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昔
の
暮
ら
し
力

変
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
年
々
早
く
な
り
、よ
り
短
期
的
に
も
の
ご
と
を
見
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

短
期
的
な
効
率
を
優
先
す
る
こ
と
自
体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
傾
向
の
み
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、一
度
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。日
本
に
は
、長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
継
承
し
、

発
展
さ
せ
て
き
た
固
有
の
生
活
文
化
や
暮
ら
し
が
あ
る
。こ
れ
ら
は
未
来
に
継
い
で
い
く
べ
き
貴
重
な
財
産
で
あ
る
。

本
号
で
は
、昔
な
が
ら
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、「
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
」を
考
え
る
。

昔
に
学
ぶ
こ
と
で
、よ
り
よ
い
暮
ら
し
を
実
現
す
る
た
め
の
智
恵
を
探
っ
て
い
こ
う
。

江
戸
時
代
の
庶
民
の
暮
ら
し

ぶ
り
が
描
か
れ
た『
雲
煙
過

眼
帖（
う
ん
え
ん
か
が
ん
ち
ょ

う
）』よ
り《
御
手
遊
木
偶
所
》

松
川
半
山
筆
、19
世
紀
。所
蔵
／
大
阪

歴
史
博
物
館

Sp
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特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
1老

舗

か
ら
学
ぶ

時 代 を 超 え て、 未 来 を 拓く
対 談

今日、企業を取り巻く状況は変化し、多くの企業が対応に苦慮し
ている。そのようななか、いくつもの時代を超えて、事業を継承し
続けている企業がある。それが「老舗」企業だ。老舗企業は、100
年 200 年と事業を継続し、今日も独自の価値をお客様に提供し
続けている。
長く続く企業はどのように時代を拓いてきたのか。京都の老舗企
業にその「秘訣」を尋ねた。

2CEL March 20163 CEL March 2016

撮影／宮村 政徳 往時の聖護院八ッ橋総本店店頭（昭和中期頃）。

鈴鹿 可奈子

㈱聖護院八ッ橋
総本店
専務取締役

大阪ガス㈱
エネルギー・文化研究所

所長

すずか・かなこ／京都大学経済学部
経済学科卒業。信用調査会社勤務を
経て、2006年聖護院八ッ橋総本店に
入社。2011年には新しい形で八ッ橋を
提供する新ブランド 「nikiniki（ニキニ
キ）」を立ち上げる。2012年より現職。

こにしいけ・とおる／大阪ガス入社後、
マーケティング部門での家庭用営業や
人事部・企画部でのスタッフを担当。そ
の後、財界活動スタッフ等を経て、東京
支社長、広報部長を歴任し、2015年よ
り現職。

Suzuka Kanako

小西池 透
Konishiike Tooru
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写
真
右
／
あ
ん
入
り

生
八
ッ
橋「
聖
」の

にっ
き（
手
前
）と
抹
茶
。

左
／
聖
護
院
八
ッ
橋
。

小
西
池
　
御
社
は
元
禄
２
年
（
１
６
８
９

年
）
に
創
業
し
、
３
２
７
年
の
歴
史
を
お
持

ち
で
す
。
現
在
、
後
継
者
と
し
て
経
営
に
携

わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
、
御
社
の
沿

革
や
事
業
内
容
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
当
社
は
、
元
禄
２
年
に
、
聖
護
院
の

地
、
現
在
の
本
店
の
場
所
に
て
、
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
や
つ八

　は
し橋

　け
ん検

　ぎ
よ
う校

さ
ん
と
い
う
お
箏

の
名
手
が
葬
ら
れ
た
お
墓
が
黒
谷
の
こ
ん金
　か
い戒 

こ
う光

 

み
よ
う明 

じ寺
に
あ
り
、
そ
の
お
墓
を
訪
れ
る
人
た

ち
に
、
何
か
検
校
さ
ん
に
ち
な
ん
だ
特
別
な

も
の
を
出
せ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
生
ま

れ
た
の
が
、
琴
の
形
に
似
せ
た
焼
菓
子
で
あ

る
「
八
ッ
橋
」
で
す
。
以
来
、
八
ッ
橋
の
製

造
と
販
売
ひ
と
す
じ
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

小
西
池
　
続
け
る
と
い
う
の
は
難
し
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
お
店
の
経
営
を

続
け
る
に
あ
た
っ
て
、
大
切
に
し
て
こ
ら
れ

た
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　「
お
い
し
い
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

で
し
ょ
う
か
。
お
客
様
が
お
い
し
い
と
思
う

お
菓
子
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
当
社
の
経
営
理
念
は
「
味

は
伝
統
」
で
す
が
、
そ
の
根
幹
は
、
ど
ん
な

時
代
に
お
い
て
も
、
一
番
お
い
し
い
八
ッ
橋

を
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
。
元
禄
時
代
に

創
業
し
た
老
舗
の
お
菓
子
と
い
う
と
「
当
時

と
同
じ
味
？
」
と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
と
今
で
は
人
の

味
覚
が
変
わ
る
の
で
、
当
時
お
い
し
い
も
の

が
今
も
お
い
し
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
緩
や
か
な
嗜
好
の
変
化
の
な
か
、
お
客

様
の
「
お
い
し
い
」
と
思
わ
れ
る
気
持
ち
が

変
わ
ら
な
い
よ
う
常
に
切
磋
琢
磨
す
る
と
い

う
気
持
ち
が
、「
味
は
伝
統
」
に
は
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　
緩
や
か
な
変
化
と
い
う
の
は
捕
ま

え
る
の
が
難
し
い
で
す
ね
。
常
日
頃
か
ら
の

意
識
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
点
に
留
意
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
新
商
品
開
発
の
際
、
社

長
は
必
ず
「
こ
の
商
品
は
最
低
１
０
０
年
は

続
き
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
ま
す
。
お
菓
子

な
の
で
お
い
し
い
も
の
を
つ
く
る
の
は
当
た

り
前
で
す
が
、
流
行
を
追
っ
た
り
焦
っ
た
り

す
る
と
、
ど
う
し
て
も
妥
協
を
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
１
０
０
年
は

続
く
か
と
い
う
の
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、

お
客
様
が
普
遍
的
に
お
い
し
い
と
思
う
も
の

を
本
当
に
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

再
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
京
都
の
老
舗
企
業
で
は
利
益
は
後

か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
お
客

様
に
良
い
も
の
を
提
供
し
、
満
足
し
て
も
ら

え
れ
ば
利
益
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
、
と
い

う
考
え
方
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。「
先

義
後
利
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
御
社
も

そ
の
よ
う
な
お
考
え
で
経
営
を
行
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
企
業
で
す
か
ら
、
従
業
員
の
生
活
も

あ
り
ま
す
し
、
当
然
利
益
は
大
切
で
す
。
た

だ
、
最
終
目
標
は
何
か
と
い
う
と
、
単
に
５

年
後
10
年
後
ど
う
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、

１
０
０
年
以
上
経
っ
て
も
八
ッ
橋
が
存
在
し

て
い
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る
方
々
が
笑
顔
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
、
そ
し
て
八
ッ
橋
に

携
わ
る
私
た
ち
が
、
皆
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
。
目
先
の
利
益
目
標
を
ゴ
ー
ル
に
設

定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
先
の
未
来

の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
が
、
そ
う
捉
え

ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
西
池
　
１
０
０
年
ス
パ
ン
で
物
事
を
見
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
続
け
る
と
い

う
こ
と
だ
け
に
固
執
し
て
し
ま
う
と
身
動
き

が
と
れ
な
く
な
り
ま
す
。
当
然
、
１
０
０
年

先
の
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
未
来
の
た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
、

と
に
か
く
日
々
真
面
目
に
商
品
と
向
き
合
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
「
一
番
お

い
し
い
八
ッ
橋
を
」
と
い
う
想
い
を
持
ち
続

け
る
こ
と
が
、
１
０
０
年
後
に
も
自
然
と
繋

が
っ
て
い
く
一
番
の
方
法
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
ま
た
、
原
材
料
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
米

粉
は
「
ど
こ
の
県
の
何
と
い
う
種
類
か
」
と

大正15（1926）年頃の
工場内での箱詰め作業。

丁寧な作業は昔も今も変わらない。

と
い
う
よ
う
な
考
え
に
陥
り
が
ち
に
な
り
ま

す
。「
社
内
の
あ
た
り
ま
え
」
と
で
も
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え

が
蔓
延
す
る
と
、
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
た
ち
の
常
識

は
非
常
識
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
目
を
持

つ
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
現
状
に
安
住
す
る

の
で
は
な
く
、
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
、
変
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
持
ち
を
持
ち
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
組

織
内
に
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

た
だ
、こ
の
よ
う
な「
揺
ら
ぎ
」を
実
現
す
る

の
は
難
し
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、nikiniki

と
い
う
新
し
い
商
品
を
作
る
と
き
に
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
自
分
で
商
品
を
作
れ
る
職
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
者
が
「
あ
れ

作
っ
て
、
こ
れ
作
っ
て
」
と
言
っ
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
と
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
作
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
作
る
の

が
大
変
だ
と
か
数
多
く
生
産
で
き
な
い
な
ど
、

自
由
な
発
想
を
心
の
中
で
制
限
す
る
場
合
も

あ
る
の
で
す
よ
ね
。
今
は
、
あ
え
て
私
の
考

え
る
理
想
の
ア
イ
デ
ア
を
そ
の
ま
ま
投
げ
て
、

後
の
こ
と
は
製
造
の
プ
ロ
に
考
え
て
も
ら
う
、

と
い
う
発
想
で
す
。
技
術
役
で
は
な
く
、
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
役
で
す
ね
。

小
西
池
　
そ
う
だ
か
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

知
り
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
縛
ら
れ
る
。
知
ら

な
い
か
ら
こ
そ
本
質
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
新
鮮
な
目
、
普
通
の
感
覚
の
強

み
っ
て
き
っ
と
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

役
に
徹
す
る
と
い
う
の
は
重
要
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、

心
強
い
で
す
ね
。

小
西
池
　
さ
て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
京
都
に
は
独
特
の
商

売
の
考
え
方
が
あ
り
、
活
動
の
拠
点
で
あ
る

地
元
と
の
関
係
も
大
切
に
し
て
い
る
と
聞
い

て
い
ま
す
。
御
社
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
地
元
と
の
つ
な
が
り
は
強
い
で
す
ね
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
新
年
会
や
さ
ま
ざ
ま

な
社
内
行
事
に
出
て
い
て
、
そ
れ
が
当
た
り

前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ら
く洛
　し
ゆ趣
　か
い会
と
い
う
、

京
都
の
老
舗
の
店
主
が
正
装
し
て
お
客
様
を

お
招
き
し
、
商
品
を
ご
紹
介
す
る
会
が
、
昭

和
３
年
よ
り
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

幼
い
頃
の
私
は
、
開
催
地
の
お
寺
の
お
庭
で

よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
緒
に

遊
ん
で
く
れ
て
い
た
人
た
ち
が
、
世
代
交
代

で
今
や
経
営
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
人
と
は
今
で
も
気
楽
に
相
談
が

で
き
る
密
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　
や
は
り
京
都
は
小
さ
な
街
で
す
の
で
、
会

社
同
士
の
つ
な
が
り
も
強
い
と
思
い
ま
す
。

洛
趣
会
以
外
に
も
、
八
ッ
橋
の
組
合
や
和
菓

子
の
組
合
、
お
土
産
屋
さ
ん
の
組
合
、
取
引

先
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。

地
元
の
聖
護
院
の
会
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま

す
。
他
に
も
分
野
を
超
え
た
、
仕
事
か
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
か
が
線
引
き
で
き
な
い
よ
う
な
関

係
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
が
信
頼
を

生
ん
で
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
関
連
し

た
活
動
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
こ
の
地
で
看
板
を
出
し
て
商
売
を
し

て
い
る
身
で
す
の
で
、
些
細
な
こ
と
で
す
が
、

地
元
の
運
動
会
で
は
お
菓
子
を
提
供
し
た
り
、

幼
稚
園
の
餅
つ
き
大
会
で
は
あ
ん餡
を
提
供
し
た

り
も
し
て
い
ま
す
。
自
然
と
お
互
い
が
知
り

合
い
と
な
り
、
挨
拶
も
か交
わ
す
関
係
に
な
り

ま
す
。「
お
菓
子
を
提
供
し
な
さ
い
」
な
ど

と
は
誰
か
ら
も
い
わ
れ
ま
せ
ん
し
義
務
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
元
の
方
に
対
し
て
い
つ

も
あ
り
が
と
う
の
想
い
で
接
す
る
と
、
自
然

と
こ
う
し
た
協
力
体
制
が
で
き
上
が
っ
て
い

く
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
が
あ
る

と
、
あ
そ
こ
の
方
に
は
ご
迷
惑
が
か
か
る
か

な
と
思
え
ば
、
先
に
挨
拶
し
て
お
こ
う
と
、

自
発
的
に
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
地
元

と
繋
が
る
と
い
う
の
は
、
何
も
決
ま
っ
た
集

ま
り
に
顔
を
出
す
と
か
役
を
引
き
受
け
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
頃
の
気
持
ち

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当

社
の
存
在
を
皆
さ
ん
に
温
か
く
見
守
っ
て
い

た
だ
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す

小
西
池
　
こ
う
し
た
地
元
と
の
つ
な
が
り
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
３
０
０
年
以
上
も
事
業
を

続
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
続
か
な
い
で
し

ょ
う
。
地
元
で
認
め
て
も
ら
え
て
こ
そ
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
店
に
は
、
お
菓
子
を

お
求
め
に
な
る
地
元
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
お
客
様
に

と
っ
て
、
私
た
ち
は
近
所
の
お
菓
子
屋
さ
ん

で
す
し
、
こ
う
し
た
方
が
長
年
私
た
ち
を
支

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
当
社
は
、
吉
田
神
社
の
節
分
祭
に
、

明
治
30
年
代
か
ら
出
店
し
て
い
ま
す
。
収
益

目
的
だ
け
で
な
く
、
今
も
「
こ
こ
で
お
詣
り

し
て
聖
護
院
さ
ん
で
八
ッ
橋
買
っ
て
食
べ
な
、

新
年
迎
え
た
気
が
せ
ぇ
へ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ

る
何
人
も
の
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

頭
が
下
が
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
御
社
と
地

元
の
方
と
の
接
点
は
い
か
が
で
す
か
。

小
西
池
　
同
じ
で
す
ね
。
地
域
と
の
関
係
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
な
ど
事
業
に
関
す
る
も

の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
や
自
治
体

の
行
事
に
積
極
的
に
参
加
す
る
な
ど
、
日
頃

か
ら
地
域
の
皆
さ
ん
と
ふ
れ
あ
い
、
強
固
な

関
係
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

鈴
鹿
　
長
く
続
い
て
い
る
企
業
は
そ
う
で
す

よ
ね
。
御
社
の
ガ
ス
ビ
ル
食
堂
は
以
前
か
ら

知
っ
て
お
り
、
親
し
み
が
あ
り
ま
す
。
会
社

の
中
に
、
社
外
の
方
が
自
由
に
入
れ
る
場
所

が
あ
る
と
い
う
の
は
素
敵
で
す
ね
。
お
客
様

と
の
距
離
を
縮
め
る
重
要
な
機
会
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
西
池
　
と
こ
ろ
で
、
ご
近
所
に
は
同
業
者

も
お
ら
れ
ま
す
。
競
争
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　
現
在
、
京
都
八
ッ
橋
商
工
業
協
同
組

合
に
は
14
社
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
問
題
が

あ
れ
ば
組
合
で
話
し
合
い
ま
す
。
競
争
で
も

あ
り
、
共
存
で
も
あ
る
関
係
で
す
ね
。
八
ッ

橋
を
ど
う
残
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と

が
組
合
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
世
の
中
に
は
八
ッ
橋
の
定
義
を

外
し
た
商
品
を
「
八
ッ
橋
」
と
し
て
売
っ
て

お
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
正
し
い
八

ッ
橋
を
伝
え
て
、
残
し
て
い
く
た
め
に
は
、

何
を
す
れ
ば
い
い
か
を
話
し
合
い
、
協
力
し

て
実
行
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
正
し
い
八
ッ
橋
を
み
ん
な
で
守
っ

て
、
伝
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
組
合
に
入
れ
る
の
は
、（
焼
き
）
八

ッ
橋
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
で
す
。
こ

れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
八
ッ
橋
が
忘
れ
ら
れ
な

い
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
共
存
の

例
と
し
て
、
京
都
マ
ラ
ソ
ン
へ
の
取
り
組
み

が
あ
り
ま
す
。
京
都
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
あ
ん

入
り
生
八
ッ
橋
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
「
○
○
社
の
八
ッ
橋
」
と
い
う
形
で
は

お
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。「
ど
こ
の
生
八
ッ

橋
」
で
は
な
く
、
生
八
ッ
橋
に
親
し
ん
で
い

た
だ
く
機
会
、
ま
た
京
都
を
盛
り
上
げ
て
い

く
手
段
と
し
て
業
界
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
同
業
者
と
は
競
争
す
る
と
い

う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
も
、

単
に
敵
対
す
る
の
で
は
な
く
、
同
業
者
の
動

き
は
刺
激
と
し
て
、
経
営
に
活
か
し
て
い
ま

す
。

小
西
池
　
同
業
者
で
限
ら
れ
た
パ
イ
を
取
り

合
う
の
で
は
な
く
、
全
体
の
パ
イ
を
広
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
お
互
い
疲
弊
す
る
競
争
に
終
始

す
る
の
で
は
な
く
、
共
に
利
す
る
、
い
わ
ば

「
共
創
」
を
目
指
す
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
各
々
得
意
分

野
を
活
か
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
互
い
の
い
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
つ
つ
、

各
々
が
価
値
を
し
っ
か
り
と
お
客
様
に
伝
え

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

が
本
当
の
競
争
だ
と
思
い
ま
す
し
、
価
格
だ

け
の
勝
負
は
ど
こ
か
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
利
益
を
増
や
し
た
い
か
ら
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
適
正
価
格
と
い
う
も
の
を
大

事
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

当
初
、nikiniki

に
は
高
い
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
「
安
い
ね
」

と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
ど
れ
だ
け
丁
寧
に
手

間
を
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る

か
、
ど
れ
だ
け
素
材
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
か
、
手
に
し
て

召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の

で
す
。
赤
字
に
な
る
よ
う
な

価
格
設
定
と
い
う
の
は
、
逆

に
お
客
様
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
客
様
と
し
っ
か
り
向
か
い

合
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

小
西
池
　
な
る
ほ
ど
、
易
き

に
流
れ
る
の
は
ダ
メ
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
何
が
お
客
様

の
信
頼
の
源
泉
で
あ
る
か
を

考
え
、
そ
れ
を
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

一
時
的
に
は
人
気
は
出
て
も
、

続
か
な
い
と
い
う
の
で
は
お

客
様
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
は
必
需
品
で
は
な
い
の
で
、

お
い
し
く
な
け
れ
ば
誰
も
食
べ
ま
せ
ん
。
八

ッ
橋
に
限
ら
ず
、
お
菓
子
を
食
べ
る
文
化
が

あ
る
の
は
や
は
り
「
お
い
し
い
」
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
か
け
だ
け
の
も
の
や

価
格
だ
け
の
も
の
で
は
、
一
時
的
な
も
の
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

小
西
池
　
そ
れ
が
続
け
る
こ
と
、
続
く
こ
と

の
原
点
で
す
ね
。

小
西
池
　
昨
年
の
秋
に
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま

す
。
作
品
の
登
場
人
物
で
あ
る
経
営
者
が
自

ら
の
夢
を
持
ち
、
そ
れ
を
従
業
員
ら
と
分
か

ち
合
い
、
実
現
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
ド
ラ
マ

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
し
が
ら
み
や
困
難
を
乗

り
越
え
て
夢
に
向
か
っ
て
突
っ
走
る
姿
勢
が
、

す
ご
く
爽
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
を
会
社
で
共
有
し
、

育
て
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
何
を
す

る
に
し
て
も
、
夢
は
情
熱
が
な
い
と
続
き
ま

せ
ん
。「
こ
ん
な
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
」

と
い
う
も
の
を
実
現
し
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
忙
し
い
日
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
想
い
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

小
西
池
　
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
が
、
商
品
と
な
っ

て
実
現
し
、
御
社
の
未
来
の
発
展
、
そ
し
て

次
の
３
０
０
年
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う

し
た
限
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
固
定
は
せ
ず
、

毎
年
、
八
ッ
橋
に
最
も
適
し
た
お
米
の
ブ
レ

ン
ド
を
吟
味
し
、
使
用
し
て
い
ま
す
。
も
し

○
○
産
と
う
た
っ
て
し
ま
え
ば
、
特
定
の
原

材
料
が
不
作
の
時
な
ど
に
、
味
を
落
と
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
こ
と
も
、
１
０
０
年
先
を
見
据
え
て
い
る

