度の関係を見ると、語彙を扱った『日本言語地図』
（LAJ）のデータでは実線で示した「坂」が現れるが、文法を扱っ
た『方言文法全国地図』（GAJ）のデータでは点線で示した「崖」
のような落ち込みが現れる。
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％
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■図3：山形県（東北）からの距離とことばの一致度

■図4：語彙の「坂」と文法の「崖」（和歌山県からの距離とことばの一致度）
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東
京
か
ら
新
幹
線
に
乗
っ
て
、
京
都
駅
で
下
車
。
そ
こ

か
ら
ま
た
電
車
を
乗
り
換
え
、
緑
豊
か
な
田
園
地
帯
を
走

り
抜
け
る
と
、
大
好
き
な
仏
像
た
ち
が
住
む
街
、
奈
良
に

到
着
で
す
。

「
京
都
駅
か
ら
電
車
を
乗
り
換
え
る
」
こ
の
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ

ン
が
、
都
内
に
住
む
多
く
の
方
々
に
「
奈
良
は
遠
い
」
と

感
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
む
し
ろ
大
勢
の
観
光
客

が
下
車
す
る
京
都
駅
か
ら
、
ま
た
別
の
世
界
へ
と
誘
っ
て

く
れ
る
電
車
は
、
銀
河
鉄
道
9ス

リ
ー
ナ
イ
ン

9
9
級
の
ワ
ク
ワ
ク
感
が

味
わ
え
る
の
で
オ
ス
ス
メ
!　

日
本
最
古
の
仏
像
た
ち
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
奈
良
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
道
の
り
も
時

間
も
、
全
て
が
お
目
当
て
の
仏
像
に
会
っ
た
時
に
味
わ
う

喜
び
へ
と
、
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
こ
は
仏
像
が

住
む
世
界
へ
の
玄
関
口
。
ト
ン
ト
ン
、
と
扉
を
叩
け
ば
、

仏
像
た
ち
が
笑
み
を
浮
か
べ
て
、
私
た
ち
を
歓
迎
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
。

ど
こ
ま
で
も
続
く
菜
の
花
畑
に
田
ん
ぼ
道
、
奈
良
県
の

明
日
香
村
に
た
ど
り
着
く
と
一
瞬
、
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
飛
鳥
時
代
に
、
日
本
で
初
め
て

誕
生
し
た
仏
像
が
こ
の
明
日
香
村
に
佇
む
飛
鳥
寺
に
鎮
座

さ
れ
て
い
ま
す
。
飛
鳥
寺
の
釈
迦
如
来
さ
ま
は
6
0
9
年

に
、
渡
来
人
の
血
を
引
く
止と

利り

仏ぶ
つ

師し

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ

ま
し
た
。
奈
良
時
代
、
平
城
京
に
都
が
置
か
れ
る
ま
で
の

ド
で
誕
生
し
た
仏
像
の
壁
画
や
彫
刻
に
見
ら
れ
る
衣
装
や

模
様
で
、
当
時
の
文
化
の
交
流
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

た
り
。
同
じ
よ
う
に
、
お
釈
迦
さ
ま
が
イ
ン
ド
の
釈
迦
族

の
王
子
だ
っ
た
時
代
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
衣
装
が
、
仏
像

（
修
行
中
の
菩
薩
）
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
り
。
同
じ
時
代
に

生
き
て
い
る
人
た
ち
を
「
ハ
ッ
」
と
さ
せ
る
た
め
、
仏
師

た
ち
も
様
々
な
手
法
で
、
仏
像
を
制
作
し
、
華
や
か
な
装

飾
で
彩
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
本
で
誕
生
し
た
飛
鳥
時
代
の
仏
像
は
、
朝
鮮
半
島
に

あ
る
百
済
か
ら
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
が
、
奈

良
時
代
に
都
が
平
城
京
に
移
り
、
そ
こ
か
ら
は
さ
ら
に
国

際
色
豊
か
な
仏
像
が
誕
生
し
て
い
き
ま
す
。
飛
鳥
時
代
か

ら
唐
の
国
へ
と
多
く
の
学
生
や
政
治
家
、
僧
侶
た
ち
が
派

遣
さ
れ
、
中
国
の
最
先
端
の
技
術
や
学
問
、
仏
教
の
教
え

な
ど
を
日
本
に
持
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
遣
唐
使

た
ち
の
働
き
も
あ
っ
て
、
日
本
の
文
化
は
奈
良
時
代
に
大

き
く
開
花
し
た
の
で
す
。
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
の
は
、
聖
武