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
さ
ら
に
、
続
い
て
い
く
た
め
の
企
業
の
商

い
の
し
か
た
を
社
長
は
よ
く
「
ち
ょ
う
ち
ん

経
営
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
目
先
の
利
益
を

考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
削
減
を
し
、

最
低
限
の
運
営
資
金
を
目
指
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
ま

ず
、
お
付
き
合
い
を
大
事
に
し
て
、
少
し
余

白
を
持
た
せ
て
お
く
。
こ
の
余
白
が
あ
る
と
、

本
当
に
苦
し
い
と
き
に
も
ま
だ
削
減
で
き
る

幅
が
あ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
伸
び
縮
み
が

で
き
る
柔
軟
性
を
保
て
ま
す
。
ま
る
で
ち
ょ

う
ち
ん
の
よ
う
に
、
膨
ら
ま
せ
た
り
畳
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
何
か
ど
う
し

よ
う
も
な
い
外
的
要
因
に
出
く
わ
し
て
も
、

破
裂
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
余
白
や

余
裕
と
い
う
の
が
、
企
業
を
続
け
て
い
く
大

き
な
助
け
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

小
西
池
　
そ
れ
が
３
０
０
年
続
く
こ
と
の
原

点
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
企
業
の
寿
命
は
30
年

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
同
じ
こ
と

を
し
て
い
て
変
わ
ら
ず
に
い
ら
れ
る
の
は
30

年
が
限
界
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
逆

に
、
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
貫
し
た
理

念
を
持
ち
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
て
変
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
当
社
で
も
、
昔
は

ガ
ス
だ
け
を
供
給
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

は
電
力
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
変
化

や
お
客
様
の
ご
要
望
の
多
様
化
に
合
わ
せ
て
、

ガ
ス
の
用
途
を
広
げ
、
扱
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

増
や
し
、
事
業
形
態
を
変
え
て
き
ま
し
た
。

小
西
池
　
御
社
の
長
い
経
営
の
歴
史
は
、
決

し
て
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
く
、
会
社
を
ゆ

る
が
す
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
経
営
に
携
わ
ら

れ
る
な
か
で
、
危
機
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
、
ま
だ
入
社
し
て
10
年
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
大
き
な
危
機
と
い
う
も
の
は
、

直
接
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
会
社
と
し
て

は
戦
争
を
含
め
、
過
去
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
き

た
結
果
と
し
て
、
会
社
の
な
か
に
前
向
き
な

雰
囲
気
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

逆
に
前
向
き
な
気
持
ち
が
甘
え
に
な
り
、

「
う
ち
は
大
丈
夫
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
は
危
険
で
す
。

　
私
自
身
が
今
感
じ
て
い
る
の
は
、
八
ッ
橋

自
体
の
認
識
の
変
化
で
す
。
昔
は
京
都
の
お

土
産
と
い
え
ば
八
ッ
橋
か
お
漬
物
で
し
た
。

し
か
し
、
今
は
、
洋
菓
子
の
お
土
産
も
増
え

て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
八
ッ
橋
を
ど
の
よ

う
に
し
て
、
お
客
様
に
選
び
続
け
て
い
た
だ

く
か
が
課
題
で
す
。

小
西
池
　
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
京
都
を
訪

れ
る
観
光
客
の
ほ
と
ん
ど
（
96
％
）
が
お
土

産
を
買
い
、
そ
の
う
ち
の
約
半
数
（
45
・
6

％
）
が
八
ッ
橋
を
購
入
さ
れ
る
と
以
前
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

鈴
鹿
　
昔
は
、
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
の
お
客

様
に
八
ッ
橋
を
お
求
め
い
た
だ
い
て
い
た
と

聞
き
ま
す
。
こ
の
５
年
く
ら
い
の
間
で
も
、

お
土
産
が
多
様
化
し

て
い
る
の
は
感
じ
ま

す
。
さ
ら
に
昔
は
地

元
の
お
客
様
に
も
多

く
召
し
上
が
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
最
近
は
減
っ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
逆
に
お
聞
き
し
ま

す
が
、
普
段
、
八
ッ

橋
は
召
し
上
が
り
ま

す
か
？

小
西
池
　
も
ち
ろ
ん
、

食
べ
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
普
段

か
ら
食
べ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
地
元
の
昔
か
ら
通

っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
年
配
の
方
々
を
の

ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
そ
う
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。

小
西
池
　
お
土
産
に
つ
い
て
は
、
購
入
す
る

観
光
客
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
中
国

の
方
と
か
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
増
え
て
、

ず
い
ぶ
ん
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
き
ま
し
た
。

何
か
具
体
的
な
対
応
は
し
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
海
外
向
け
の
商
品
開
発
と
い
う
の
は
、

あ
え
て
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
既
存
の
商

品
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
こ
と
な
ど
は
行

っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
方
に
は

抹
茶
や
黒
ゴ
マ
の
ひ
じ
り聖

（
あ
ん
入
り
生
八
ッ

橋
）
が
人
気
な
の
で
、
こ
の
２
つ
の
商
品
の

詰
め
合
わ
せ
を
作
っ
た
り
、
空
港
で
は
抹
茶

の
聖
を
重
点
的
に
販
売
し
た
り
と
い
っ
た
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
説
明
書
き
や
包
装
紙
を

中
国
語
や
英
語
に
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

時
々
販
売
員
か
ら
要
望
が
あ
る
の
で
す
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
が
海
外
に
行
っ
て

日
本
語
が
書
か
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
お
菓
子

を
、
お
土
産
と
し
て
は
あ
ま
り
選
び
ま
せ
ん

よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
の
方
向
け
に
味
そ

の
も
の
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

小
西
池
　
老
舗
企
業
と
し
て
、
変
え
る
と
こ

ろ
と
変
え
な
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
区
別
し
て

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
し
い
お

客
様
と
い
う
切
り
口
に
関
連
し
て
お
聞
き
し

ま
す
が
、
新
し
くnikiniki （
ニ
キ
ニ
キ
）

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
て
お
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　nikiniki

は
、
２
０
１
１
年
に
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
地
元
の
方
、
特
に
若
い
方
に

八
ッ
橋
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
選
ん
で
も
ら

い
た
い
と
い
う
想
い
で
始
め
た
の
で
す
。
学

生
時
代
、
友
人
に
八
ッ
橋
を
あ
げ
る
と
、
他

府
県
出
身
の
友
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
京
都
で
育
っ
た
友
人
か
ら
は
「
初
め

て
食
べ
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
食
べ
て
も
ら
う
と
、
た
い
て

い
は
八
ッ
橋
は
お
い
し
い
と
い
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
私
自
身
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
日
常
的
に
口
に
し
て
い
た

大
好
き
な
お
菓
子
で
す
し
、
ど
う
に
か
し
て
、

八
ッ
橋
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
方
々

に
食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
が
で
き
な
い

か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
商
品
の
開
発
に
取
り
組

ん
だ
の
で
す
が
、
結
局
、
自
分
で
も
食
べ
た

い
八
ッ
橋
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
す
べ
て
の

原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
小
学
生
の
頃
、
母
は
八
ッ
橋

や
生
八
ッ
橋
を
使
っ
た
デ
ザ
ー
ト
を
お
出
し

す
る
カ
フ
ェ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
リ
ン
ゴ
の
コ
ン
フ
ィ
と
合
わ
せ

る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
八
ッ
橋
の
可
能
性
を

試
し
た
お
菓
子
が
実
に
お
い
し
く
、「
ま
た

食
べ
た
い
」「
あ
の
味
を
再
現
し
た
い
」
と

思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
き
れ
い
な
色
や

ハ
ー
ト
型
の
生
八
ッ
橋
が
あ
っ
た
ら
良
い
な

と
幼
い
頃
か
ら
絵
に
描
い
た
り
し
て
い
ま
し

た
し
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
実
現
し
た
の
が

nikiniki

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
使
用
す
る
八
ッ
橋
と
生

八
ッ
橋
は
す
べ
て
、
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店

と
同
じ
も
の
で
す
。
米
粉
と
砂
糖
を
混
ぜ
合

わ
せ
、
ニ
ッ
キ
で
風
味
づ
け
を
す
る
と
い
う

八
ッ
橋
の
基
本
を
守
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
、

聖
護
院
の
商
品
を
そ
の
ま
ま
の
配
合
で
使
用

し
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　nikiniki

に
対
す
る
、
明
確
で
強

い
想
い
を
お
持
ち
な
ん
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
の
各
分
野
に
は
各
々
プ
ロ
の

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
他
の
分
野

に
入
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
自

分
た
ち
の
得
意
と
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
な
分
野
で
専
門
性
を
突
き
抜
け
て
い
き
た

い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ニ
ッ
キ
は
苦
手
と
お
っ
し
ゃ
る
方

が
い
ま
す
が
、
当
社
で
は
刺
激
が
強
す
ぎ
ず

風
味
が
豊
か
な
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、

召
し
上
が
っ
て
み
る
と
お
い
し
い
と
い
う
方

が
多
い
。
ニ
ッ
キ
を
味
の
根
幹
と
し
て
い
る

八
ッ
橋
で
す
か
ら
、
ニ
ッ
キ
に
対
し
て
も
こ

だ
わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

nikiniki

は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
手
を
出
す

の
で
は
な
く
、
八
ッ
橋
と
ニ
ッ
キ
の
専
門
店
、

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
は
比
較
的
生
八
ッ
橋
の
商
品
が
脚
光
を

浴
び
て
い
ま
す
が
、
生
八
ッ
橋
だ
け
で
な
く
、

（
焼
き
）
八
ッ
橋
に
も
ま
だ
ま
だ
可
能
性
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
八
ッ
橋
を
使
っ
た

nikiniki

の
商
品
に
は
、
飴
や
キ
ャ
ラ
メ
ル

を
か
け
た
ヌ
ガ
テ
ィ
ン
、
細
か
く
砕
い
て
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
と
合
わ
せ
た
ロ
シ
ェ
な
ど
、
八

ッ
橋
を
素
材
と
し
て
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
八
ッ
橋
に
こ
だ
わ
り
、
八
ッ

橋
を
い
か
に
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
え
る
か

と
い
う
の
を
提
案
す
る
ブ
ラ
ン
ド
が

nikiniki

で
す
。
単
に
流
行
を
追
っ
た
り

「
こ
れ
は
売
れ
る
か
」
と
い
う
視
点
だ
け
で

商
品
開
発
を
し
て
い
て
は
、
伝
え
た
い
味
が

な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
自
信
を
持
っ
て
、

「
私
が
好
き
だ
か
ら
食
べ
て
み
て
！
」
と
い

え
る
も
の
だ
け
を
形
に
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
結
果
と
し
て
、nikiniki

は
ず
い

ぶ
ん
と
成
長
し
ま
し
た
ね
。

鈴
鹿
　
お
か
げ
さ
ま
で
発
売
以
来
、
ご
好
評

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
人
気
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、nikiniki

を
独
立
さ
せ

て
、
そ
こ
で
大
き
く
採
算
を
と
ろ
う
と
い
う

よ
う
な
想
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も

商
品
の
質
に
こ
だ
わ
っ
て
、
お
土
産
も
の
で

は
対
応
で
き
な
い
手
仕
事
で
作
ら
れ
た
も
の

も
多
い
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
品

切
れ
し
て
し
ま
う
日
も
多
い
の
で
す
。
し
か

し
質
を
落
と
し
て
簡
易
化
、
機
械
化
す
る
こ

と
は
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　nikiniki

は
、
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て

い
た
だ
く
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か

も
当
初
は
、
お
菓
子
そ
の
も
の
の
紹
介
が
中

心
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
、
聖
護
院
八

ッ
橋
総
本
店
の
紹
介
や
八
ッ
橋
の
歴
史
に
ま

で
取
材
内
容
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

nikiniki

の
目
的
は
、
新
し
い
お
菓
子
、
目

を
惹
く
お
菓
子
を
作
る
こ
と
で
、
八
ッ
橋
を

食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
。

テ
レ
ビ
を
観
て
関
心
を
持
た
れ
た
方
、

nikiniki

を
通
じ
て
初
め
て
八
ッ
橋
を
召
し

上
が
る
方
に
対
し
て
、
八
ッ
橋
の
入
り
口
と

し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
く
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

小
西
池
　
新
し
い
商
品
に
も
、
伝
統
的
な
お

菓
子
作
り
の
理
念
が
踏
襲
さ
れ
、
そ
れ
が
聖

護
院
八
ッ
橋
総
本
店
の
文
化
の
新
し
い
側
面

と
な
っ
て
息
づ
い
て
い
る
。nikiniki

は
ま

さ
に
八
ッ
橋
へ
の
入
り
口
を
広
げ
る
こ
と
に

貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

小
西
池
　
外
国
か
ら
の
観
光
客
へ
の
対
応
や

新
ブ
ラ
ン
ドnikiniki

に
つ
い
て
、「
変
え

る
も
の
」
と
「
変
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
、

そ
の
背
景
の
考
え
方
な
ど
を
具
体
的
に
お
話

し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
こ

こ
は
譲
れ
な
い
、
変
え
な
い
」
と
か
、「
こ

こ
は
変
え
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
社

内
で
は
ど
の
よ
う
に
意
思
決
定
を
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
販
売
員
の
皆
さ
ん
か
ら

は
定
期
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
社
内
で
「
こ
れ

は
便
利
だ
け
ど
、
う
ち
の
お
客
様
に
合
致
す

る
か
」
を
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
上
で
取
締

役
会
で
社
長
に
提
案
し
、
話
を
進
め
ま
す
。

社
長
と
は
親
子
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

れ
ば
尋
ね
て
、
話
を
重
ね
る
努
力
を
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
社
長
と
の
お
話
の
な
か
で
、
な
る

ほ
ど
、
と
思
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
？

鈴
鹿
　
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

話
の
最
中
よ
り
も
何
カ
月
や
何
年
か
後
に
な

っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
気
づ
く
こ
と
が

多
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
は
入
社
し
た
頃

「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
て
行
動
す
る
」
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
経
営
学
で

一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
で

も
、
社
長
は
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
る
の
は

い
い
が
、
他
の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
意
見
で
し
た
。
お
客
様
に
疎

外
感
を
与
え
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
味

で
す
。

小
西
池
　
一
度
離
れ
た
お
客
様
に
戻
っ
て
い

た
だ
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
ね
。
そ
れ
こ
そ
、
老
舗
の
ア
ド
バ
ン
テ

ー
ジ
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
ね
。

疎
外
感
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

経
営
の
現
場
で
認
識
さ
れ
た
機
会
は
あ
り
ま

し
た
か
？

鈴
鹿
　 nikiniki

を
始
め
た
際
に
気
づ
き
の

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、nikiniki

で

は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
緑
色
に
し
て
い
ま
す
。
当

初
は
、
地
元
の
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
ピ
ン
ク
色
に
す
る
と

い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
ピ
ン
ク
色

に
し
て
し
ま
う
と
男
性
や
年
配
の
方
は
手
に

取
り
に
く
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
、

nikiniki

の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
お
客
様
に
は
男

性
や
年
配
の
方
も
多
い
の
で
す
。
こ
う
し
た

お
客
様
を
、
排
除
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

の
で
す
。

小
西
池
　
確
か
に
、
ピ
ン
ク
色
の
も
の
を
ひ

と
り
で
持
つ
の
は
、
少
し
抵
抗
が
あ
り
ま
す

ね
（
笑
）。

鈴
鹿
　
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店
で
も
、
若
い

方
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
商
品
は
確
か
に
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
も
他
の
層
の
方

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
商
品
が
ひ
と
つ
お
店

に
あ
る
だ
け
で
、「
あ
、
自
分
た
ち
の
お
店

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
」
と
寂
し
い

想
い
を
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ

う
。
大
事
な
お
客
様
に
疎
外
感
を
与
え
る
の

は
京
都
の
お
商
売
で
は
な
い
、
と
社
長
に
い

わ
れ
た
こ
と
が
、
わ
か
り
ま
し
た
。

小
西
池
　
社
長
は
社
長
で
、
長
い
経
営
の
な

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
て
こ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
苦

し
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
考
え
た

こ
と
を
今
は
言
葉
に
出
し
て
く
れ
る
の
で
感

謝
し
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
そ
こ
か
ら

の
気
づ
き
を
し
っ
か
り
と
得
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
社
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
や
、
現
場

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
と
こ
と
ん
話
を
す
る
と
い
う
雰
囲
気

を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
長
く
商
い
を
続
け

て
い
る
と
、「
今
ま
で
こ
う
だ
っ
た
よ
ね
」

4CEL March 20165 CEL March 2016

味
は
伝
統

続
け
る
工
夫

１
０
０
年

続
け
る
た
め
に

「
変
え
る
」

新
し
い

お
客
様
へ
の

対
応

「
変
え
る
も
の
」
と

「
変
え
な
い
も
の
」

Sp
ecial  Feature   /  Th

e  Po
w
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nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力



新
ブ
ラ
ン
ド「nikiniki

」の
商
品
。

「
カ
レ・ド・カ
ネ
ー
ル
」（
左
）と「
季
節
の
生
菓
子
」（
右
）。

ど
ち
ら
も
季
節
に
よ
り

デ
ザ
イ
ン
や
中
身
が
異
な
る
。

Suzuka Kanako

Konishiike Tooru

小
西
池
　
御
社
は
元
禄
２
年
（
１
６
８
９

年
）
に
創
業
し
、
３
２
７
年
の
歴
史
を
お
持

ち
で
す
。
現
在
、
後
継
者
と
し
て
経
営
に
携

わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
、
御
社
の
沿

革
や
事
業
内
容
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
当
社
は
、
元
禄
２
年
に
、
聖
護
院
の

地
、
現
在
の
本
店
の
場
所
に
て
、
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
や
つ八

　は
し橋

　け
ん検

　ぎ
よ
う校

さ
ん
と
い
う
お
箏

の
名
手
が
葬
ら
れ
た
お
墓
が
黒
谷
の
こ
ん金
　か
い戒 

こ
う光

 

み
よ
う明 

じ寺
に
あ
り
、
そ
の
お
墓
を
訪
れ
る
人
た

ち
に
、
何
か
検
校
さ
ん
に
ち
な
ん
だ
特
別
な

も
の
を
出
せ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
生
ま

れ
た
の
が
、
琴
の
形
に
似
せ
た
焼
菓
子
で
あ

る
「
八
ッ
橋
」
で
す
。
以
来
、
八
ッ
橋
の
製

造
と
販
売
ひ
と
す
じ
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

小
西
池
　
続
け
る
と
い
う
の
は
難
し
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
お
店
の
経
営
を

続
け
る
に
あ
た
っ
て
、
大
切
に
し
て
こ
ら
れ

た
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　「
お
い
し
い
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

で
し
ょ
う
か
。
お
客
様
が
お
い
し
い
と
思
う

お
菓
子
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
当
社
の
経
営
理
念
は
「
味

は
伝
統
」
で
す
が
、
そ
の
根
幹
は
、
ど
ん
な

時
代
に
お
い
て
も
、
一
番
お
い
し
い
八
ッ
橋

を
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
。
元
禄
時
代
に

創
業
し
た
老
舗
の
お
菓
子
と
い
う
と
「
当
時

と
同
じ
味
？
」
と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
と
今
で
は
人
の

味
覚
が
変
わ
る
の
で
、
当
時
お
い
し
い
も
の

が
今
も
お
い
し
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
緩
や
か
な
嗜
好
の
変
化
の
な
か
、
お
客

様
の
「
お
い
し
い
」
と
思
わ
れ
る
気
持
ち
が

変
わ
ら
な
い
よ
う
常
に
切
磋
琢
磨
す
る
と
い

う
気
持
ち
が
、「
味
は
伝
統
」
に
は
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　
緩
や
か
な
変
化
と
い
う
の
は
捕
ま

え
る
の
が
難
し
い
で
す
ね
。
常
日
頃
か
ら
の

意
識
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
点
に
留
意
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
新
商
品
開
発
の
際
、
社

長
は
必
ず
「
こ
の
商
品
は
最
低
１
０
０
年
は

続
き
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
ま
す
。
お
菓
子

な
の
で
お
い
し
い
も
の
を
つ
く
る
の
は
当
た

り
前
で
す
が
、
流
行
を
追
っ
た
り
焦
っ
た
り

す
る
と
、
ど
う
し
て
も
妥
協
を
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
１
０
０
年
は