天
皇
の
時
代
に
花
開
い
た
天て

ん

平ぴ
よ
う

文
化
。
当
時
の
ト
ッ
プ
に

い
た
学
僧
や
仏
師
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
仏
像
、

「
奈
良
の
大
仏
さ
ま
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
東
大
寺
の

盧る

舎し
や

那な

仏ぶ
つ

や
、
迫
力
あ
る
戒か

い

壇だ
ん

院い
ん

の
四
天
王
、
豪
華
な
装

飾
を
身
に
つ
け
た
不ふ

空く
う

羂け
ん

索さ
く

観か
ん

音の
ん

さ
ま
な
ど
、
華
や
か
な

天
平
時
代
が
残
し
て
く
れ
た
数
々
の
仏
像
た
ち
は
、
奈
良

が
繁
栄
し
た
時
代
の
象
徴
で
す
。

き
っ
と
当
時
の
人
々
は
、
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
大

き
な
仏
像
や
き
ら
び
や
か
な
仏
像
、
最
先
端
の
技
術
や

時
代
も
、
奈
良
は
日
本
の
文
化
の
中
心
で
あ
り
、
百
済
か

ら
仏
教
と
共
に
仏
像
を
制
作
す
る
技
術
が
伝
わ
り
、
こ
の

地
で
開
花
し
た
の
で
す
。
同
じ
飛
鳥
時
代
に
、
聖
徳
太
子

が
建
立
し
た
斑い

か
る
が鳩
の
法
隆
寺
に
は
、
止
利
仏
師
が
制
作
し

た
釈
迦
三
尊
像
が
。
さ
ら
に
、
百
済
観
音
さ
ま
や
救ぐ

世ぜ

観

音
さ
ま
が
、
飛
鳥
時
代
の
仏
像
の
特
徴
で
も
あ
る
杏き

よ
う

仁に
ん

形ぎ
よ
う

の
目
と
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ス
マ
イ
ル
を
浮
か
べ
、
1
4
0
0

年
以
上
経
っ
た
今
も
、
こ
の
奈
良
か
ら
私
た
ち
を
見
守
り

続
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

私
が
そ
も
そ
も
奈
良
の
仏
像
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
の

は
、
大
学
生
の
頃
で
し
た
。
比
較
文
化
学
科
の
美
術
史
を

学
ん
で
い
く
う
ち
に
、
東
洋
美
術
や
仏
教
美
術
に
興
味
が

湧
き
、
気
が
つ
け
ば
、
仏
像
漬
け
の
日
々
を
送
っ
て
い
ま

し
た
。
イ
ン
ド
か
ら
始
ま
り
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
、

日
本
に
到
着
す
る
ま
で
の
仏
像
の
歴
史
を
勉
強
し
て
い
た

の
で
、
当
時
は
主
に
、
日
本
以
外
の
仏
像
の
研
究
を
し
て

い
ま
し
た
。
授
業
中
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
仏

像
や
、
そ
の
仏
像
が
誕
生
し
た
土
地
の
写
真
を
見
な
が
ら
、

各
国
の
文
化
の
流
れ
を
比
較
し
て
い
た
の
で
す
が
、
興
味

深
か
っ
た
の
が
、
そ
の
国
を
代
表
す
る
仏
像
の
技
術
、
さ

ら
に
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
ま
で
も
が
当
時

の
流
行
を
反
映
し
て
お
り
、
仏
像
そ
の
も
の
が
そ
の
時
代

の
「
最
先
端
」
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
シ
ル
ク
ロ
ー

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
身
に
ま
と
っ
た
仏
像
た
ち
に
会
い
に
、

全
国
各
地
か
ら
奈
良
ま
で
足
を
運
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う

ね
。
そ
し
て
、
初
め
て
そ
の
仏
像
群
を
目
に
し
た
瞬
間
、

ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。
当
時
は
金
箔
や
色

が
鮮
明
に
残
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
光
景

や
仏
像
の
大
き
さ
に
、
相
当
お
ど
ろ
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
が
奈
良
が
大
好
き
な
理
由
は
や
っ
ぱ
り
、
そ
ん
な
ロ
マ