続
く
か
と
い
う
の
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、

お
客
様
が
普
遍
的
に
お
い
し
い
と
思
う
も
の

を
本
当
に
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

再
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
京
都
の
老
舗
企
業
で
は
利
益
は
後

か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
お
客

様
に
良
い
も
の
を
提
供
し
、
満
足
し
て
も
ら

え
れ
ば
利
益
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
、
と
い

う
考
え
方
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。「
先

義
後
利
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
御
社
も

そ
の
よ
う
な
お
考
え
で
経
営
を
行
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
企
業
で
す
か
ら
、
従
業
員
の
生
活
も

あ
り
ま
す
し
、
当
然
利
益
は
大
切
で
す
。
た

だ
、
最
終
目
標
は
何
か
と
い
う
と
、
単
に
５

年
後
10
年
後
ど
う
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、

１
０
０
年
以
上
経
っ
て
も
八
ッ
橋
が
存
在
し

て
い
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る
方
々
が
笑
顔
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
、
そ
し
て
八
ッ
橋
に

携
わ
る
私
た
ち
が
、
皆
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
。
目
先
の
利
益
目
標
を
ゴ
ー
ル
に
設

定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
先
の
未
来

の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
が
、
そ
う
捉
え

ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
西
池
　
１
０
０
年
ス
パ
ン
で
物
事
を
見
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
続
け
る
と
い

う
こ
と
だ
け
に
固
執
し
て
し
ま
う
と
身
動
き

が
と
れ
な
く
な
り
ま
す
。
当
然
、
１
０
０
年

先
の
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
未
来
の
た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
、

と
に
か
く
日
々
真
面
目
に
商
品
と
向
き
合
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
「
一
番
お

い
し
い
八
ッ
橋
を
」
と
い
う
想
い
を
持
ち
続

け
る
こ
と
が
、
１
０
０
年
後
に
も
自
然
と
繋

が
っ
て
い
く
一
番
の
方
法
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
ま
た
、
原
材
料
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
米

粉
は
「
ど
こ
の
県
の
何
と
い
う
種
類
か
」
と

と
い
う
よ
う
な
考
え
に
陥
り
が
ち
に
な
り
ま

す
。「
社
内
の
あ
た
り
ま
え
」
と
で
も
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え

が
蔓
延
す
る
と
、
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
た
ち
の
常
識

は
非
常
識
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
目
を
持

つ
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
現
状
に
安
住
す
る

の
で
は
な
く
、
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
、
変
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
持
ち
を
持
ち
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
組

織
内
に
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

た
だ
、こ
の
よ
う
な「
揺
ら
ぎ
」を
実
現
す
る

の
は
難
し
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、nikiniki

と
い
う
新
し
い
商
品
を
作
る
と
き
に
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
自
分
で
商
品
を
作
れ
る
職
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
者
が
「
あ
れ

作
っ
て
、
こ
れ
作
っ
て
」
と
言
っ
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
と
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
作
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
作
る
の

が
大
変
だ
と
か
数
多
く
生
産
で
き
な
い
な
ど
、

自
由
な
発
想
を
心
の
中
で
制
限
す
る
場
合
も

あ
る
の
で
す
よ
ね
。
今
は
、
あ
え
て
私
の
考

え
る
理
想
の
ア
イ
デ
ア
を
そ
の
ま
ま
投
げ
て
、

後
の
こ
と
は
製
造
の
プ
ロ
に
考
え
て
も
ら
う
、

と
い
う
発
想
で
す
。
技
術
役
で
は
な
く
、
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
役
で
す
ね
。

小
西
池
　
そ
う
だ
か
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

知
り
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
縛
ら
れ
る
。
知
ら

な
い
か
ら
こ
そ
本
質
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
新
鮮
な
目
、
普
通
の
感
覚
の
強

み
っ
て
き
っ
と
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

役
に
徹
す
る
と
い
う
の
は
重
要
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、

心
強
い
で
す
ね
。

小
西
池
　
さ
て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
京
都
に
は
独
特
の
商

売
の
考
え
方
が
あ
り
、
活
動
の
拠
点
で
あ
る

地
元
と
の
関
係
も
大
切
に
し
て
い
る
と
聞
い

て
い
ま
す
。
御
社
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
地
元
と
の
つ
な
が
り
は
強
い
で
す
ね
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
新
年
会
や
さ
ま
ざ
ま

な
社
内
行
事
に
出
て
い
て
、
そ
れ
が
当
た
り

前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ら
く洛
　し
ゆ趣
　か
い会
と
い
う
、

京
都
の
老
舗
の
店
主
が
正
装
し
て
お
客
様
を

お
招
き
し
、
商
品
を
ご
紹
介
す
る
会
が
、
昭

和
３
年
よ
り
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

幼
い
頃
の
私
は
、
開
催
地
の
お
寺
の
お
庭
で

よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
緒
に

遊
ん
で
く
れ
て
い
た
人
た
ち
が
、
世
代
交
代

で
今
や
経
営
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
人
と
は
今
で
も
気
楽
に
相
談
が

で
き
る
密
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　
や
は
り
京
都
は
小
さ
な
街
で
す
の
で
、
会

社
同
士
の
つ
な
が
り
も
強
い
と
思
い
ま
す
。

洛
趣
会
以
外
に
も
、
八
ッ
橋
の
組
合
や
和
菓

子
の
組
合
、
お
土
産
屋
さ
ん
の
組
合
、
取
引

先
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。

地
元
の
聖
護
院
の
会
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま

す
。
他
に
も
分
野
を
超
え
た
、
仕
事
か
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
か
が
線
引
き
で
き
な
い
よ
う
な
関

係
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
が
信
頼
を

生
ん
で
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
関
連
し

た
活
動
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
こ
の
地
で
看
板
を
出
し
て
商
売
を
し

て
い
る
身
で
す
の
で
、
些
細
な
こ
と
で
す
が
、

地
元
の
運
動
会
で
は
お
菓
子
を
提
供
し
た
り
、

幼
稚
園
の
餅
つ
き
大
会
で
は
あ
ん餡
を
提
供
し
た

り
も
し
て
い
ま
す
。
自
然
と
お
互
い
が
知
り

合
い
と
な
り
、
挨
拶
も
か交
わ
す
関
係
に
な
り

ま
す
。「
お
菓
子
を
提
供
し
な
さ
い
」
な
ど

と
は
誰
か
ら
も
い
わ
れ
ま
せ
ん
し
義
務
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
元
の
方
に
対
し
て
い
つ

も
あ
り
が
と
う
の
想
い
で
接
す
る
と
、
自
然

と
こ
う
し
た
協
力
体
制
が
で
き
上
が
っ
て
い

く
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
が
あ
る

と
、
あ
そ
こ
の
方
に
は
ご
迷
惑
が
か
か
る
か

な
と
思
え
ば
、
先
に
挨
拶
し
て
お
こ
う
と
、

自
発
的
に
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
地
元

と
繋
が
る
と
い
う
の
は
、
何
も
決
ま
っ
た
集

ま
り
に
顔
を
出
す
と
か
役
を
引
き
受
け
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
頃
の
気
持
ち

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当

社
の
存
在
を
皆
さ
ん
に
温
か
く
見
守
っ
て
い

た
だ
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す

小
西
池
　
こ
う
し
た
地
元
と
の
つ
な
が
り
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
３
０
０
年
以
上
も
事
業
を

続
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
続
か
な
い
で
し

ょ
う
。
地
元
で
認
め
て
も
ら
え
て
こ
そ
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
店
に
は
、
お
菓
子
を

お
求
め
に
な
る
地
元
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
お
客
様
に

と
っ
て
、
私
た
ち
は
近
所
の
お
菓
子
屋
さ
ん

で
す
し
、
こ
う
し
た
方
が
長
年
私
た
ち
を
支

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
当
社
は
、
吉
田
神
社
の
節
分
祭
に
、

明
治
30
年
代
か
ら
出
店
し
て
い
ま
す
。
収
益

目
的
だ
け
で
な
く
、
今
も
「
こ
こ
で
お
詣
り

し
て
聖
護
院
さ
ん
で
八
ッ
橋
買
っ
て
食
べ
な
、

新
年
迎
え
た
気
が
せ
ぇ
へ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ

る
何
人
も
の
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

頭
が
下
が
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
御
社
と
地

元
の
方
と
の
接
点
は
い
か
が
で
す
か
。

小
西
池
　
同
じ
で
す
ね
。
地
域
と
の
関
係
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
な
ど
事
業
に
関
す
る
も

の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
や
自
治
体

の
行
事
に
積
極
的
に
参
加
す
る
な
ど
、
日
頃

か
ら
地
域
の
皆
さ
ん
と
ふ
れ
あ
い
、
強
固
な

関
係
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

鈴
鹿
　
長
く
続
い
て
い
る
企
業
は
そ
う
で
す

よ
ね
。
御
社
の
ガ
ス
ビ
ル
食
堂
は
以
前
か
ら

知
っ
て
お
り
、
親
し
み
が
あ
り
ま
す
。
会
社

の
中
に
、
社
外
の
方
が
自
由
に
入
れ
る
場
所

が
あ
る
と
い
う
の
は
素
敵
で
す
ね
。
お
客
様

と
の
距
離
を
縮
め
る
重
要
な
機
会
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
西
池
　
と
こ
ろ
で
、
ご
近
所
に
は
同
業
者

も
お
ら
れ
ま
す
。
競
争
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　
現
在
、
京
都
八
ッ
橋
商
工
業
協
同
組

合
に
は
14
社
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
問
題
が

あ
れ
ば
組
合
で
話
し
合
い
ま
す
。
競
争
で
も

あ
り
、
共
存
で
も
あ
る
関
係
で
す
ね
。
八
ッ

橋
を
ど
う
残
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と

が
組
合
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
世
の
中
に
は
八
ッ
橋
の
定
義
を

外
し
た
商
品
を
「
八
ッ
橋
」
と
し
て
売
っ
て

お
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
正
し
い
八

ッ
橋
を
伝
え
て
、
残
し
て
い
く
た
め
に
は
、

何
を
す
れ
ば
い
い
か
を
話
し
合
い
、
協
力
し

て
実
行
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
正
し
い
八
ッ
橋
を
み
ん
な
で
守
っ

て
、
伝
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
組
合
に
入
れ
る
の
は
、（
焼
き
）
八

ッ
橋
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
で
す
。
こ

れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
八
ッ
橋
が
忘
れ
ら
れ
な

い
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
共
存
の

例
と
し
て
、
京
都
マ
ラ
ソ
ン
へ
の
取
り
組
み

が
あ
り
ま
す
。
京
都
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
あ
ん

入
り
生
八
ッ
橋
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
「
○
○
社
の
八
ッ
橋
」
と
い
う
形
で
は

お
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。「
ど
こ
の
生
八
ッ

橋
」
で
は
な
く
、
生
八
ッ
橋
に
親
し
ん
で
い

た
だ
く
機
会
、
ま
た
京
都
を
盛
り
上
げ
て
い

く
手
段
と
し
て
業
界
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
同
業
者
と
は
競
争
す
る
と
い

う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
も
、

単
に
敵
対
す
る
の
で
は
な
く
、
同
業
者
の
動

き
は
刺
激
と
し
て
、
経
営
に
活
か
し
て
い
ま

す
。

小
西
池
　
同
業
者
で
限
ら
れ
た
パ
イ
を
取
り

合
う
の
で
は
な
く
、
全
体
の
パ
イ
を
広
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
お
互
い
疲
弊
す
る
競
争
に
終
始

す
る
の
で
は
な
く
、
共
に
利
す
る
、
い
わ
ば

「
共
創
」
を
目
指
す
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
各
々
得
意
分

野
を
活
か
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
互
い
の
い
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
つ
つ
、

各
々
が
価
値
を
し
っ
か
り
と
お
客
様
に
伝
え

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

が
本
当
の
競
争
だ
と
思
い
ま
す
し
、
価
格
だ

け
の
勝
負
は
ど
こ
か
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
利
益
を
増
や
し
た
い
か
ら
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
適
正
価
格
と
い
う
も
の
を
大

事
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

当
初
、nikiniki

に
は
高
い
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
「
安
い
ね
」

と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
ど
れ
だ
け
丁
寧
に
手

間
を
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る

か
、
ど
れ
だ
け
素
材
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
か
、
手
に
し
て

召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の

で
す
。
赤
字
に
な
る
よ
う
な

価
格
設
定
と
い
う
の
は
、
逆

に
お
客
様
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
客
様
と
し
っ
か
り
向
か
い

合
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

小
西
池
　
な
る
ほ
ど
、
易
き

に
流
れ
る
の
は
ダ
メ
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
何
が
お
客
様

の
信
頼
の
源
泉
で
あ
る
か
を

考
え
、
そ
れ
を
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

一
時
的
に
は
人
気
は
出
て
も
、

続
か
な
い
と
い
う
の
で
は
お

客
様
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
は
必
需
品
で
は
な
い
の
で
、

お
い
し
く
な
け
れ
ば
誰
も
食
べ
ま
せ
ん
。
八

ッ
橋
に
限
ら
ず
、
お
菓
子
を
食
べ
る
文
化
が

あ
る
の
は
や
は
り
「
お
い
し
い
」
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
か
け
だ
け
の
も
の
や

価
格
だ
け
の
も
の
で
は
、
一
時
的
な
も
の
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

小
西
池
　
そ
れ
が
続
け
る
こ
と
、
続
く
こ
と

の
原
点
で
す
ね
。

小
西
池
　
昨
年
の
秋
に
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま

す
。
作
品
の
登
場
人
物
で
あ
る
経
営
者
が
自

ら
の
夢
を
持
ち
、
そ
れ
を
従
業
員
ら
と
分
か

ち
合
い
、
実
現
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
ド
ラ
マ

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
し
が
ら
み
や
困
難
を
乗

り
越
え
て
夢
に
向
か
っ
て
突
っ
走
る
姿
勢
が
、

す
ご
く
爽
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
を
会
社
で
共
有
し
、

育
て
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
何
を
す

る
に
し
て
も
、
夢
は
情
熱
が
な
い
と
続
き
ま

せ
ん
。「
こ
ん
な
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
」

と
い
う
も
の
を
実
現
し
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
忙
し
い
日
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
想
い
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

小
西
池
　
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
が
、
商
品
と
な
っ

て
実
現
し
、
御
社
の
未
来
の
発
展
、
そ
し
て

次
の
３
０
０
年
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う

し
た
限
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
固
定
は
せ
ず
、

毎
年
、
八
ッ
橋
に
最
も
適
し
た
お
米
の
ブ
レ

ン
ド
を
吟
味
し
、
使
用
し
て
い
ま
す
。
も
し

○
○
産
と
う
た
っ
て
し
ま
え
ば
、
特
定
の
原

材
料
が
不
作
の
時
な
ど
に
、
味
を
落
と
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
こ
と
も
、
１
０
０
年
先
を
見
据
え
て
い
る

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
さ
ら
に
、
続
い
て
い
く
た
め
の
企
業
の
商

い
の
し
か
た
を
社
長
は
よ
く
「
ち
ょ
う
ち
ん

経
営
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
目
先
の
利
益
を

考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
削
減
を
し
、

最
低
限
の
運
営
資
金
を
目
指
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
ま

ず
、
お
付
き
合
い
を
大
事
に
し
て
、
少
し
余

白
を
持
た
せ
て
お
く
。
こ
の
余
白
が
あ
る
と
、

本
当
に
苦
し
い
と
き
に
も
ま
だ
削
減
で
き
る

幅
が
あ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
伸
び
縮
み
が

で
き
る
柔
軟
性
を
保
て
ま
す
。
ま
る
で
ち
ょ

う
ち
ん
の
よ
う
に
、
膨
ら
ま
せ
た
り
畳
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
何
か
ど
う
し

よ
う
も
な
い
外
的
要
因
に
出
く
わ
し
て
も
、

破
裂
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
余
白
や

余
裕
と
い
う
の
が
、
企
業
を
続
け
て
い
く
大

き
な
助
け
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

小
西
池
　
そ
れ
が
３
０
０
年
続
く
こ
と
の
原

点
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
企
業
の
寿
命
は
30
年

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
同
じ
こ
と

を
し
て
い
て
変
わ
ら
ず
に
い
ら
れ
る
の
は
30

年
が
限
界
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
逆

に
、
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
貫
し
た
理

念
を
持
ち
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
て
変
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
当
社
で
も
、
昔
は

ガ
ス
だ
け
を
供
給
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

は
電
力
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
変
化

や
お
客
様
の
ご
要
望
の
多
様
化
に
合
わ
せ
て
、

ガ
ス
の
用
途
を
広
げ
、
扱
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

増
や
し
、
事
業
形
態
を
変
え
て
き
ま
し
た
。

小
西
池
　
御
社
の
長
い
経
営
の
歴
史
は
、
決

し
て
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
く
、
会
社
を
ゆ

る
が
す
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
経
営
に
携
わ
ら

れ
る
な
か
で
、
危
機
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
、
ま
だ
入
社
し
て
10
年
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
大
き
な
危
機
と
い
う
も
の
は
、

直
接
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
会
社
と
し
て

は
戦
争
を
含
め
、
過
去
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
き

た
結
果
と
し
て
、
会
社
の
な
か
に
前
向
き
な

雰
囲
気
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

逆
に
前
向
き
な
気
持
ち
が
甘
え
に
な
り
、

「
う
ち
は
大
丈
夫
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
は
危
険
で
す
。

　
私
自
身
が
今
感
じ
て
い
る
の
は
、
八
ッ
橋

自
体
の
認
識
の
変
化
で
す
。
昔
は
京
都
の
お

土
産
と
い
え
ば
八
ッ
橋
か
お
漬
物
で
し
た
。

し
か
し
、
今
は
、
洋
菓
子
の
お
土
産
も
増
え

て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
八
ッ
橋
を
ど
の
よ

う
に
し
て
、
お
客
様
に
選
び
続
け
て
い
た
だ

く
か
が
課
題
で
す
。

小
西
池
　
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
京
都
を
訪

れ
る
観
光
客
の
ほ
と
ん
ど
（
96
％
）
が
お
土

産
を
買
い
、
そ
の
う
ち
の
約
半
数
（
45
・
6

％
）
が
八
ッ
橋
を
購
入
さ
れ
る
と
以
前
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

鈴
鹿
　
昔
は
、
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
の
お
客

様
に
八
ッ
橋
を
お
求
め
い
た
だ
い
て
い
た
と

聞
き
ま
す
。
こ
の
５
年
く
ら
い
の
間
で
も
、

お
土
産
が
多
様
化
し

て
い
る
の
は
感
じ
ま

す
。
さ
ら
に
昔
は
地

元
の
お
客
様
に
も
多

く
召
し
上
が
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
最
近
は
減
っ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
逆
に
お
聞
き
し
ま

す
が
、
普
段
、
八
ッ

橋
は
召
し
上
が
り
ま

す
か
？

小
西
池
　
も
ち
ろ
ん
、

食
べ
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
普
段

か
ら
食
べ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
地
元
の
昔
か
ら
通

っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
年
配
の
方
々
を
の

ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
そ
う
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。

小
西
池
　
お
土
産
に
つ
い
て
は
、
購
入
す
る

観
光
客
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
中
国

の
方
と
か
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
増
え
て
、

ず
い
ぶ
ん
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
き
ま
し
た
。

何
か
具
体
的
な
対
応
は
し
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
海
外
向
け
の
商
品
開
発
と
い
う
の
は
、

あ
え
て
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
既
存
の
商

品
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
こ
と
な
ど
は
行

っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
方
に
は

抹
茶
や
黒
ゴ
マ
の
ひ
じ
り聖

（
あ
ん
入
り
生
八
ッ

橋
）
が
人
気
な
の
で
、
こ
の
２
つ
の
商
品
の

詰
め
合
わ
せ
を
作
っ
た
り
、
空
港
で
は
抹
茶

の
聖
を
重
点
的
に
販
売
し
た
り
と
い
っ
た
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
説
明
書
き
や
包
装
紙
を

中
国
語
や
英
語
に
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

時
々
販
売
員
か
ら
要
望
が
あ
る
の
で
す
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
が
海
外
に
行
っ
て

日
本
語
が
書
か
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
お
菓
子

を
、
お
土
産
と
し
て
は
あ
ま
り
選
び
ま
せ
ん

よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
の
方
向
け
に
味
そ

の
も
の
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

小
西
池
　
老
舗
企
業
と
し
て
、
変
え
る
と
こ

ろ
と
変
え
な
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
区
別
し
て

「
私
が
好
き
だ
か
ら

食
べ
て
み
て
！
」と

い
え
る
も
の
だ
け
を

形
に
す
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

自
分
た
ち
の

常
識
は
非
常
識
か
も

し
れ
な
い
、と
い
う

目
を
持
つ
こ
と
が

大
事
で
す
ね
。

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
し
い
お

客
様
と
い
う
切
り
口
に
関
連
し
て
お
聞
き
し

ま
す
が
、
新
し
くnikiniki （
ニ
キ
ニ
キ
）

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
て
お
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　nikiniki

は
、
２
０
１
１
年
に
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
地
元
の
方
、
特
に
若
い
方
に

八
ッ
橋
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
選
ん
で
も
ら

い
た
い
と
い
う
想
い
で
始
め
た
の
で
す
。
学

生
時
代
、
友
人
に
八
ッ
橋
を
あ
げ
る
と
、
他

府
県
出
身
の
友
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
京
都
で
育
っ
た
友
人
か
ら
は
「
初
め

て
食
べ
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
食
べ
て
も
ら
う
と
、
た
い
て

い
は
八
ッ
橋
は
お
い
し
い
と
い
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
私
自
身
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
日
常
的
に
口
に
し
て
い
た

大
好
き
な
お
菓
子
で
す
し
、
ど
う
に
か
し
て
、

八
ッ
橋
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
方
々

に
食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
が
で
き
な
い

か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
商
品
の
開
発
に
取
り
組

ん
だ
の
で
す
が
、
結
局
、
自
分
で
も
食
べ
た

い
八
ッ
橋
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
す
べ
て
の

原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
小
学
生
の
頃
、
母
は
八
ッ
橋

や
生
八
ッ
橋
を
使
っ
た
デ
ザ
ー
ト
を
お
出
し

す
る
カ
フ
ェ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
リ
ン
ゴ
の
コ
ン
フ
ィ
と
合
わ
せ

る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
八
ッ
橋
の
可
能
性
を

試
し
た
お
菓
子
が
実
に
お
い
し
く
、「
ま
た

食
べ
た
い
」「
あ
の
味
を
再
現
し
た
い
」
と

思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
き
れ
い
な
色
や

ハ
ー
ト
型
の
生
八
ッ
橋
が
あ
っ
た
ら
良
い
な

と
幼
い
頃
か
ら
絵
に
描
い
た
り
し
て
い
ま
し

た
し
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
実
現
し
た
の
が

nikiniki

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
使
用
す
る
八
ッ
橋
と
生

八
ッ
橋
は
す
べ
て
、
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店

と
同
じ
も
の
で
す
。
米
粉
と
砂
糖
を
混
ぜ
合

わ
せ
、
ニ
ッ
キ
で
風
味
づ
け
を
す
る
と
い
う

八
ッ
橋
の
基
本
を
守
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
、

聖
護
院
の
商
品
を
そ
の
ま
ま
の
配
合
で
使
用

し
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　nikiniki

に
対
す
る
、
明
確
で
強

い
想
い
を
お
持
ち
な
ん
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
の
各
分
野
に
は
各
々
プ
ロ
の

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
他
の
分
野

に
入
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
自

分
た
ち
の
得
意
と
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
な
分
野
で
専
門
性
を
突
き
抜
け
て
い
き
た

い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ニ
ッ
キ
は
苦
手
と
お
っ
し
ゃ
る
方

が
い
ま
す
が
、
当
社
で
は
刺
激
が
強
す
ぎ
ず

風
味
が
豊
か
な
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、

召
し
上
が
っ
て
み
る
と
お
い
し
い
と
い
う
方

が
多
い
。
ニ
ッ
キ
を
味
の
根
幹
と
し
て
い
る

八
ッ
橋
で
す
か
ら
、
ニ
ッ
キ
に
対
し
て
も
こ

だ
わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

nikiniki

は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
手
を
出
す

の
で
は
な
く
、
八
ッ
橋
と
ニ
ッ
キ
の
専
門
店
、

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
は
比
較
的
生
八
ッ
橋
の
商
品
が
脚
光
を

浴
び
て
い
ま
す
が
、
生
八
ッ
橋
だ
け
で
な
く
、

（
焼
き
）
八
ッ
橋
に
も
ま
だ
ま
だ
可
能
性
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
八
ッ
橋
を
使
っ
た

nikiniki
の
商
品
に
は
、
飴
や
キ
ャ
ラ
メ
ル

を
か
け
た
ヌ
ガ
テ
ィ
ン
、
細
か
く
砕
い
て
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
と
合
わ
せ
た
ロ
シ
ェ
な
ど
、
八

ッ
橋
を
素
材
と
し
て
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
八
ッ
橋
に
こ
だ
わ
り
、
八
ッ

橋
を
い
か
に
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
え
る
か

と
い
う
の
を
提
案
す
る
ブ
ラ
ン
ド
が

nikiniki

で
す
。
単
に
流
行
を
追
っ
た
り

「
こ
れ
は
売
れ
る
か
」
と
い
う
視
点
だ
け
で

商
品
開
発
を
し
て
い
て
は
、
伝
え
た
い
味
が

な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
自
信
を
持
っ
て
、

「
私
が
好
き
だ
か
ら
食
べ
て
み
て
！
」
と
い

え
る
も
の
だ
け
を
形
に
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
結
果
と
し
て
、nikiniki

は
ず
い

ぶ
ん
と
成
長
し
ま
し
た
ね
。

鈴
鹿
　
お
か
げ
さ
ま
で
発
売
以
来
、
ご
好
評

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
人
気
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、nikiniki

を
独
立
さ
せ

て
、
そ
こ
で
大
き
く
採
算
を
と
ろ
う
と
い
う

よ
う
な
想
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も

商
品
の
質
に
こ
だ
わ
っ
て
、
お
土
産
も
の
で

は
対
応
で
き
な
い
手
仕
事
で
作
ら
れ
た
も
の

も
多
い
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
品

切
れ
し
て
し
ま
う
日
も
多
い
の
で
す
。
し
か

し
質
を
落
と
し
て
簡
易
化
、
機
械
化
す
る
こ

と
は
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　nikiniki

は
、
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て

い
た
だ
く
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か

も
当
初
は
、
お
菓
子
そ
の
も
の
の
紹
介
が
中

心
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
、
聖
護
院
八

ッ
橋
総
本
店
の
紹
介
や
八
ッ
橋
の
歴
史
に
ま

で
取
材
内
容
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

nikiniki

の
目
的
は
、
新
し
い
お
菓
子
、
目

を
惹
く
お
菓
子
を
作
る
こ
と
で
、
八
ッ
橋
を

食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
。

テ
レ
ビ
を
観
て
関
心
を
持
た
れ
た
方
、

nikiniki

を
通
じ
て
初
め
て
八
ッ
橋
を
召
し

上
が
る
方
に
対
し
て
、
八
ッ
橋
の
入
り
口
と

し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
く
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

小
西
池
　
新
し
い
商
品
に
も
、
伝
統
的
な
お

菓
子
作
り
の
理
念
が
踏
襲
さ
れ
、
そ
れ
が
聖

護
院
八
ッ
橋
総
本
店
の
文
化
の
新
し
い
側
面

と
な
っ
て
息
づ
い
て
い
る
。nikiniki

は
ま

さ
に
八
ッ
橋
へ
の
入
り
口
を
広
げ
る
こ
と
に

貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

小
西
池
　
外
国
か
ら
の
観
光
客
へ
の
対
応
や

新
ブ
ラ
ン
ドnikiniki

に
つ
い
て
、「
変
え

る
も
の
」
と
「
変
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
、

そ
の
背
景
の
考
え
方
な
ど
を
具
体
的
に
お
話

し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
こ

こ
は
譲
れ
な
い
、
変
え
な
い
」
と
か
、「
こ

こ
は
変
え
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
社

内
で
は
ど
の
よ
う
に
意
思
決
定
を
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
販
売
員
の
皆
さ
ん
か
ら

は
定
期
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
社
内
で
「
こ
れ

は
便
利
だ
け
ど
、
う
ち
の
お
客
様
に
合
致
す

る
か
」
を
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
上
で
取
締

役
会
で
社
長
に
提
案
し
、
話
を
進
め
ま
す
。

社
長
と
は
親
子
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

れ
ば
尋
ね
て
、
話
を
重
ね
る
努
力
を
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
社
長
と
の
お
話
の
な
か
で
、
な
る

ほ
ど
、
と
思
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
？

鈴
鹿
　
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

話
の
最
中
よ
り
も
何
カ
月
や
何
年
か
後
に
な

っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
気
づ
く
こ
と
が

多
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
は
入
社
し
た
頃

「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
て
行
動
す
る
」
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
経
営
学
で

一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
で

も
、
社
長
は
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
る
の
は

い
い
が
、
他
の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
意
見
で
し
た
。
お
客
様
に
疎

外
感
を
与
え
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
味

で
す
。

小
西
池
　
一
度
離
れ
た
お
客
様
に
戻
っ
て
い

た
だ
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
ね
。
そ
れ
こ
そ
、
老
舗
の
ア
ド
バ
ン
テ

ー
ジ
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
ね
。

疎
外
感
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

経
営
の
現
場
で
認
識
さ
れ
た
機
会
は
あ
り
ま

し
た
か
？

鈴
鹿
　 nikiniki

を
始
め
た
際
に
気
づ
き
の

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、nikiniki

で

は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
緑
色
に
し
て
い
ま
す
。
当

初
は
、
地
元
の
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
ピ
ン
ク
色
に
す
る
と

い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
ピ
ン
ク
色

に
し
て
し
ま
う
と
男
性
や
年
配
の
方
は
手
に

取
り
に
く
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
、

nikiniki

の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
お
客
様
に
は
男

性
や
年
配
の
方
も
多
い
の
で
す
。
こ
う
し
た

お
客
様
を
、
排
除
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

の
で
す
。

小
西
池
　
確
か
に
、
ピ
ン
ク
色
の
も
の
を
ひ

と
り
で
持
つ
の
は
、
少
し
抵
抗
が
あ
り
ま
す

ね
（
笑
）。

鈴
鹿
　
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店
で
も
、
若
い

方
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
商
品
は
確
か
に
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
も
他
の
層
の
方

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
商
品
が
ひ
と
つ
お
店

に
あ
る
だ
け
で
、「
あ
、
自
分
た
ち
の
お
店

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
」
と
寂
し
い

想
い
を
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ

う
。
大
事
な
お
客
様
に
疎
外
感
を
与
え
る
の

は
京
都
の
お
商
売
で
は
な
い
、
と
社
長
に
い

わ
れ
た
こ
と
が
、
わ
か
り
ま
し
た
。

小
西
池
　
社
長
は
社
長
で
、
長
い
経
営
の
な

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
て
こ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
苦

し
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
考
え
た

こ
と
を
今
は
言
葉
に
出
し
て
く
れ
る
の
で
感

謝
し
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
そ
こ
か
ら

の
気
づ
き
を
し
っ
か
り
と
得
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
社
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
や
、
現
場

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
と
こ
と
ん
話
を
す
る
と
い
う
雰
囲
気

を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
長
く
商
い
を
続
け

て
い
る
と
、「
今
ま
で
こ
う
だ
っ
た
よ
ね
」
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小
西
池
　
御
社
は
元
禄
２
年
（
１
６
８
９

年
）
に
創
業
し
、
３
２
７
年
の
歴
史
を
お
持

ち
で
す
。
現
在
、
後
継
者
と
し
て
経
営
に
携

わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
、
御
社
の
沿

革
や
事
業
内
容
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
当
社
は
、
元
禄
２
年
に
、
聖
護
院
の

地
、
現
在
の
本
店
の
場
所
に
て
、
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
や
つ八

　は
し橋

　け
ん検

　ぎ
よ
う校

さ
ん
と
い
う
お
箏

の
名
手
が
葬
ら
れ
た
お
墓
が
黒
谷
の
こ
ん金
　か
い戒 

こ
う光

 

み
よ
う明 

じ寺
に
あ
り
、
そ
の
お
墓
を
訪
れ
る
人
た

ち
に
、
何
か
検
校
さ
ん
に
ち
な
ん
だ
特
別
な

も
の
を
出
せ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
生
ま

れ
た
の
が
、
琴
の
形
に
似
せ
た
焼
菓
子
で
あ

る
「
八
ッ
橋
」
で
す
。
以
来
、
八
ッ
橋
の
製

造
と
販
売
ひ
と
す
じ
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

小
西
池
　
続
け
る
と
い
う
の
は
難
し
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
お
店
の
経
営
を

続
け
る
に
あ
た
っ
て
、
大
切
に
し
て
こ
ら
れ

た
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　「
お
い
し
い
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

で
し
ょ
う
か
。
お
客
様
が
お
い
し
い
と
思
う

お
菓
子
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
当
社
の
経
営
理
念
は
「
味

は
伝
統
」
で
す
が
、
そ
の
根
幹
は
、
ど
ん
な

時
代
に
お
い
て
も
、
一
番
お
い
し
い
八
ッ
橋

を
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
。
元
禄
時
代
に

創
業
し
た
老
舗
の
お
菓
子
と
い
う
と
「
当
時

と
同
じ
味
？
」
と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
と
今
で
は
人
の

味
覚
が
変
わ
る
の
で
、
当
時
お
い
し
い
も
の

が
今
も
お
い
し
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
う

し
た
緩
や
か
な
嗜
好
の
変
化
の
な
か
、
お
客

様
の
「
お
い
し
い
」
と
思
わ
れ
る
気
持
ち
が

変
わ
ら
な
い
よ
う
常
に
切
磋
琢
磨
す
る
と
い

う
気
持
ち
が
、「
味
は
伝
統
」
に
は
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　
緩
や
か
な
変
化
と
い
う
の
は
捕
ま

え
る
の
が
難
し
い
で
す
ね
。
常
日
頃
か
ら
の

意
識
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
点
に
留
意
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
新
商
品
開
発
の
際
、
社

長
は
必
ず
「
こ
の
商
品
は
最
低
１
０
０
年
は

続
き
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
ま
す
。
お
菓
子

な
の
で
お
い
し
い
も
の
を
つ
く
る
の
は
当
た

り
前
で
す
が
、
流
行
を
追
っ
た
り
焦
っ
た
り

す
る
と
、
ど
う
し
て
も
妥
協
を
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
１
０
０
年
は

続
く
か
と
い
う
の
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、

お
客
様
が
普
遍
的
に
お
い
し
い
と
思
う
も
の

を
本
当
に
つ
く
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

再
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
京
都
の
老
舗
企
業
で
は
利
益
は
後

か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
お
客

様
に
良
い
も
の
を
提
供
し
、
満
足
し
て
も
ら

え
れ
ば
利
益
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
、
と
い

う
考
え
方
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。「
先

義
後
利
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
御
社
も

そ
の
よ
う
な
お
考
え
で
経
営
を
行
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
企
業
で
す
か
ら
、
従
業
員
の
生
活
も

あ
り
ま
す
し
、
当
然
利
益
は
大
切
で
す
。
た

だ
、
最
終
目
標
は
何
か
と
い
う
と
、
単
に
５

年
後
10
年
後
ど
う
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、

１
０
０
年
以
上
経
っ
て
も
八
ッ
橋
が
存
在
し

て
い
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る
方
々
が
笑
顔
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
、
そ
し
て
八
ッ
橋
に

携
わ
る
私
た
ち
が
、
皆
笑
顔
で
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
。
目
先
の
利
益
目
標
を
ゴ
ー
ル
に
設

定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
先
の
未
来

の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
が
、
そ
う
捉
え

ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
西
池
　
１
０
０
年
ス
パ
ン
で
物
事
を
見
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
続
け
る
と
い

う
こ
と
だ
け
に
固
執
し
て
し
ま
う
と
身
動
き

が
と
れ
な
く
な
り
ま
す
。
当
然
、
１
０
０
年

先
の
こ
と
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
未
来
の
た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
、

と
に
か
く
日
々
真
面
目
に
商
品
と
向
き
合
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
毎
日
「
一
番
お

い
し
い
八
ッ
橋
を
」
と
い
う
想
い
を
持
ち
続

け
る
こ
と
が
、
１
０
０
年
後
に
も
自
然
と
繋

が
っ
て
い
く
一
番
の
方
法
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
ま
た
、
原
材
料
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
米

粉
は
「
ど
こ
の
県
の
何
と
い
う
種
類
か
」
と

と
い
う
よ
う
な
考
え
に
陥
り
が
ち
に
な
り
ま

す
。「
社
内
の
あ
た
り
ま
え
」
と
で
も
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
え

が
蔓
延
す
る
と
、
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
た
ち
の
常
識

は
非
常
識
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
目
を
持

つ
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
現
状
に
安
住
す
る

の
で
は
な
く
、
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い

か
、
変
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
持
ち
を
持
ち
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
組

織
内
に
作
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

た
だ
、こ
の
よ
う
な「
揺
ら
ぎ
」を
実
現
す
る

の
は
難
し
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、nikiniki

と
い
う
新
し
い
商
品
を
作
る
と
き
に
は
、
ど

の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
自
分
で
商
品
を
作
れ
る
職
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
者
が
「
あ
れ

作
っ
て
、
こ
れ
作
っ
て
」
と
言
っ
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
と
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
作
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
作
る
の

が
大
変
だ
と
か
数
多
く
生
産
で
き
な
い
な
ど
、

自
由
な
発
想
を
心
の
中
で
制
限
す
る
場
合
も

あ
る
の
で
す
よ
ね
。
今
は
、
あ
え
て
私
の
考

え
る
理
想
の
ア
イ
デ
ア
を
そ
の
ま
ま
投
げ
て
、

後
の
こ
と
は
製
造
の
プ
ロ
に
考
え
て
も
ら
う
、

と
い
う
発
想
で
す
。
技
術
役
で
は
な
く
、
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
役
で
す
ね
。

小
西
池
　
そ
う
だ
か
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

知
り
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
縛
ら
れ
る
。
知
ら

な
い
か
ら
こ
そ
本
質
に
入
れ
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
新
鮮
な
目
、
普
通
の
感
覚
の
強

み
っ
て
き
っ
と
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

役
に
徹
す
る
と
い
う
の
は
重
要
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、

心
強
い
で
す
ね
。

小
西
池
　
さ
て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
京
都
に
は
独
特
の
商

売
の
考
え
方
が
あ
り
、
活
動
の
拠
点
で
あ
る

地
元
と
の
関
係
も
大
切
に
し
て
い
る
と
聞
い

て
い
ま
す
。
御
社
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
地
元
と
の
つ
な
が
り
は
強
い
で
す
ね
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
新
年
会
や
さ
ま
ざ
ま

な
社
内
行
事
に
出
て
い
て
、
そ
れ
が
当
た
り

前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ら
く洛
　し
ゆ趣
　か
い会
と
い
う
、

京
都
の
老
舗
の
店
主
が
正
装
し
て
お
客
様
を

お
招
き
し
、
商
品
を
ご
紹
介
す
る
会
が
、
昭

和
３
年
よ
り
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

幼
い
頃
の
私
は
、
開
催
地
の
お
寺
の
お
庭
で

よ
く
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
緒
に

遊
ん
で
く
れ
て
い
た
人
た
ち
が
、
世
代
交
代

で
今
や
経
営
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
人
と
は
今
で
も
気
楽
に
相
談
が

で
き
る
密
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　
や
は
り
京
都
は
小
さ
な
街
で
す
の
で
、
会

社
同
士
の
つ
な
が
り
も
強
い
と
思
い
ま
す
。

洛
趣
会
以
外
に
も
、
八
ッ
橋
の
組
合
や
和
菓

子
の
組
合
、
お
土
産
屋
さ
ん
の
組
合
、
取
引

先
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
す
。

地
元
の
聖
護
院
の
会
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま

す
。
他
に
も
分
野
を
超
え
た
、
仕
事
か
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
か
が
線
引
き
で
き
な
い
よ
う
な
関

係
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
が
信
頼
を

生
ん
で
い
ま
す
。

小
西
池
　
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
関
連
し

た
活
動
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
こ
の
地
で
看
板
を
出
し
て
商
売
を
し

て
い
る
身
で
す
の
で
、
些
細
な
こ
と
で
す
が
、

地
元
の
運
動
会
で
は
お
菓
子
を
提
供
し
た
り
、

幼
稚
園
の
餅
つ
き
大
会
で
は
あ
ん餡
を
提
供
し
た

り
も
し
て
い
ま
す
。
自
然
と
お
互
い
が
知
り

合
い
と
な
り
、
挨
拶
も
か交
わ
す
関
係
に
な
り

ま
す
。「
お
菓
子
を
提
供
し
な
さ
い
」
な
ど

と
は
誰
か
ら
も
い
わ
れ
ま
せ
ん
し
義
務
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
元
の
方
に
対
し
て
い
つ