ン
が
今
で
も
息
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
し
て
、
い
つ
訪

れ
て
も
1
4
0
0
年
の
時
空
を
超
え
る
景
色
に
、
ド
キ
ド

キ
、
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

奈
良
は
、
日
本
の
仏
像
界
を
代
表
す
る
ス
タ
ー
た
ち
が

住
む
街
。
こ
れ
か
ら
も
京
都
駅
か
ら
電
車
を
乗
り
継
い
で
、

大
好
き
な
仏
像
た
ち
に
会
い
に
い
き
ま
す
よ
!

は
な　
モ
デ
ル
、
タ
レ
ン
ト
。
神
奈
川
県
横
浜
市
出
身
。
2
歳
か
ら
横

浜
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
17
歳
か
ら
モ
デ
ル
活

動
を
始
め
る
。
上
智
大
学
進
学
後
も
モ
デ
ル
活
動
を
続
け
、
テ
レ
ビ
の

司
会
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
エ
ッ
セ
イ
の
執
筆
な
ど
活
動
の
範
囲
を
広
げ

る
。
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
堪
能
。
趣
味
は
、
お
菓
子
づ
く
り
、
仏
像

鑑
賞
。
2
0
1
7
年
、
国
宝
応
援
大
使
就
任
。

Instagram

ア
カ
ウ
ン
ト  @

hanalovestaco

わ
た
し
と
奈
良

文
＝
は
な

H
ana

画
＝
浅
妻
健
司
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あらゆる物・人・情報が交流する場である都市・地域は、
過去からのさまざまな交流（つながり）が集積した場でもあります。

より豊かで多様なつながりを問い直すために参考となる書籍を選びました。

つ な が り

『新版 空海の夢』
〈日本〉をプログラムした天才・空海のイメージの
森に分け入り、現在の視点から、現在の言葉を駆
使して縦横無尽に語ることで、これからの日本の
あり方をも考えようとする無類の書。生命や世界
の成り立ち、言語、宗教と国家の関係など、空海
の曼荼羅的な思索と格闘の痕跡は、時を超えて
今を生きる人間に多くのヒントを与えてくれる。

松岡正剛 = 著
春秋社／2005年

『川の文化』
「お前は川の橋の下から拾ってきた」と言い習わ
されていたように川が身近だった時代はとうの昔。
大小の河川が上流から河口を目指し大地を刻み
ながら多彩な風景と文化を育んできた「川」の重
要性を、今こそ見直す必要があるのではないか？　
舟運の歴史と川船の種類、川の狩猟、渡しと橋、
年中行事と信仰など豊富な事例で語りつくす。

北見俊夫 = 著
講談社学術文庫／2013年

『江戸の市場経済
──歴史制度分析からみた株仲間』
最先進国イギリスに匹敵する経済成長を遂げてい
た江戸日本。なぜ特定の時代と地域に特化した
経済発展が見られたのか。著者は従来の安定政
権、貨幣制度の整備、農商工分離の身分制度と
いう定説からではなく、「株仲間」というシステム
に注目し、歴史制度分析という経済史の新分野か
ら解き明かす。丁寧に検証した説得力ある一冊。

岡崎哲二 = 著
講談社選書メチエ／ 1999年

『大阪商人』
かつて司馬遼太郎も師と仰いだ歴史学者による
近世経済史。1958年の初版刊行当時、戦後マ
ルクス主義の潮流から著者の人間味あふれる経
済史観は異彩を放つが、その魅力は今も色褪せ
ることはない。伏見・道修町（どしょうまち）の貿易
品を取り扱う町人をはじめ、住友家歴代、呉服
商の大丸など、「天下の台所」の商人たちの生き
様を通して商都大坂の活況を描く。

宮本又次= 著
講談社学術文庫／2010年

『宗教とツーリズム
──聖なるものの変容と持続』
近年、教会や寺社仏閣、聖山など宗教スポット
を巡るツーリズムが盛んに行われている。しかし
編者はそれらを「断片化し非文脈化した宗教を 
“パーツ” として消費するという事態」と懸念す
る。社会学、人類学、地理学、観光学などの成
果を駆使しつつ、宗教学的視点で論じた宗教ツー
リズム研究の入門書。