も
あ
り
が
と
う
の
想
い
で
接
す
る
と
、
自
然

と
こ
う
し
た
協
力
体
制
が
で
き
上
が
っ
て
い

く
の
で
す
。
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
が
あ
る

と
、
あ
そ
こ
の
方
に
は
ご
迷
惑
が
か
か
る
か

な
と
思
え
ば
、
先
に
挨
拶
し
て
お
こ
う
と
、

自
発
的
に
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
地
元

と
繋
が
る
と
い
う
の
は
、
何
も
決
ま
っ
た
集

ま
り
に
顔
を
出
す
と
か
役
を
引
き
受
け
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
頃
の
気
持
ち

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
当

社
の
存
在
を
皆
さ
ん
に
温
か
く
見
守
っ
て
い

た
だ
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す

小
西
池
　
こ
う
し
た
地
元
と
の
つ
な
が
り
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
３
０
０
年
以
上
も
事
業
を

続
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
続
か
な
い
で
し

ょ
う
。
地
元
で
認
め
て
も
ら
え
て
こ
そ
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
店
に
は
、
お
菓
子
を

お
求
め
に
な
る
地
元
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
お
客
様
に

と
っ
て
、
私
た
ち
は
近
所
の
お
菓
子
屋
さ
ん

で
す
し
、
こ
う
し
た
方
が
長
年
私
た
ち
を
支

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
当
社
は
、
吉
田
神
社
の
節
分
祭
に
、

明
治
30
年
代
か
ら
出
店
し
て
い
ま
す
。
収
益

目
的
だ
け
で
な
く
、
今
も
「
こ
こ
で
お
詣
り

し
て
聖
護
院
さ
ん
で
八
ッ
橋
買
っ
て
食
べ
な
、

新
年
迎
え
た
気
が
せ
ぇ
へ
ん
」
と
お
っ
し
ゃ

る
何
人
も
の
お
客
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

頭
が
下
が
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
御
社
と
地

元
の
方
と
の
接
点
は
い
か
が
で
す
か
。

小
西
池
　
同
じ
で
す
ね
。
地
域
と
の
関
係
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
な
ど
事
業
に
関
す
る
も

の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
や
自
治
体

の
行
事
に
積
極
的
に
参
加
す
る
な
ど
、
日
頃

か
ら
地
域
の
皆
さ
ん
と
ふ
れ
あ
い
、
強
固
な

関
係
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

鈴
鹿
　
長
く
続
い
て
い
る
企
業
は
そ
う
で
す

よ
ね
。
御
社
の
ガ
ス
ビ
ル
食
堂
は
以
前
か
ら

知
っ
て
お
り
、
親
し
み
が
あ
り
ま
す
。
会
社

の
中
に
、
社
外
の
方
が
自
由
に
入
れ
る
場
所

が
あ
る
と
い
う
の
は
素
敵
で
す
ね
。
お
客
様

と
の
距
離
を
縮
め
る
重
要
な
機
会
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
西
池
　
と
こ
ろ
で
、
ご
近
所
に
は
同
業
者

も
お
ら
れ
ま
す
。
競
争
に
つ
い
て
は
、
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

鈴
鹿
　
現
在
、
京
都
八
ッ
橋
商
工
業
協
同
組

合
に
は
14
社
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
問
題
が

あ
れ
ば
組
合
で
話
し
合
い
ま
す
。
競
争
で
も

あ
り
、
共
存
で
も
あ
る
関
係
で
す
ね
。
八
ッ

橋
を
ど
う
残
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と

が
組
合
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
世
の
中
に
は
八
ッ
橋
の
定
義
を

外
し
た
商
品
を
「
八
ッ
橋
」
と
し
て
売
っ
て

お
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
正
し
い
八

ッ
橋
を
伝
え
て
、
残
し
て
い
く
た
め
に
は
、

何
を
す
れ
ば
い
い
か
を
話
し
合
い
、
協
力
し

て
実
行
し
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
正
し
い
八
ッ
橋
を
み
ん
な
で
守
っ

て
、
伝
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
組
合
に
入
れ
る
の
は
、（
焼
き
）
八

ッ
橋
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
で
す
。
こ

れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
八
ッ
橋
が
忘
れ
ら
れ
な

い
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
共
存
の

例
と
し
て
、
京
都
マ
ラ
ソ
ン
へ
の
取
り
組
み

が
あ
り
ま
す
。
京
都
マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
あ
ん

入
り
生
八
ッ
橋
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
「
○
○
社
の
八
ッ
橋
」
と
い
う
形
で
は

お
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。「
ど
こ
の
生
八
ッ

橋
」
で
は
な
く
、
生
八
ッ
橋
に
親
し
ん
で
い

た
だ
く
機
会
、
ま
た
京
都
を
盛
り
上
げ
て
い

く
手
段
と
し
て
業
界
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
同
業
者
と
は
競
争
す
る
と
い

う
側
面
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
も
、

単
に
敵
対
す
る
の
で
は
な
く
、
同
業
者
の
動

き
は
刺
激
と
し
て
、
経
営
に
活
か
し
て
い
ま

す
。

小
西
池
　
同
業
者
で
限
ら
れ
た
パ
イ
を
取
り

合
う
の
で
は
な
く
、
全
体
の
パ
イ
を
広
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
お
互
い
疲
弊
す
る
競
争
に
終
始

す
る
の
で
は
な
く
、
共
に
利
す
る
、
い
わ
ば

「
共
創
」
を
目
指
す
と
い
う
考
え
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
各
々
得
意
分

野
を
活
か
し
て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
互
い
の
い
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
つ
つ
、

各
々
が
価
値
を
し
っ
か
り
と
お
客
様
に
伝
え

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ

が
本
当
の
競
争
だ
と
思
い
ま
す
し
、
価
格
だ

け
の
勝
負
は
ど
こ
か
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
利
益
を
増
や
し
た
い
か
ら
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
適
正
価
格
と
い
う
も
の
を
大

事
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、

当
初
、nikiniki

に
は
高
い
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
「
安
い
ね
」

と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
ど
れ
だ
け
丁
寧
に
手

間
を
か
け
て
作
ら
れ
て
い
る

か
、
ど
れ
だ
け
素
材
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
か
、
手
に
し
て

召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の

で
す
。
赤
字
に
な
る
よ
う
な

価
格
設
定
と
い
う
の
は
、
逆

に
お
客
様
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
客
様
と
し
っ
か
り
向
か
い

合
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

小
西
池
　
な
る
ほ
ど
、
易
き

に
流
れ
る
の
は
ダ
メ
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
何
が
お
客
様

の
信
頼
の
源
泉
で
あ
る
か
を

考
え
、
そ
れ
を
続
け
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

一
時
的
に
は
人
気
は
出
て
も
、

続
か
な
い
と
い
う
の
で
は
お

客
様
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
は
必
需
品
で
は
な
い
の
で
、

お
い
し
く
な
け
れ
ば
誰
も
食
べ
ま
せ
ん
。
八

ッ
橋
に
限
ら
ず
、
お
菓
子
を
食
べ
る
文
化
が

あ
る
の
は
や
は
り
「
お
い
し
い
」
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
か
け
だ
け
の
も
の
や

価
格
だ
け
の
も
の
で
は
、
一
時
的
な
も
の
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

小
西
池
　
そ
れ
が
続
け
る
こ
と
、
続
く
こ
と

の
原
点
で
す
ね
。

小
西
池
　
昨
年
の
秋
に
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま

す
。
作
品
の
登
場
人
物
で
あ
る
経
営
者
が
自

ら
の
夢
を
持
ち
、
そ
れ
を
従
業
員
ら
と
分
か

ち
合
い
、
実
現
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
ド
ラ
マ

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
し
が
ら
み
や
困
難
を
乗

り
越
え
て
夢
に
向
か
っ
て
突
っ
走
る
姿
勢
が
、

す
ご
く
爽
や
か
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
を
会
社
で
共
有
し
、

育
て
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
何
を
す

る
に
し
て
も
、
夢
は
情
熱
が
な
い
と
続
き
ま

せ
ん
。「
こ
ん
な
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
」

と
い
う
も
の
を
実
現
し
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
忙
し
い
日
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
想
い
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

小
西
池
　
鈴
鹿
さ
ん
の
夢
が
、
商
品
と
な
っ

て
実
現
し
、
御
社
の
未
来
の
発
展
、
そ
し
て

次
の
３
０
０
年
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う

し
た
限
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
固
定
は
せ
ず
、

毎
年
、
八
ッ
橋
に
最
も
適
し
た
お
米
の
ブ
レ

ン
ド
を
吟
味
し
、
使
用
し
て
い
ま
す
。
も
し

○
○
産
と
う
た
っ
て
し
ま
え
ば
、
特
定
の
原

材
料
が
不
作
の
時
な
ど
に
、
味
を
落
と
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
こ
と
も
、
１
０
０
年
先
を
見
据
え
て
い
る

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
さ
ら
に
、
続
い
て
い
く
た
め
の
企
業
の
商

い
の
し
か
た
を
社
長
は
よ
く
「
ち
ょ
う
ち
ん

経
営
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
目
先
の
利
益
を

考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
削
減
を
し
、

最
低
限
の
運
営
資
金
を
目
指
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
ま

ず
、
お
付
き
合
い
を
大
事
に
し
て
、
少
し
余

白
を
持
た
せ
て
お
く
。
こ
の
余
白
が
あ
る
と
、

本
当
に
苦
し
い
と
き
に
も
ま
だ
削
減
で
き
る

幅
が
あ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
伸
び
縮
み
が

で
き
る
柔
軟
性
を
保
て
ま
す
。
ま
る
で
ち
ょ

う
ち
ん
の
よ
う
に
、
膨
ら
ま
せ
た
り
畳
ん
だ

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
何
か
ど
う
し

よ
う
も
な
い
外
的
要
因
に
出
く
わ
し
て
も
、

破
裂
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
た
余
白
や

余
裕
と
い
う
の
が
、
企
業
を
続
け
て
い
く
大

き
な
助
け
と
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

小
西
池
　
そ
れ
が
３
０
０
年
続
く
こ
と
の
原

点
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
企
業
の
寿
命
は
30
年

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
同
じ
こ
と

を
し
て
い
て
変
わ
ら
ず
に
い
ら
れ
る
の
は
30

年
が
限
界
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
逆

に
、
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
貫
し
た
理

念
を
持
ち
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
て
変
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
当
社
で
も
、
昔
は

ガ
ス
だ
け
を
供
給
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在

は
電
力
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
世
の
中
の
変
化

や
お
客
様
の
ご
要
望
の
多
様
化
に
合
わ
せ
て
、

ガ
ス
の
用
途
を
広
げ
、
扱
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

増
や
し
、
事
業
形
態
を
変
え
て
き
ま
し
た
。

小
西
池
　
御
社
の
長
い
経
営
の
歴
史
は
、
決

し
て
平
坦
な
道
の
り
で
は
な
く
、
会
社
を
ゆ

る
が
す
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
経
営
に
携
わ
ら

れ
る
な
か
で
、
危
機
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
私
は
、
ま
だ
入
社
し
て
10
年
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
大
き
な
危
機
と
い
う
も
の
は
、

直
接
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
会
社
と
し
て

は
戦
争
を
含
め
、
過
去
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験

を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
き

た
結
果
と
し
て
、
会
社
の
な
か
に
前
向
き
な

雰
囲
気
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

逆
に
前
向
き
な
気
持
ち
が
甘
え
に
な
り
、

「
う
ち
は
大
丈
夫
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
は
危
険
で
す
。

　
私
自
身
が
今
感
じ
て
い
る
の
は
、
八
ッ
橋

自
体
の
認
識
の
変
化
で
す
。
昔
は
京
都
の
お

土
産
と
い
え
ば
八
ッ
橋
か
お
漬
物
で
し
た
。

し
か
し
、
今
は
、
洋
菓
子
の
お
土
産
も
増
え

て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
八
ッ
橋
を
ど
の
よ

う
に
し
て
、
お
客
様
に
選
び
続
け
て
い
た
だ

く
か
が
課
題
で
す
。

小
西
池
　
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
京
都
を
訪

れ
る
観
光
客
の
ほ
と
ん
ど
（
96
％
）
が
お
土

産
を
買
い
、
そ
の
う
ち
の
約
半
数
（
45
・
6

％
）
が
八
ッ
橋
を
購
入
さ
れ
る
と
以
前
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

鈴
鹿
　
昔
は
、
ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
の
お
客

様
に
八
ッ
橋
を
お
求
め
い
た
だ
い
て
い
た
と

聞
き
ま
す
。
こ
の
５
年
く
ら
い
の
間
で
も
、

お
土
産
が
多
様
化
し

て
い
る
の
は
感
じ
ま

す
。
さ
ら
に
昔
は
地

元
の
お
客
様
に
も
多

く
召
し
上
が
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
最
近
は
減
っ
て

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
逆
に
お
聞
き
し
ま

す
が
、
普
段
、
八
ッ

橋
は
召
し
上
が
り
ま

す
か
？

小
西
池
　
も
ち
ろ
ん
、

食
べ
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
普
段

か
ら
食
べ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
地
元
の
昔
か
ら
通

っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
年
配
の
方
々
を
の

ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
そ
う
お
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。

小
西
池
　
お
土
産
に
つ
い
て
は
、
購
入
す
る

観
光
客
も
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
中
国

の
方
と
か
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
増
え
て
、

ず
い
ぶ
ん
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
き
ま
し
た
。

何
か
具
体
的
な
対
応
は
し
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
海
外
向
け
の
商
品
開
発
と
い
う
の
は
、

あ
え
て
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
既
存
の
商

品
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
こ
と
な
ど
は
行

っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
方
に
は

抹
茶
や
黒
ゴ
マ
の
ひ
じ
り聖
（
あ
ん
入
り
生
八
ッ

橋
）
が
人
気
な
の
で
、
こ
の
２
つ
の
商
品
の

詰
め
合
わ
せ
を
作
っ
た
り
、
空
港
で
は
抹
茶

の
聖
を
重
点
的
に
販
売
し
た
り
と
い
っ
た
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
説
明
書
き
や
包
装
紙
を

中
国
語
や
英
語
に
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

時
々
販
売
員
か
ら
要
望
が
あ
る
の
で
す
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
が
海
外
に
行
っ
て

日
本
語
が
書
か
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
お
菓
子

を
、
お
土
産
と
し
て
は
あ
ま
り
選
び
ま
せ
ん

よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
の
方
向
け
に
味
そ

の
も
の
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
も
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

小
西
池
　
老
舗
企
業
と
し
て
、
変
え
る
と
こ

ろ
と
変
え
な
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
区
別
し
て

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
し
い
お

客
様
と
い
う
切
り
口
に
関
連
し
て
お
聞
き
し

ま
す
が
、
新
し
くnikiniki （
ニ
キ
ニ
キ
）

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
て
お
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　nikiniki

は
、
２
０
１
１
年
に
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
地
元
の
方
、
特
に
若
い
方
に

八
ッ
橋
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
選
ん
で
も
ら

い
た
い
と
い
う
想
い
で
始
め
た
の
で
す
。
学

生
時
代
、
友
人
に
八
ッ
橋
を
あ
げ
る
と
、
他

府
県
出
身
の
友
人
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に

対
し
、
京
都
で
育
っ
た
友
人
か
ら
は
「
初
め

て
食
べ
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
食
べ
て
も
ら
う
と
、
た
い
て

い
は
八
ッ
橋
は
お
い
し
い
と
い
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
私
自
身
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
日
常
的
に
口
に
し
て
い
た

大
好
き
な
お
菓
子
で
す
し
、
ど
う
に
か
し
て
、

八
ッ
橋
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
方
々

に
食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
が
で
き
な
い

か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
商
品
の
開
発
に
取
り
組

ん
だ
の
で
す
が
、
結
局
、
自
分
で
も
食
べ
た

い
八
ッ
橋
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
す
べ
て
の

原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
小
学
生
の
頃
、
母
は
八
ッ
橋

や
生
八
ッ
橋
を
使
っ
た
デ
ザ
ー
ト
を
お
出
し

す
る
カ
フ
ェ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
リ
ン
ゴ
の
コ
ン
フ
ィ
と
合
わ
せ

る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
八
ッ
橋
の
可
能
性
を

試
し
た
お
菓
子
が
実
に
お
い
し
く
、「
ま
た

食
べ
た
い
」「
あ
の
味
を
再
現
し
た
い
」
と

思
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
き
れ
い
な
色
や

ハ
ー
ト
型
の
生
八
ッ
橋
が
あ
っ
た
ら
良
い
な

と
幼
い
頃
か
ら
絵
に
描
い
た
り
し
て
い
ま
し

た
し
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
実
現
し
た
の
が

nikiniki

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
使
用
す
る
八
ッ
橋
と
生

八
ッ
橋
は
す
べ
て
、
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店

と
同
じ
も
の
で
す
。
米
粉
と
砂
糖
を
混
ぜ
合

わ
せ
、
ニ
ッ
キ
で
風
味
づ
け
を
す
る
と
い
う

八
ッ
橋
の
基
本
を
守
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
、

聖
護
院
の
商
品
を
そ
の
ま
ま
の
配
合
で
使
用

し
て
い
る
の
で
す
。

小
西
池
　nikiniki

に
対
す
る
、
明
確
で
強

い
想
い
を
お
持
ち
な
ん
で
す
ね
。

鈴
鹿
　
お
菓
子
の
各
分
野
に
は
各
々
プ
ロ
の

方
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
他
の
分
野

に
入
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
は
自

分
た
ち
の
得
意
と
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
な
分
野
で
専
門
性
を
突
き
抜
け
て
い
き
た

い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ニ
ッ
キ
は
苦
手
と
お
っ
し
ゃ
る
方

が
い
ま
す
が
、
当
社
で
は
刺
激
が
強
す
ぎ
ず

風
味
が
豊
か
な
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、

召
し
上
が
っ
て
み
る
と
お
い
し
い
と
い
う
方

が
多
い
。
ニ
ッ
キ
を
味
の
根
幹
と
し
て
い
る

八
ッ
橋
で
す
か
ら
、
ニ
ッ
キ
に
対
し
て
も
こ

だ
わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、

nikiniki

は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
手
を
出
す

の
で
は
な
く
、
八
ッ
橋
と
ニ
ッ
キ
の
専
門
店
、

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
は
比
較
的
生
八
ッ
橋
の
商
品
が
脚
光
を

浴
び
て
い
ま
す
が
、
生
八
ッ
橋
だ
け
で
な
く
、

（
焼
き
）
八
ッ
橋
に
も
ま
だ
ま
だ
可
能
性
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
八
ッ
橋
を
使
っ
た

nikiniki

の
商
品
に
は
、
飴
や
キ
ャ
ラ
メ
ル

を
か
け
た
ヌ
ガ
テ
ィ
ン
、
細
か
く
砕
い
て
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
と
合
わ
せ
た
ロ
シ
ェ
な
ど
、
八

ッ
橋
を
素
材
と
し
て
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
八
ッ
橋
に
こ
だ
わ
り
、
八
ッ

橋
を
い
か
に
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
え
る
か

と
い
う
の
を
提
案
す
る
ブ
ラ
ン
ド
が

nikiniki

で
す
。
単
に
流
行
を
追
っ
た
り

「
こ
れ
は
売
れ
る
か
」
と
い
う
視
点
だ
け
で

商
品
開
発
を
し
て
い
て
は
、
伝
え
た
い
味
が

な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
自
信
を
持
っ
て
、

「
私
が
好
き
だ
か
ら
食
べ
て
み
て
！
」
と
い

え
る
も
の
だ
け
を
形
に
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
結
果
と
し
て
、nikiniki

は
ず
い

ぶ
ん
と
成
長
し
ま
し
た
ね
。

鈴
鹿
　
お
か
げ
さ
ま
で
発
売
以
来
、
ご
好
評

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
人
気
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
、nikiniki

を
独
立
さ
せ

て
、
そ
こ
で
大
き
く
採
算
を
と
ろ
う
と
い
う

よ
う
な
想
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も

商
品
の
質
に
こ
だ
わ
っ
て
、
お
土
産
も
の
で

は
対
応
で
き
な
い
手
仕
事
で
作
ら
れ
た
も
の

も
多
い
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
品

切
れ
し
て
し
ま
う
日
も
多
い
の
で
す
。
し
か

し
質
を
落
と
し
て
簡
易
化
、
機
械
化
す
る
こ

と
は
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　nikiniki

は
、
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て

い
た
だ
く
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か

も
当
初
は
、
お
菓
子
そ
の
も
の
の
紹
介
が
中

心
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
、
聖
護
院
八

ッ
橋
総
本
店
の
紹
介
や
八
ッ
橋
の
歴
史
に
ま

で
取
材
内
容
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

nikiniki

の
目
的
は
、
新
し
い
お
菓
子
、
目

を
惹
く
お
菓
子
を
作
る
こ
と
で
、
八
ッ
橋
を

食
べ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
。

テ
レ
ビ
を
観
て
関
心
を
持
た
れ
た
方
、

nikiniki

を
通
じ
て
初
め
て
八
ッ
橋
を
召
し

上
が
る
方
に
対
し
て
、
八
ッ
橋
の
入
り
口
と

し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
く
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