山中弘= 編著
世界思想社／2012年

『文明の海洋史観』
本書は、国際社会を中心とする世界史の舞台は
大陸ではなく、島 と々海からなる「多島海」にあ
るという海洋史観をさらに進め「近代はアジアの
海から誕生した」と説く。その壮大な歴史観は、

「唯物史観」や「生態史観」のような戦後、誰も
疑うことがなかった陸地中心の考え方を真っ向
から切り捨てながら、日本の将来指針をも提示
していく。

川勝平太= 著
中公文庫／2016年

『全集日本の歴史第９巻 
「鎖国」という外交』

近世日本を語るキーワードのひとつ「鎖国」。東
アジア近世史を専門とする著者は、朝鮮通信使
の研究を入り口に、長崎、対馬、薩摩、松前の「四
つの口」を通じて中国・朝鮮などと交流をもち、
対外政策を決めていた日本の姿を明らかにし、
鎖国が「外」を意識した主体的な選択であった
ことを描き出す。新しい近世像を提示する書。

ロナルド・トビ= 著
小学館／2008年

『江戸はネットワーク』
趣向を同じくする人のつながり「連」に着目し、
山東京伝、蔦屋重三郎、平賀源内、松尾芭蕉
など江戸期を代表する文化人の活動が「連」の
ネットワークあってのものだったことを明らかに
する。個々の人物がその場に集い、刺激しあい
ながら変化し新しいものを生み出すという、動的
な文化を創出する「連」のあり方に今こそ学ぶべ
きである。

田中優子 = 著
平凡社ライブラリー／2008年

『木村蒹葭堂のサロン』
近世大坂の町人学者にして類い稀なる知的・文
化的ネットワークから一大サロンを築いた蒹葭堂
の評伝。書画や本草学、医学、蘭学の貴重な文
物や標本を蒐集した自邸には、画家、文人、学
者だけでなく、大名や外国人までが交流を求め、
支援を惜しまなかったという。知的共鳴でつなが
る江戸後期知識人たちの有り様が伝わってくる。

中村真一郎 = 著
新潮社／2000年

『犬の伊勢参り』
「一生に一度は伊勢参り」の慣習があった江戸時
代に、人間の代わりに犬が参拝することがあった
という。さまざまな書物に残された「犬の伊勢参り」
の記述をもとに、著者はこの不思議な現象が人々
の信仰心を投影したものであったことを明らかにす
る。ファンタジーのような事実を成り立たせた近世
日本人の姿を知ることができる一冊。

仁科邦男= 著
平凡社新書／2013年
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「交流」を問い直すための10冊
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海上交易で栄えた18世紀中頃の松前城下を描いた「松前屏風」
所蔵／函館市中央図書館