小
西
池
　
新
し
い
商
品
に
も
、
伝
統
的
な
お

菓
子
作
り
の
理
念
が
踏
襲
さ
れ
、
そ
れ
が
聖

護
院
八
ッ
橋
総
本
店
の
文
化
の
新
し
い
側
面

と
な
っ
て
息
づ
い
て
い
る
。nikiniki

は
ま

さ
に
八
ッ
橋
へ
の
入
り
口
を
広
げ
る
こ
と
に

貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

小
西
池
　
外
国
か
ら
の
観
光
客
へ
の
対
応
や

新
ブ
ラ
ン
ドnikiniki

に
つ
い
て
、「
変
え

る
も
の
」
と
「
変
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
、

そ
の
背
景
の
考
え
方
な
ど
を
具
体
的
に
お
話

し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
こ

こ
は
譲
れ
な
い
、
変
え
な
い
」
と
か
、「
こ

こ
は
変
え
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
社

内
で
は
ど
の
よ
う
に
意
思
決
定
を
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

鈴
鹿
　
た
と
え
ば
、
販
売
員
の
皆
さ
ん
か
ら

は
定
期
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
社
内
で
「
こ
れ

は
便
利
だ
け
ど
、
う
ち
の
お
客
様
に
合
致
す

る
か
」
を
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
上
で
取
締

役
会
で
社
長
に
提
案
し
、
話
を
進
め
ま
す
。

社
長
と
は
親
子
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

れ
ば
尋
ね
て
、
話
を
重
ね
る
努
力
を
し
て
い

ま
す
。

小
西
池
　
社
長
と
の
お
話
の
な
か
で
、
な
る

ほ
ど
、
と
思
わ
れ
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
？

鈴
鹿
　
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

話
の
最
中
よ
り
も
何
カ
月
や
何
年
か
後
に
な

っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
か
と
気
づ
く
こ
と
が

多
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
は
入
社
し
た
頃

「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
て
行
動
す
る
」
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
経
営
学
で

一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
で

も
、
社
長
は
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
決
め
る
の
は

い
い
が
、
他
の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
意
見
で
し
た
。
お
客
様
に
疎

外
感
を
与
え
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
味

で
す
。

小
西
池
　
一
度
離
れ
た
お
客
様
に
戻
っ
て
い

た
だ
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
ね
。
そ
れ
こ
そ
、
老
舗
の
ア
ド
バ
ン
テ

ー
ジ
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
ね
。

疎
外
感
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

経
営
の
現
場
で
認
識
さ
れ
た
機
会
は
あ
り
ま

し
た
か
？

鈴
鹿
　 nikiniki

を
始
め
た
際
に
気
づ
き
の

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、nikiniki

で

は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
緑
色
に
し
て
い
ま
す
。
当

初
は
、
地
元
の
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
ピ
ン
ク
色
に
す
る
と

い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
ピ
ン
ク
色

に
し
て
し
ま
う
と
男
性
や
年
配
の
方
は
手
に

取
り
に
く
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
、

nikiniki

の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
お
客
様
に
は
男

性
や
年
配
の
方
も
多
い
の
で
す
。
こ
う
し
た

お
客
様
を
、
排
除
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

の
で
す
。

小
西
池
　
確
か
に
、
ピ
ン
ク
色
の
も
の
を
ひ

と
り
で
持
つ
の
は
、
少
し
抵
抗
が
あ
り
ま
す

ね
（
笑
）。

鈴
鹿
　
聖
護
院
八
ッ
橋
総
本
店
で
も
、
若
い

方
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
商
品
は
確
か
に
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
も
他
の
層
の
方

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
商
品
が
ひ
と
つ
お
店

に
あ
る
だ
け
で
、「
あ
、
自
分
た
ち
の
お
店

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
」
と
寂
し
い

想
い
を
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ

う
。
大
事
な
お
客
様
に
疎
外
感
を
与
え
る
の

は
京
都
の
お
商
売
で
は
な
い
、
と
社
長
に
い

わ
れ
た
こ
と
が
、
わ
か
り
ま
し
た
。

小
西
池
　
社
長
は
社
長
で
、
長
い
経
営
の
な

か
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
て
こ
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

鈴
鹿
　
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
苦

し
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
考
え
た

こ
と
を
今
は
言
葉
に
出
し
て
く
れ
る
の
で
感

謝
し
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
そ
こ
か
ら

の
気
づ
き
を
し
っ
か
り
と
得
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
西
池
　
社
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
や
、
現
場

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

鈴
鹿
　
と
こ
と
ん
話
を
す
る
と
い
う
雰
囲
気

を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
長
く
商
い
を
続
け

て
い
る
と
、「
今
ま
で
こ
う
だ
っ
た
よ
ね
」

Konishiike Tooru + Suzuka Kanako

聖護院八ッ橋総本店店頭にて。
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地
元
と
の
つ
な
が
り

競
争
は
共
創

夢
を
実
現
し
続
け
る
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能
楽
に

お
け
る

技
能
継
承
と

人
材
育
成
に

つ
い
て

組
織
を
構
成
す
る
の
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の

個
人
で
あ
り
、
個
人
の
知
識
・
ス
キ
ル
を

継
続
的
に
獲
得
・
発
揮
さ
せ
る
こ
と
は
、

ど
の
組
織
に
も
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
材
育
成
は
個
人
だ
け
で
完
結

す
る
も
の
で
は
な
く
、
組
織
が
キ
ャ
リ
ア

育
成
の
仕
組
み
を
ど
の
よ
う
に
整
え
る
か

も
重
要
で
あ
る
。
6
0
0
年
超
の
歴
史
の

な
か
で
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
の
成
長
と
、

流
儀
の
技
能
を
引
き
継
ぐ
仕
組
み
を
確
立

さ
せ
て
き
た
能
楽
か
ら
、
現
代
の
組
織
が

学
ぶ
べ
き
、
人
材
育
成
と
技
能
継
承
の
あ

り
方
を
見
る
。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
２能

楽

か
ら
学
ぶ

N
ishio Kum

iko

西
尾 

久
美
子

見
せ
場
が
多
く
、

２
０
０
を
超
え
る

能
の
曲
目
の
な
か
で
も
、

大
曲
と
し
て
知
ら
れ
る

『
道
成
寺
』。

友
枝
雄
人（
写
真
左
端
）

撮
影
／
石
田 

裕

Special  Feature  The Power  of  Traditional  Life  Part  2
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属
す
る
能
楽
師
の
た
め
の
技
能
形
成
の
場
を

設
定
し
て
い
る
の
だ
。

　第
３
期
（
35
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
弟
子
に
演
目
の
解

釈
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え
さ
せ
、
そ
の
解

釈
に
対
し
て
師
匠
が
指
導
す
る
よ
う
に
な
る
。

芸
術
性
の
伝
承
に
、
よ
り
注
力
す
る
指
導
方

法
を
行
う
。
そ
し
て
、
作
品
の
中
に
あ
る
多

様
な
世
界
観
を
師
匠
と
弟
子
が
一
緒
に
な
っ

て
追
い
か
け
て
い
く
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
技
能
と
、
作
品
の
持
つ
芸
術

性
の
両
方
を
探
求
す
る
指
導
が
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
以
降
に
演
じ
ら
れ
る
、
キ
ャ
リ

ア
の
節
目
と
な
る
特
別
な
楽
曲
も
あ
る
。
流

儀
に
よ
っ
て
楽
曲
は
異
な
る
が
、
例
え
ば

『
あ安 

た
か宅
』（
＊
８
）の
勧
進
帳
や『
も
ち望 

づ
き月
』（
＊
９
）

の
獅
子
な
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
内
弟
子
時
代
を
終

え
独
立
を
果
た
す
頃
で
も
あ
り
、
一
門
だ
け

で
な
く
、
同
世
代
で
同
人
の
会
を
作
る
こ
と

も
あ
る
。

　
あ
る
中
堅
の
能
楽
師
は
、
技
能
を
発
揮
し

磨
く
場
を
同
世
代
の
仲
間
と
協
力
し
て
設
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
完
全
に
自
分
た
ち

で
企
画
し
て
い
ま
す
。
二
番
立
て
の
能
を
年

に
２
回
や
っ
て
、
１
年
の
う
ち
に
一
人
一
番

ず
つ
は
舞
台
に
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
定
期

的
に
開
催
し
て
い
ま
す
」
と
、
技
能
を
磨
く

工
夫
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
、「
個
人
で
や
る
よ
り
は
集
ま
っ
て

や
っ
た
方
が
経
済
的
に
も
助
け
合
え
る
し
、

同
世
代
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
良
い
意
味
で

の
お
互
い
の
刺
激
に
な
る
」
と
、
経
済
的
な

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
世
代
な
ら
で
は
の

切
磋
琢
磨
が
で
き
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
師
匠
の
存
在
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
が
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
中
期
以
降
は
同
期
等
と
の

関
係
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
標

と
す
る
師
匠
や
高
い
レ
ベ
ル
の
技
能
を
有
す

る
ベ
テ
ラ
ン
の
能
楽
師
と
の
関
係
性
だ
け
で

な
く
、
切
磋
琢
磨
す
る
仲

間
と
の
関
係
性
の
中
で
長

期
的
な
ス
キ
ル
を
磨
い
て

い
く
と
い
う
、
自
律
的
な

技
能
育
成
の
歩
み
が
実
践

さ
れ
て
い
る
。

第
４
期
（
45
歳
前
後
か
ら

の
約
10
年
）

　
弟
子
が
何
か
聞
き
に
き

た
と
き
の
み
教
え
る
、
あ

る
い
は
違
っ
て
い
た
ら
ど

う
も
違
う
、
と
い
っ
た
程

度
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
と
ど

め
る
な
ど
、
師
匠
側
か
ら

の
特
別
な
指
導
は
控
え
る

時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
演
者
の
「
人
間
性
」

が
大
事
と
な
る
。
そ
の
「
人
間
性
」
を
舞
台

上
で
伝
え
る
に
は
、「
立
っ
て
い
る
存
在
感
、

座
っ
て
い
る
存
在
感
」
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
は
師
匠
が
教
え
て
で
き
る
わ
け
で
な
く
、

ま
た
自
分
で
そ
う
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で

も
な
く
、
弟
子
が
経
験
と
稽
古
を
積
み
重
ね

る
中
で
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
と
、
師
匠
側
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
経
験
を
経
て
き
た
こ
の
時
期
だ
か

ら
こ
そ
挑
戦
で
き
る
老
女
物
（
＊
10
）
な
ど

の
難
し
い
楽
曲
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身

体
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
進
歩
に
応
じ
て
演

じ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
楽
曲
が
能
楽
に
は

複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
の
楽
曲
に
取
り
組
み
技

能
を
磨
く
過
程
を
通
し
て
、
長
期
的
な
キ
ャ

リ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
能
楽
師
の
育
成
は
、
家
元
制
度
や
徒
弟
関

係
な
ど
封
建
的
と
も
受
け
取
ら
れ
る
仕
組
み

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
一
般
的
に

は
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
節
目
の

楽
曲
を
披
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
長
期
継

続
的
な
技
能
形
成
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
現
場
で
の
能
力
発
揮
の
場
の
設
定
と

と
も
に
技
能
育
成
を
計
画
的
に
実
践
し
て
い

く
と
い
う
特
徴
が
能
楽
に
は
あ
る
。

　
技
能
を
磨
く
こ
と
は
終
わ
り
が
な
い
道
だ

と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
材
育
成

に
関
し
て
、
効
率
性
や
有
効
性
を
見
逃
し
て

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
能
楽
は
、
こ

の
難
し
い
課
題
に
取
り
組
み
、
所
与
の
仕
組

み
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
内
外
の
環
境
の
変

化
に
適
応
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
事
例

か
ら
現
代
の
人
材
育
成
に
活
用
で
き
る
点
を

考
察
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
段
階
に
応
じ
た
指
導
育
成
方
法
の

明
確
化
、
次
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
と
そ
れ

を
発
揮
す
る
た
め
の
場
の
設
定
、
そ
し
て
切

磋
琢
磨
す
る
仲
間
の
存
在
、
最
後
に
、
教
え

る
側
が
自
ら
技
能
を
磨
き
続
け
る
こ
と
、
こ

れ
ら
４
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
人
材
育
成
の
う
え

で
学
ぶ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
指
導
す
る
側

が
技
能
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
（
段
階
）
を
明
確

に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
関
わ
り

方
を
す
る
こ
と
、
獲
得
し
た
あ
る
い
は
獲
得

す
べ
き
技
能
を
発
揮
で
き
る
機
会
を
創
出
す

る
組
織
（
チ
ー
ム
）
を
工
夫
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
能
力
の
進
捗
を
共
有
し
つ
つ
自
己
を

客
観
視
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
指
導
育
成
を
担
う
側
が
、
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
課
題
に
挑
戦
し
、
技

能
を
磨
き
続
け
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

企
業
組
織
で
は
、
教
え
る
責
任
を
担
う
管
理

者
（
教
え
る
側
）
が
、
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）

と
技
能
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
（
↑）

な
い
。
し
か
し
、
管
理
者
が
現
状
に
満
足
し

な
い
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
努
力
し
続
け
る
こ
と

は
、
若
手
や
中
堅
に
長
期
的
な
目
標
を
示
唆

す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
教
え
る
側
と
学

ぶ
側
で
、
能
力
を
磨
く
と
い
う
姿
勢
を
共
有

す
る
こ
と
は
、
組
織
の
一
体
感
を
生
み
出
し
、

変
化
に
対
応
し
、
変
革
を
促
す
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。

　
つ
ま
り
、
能
楽
と
い
う
伝
統
文
化
の
事
例

か
ら
、
技
能
継
承
・
育
成
の
た
め
に
私
た
ち

が
学
ぶ
べ
き
も
っ
と
も
大
切
な
視
点
は
、
人

材
育
成
に
対
す
る
、
育
成
す
る
側
や
組
織
の

関
わ
り
方
で
あ
る
。
若
手
に
努
力
す
る
姿
勢

を
問
う
前
に
、
必
要
と
す
る
能
力
を
的
確
に

規
定
し
、
そ
れ
を
仕
事
の
場
を
通
じ
て
効
率

的
か
つ
継
続
的
に
育
成
す
る
仕
組
み
を
作
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
末
筆
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
能
楽
師
の
皆
様
や
関
係
者
の

皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

貴
重
な
写
真
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
、
大

槻
文
藏
様
、大
槻
裕
一
様
、友
枝
た
け雄 

ひ
と人

様（
順

不
同
）
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
で
は
、
現
代
の
能
楽
師
は
、
技
能
継
承
や

人
材
育
成
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
舞
台
に
立
つ
こ
と
を
本
分
と
し
、
一

門
を
率
い
て
伝
統
芸
能
を
継
承
す
る
こ
と
に

責
任
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
シ
テ
方（
＊
４
）

の
能
楽
師
に
お
話
を
伺
っ
て
み
る
と
、
現
代

の
能
楽
師
の
指
導
に
は
年
齢
に
応
じ
て
５
つ

の
段
階
（
こ子 

か
た方
、
第
１
期
、
第
２
期
、
第
３
期
、

第
４
期
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
世
阿
弥
の
７
つ
と
現
代
の
５
つ
、
能
楽
の

人
材
育
成
に
関
す
る
段
階
の
区
分
の
違
い
は
、

世
阿
弥
の
第
１
と
第
２
の
段
階
が
現
代
で
は

子
方
の
時
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
第

７
段
階
が
現
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
２
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
生

じ
た
理
由
と
し
て
、
子
方
時
代
は
義
務
教
育

と
修
業
の
両
立
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

ま
た
50
有
余
を
老
年
期
と
す
る
こ
と
は
現
代

の
平
均
寿
命
を
考
慮
す
る
と
妥
当
性
が
乏
し

い
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
世
阿
弥
が
記
し
た
の
と
同
様

に
、
現
代
の
能
楽
の
人
材
育
成
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
応
じ
た
課
題
を
指
導
育
成
者
が

理
解
し
た
う
え
で
、
能
楽
と
い
う
歌
舞
劇
の

特
色
を
活
か
し
た
指
導
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
能
楽

の
師
匠
自
ら
が
、
演
じ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
か
ら
だ
。
弟
子
が
技
能
的
に
上

手
く
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
演
じ
な
が
ら
何

　
能
楽
（
＊
１
）
は
、
14
世
紀
に
か
ん観 

あ阿 

み弥
や

ぜ世 
あ阿 
み弥

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
歌
舞
劇
で
あ

る
。
２
０
０
８
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
も
指
定
さ
れ
、
日
本
の
伝
統
文
化
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
能
楽
の
舞
台
で
は
、
若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン

ま
で
の
能
楽
師
（
＊
２
）
が
一
堂
に
会
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
能
楽
に
お
け
る
人
材
育

成
の
仕
組
み
に
注
目
し
、
伝
統
技
能
を
現
代

に
い
た
る
ま
で
い
か
に
継
承
し
て
き
た
か
、

そ
の
特
色
を
考
え
て
い
く
。

　　
ま
ず
、
能
楽
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
歴

史
を
ひ
も
解
い
て
み
よ
う
。
能
楽
の
礎
を
父

観
阿
弥
（
１
３
３
３
〜
84
）
と
と
も
に
作
っ

た
世
阿
弥（
１
３
６
３
？
〜
１
４
４
３
？
）は
、

『
ふ
う風 

し姿 

か花 

で
ん伝
』（
＊
３
）
と
い
う
有
名
な
書
物

の
中
に
「
ね
ん年 

ら
い来 

け
い稽 

こ古 

じ
よ
う条 

じ
よ
う

　々
」（
生
涯
に
わ

た
る
能
の
稽
古
の
心
得
）
と
い
う
技
能
育
成

に
関
す
る
項
目
を
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
世
阿
弥
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

能
楽
に
携
わ
る
人
間
の
道
の
り
を
年
齢
に
応

じ
て
７
つ
の
段
階
（
第
１
段
階
：
７
歳
﹇
幼

年
期
﹈
よ
り
、
第
２
段
階
：
12
、
3
歳
よ
り

﹇
少
年
期
﹈、
第
３
段
階
：
17
、
8
歳
よ
り

﹇
変
声
期
﹈、
第
４
段
階
：
24
、
5
歳
よ
り

﹇
青
年
期
﹈、
第
５
段
階
：
34
、
5
歳
よ
り

﹇
壮
年
期
﹈、
第
６
段
階
：
44
、
5
歳
よ
り

﹇
初
老
期
﹈、
第
７
段
階
：
50
有
余
﹇
老
年

期
﹈）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
育

成
者
や
被
育
成
者
が
気
を
付
け
る
べ
き
点
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
初
期
の
第
１
と
第
２
の
段
階
で
は
、
本
人

の
意
欲
を
大
切
に
し
て
、
無
理
に
教
え
こ
ま

な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
育
成
す
る
側
の
関
わ

り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
第
３
段
階
で
は
、

変
声
期
と
い
う
身
体
の
変
化
に
直
面
し
て
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア

形
成
に
お
い
て
こ
の
節
目
で
の
対
応
が
一
生

を
決
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
心
し
て
稽
古
に

励
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
大
人
と
し
て
技
能
を

身
に
付
け
た
第
４
段
階
で
は
、
自
分
の
獲
得

し
た
技
能
を
評
価
す
る
視
点
を
能
楽
師
自
身

が
持
つ
こ
と
。
第
５
段
階
で
は
、
こ
の
時
期

を
絶
頂
期
と
し
つ
つ
も
、
一
方
で
冷
静
に
自

ら
の
能
力
発
揮
を
振
り
返
り
見
極
め
る
こ
と
。

そ
し
て
、
第
６
段
階
か
ら
第
７
段
階
に
か
け

て
は
、
技
能
が
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
、
な
ど
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
世
阿
弥
は
能
楽
師
の
技
能
や
育

成
方
法
に
つ
い
て
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
考

え
て
い
た
。
ま
ず
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
初
期

の
段
階
で
は
、
指
導
育
成
者
（
教
え
る
側
）

が
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
維
持
し
、
年
齢
と
と
も
に
指
導
育
成
方

法
を
変
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
中
期
以
降
は
、

学
ぶ
側
が
自
ら
の
技
能
を
見
極
め
る
能
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
形