「CEL」バックナンバー

関
ヶ
原
古
戦
場
に
立
つ
と
、
意
外
に
狭
い
空

間
に
驚
く
。
15
万
人
が
東
西
に
対
峙
し
た
関
ヶ

原
で
古
代
に
壬じ

ん

申し
ん

の
乱
が
あ
っ
た
。
都
を
守
る

関
所
が
あ
り
、
東
国
に
通
じ
る
街
道
、
日
本
海

に
通
じ
る
街
道
が
縦
横
に
交
わ
る
。
こ
の
関
ヶ

原
を
含
む
琵
琶
湖
東
岸
は
、
丸
餅
と
角
餅
な
ど

食
の
東
西
境
界
。
道
が
文
化
を
は
こ
ん
だ
。

か
つ
て
道
は
軍
事
防
衛
の
観
点
か
ら
細
か
っ

た
。
人
は
移
動
で
き
る
が
、
物
を
は
こ
ぶ
に
は

適
さ
な
か
っ
た
。
川
や
堀
に
て
地
域
の
物
が
河

口
の
湊み

な
と

に
集
め
ら
れ
、
積
み
替
え
ら
れ
、
次
の

場
所
に
は
こ
ば
れ
た
。
川
が
文
化
も
は
こ
ん
だ
。

山
形
県
の
酒
田
を
歩
く
と
、
京
人
形
や
し
つ

ら
い
、
人
々
の
会
話
に
上
方
を
感
じ
る
瞬
間
が

あ
る
。 

最
上
川
水
域
の
物
を
集
め
、
河
口
で

北
前
船
に
積
み
替
え
全
国
に
は
こ
び
、
全
国
か

ら
船
が
戻
り
物
が
お
ろ
さ
れ
、
最
上
川
流
域
に

流
通
し
、
物
と
と
も
に
情
報
が
川
筋
文
化
と
混

じ
り
あ
っ
た
。
海
が
文
化
を
は
こ
ん
だ
。

こ
の
北
前
船
は
蝦
夷
地
か
ら
大
坂
ま
で
、
西

廻
り
に
日
本
海
、
瀬
戸
内
海
の
各
湊
に
寄
航
し
、

各
地
の
情
報
を
収
集
・
掌
握
し
、
商
品
を
売
り

買
い
し
て
い
く
。
北
前
船
は
各
地
域
の
物
を
湊

に
は
こ
び
、
各
地
域
の
情
報
を
受
・
発
信
し
て

各
地
の
産
業
・
経
済
・
文
化
を
育
て
た
。

北
前
船
を
は
じ
め
と
す
る
廻
船
の
出
港
地
で

あ
り
終
着
地
で
あ
っ
た
「
天
下
の
台
所
」
と
呼

ば
れ
た
大
坂
の
船せ

ん

場ば

に
、
国
内
や
海
外
の
物
と

情
報
が
集
ま
り
、
編
集
し
価
値
を
つ
け
、
淀
川

や
堀
を
通
じ
て
畿
内
に
、
街
道
を
通
じ
て
全
国

に
ひ
ろ
げ
た
。
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
情
報
が

集
ま
り
、
溜
ま
り
、
発
酵
さ
せ
、
求
め
る
人
に

伝
え
ら
れ
た
。
価
値
あ
る
情
報
に
は
速
度
を
付

け
る
工
夫
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
堂
島

の
米
相
場
情
報
は
旗
振
り
通
信
に
よ
っ
て
１
時

間
以
内
で
江
戸
に
届
い
て
い
た
そ
う
だ
。

ま
た
大
坂
に
は
廻
船
や
街
道
を
通
じ
て
国
内

の
食
材
が
米
、
青
物
、
魚
市
場
に
集
め
ら
れ
た
。

こ
の
新
鮮
で
豊
富
な
食
材
に
、
蝦
夷
の
真
昆
布

出
汁
を
掛
け
あ
わ
せ
調
理
さ
れ
た
料
理
を
と
り

な
が
ら
商
談
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
と
ま
れ
ば
手

打
ち
と
な
る
。
そ
の
商
い
の
最
高
の
瞬
間
に
大

坂
料
理
の
場
が
選
ば
れ
、
大
坂
商
人
た
ち
の
お

も
て
な
し
精
神
が
接
待
の
場
に
注
が
れ
、
大
坂

料
理
を
高
度
に
育
て
あ
げ
た
。

こ
の
よ
う
に
水
路
・
陸
路
を
通
じ
て
物
と
情

報
を
集
め
、
学
び
あ
い
、
交
流
し
あ
い
、
掛
け

あ
わ
せ
、
混
じ
り
あ
わ
せ
、
変
換
さ
せ
、
価
値

あ
る
物
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
産
業
が
次
々
と
生
み
だ

さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
り
の
天
才
が
考
え
た

の
で
は
な
く
、
同
業
・
同
志
が
集
ま
り
、「
そ
れ
、

い
い
な
」「
こ
れ
、
い
け
る
の
と
ち
が
う
？
」

と
い
っ
た
ワ
イ
ガ
ヤ
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

生
み
だ
さ
れ
た
。
現
代
も
同
じ
は
ず
だ
。

CELホームページ
http://www.og-cel.jp/

エネルギー・文化研究所（CEL）の活動内容、
「CEL」バックナンバーをご覧になれます。

※CELホームページに掲載する「読者アンケート」にご協力願います。

Facebookページ
https://www.facebook.com/osakagas.cel

※最新の6号。創刊（1987年）
からのバックナンバーはCEL
ホームページに掲載しています。
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北
前
船
は
な
に
を
は
こ
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だ
の
か
?
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