成
後
期
で
は
、
学
ぶ
側
が
自
ら
の
能
力
の
変

化
を
自
覚
し
て
技
能
を
発
揮
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
形
成
の
プ
ロ
セ
ス（
段

階
）
に
応
じ
た
育
成
と
い
う
視
点
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

「
能
に
は
、
子
方
が
必
要
な
曲
が
あ
り
ま
す
。

子
方
が
い
な
い
と
出
せ
な
い
曲
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
外
孫
で
あ
ろ
う
が
と

に
か
く
身
内
に
子
方
に
な
れ
る
子
が
い
る
と
、

『
あ
の
曲
が
出
せ
る
』
っ
て
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
で
、
普
通
に
こ
の
世
界
に

入
っ
て
い
っ
た
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

祖
父
が
能
楽
師
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
で
舞
台

に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
経
験
を
話
し
て
い
る
。

　
子
方
は
い
く
つ
か
舞
台
に
出
る
と
、
本
番

の
舞
台
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
子
方
で
の
経
験
を
経
て
、
客
席
か
ら

注
目
さ
れ
る
舞
台
と
い
う
能
力
発
揮
の
場
の

特
色
を
、
自
然
に
理
解
し
て
い
く
。

　
子
方
の
時
期
の
人
材
育
成
の
特
色
は
、
予

定
の
期
日
ま
で
に
特
定
演
目
の
役
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
稽
古
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
基
礎
技
能
だ
け
を
抜
き
出
し
て
稽
古

を
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
舞
台
に
出

る
稽
古
を
通
じ
て
、
必
要
な
基
礎
を
身
に
付

け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
指
導
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。

第
１
期
（
15
歳
頃
か
ら
の
約
10
年
）　

　
子
方
を
卒
業
す
る
声
変
わ
り
の
時
期
を
迎

え
る
と
、
稽
古
の
方
法
も
変
化
す
る
。

　
声
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
能
楽
の
３
つ
の

基
礎
技
能
、「
構
エ
」（
基
本
的
な
立
ち
姿
）・

「
運
ビ
」（
擦
り
足
を
基
本
と
す
る
歩
き
方
）・

「
う
た
い謡

」（
体
を
使
っ
た
発
声
方
法
）
の
稽
古

を
す
る
。
能
楽
舞
台
に
あ
ま
り
立
て
な
く
な

る
こ
の
時
期
に
、
将
来
に
つ
な
が
る
基
礎
の

稽
古
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
将
来
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
な

稽
古
で
す
。『
運
ビ
』
と
『
構
エ
』
と
『
謡
』
が
、

き
っ
ち
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
で
将
来
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
」
と
、
こ
の
時
期

の
大
切
さ
は
、
能
楽
師
に
も
自
覚
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
基
礎
的
な
技
能
育
成
の
た
め
に
は

「
体
の
筋
肉
に
覚
え
さ
せ
る
。
頭
が
覚
え
る

ん
じ
ゃ
な
く
て
で
す
ね
、
体
に
覚
え
さ
せ
て

い
く
わ
け
で
す
」「
体
が
覚
え
る
の
に
３
年

か
か
っ
た
り
５
年
か
か
っ
た
り
10
年
か
か
っ

た
り
す
る
わ
け
で
す
」
と
、
ベ
テ
ラ
ン
の
能

楽
師
は
語
る
。
基
礎
技
能
の
育
成
に
は
時
間

が
か
か
り
、
し
か
も
進
捗
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

あ
る
の
で
、
目
途
は
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
お
話
か
ら
、
こ
の
時
期
は

指
導
育
成
に
と
っ
て
目
が
離
せ
な
い
時
期
で

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
時
期
は
体
型
が
大
人
へ
と
変
化
す
る

時
期
で
も
あ
る
。
体
型
の
変
化
に
伴
っ
て
体

の
使
い
方
も
変
化
す
る
。
師
匠
は
弟
子
の
体

の
変
化
も
見
な
が
ら
、
基
礎
を
粘
り
強
く
教

え
、
時
間
を
か
け
て
伸
ば
し
て
い
く
指
導
方

法
を
行
う
。

　
声
変
わ
り
が
落
ち
着
き
、
体
も
大
人
に
近

づ
く
と
、
課
題
と
な

る
楽
曲
を
ひ
ら披
く
こ
と

に
な
る
。
披
く
と
い

う
言
葉
は
能
楽
で
は

初
め
て
の
楽
曲
を
演

じ
る
、
あ
る
い
は
演

奏
す
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。

　
シ
テ
方
の
流
儀

（
流
派
）
に
よ
っ
て

披
く
順
序
に
差
異
が

あ
る
が
、『
し
や
つ石 

き
よ
う橋
』

（
＊
５
）『（
し
よ
う猩 

じ
よ
う　々
）

み
だ
れ乱

』（
＊
６
）『

ど
う道

 

じ
よ
う成 

じ寺
』（
＊
７
）
と
い
う
３
つ
の
曲
目
が
、

特
別
な
披
き
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
２
０
１
３
年
に
大
槻
ぶ
ん文 

ぞ
う藏
氏
の

芸
養
子
と
し
て
披
露
さ
れ
た
大
槻
裕
一
氏
は
、

２
０
１
１
年
に
『
石
橋
』
を
披
き
、
２
０
１

５
年
の
年
末
に
『
乱
』
を
披
い
て
い
る
。

　
能
楽
師
が
ど
の
楽
曲
を
演
じ
る
の
か
は
公

子
方
は
、

能
楽
師
の
縁
者
が

務
め
る
こ
と
が
多
い
。

能
楽
師
・

友
枝
雄
人
氏
の

子
息
の
雄
太
郎
く
ん
。

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま

で
、
師
匠
は
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、

深
く
掘
り
下
げ
て
教
え
る
。
教
え
る
側
が
、

演
じ
る
プ
ロ
で
あ
る
の
で
、
伝
統
文
化
の
よ

り
深
い
意
味
で
の
継
承
・
育
成
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
能
楽
に
は
「
芸
養
子
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後
継
者
が
血
縁
に
限
定

さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
門
の
長
が
、
伝
統
文

化
を
担
う
意
欲
と
覚
悟
を
持
つ
若
者
を
技
能

継
承
の
担
い
手
と
し
て
招
き
入
れ
、
指
導
育

成
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
。

　
で
は
、
能
楽
師
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に

沿
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
と
し
て
育
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

の
５
段
階
の
育
成
内
容
に
つ
い
て
、
複
数
の

シ
テ
方
の
能
楽
師
の
方
の
お
話
を
参
考
に
し

て
ま
と
め
て
い
こ
う
。

　「
子
方
」

　
３
歳
や
５
歳
な
ど
幼
い
時
期
か
ら
変
声
期

を
迎
え
る
お
お
よ
そ
15
歳
ま
で
の
時
期
を
子

方
と
呼
ぶ
。
子
方
の
と
き
は
、「
お
も
て面

」
を
付

け
ず
、
子
供
ら
し
く
の
び
の
び
と
舞
台
で
演

じ
る
こ
と
を
主
眼
に
、
そ
の
後
の
基
礎
に
な

る
「
体
全
体
を
使
っ
て
声
を
出
す
こ
と
」
と

「
辛
抱
（
舞
台
上
で
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と

な
ど
）
を
覚
え
る
こ
と
」
を
教
え
る
こ
と
が

育
成
の
目
的
で
あ
る
。

　
中
堅
能
楽
師
の
方
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ

ー
ト
に
つ
い
て
、「
気
が
つ
い
た
ら
舞
台
に

立
っ
て
、祖
父
の
子
方
を
務
め
て
い
ま
し
た
」

演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
一
緒
に
舞
台
に
立
つ
能
楽
師
だ
け
で
な

く
、
能
楽
に
詳
し
い
観
客
に
対
し
て
も
、
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
ど
の
段
階
に
そ
の
能
楽
師
が

位
置
し
て
い
る
の
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

第
２
期
（
25
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
よ
り
難
し
い
演
目
の
経
験
を
踏
ま
せ
て
い

く
こ
と
が
、
師
匠
の
役
割
と
な
る
時
期
で
あ

る
。

　
曲
目
が
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
何
か
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
さ

ら
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い

の
か
な
ど
、
演
目
の
芸
術
性
を
解
釈
し
表
現

す
る
こ
と
に
師
匠
が
関
与
し
、
指
導
育
成
を

し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
技
能
発
揮
の

場
で
あ
る
能
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
は
技
能
に
応
じ
た
楽
曲
を
披
露
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
一
方
で
、
公
演
は

興
行
で
も
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、

鑑
賞
す
る
観
客
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
楽

曲
を
選
定
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
技
能
育
成
と
い
う
事
情
だ
け
で
楽
曲
を

決
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
。

「
同
門
会
を
、
今
は
１
年
に
４
回
や
っ
て
い

ま
す
。
１
年
ぐ
ら
い
前
に
日
取
り
を
決
め
て
、

半
年
ぐ
ら
い
前
に
次
の
１
年
後
の
曲
目
を
決

め
て
い
ま
す
」
と
、
一
門
の
長
の
能
楽
師
は

か
な
り
前
か
ら
準
備
し
て
い
る
と
話
し
て
い

る
。
月
一
度
程
度
開
催
す
る
自
主
公
演
と
は

別
に
公
演
を
企
画
し
、
計
画
的
に
一
門
に
所

現
代
の
能
楽
の
指
導
方
法

「
年
来
稽
古
条
々
」
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属
す
る
能
楽
師
の
た
め
の
技
能
形
成
の
場
を

設
定
し
て
い
る
の
だ
。

　第
３
期
（
35
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
弟
子
に
演
目
の
解

釈
に
つ
い
て
少
し
で
も
考
え
さ
せ
、
そ
の
解

釈
に
対
し
て
師
匠
が
指
導
す
る
よ
う
に
な
る
。

芸
術
性
の
伝
承
に
、
よ
り
注
力
す
る
指
導
方

法
を
行
う
。
そ
し
て
、
作
品
の
中
に
あ
る
多

様
な
世
界
観
を
師
匠
と
弟
子
が
一
緒
に
な
っ

て
追
い
か
け
て
い
く
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
技
能
と
、
作
品
の
持
つ
芸
術

性
の
両
方
を
探
求
す
る
指
導
が
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
時
期
以
降
に
演
じ
ら
れ
る
、
キ
ャ
リ

ア
の
節
目
と
な
る
特
別
な
楽
曲
も
あ
る
。
流

儀
に
よ
っ
て
楽
曲
は
異
な
る
が
、
例
え
ば

『
あ安 

た
か宅
』（
＊
８
）の
勧
進
帳
や『
も
ち望 

づ
き月
』（
＊
９
）

の
獅
子
な
ど
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
内
弟
子
時
代
を
終

え
独
立
を
果
た
す
頃
で
も
あ
り
、
一
門
だ
け

で
な
く
、
同
世
代
で
同
人
の
会
を
作
る
こ
と

も
あ
る
。

　
あ
る
中
堅
の
能
楽
師
は
、
技
能
を
発
揮
し

磨
く
場
を
同
世
代
の
仲
間
と
協
力
し
て
設
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
完
全
に
自
分
た
ち

で
企
画
し
て
い
ま
す
。
二
番
立
て
の
能
を
年

に
２
回
や
っ
て
、
１
年
の
う
ち
に
一
人
一
番

ず
つ
は
舞
台
に
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
定
期

的
に
開
催
し
て
い
ま
す
」
と
、
技
能
を
磨
く

工
夫
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
、「
個
人
で
や
る
よ
り
は
集
ま
っ
て

や
っ
た
方
が
経
済
的
に
も
助
け
合
え
る
し
、

同
世
代
で
や
る
と
い
う
こ
と
が
良
い
意
味
で

の
お
互
い
の
刺
激
に
な
る
」
と
、
経
済
的
な

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
世
代
な
ら
で
は
の

切
磋
琢
磨
が
で
き
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　
師
匠
の
存
在
は
非
常
に
大
切
で
あ
る
が
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
中
期
以
降
は
同
期
等
と
の

関
係
性
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
標

と
す
る
師
匠
や
高
い
レ
ベ
ル
の
技
能
を
有
す

る
ベ
テ
ラ
ン
の
能
楽
師
と
の
関
係
性
だ
け
で

な
く
、
切
磋
琢
磨
す
る
仲

間
と
の
関
係
性
の
中
で
長

期
的
な
ス
キ
ル
を
磨
い
て

い
く
と
い
う
、
自
律
的
な

技
能
育
成
の
歩
み
が
実
践

さ
れ
て
い
る
。

第
４
期
（
45
歳
前
後
か
ら

の
約
10
年
）

　
弟
子
が
何
か
聞
き
に
き

た
と
き
の
み
教
え
る
、
あ

る
い
は
違
っ
て
い
た
ら
ど

う
も
違
う
、
と
い
っ
た
程

度
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
と
ど

め
る
な
ど
、
師
匠
側
か
ら

の
特
別
な
指
導
は
控
え
る

時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
演
者
の
「
人
間
性
」

が
大
事
と
な
る
。
そ
の
「
人
間
性
」
を
舞
台

上
で
伝
え
る
に
は
、「
立
っ
て
い
る
存
在
感
、

座
っ
て
い
る
存
在
感
」
が
必
要
と
な
る
。
こ

れ
は
師
匠
が
教
え
て
で
き
る
わ
け
で
な
く
、

ま
た
自
分
で
そ
う
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で

も
な
く
、
弟
子
が
経
験
と
稽
古
を
積
み
重
ね

る
中
で
自
然
に
で
き
あ
が
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
と
、
師
匠
側
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
経
験
を
経
て
き
た
こ
の
時
期
だ
か

ら
こ
そ
挑
戦
で
き
る
老
女
物
（
＊
10
）
な
ど

の
難
し
い
楽
曲
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身

体
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
進
歩
に
応
じ
て
演

じ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
楽
曲
が
能
楽
に
は

複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
の
楽
曲
に
取
り
組
み
技

能
を
磨
く
過
程
を
通
し
て
、
長
期
的
な
キ
ャ

リ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
能
楽
師
の
育
成
は
、
家
元
制
度
や
徒
弟
関

係
な
ど
封
建
的
と
も
受
け
取
ら
れ
る
仕
組
み

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
一
般
的
に

は
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
節
目
の

楽
曲
を
披
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
、
長
期
継

続
的
な
技
能
形
成
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
現
場
で
の
能
力
発
揮
の
場
の
設
定
と

と
も
に
技
能
育
成
を
計
画
的
に
実
践
し
て
い

く
と
い
う
特
徴
が
能
楽
に
は
あ
る
。

　
技
能
を
磨
く
こ
と
は
終
わ
り
が
な
い
道
だ

と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
材
育
成

に
関
し
て
、
効
率
性
や
有
効
性
を
見
逃
し
て

よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
能
楽
は
、
こ

の
難
し
い
課
題
に
取
り
組
み
、
所
与
の
仕
組

み
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
内
外
の
環
境
の
変

化
に
適
応
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
事
例

か
ら
現
代
の
人
材
育
成
に
活
用
で
き
る
点
を

考
察
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
段
階
に
応
じ
た
指
導
育
成
方
法
の

明
確
化
、
次
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
と
そ
れ

を
発
揮
す
る
た
め
の
場
の
設
定
、
そ
し
て
切

磋
琢
磨
す
る
仲
間
の
存
在
、
最
後
に
、
教
え

る
側
が
自
ら
技
能
を
磨
き
続
け
る
こ
と
、
こ

れ
ら
４
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
が
人
材
育
成
の
う
え

で
学
ぶ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
指
導
す
る
側

が
技
能
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
（
段
階
）
を
明
確

に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
た
関
わ
り

方
を
す
る
こ
と
、
獲
得
し
た
あ
る
い
は
獲
得

す
べ
き
技
能
を
発
揮
で
き
る
機
会
を
創
出
す

る
組
織
（
チ
ー
ム
）
を
工
夫
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
能
力
の
進
捗
を
共
有
し
つ
つ
自
己
を

客
観
視
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
指
導
育
成
を
担
う
側
が
、
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
課
題
に
挑
戦
し
、
技

能
を
磨
き
続
け
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

企
業
組
織
で
は
、
教
え
る
責
任
を
担
う
管
理

者
（
教
え
る
側
）
が
、
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）

と
技
能
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
（
↑）

な
い
。
し
か
し
、
管
理
者
が
現
状
に
満
足
し

な
い
姿
勢
を
も
ち
つ
つ
努
力
し
続
け
る
こ
と

は
、
若
手
や
中
堅
に
長
期
的
な
目
標
を
示
唆

す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
教
え
る
側
と
学

ぶ
側
で
、
能
力
を
磨
く
と
い
う
姿
勢
を
共
有

す
る
こ
と
は
、
組
織
の
一
体
感
を
生
み
出
し
、

変
化
に
対
応
し
、
変
革
を
促
す
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。

　
つ
ま
り
、
能
楽
と
い
う
伝
統
文
化
の
事
例

か
ら
、
技
能
継
承
・
育
成
の
た
め
に
私
た
ち

が
学
ぶ
べ
き
も
っ
と
も
大
切
な
視
点
は
、
人

材
育
成
に
対
す
る
、
育
成
す
る
側
や
組
織
の

関
わ
り
方
で
あ
る
。
若
手
に
努
力
す
る
姿
勢

を
問
う
前
に
、
必
要
と
す
る
能
力
を
的
確
に

規
定
し
、
そ
れ
を
仕
事
の
場
を
通
じ
て
効
率

的
か
つ
継
続
的
に
育
成
す
る
仕
組
み
を
作
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
末
筆
な
が
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
能
楽
師
の
皆
様
や
関
係
者
の

皆
様
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

貴
重
な
写
真
の
ご
提
供
を
賜
り
ま
し
た
、
大

槻
文
藏
様
、大
槻
裕
一
様
、友
枝
た
け雄 

ひ
と人

様（
順

不
同
）
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
で
は
、
現
代
の
能
楽
師
は
、
技
能
継
承
や

人
材
育
成
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
舞
台
に
立
つ
こ
と
を
本
分
と
し
、
一

門
を
率
い
て
伝
統
芸
能
を
継
承
す
る
こ
と
に

責
任
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
シ
テ
方（
＊
４
）

の
能
楽
師
に
お
話
を
伺
っ
て
み
る
と
、
現
代

の
能
楽
師
の
指
導
に
は
年
齢
に
応
じ
て
５
つ

の
段
階
（
こ子 

か
た方
、
第
１
期
、
第
２
期
、
第
３
期
、

第
４
期
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
世
阿
弥
の
７
つ
と
現
代
の
５
つ
、
能
楽
の

人
材
育
成
に
関
す
る
段
階
の
区
分
の
違
い
は
、

世
阿
弥
の
第
１
と
第
２
の
段
階
が
現
代
で
は

子
方
の
時
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
第

７
段
階
が
現
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
２
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
が
生

じ
た
理
由
と
し
て
、
子
方
時
代
は
義
務
教
育

と
修
業
の
両
立
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

ま
た
50
有
余
を
老
年
期
と
す
る
こ
と
は
現
代

の
平
均
寿
命
を
考
慮
す
る
と
妥
当
性
が
乏
し

い
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
世
阿
弥
が
記
し
た
の
と
同
様

に
、
現
代
の
能
楽
の
人
材
育
成
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
応
じ
た
課
題
を
指
導
育
成
者
が

理
解
し
た
う
え
で
、
能
楽
と
い
う
歌
舞
劇
の

特
色
を
活
か
し
た
指
導
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
能
楽

の
師
匠
自
ら
が
、
演
じ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
か
ら
だ
。
弟
子
が
技
能
的
に
上

手
く
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
演
じ
な
が
ら
何

　
能
楽
（
＊
１
）
は
、
14
世
紀
に
か
ん観 

あ阿 

み弥
や

ぜ世 

あ阿 

み弥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
歌
舞
劇
で
あ

る
。
２
０
０
８
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
に
も
指
定
さ
れ
、
日
本
の
伝
統
文
化
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
能
楽
の
舞
台
で
は
、
若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン

ま
で
の
能
楽
師
（
＊
２
）
が
一
堂
に
会
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
能
楽
に
お
け
る
人
材
育

成
の
仕
組
み
に
注
目
し
、
伝
統
技
能
を
現
代

に
い
た
る
ま
で
い
か
に
継
承
し
て
き
た
か
、

そ
の
特
色
を
考
え
て
い
く
。

　　
ま
ず
、
能
楽
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
歴

史
を
ひ
も
解
い
て
み
よ
う
。
能
楽
の
礎
を
父

観
阿
弥
（
１
３
３
３
〜
84
）
と
と
も
に
作
っ

た
世
阿
弥（
１
３
６
３
？
〜
１
４
４
３
？
）は
、

『
ふ
う風 

し姿 

か花 

で
ん伝
』（
＊
３
）
と
い
う
有
名
な
書
物

の
中
に
「
ね
ん年 

ら
い来 

け
い稽 

こ古 

じ
よ
う条 

じ
よ
う

　々
」（
生
涯
に
わ

た
る
能
の
稽
古
の
心
得
）
と
い
う
技
能
育
成

に
関
す
る
項
目
を
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
世
阿
弥
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

能
楽
に
携
わ
る
人
間
の
道
の
り
を
年
齢
に
応

じ
て
７
つ
の
段
階
（
第
１
段
階
：
７
歳
﹇
幼

年
期
﹈
よ
り
、
第
２
段
階
：
12
、
3
歳
よ
り

﹇
少
年
期
﹈、
第
３
段
階
：
17
、
8
歳
よ
り

﹇
変
声
期
﹈、
第
４
段
階
：
24
、
5
歳
よ
り

﹇
青
年
期
﹈、
第
５
段
階
：
34
、
5
歳
よ
り

﹇
壮
年
期
﹈、
第
６
段
階
：
44
、
5
歳
よ
り

﹇
初
老
期
﹈、
第
７
段
階
：
50
有
余
﹇
老
年

期
﹈）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
育

成
者
や
被
育
成
者
が
気
を
付
け
る
べ
き
点
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
初
期
の
第
１
と
第
２
の
段
階
で
は
、
本
人

の
意
欲
を
大
切
に
し
て
、
無
理
に
教
え
こ
ま

な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
育
成
す
る
側
の
関
わ

り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。
第
３
段
階
で
は
、

変
声
期
と
い
う
身
体
の
変
化
に
直
面
し
て
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア

形
成
に
お
い
て
こ
の
節
目
で
の
対
応
が
一
生

を
決
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
心
し
て
稽
古
に

励
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
大
人
と
し
て
技
能
を

身
に
付
け
た
第
４
段
階
で
は
、
自
分
の
獲
得

し
た
技
能
を
評
価
す
る
視
点
を
能
楽
師
自
身

が
持
つ
こ
と
。
第
５
段
階
で
は
、
こ
の
時
期

を
絶
頂
期
と
し
つ
つ
も
、
一
方
で
冷
静
に
自

ら
の
能
力
発
揮
を
振
り
返
り
見
極
め
る
こ
と
。

そ
し
て
、
第
６
段
階
か
ら
第
７
段
階
に
か
け

て
は
、
技
能
が
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
、
な
ど
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
世
阿
弥
は
能
楽
師
の
技
能
や
育

成
方
法
に
つ
い
て
段
階
ご
と
に
区
分
し
て
考

え
て
い
た
。
ま
ず
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
初
期

の
段
階
で
は
、
指
導
育
成
者
（
教
え
る
側
）

が
被
育
成
者
（
学
ぶ
側
）
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
維
持
し
、
年
齢
と
と
も
に
指
導
育
成
方

法
を
変
え
る
。
キ
ャ
リ
ア
形
成
中
期
以
降
は
、

学
ぶ
側
が
自
ら
の
技
能
を
見
極
め
る
能
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
形

成
後
期
で
は
、
学
ぶ
側
が
自
ら
の
能
力
の
変

化
を
自
覚
し
て
技
能
を
発
揮
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
に
、キ
ャ
リ
ア
形
成
の
プ
ロ
セ
ス（
段

階
）
に
応
じ
た
育
成
と
い
う
視
点
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

「
能
に
は
、
子
方
が
必
要
な
曲
が
あ
り
ま
す
。

子
方
が
い
な
い
と
出
せ
な
い
曲
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
外
孫
で
あ
ろ
う
が
と

に
か
く
身
内
に
子
方
に
な
れ
る
子
が
い
る
と
、

『
あ
の
曲
が
出
せ
る
』
っ
て
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
よ
う
な
流
れ
で
、
普
通
に
こ
の
世
界
に

入
っ
て
い
っ
た
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

祖
父
が
能
楽
師
だ
っ
た
と
い
う
経
緯
で
舞
台

に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
経
験
を
話
し
て
い
る
。

　
子
方
は
い
く
つ
か
舞
台
に
出
る
と
、
本
番

の
舞
台
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
子
方
で
の
経
験
を
経
て
、
客
席
か
ら

注
目
さ
れ
る
舞
台
と
い
う
能
力
発
揮
の
場
の

特
色
を
、
自
然
に
理
解
し
て
い
く
。

　
子
方
の
時
期
の
人
材
育
成
の
特
色
は
、
予

定
の
期
日
ま
で
に
特
定
演
目
の
役
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
稽
古
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
基
礎
技
能
だ
け
を
抜
き
出
し
て
稽
古

を
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
舞
台
に
出

る
稽
古
を
通
じ
て
、
必
要
な
基
礎
を
身
に
付

け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
指
導
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
。

第
１
期
（
15
歳
頃
か
ら
の
約
10
年
）　

　
子
方
を
卒
業
す
る
声
変
わ
り
の
時
期
を
迎

え
る
と
、
稽
古
の
方
法
も
変
化
す
る
。

　
声
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
能
楽
の
３
つ
の

基
礎
技
能
、「
構
エ
」（
基
本
的
な
立
ち
姿
）・

「
運
ビ
」（
擦
り
足
を
基
本
と
す
る
歩
き
方
）・

「
う
た
い謡

」（
体
を
使
っ
た
発
声
方
法
）
の
稽
古

を
す
る
。
能
楽
舞
台
に
あ
ま
り
立
て
な
く
な

る
こ
の
時
期
に
、
将
来
に
つ
な
が
る
基
礎
の

稽
古
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
将
来
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
な

稽
古
で
す
。『
運
ビ
』
と
『
構
エ
』
と
『
謡
』
が
、

き
っ
ち
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
で
将
来
は

大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
」
と
、
こ
の
時
期

の
大
切
さ
は
、
能
楽
師
に
も
自
覚
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
の
基
礎
的
な
技
能
育
成
の
た
め
に
は

「
体
の
筋
肉
に
覚
え
さ
せ
る
。
頭
が
覚
え
る

ん
じ
ゃ
な
く
て
で
す
ね
、
体
に
覚
え
さ
せ
て

い
く
わ
け
で
す
」「
体
が
覚
え
る
の
に
３
年

か
か
っ
た
り
５
年
か
か
っ
た
り
10
年
か
か
っ

た
り
す
る
わ
け
で
す
」
と
、
ベ
テ
ラ
ン
の
能

楽
師
は
語
る
。
基
礎
技
能
の
育
成
に
は
時
間

が
か
か
り
、
し
か
も
進
捗
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

あ
る
の
で
、
目
途
は
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
お
話
か
ら
、
こ
の
時
期
は

指
導
育
成
に
と
っ
て
目
が
離
せ
な
い
時
期
で

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
時
期
は
体
型
が
大
人
へ
と
変
化
す
る

時
期
で
も
あ
る
。
体
型
の
変
化
に
伴
っ
て
体

の
使
い
方
も
変
化
す
る
。
師
匠
は
弟
子
の
体

の
変
化
も
見
な
が
ら
、
基
礎
を
粘
り
強
く
教

え
、
時
間
を
か
け
て
伸
ば
し
て
い
く
指
導
方

法
を
行
う
。

　
声
変
わ
り
が
落
ち
着
き
、
体
も
大
人
に
近

づ
く
と
、
課
題
と
な

る
楽
曲
を
ひ
ら披
く
こ
と

に
な
る
。
披
く
と
い

う
言
葉
は
能
楽
で
は

初
め
て
の
楽
曲
を
演

じ
る
、
あ
る
い
は
演

奏
す
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。

　
シ
テ
方
の
流
儀

（
流
派
）
に
よ
っ
て

披
く
順
序
に
差
異
が

あ
る
が
、『
し
や
つ石 

き
よ
う橋
』

（
＊
５
）『（
し
よ
う猩 

じ
よ
う　々
）

み
だ
れ乱

』（
＊
６
）『

ど
う道

 

じ
よ
う成 

じ寺
』（
＊
７
）
と
い
う
３
つ
の
曲
目
が
、

特
別
な
披
き
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
２
０
１
３
年
に
大
槻
ぶ
ん文 

ぞ
う藏
氏
の

芸
養
子
と
し
て
披
露
さ
れ
た
大
槻
裕
一
氏
は
、

２
０
１
１
年
に
『
石
橋
』
を
披
き
、
２
０
１

５
年
の
年
末
に
『
乱
』
を
披
い
て
い
る
。

　
能
楽
師
が
ど
の
楽
曲
を
演
じ
る
の
か
は
公

２
０
１
４
年
に
、12
年
ぶ
り
に

『
道
成
寺
』を
演
じ
た
友
枝
雄
人
氏
。

２
時
間
近
い
舞
台
は
、技
術
の
み
な
ら
ず
、

体
力
、気
力
の
充
実
が
問
わ
れ
る
。

を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま

で
、
師
匠
は
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、

深
く
掘
り
下
げ
て
教
え
る
。
教
え
る
側
が
、

演
じ
る
プ
ロ
で
あ
る
の
で
、
伝
統
文
化
の
よ

り
深
い
意
味
で
の
継
承
・
育
成
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
能
楽
に
は
「
芸
養
子
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後
継
者
が
血
縁
に
限
定

さ
れ
て
は
い
な
い
。
一
門
の
長
が
、
伝
統
文

化
を
担
う
意
欲
と
覚
悟
を
持
つ
若
者
を
技
能

継
承
の
担
い
手
と
し
て
招
き
入
れ
、
指
導
育

成
の
プ
ロ
セ
ス
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
。

　
で
は
、
能
楽
師
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に

沿
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
と
し
て
育
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

の
５
段
階
の
育
成
内
容
に
つ
い
て
、
複
数
の

シ
テ
方
の
能
楽
師
の
方
の
お
話
を
参
考
に
し

て
ま
と
め
て
い
こ
う
。

　「
子
方
」

　
３
歳
や
５
歳
な
ど
幼
い
時
期
か
ら
変
声
期

を
迎
え
る
お
お
よ
そ
15
歳
ま
で
の
時
期
を
子

方
と
呼
ぶ
。
子
方
の
と
き
は
、「
お
も
て面

」
を
付

け
ず
、
子
供
ら
し
く
の
び
の
び
と
舞
台
で
演

じ
る
こ
と
を
主
眼
に
、
そ
の
後
の
基
礎
に
な

る
「
体
全
体
を
使
っ
て
声
を
出
す
こ
と
」
と

「
辛
抱
（
舞
台
上
で
じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と

な
ど
）
を
覚
え
る
こ
と
」
を
教
え
る
こ
と
が

育
成
の
目
的
で
あ
る
。

　
中
堅
能
楽
師
の
方
は
、
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ

ー
ト
に
つ
い
て
、「
気
が
つ
い
た
ら
舞
台
に

立
っ
て
、祖
父
の
子
方
を
務
め
て
い
ま
し
た
」

演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
一
緒
に
舞
台
に
立
つ
能
楽
師
だ
け
で
な

く
、
能
楽
に
詳
し
い
観
客
に
対
し
て
も
、
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
ど
の
段
階
に
そ
の
能
楽
師
が

位
置
し
て
い
る
の
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

第
２
期
（
25
歳
前
後
か
ら
の
約
10
年
）

　
よ
り
難
し
い
演
目
の
経
験
を
踏
ま
せ
て
い

く
こ
と
が
、
師
匠
の
役
割
と
な
る
時
期
で
あ

る
。

　
曲
目
が
持
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
何
か
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
さ

ら
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
な
い
と
い
け
な
い

の
か
な
ど
、
演
目
の
芸
術
性
を
解
釈
し
表
現

す
る
こ
と
に
師
匠
が
関
与
し
、
指
導
育
成
を

し
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
技
能
発
揮
の

場
で
あ
る
能
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。

　
そ
こ
で
は
技
能
に
応
じ
た
楽
曲
を
披
露
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
一
方
で
、
公
演
は

興
行
で
も
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、

鑑
賞
す
る
観
客
に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
楽

曲
を
選
定
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
技
能
育
成
と
い
う
事
情
だ
け
で
楽
曲
を

決
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
。

「
同
門
会
を
、
今
は
１
年
に
４
回
や
っ
て
い

ま
す
。
１
年
ぐ
ら
い
前
に
日
取
り
を
決
め
て
、

半
年
ぐ
ら
い
前
に
次
の
１
年
後
の
曲
目
を
決

め
て
い
ま
す
」
と
、
一
門
の
長
の
能
楽
師
は

か
な
り
前
か
ら
準
備
し
て
い
る
と
話
し
て
い

る
。
月
一
度
程
度
開
催
す
る
自
主
公
演
と
は

別
に
公
演
を
企
画
し
、
計
画
的
に
一
門
に
所

公
益
社
団
法
人

能
楽
協
会

N
ishio Kum

iko

（
＊
１
）能
と
狂
言
を
さ
す
総
称
。

（
＊
２
）能
楽
を
演
じ
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
。

能
役
者
と
も
い
う
。

（
＊
３
）能
楽
の
芸
術
論
を
述
べ
た
書
。世
阿
弥
が

記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、父
観
阿
弥
の
考
え
方

も
入
って
お
り
、親
子
二
代
の
能
楽
師
の
経
験
に

基
づ
く
考
え
方
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
＊
４
）能
の
主
役
を
演
じ
る
役
者
と
そ
の
集

団
。能
面
を
か
け
、あ
ら
ゆ
る
役
に
扮
す
る
。能

の
役
柄
に
は「
シ
テ
方
」の
他
に
、現
実
の
男
性
だ

け
に
扮
す
る「
ワ
キ
方
」、狂
言
の
演
目
を
演
じ

る「
狂
言
方
」、笛
・
小
鼓
・
大
鼓
・
太
鼓
を
演
奏

す
る「
囃
子
方
」が
あ
る
。

（
＊
５
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。文
殊
菩
薩
が
住

む
霊
山
を
訪
れ
た
法
師
が
石
橋
を
渡
ろ
う
と

す
る
と
、童
子
が
現
れ
、危
険
な
橋
な
の
で
奇
瑞

（
き
ず
い
、め
で
た
い
こ
と
の
前
兆
と
し
て
起
こ
る

不
思
議
な
現
象
）を
待
つ
よ
う
に
と
告
げ
る
。や

が
て
菩
薩
に
仕
え
る
獅
子
が
現
れ
、紅
白
の
牡

丹
に
戯
れ
つつ
舞
う
。前
半
の
重
厚
さ
と
後
半
の

華
麗
で
豪
快
な
舞
の
対
比
が
見
ど
こ
ろ
。

（
＊
６
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。中
国
の
伝
説
上

の
動
物
・
猩
々
が
、百
薬
の
長
と
い
わ
れ
る
酒
の

効
用
を
称
え
、舞
を
み
せ
る
。「
乱
」は
速
度
の
変

化
が
多
い
特
殊
な
リ
ズ
ム
の
曲
で
、演
者
の
技
能

が
必
要
と
さ
れ
る
。

（
＊
７
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。蛇
に
な
り
、鐘

に
隠
れ
た
男
を
巻
き
殺
し
た
娘
の
恋
の
執
念
を

描
く
。こ
の
演
目
に
の
み
用
い
ら
れ
る「
乱
拍
子
」

と
い
う
特
殊
な
舞
、激
し
い「
急
の
舞
」、重
い
鐘

へ
の
飛
び
入
り
な
ど
の
見
せ
場
が
続
き
、能
楽
師

に
と
って
技
術
取
得
認
定
の
曲
と
さ
れ
る
。

（
＊
８
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。兄
頼
朝
に
追
わ

れ
る
義
経
一
行
が
安
宅
の
関
所
で
不
審
が
ら
れ

た
と
こ
ろ
を
、弁
慶
の
機
転
で
難
を
逃
れ
る
。勧

進
帳
を
即
興
で
読
み
上
げ
る
弁
慶
と
応
対
す

る
関
守
富
樫
の
や
り
合
い
が
見
ど
こ
ろ
。

（
＊
９
）能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。望
月
秋
長
に
殺

さ
れ
た
安
田
友
治
の
妻
子
と
そ
の
家
来
が
、望

月
を
油
断
さ
せ
る
た
め
に
、謡
、鞨
鼓（
か
っ
こ
）

の
演
奏
、獅
子
舞
を
見
せ
、見
事
敵
討
ち
を
果

た
す
。謡
、鞨
鼓
、獅
子
舞
と
芸
づ
く
し
の
演

目
。

（
＊
10
）老
女
を
主
人
公
と
す
る
能
。能
で
は
女

性
を
描
く
こ
と
と
老
い
を
表
す
こ
と
を
重
く
み

る
。両
方
を
兼
ね
た
老
女
を
主
人
公
と
す
る
演

目
は
別
格
と
し
て
扱
わ
れ
、技
能
と
精
神
性
を

満
た
し
た
演
者
に
の
み
上
演
が
許
さ
れ
る
。

能
楽
の
事
例
か
ら
の
学
び

Sp
ecial  Feature  /  Th

e  Po
w

er  o
f  Traditio

nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

右
／

大
槻
文
藏
氏（
左
）の

芸
養
子
で
あ
る

裕
一
氏（
右
）。

『
石
橋
』の
赤
獅
子
の

稽
古
を
つ
け
て
も
ら
う
。

上
／『
石
橋
』の

舞
台
を
文
藏
氏
と

務
め
る
裕
一
氏（
左
）。
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写
真
提
供
／
読
売
新
聞
社

撮
影
／
石
田 

裕

•
小
林
責
・
西
哲
生
・
羽
田
昶（
2
0
1
2
）『
能
楽
大
事

典
』筑
摩
書
房
。

•
世
阿
弥
・
竹
本
幹
夫
訳
注（
2
0
0
9
）『
風
姿
花
伝
・
三

道
　
現
代
語
訳
付
き
』角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
。

•
西
尾
久
美
子（
2
0
1
4
）「
能
楽
の
先
生
」『
日
本
労
働

研
究
雑
誌
』第
6
4
5
号
、46
〜
49
頁
。

•
西
尾
久
美
子（
2
0
1
5
）「
能
楽
の
人
材
育
成

│
世
阿

弥
の「
年
来
稽
古
条
々
」を
キ
ャ
リ
ア
論
で
読
み
解
く

│
」『
現
代
社
会
研
究
』第
18
号
、75
〜
90
頁
。

•
西
野
春
雄
・
羽
田
昶
編（
2
0
1
1
）『
新
版
　
能
・
狂
言

事
典
』平
凡
社
。

•
野
村
四
郎（
2
0
1
5
）『
狂
言
の
家
に
生
ま
れ
た
能
役

者
』白
水
社
。

•
増
田
正
造（
2
0
1
5
）『
世
阿
弥
の
世
界
』集
英
社
新
書
。

•
山
中
玲
子
監
修（
2
0
1
４
）『
世
阿
弥
の
こ
と
ば
一
〇
〇

選
』檜
書
店
、24
〜
1
0
4
頁
。



風
蝕
し
た
木
目
ま
で

忠
実
に
再
現
さ
れ
た

長
屋
の
外
塀
。

看
板
奥
に
見
え
る
白

い
袖
壁
は
、防
火
壁
の

役
割
を
果
た
す
。

路
地
裏
で
た
わ
む
れ

る
、大
阪
く
ら
し
の
今

昔
館
の
名
物
犬
「
て

ん
」と「
ろ
く
」。館
内

の
動
物
た
ち
は
す
べ
て

精
巧
な
置
物
だ
。

裏
長
屋
の
奥
で
飼
わ

れ
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
。

重
厚
感
の
あ
る
唐
高

麗
物
屋
の
軒
瓦
。

洗
濯
物
を
た
た
い
て

柔
ら
か
く
す
る
砧（
き

ぬ
た
）と
打
盤（
う
ち

ば
ん
）。

薬
屋
の
玄
関
庭
よ
り

火
の
見
櫓
を
望
む
。

町
名
の
入
っ
た
掛
行
燈
。

右
／
通
り
に
大
き
く

突
き
出
し
た
庇
を
も

つ
唐
高
麗
物
屋
。

町
会
所
の
屋
根
に
そ

び
え
る
火
の
見
櫓
は

館
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
。

上
／
小
間
物
屋
の
店

先
に
並
ぶ
化
粧
道
具
。

台
所
の
戸
袋
を
見
上

げ
る
と
ネ
ズ
ミ
が
。

土
蔵
の
窓
。幾
重
も
つ

け
た
段
が
閉
じ
る
と
、

密
閉
状
態
を
つ
く
る
。

見
て
、聞
い
て
、触
っ
て
楽
し
む
、住
ま
い
と
暮
ら
し
の
博
物
館

取
材
・
執
筆
／
加
藤 

し
の
ぶ 

撮
影
／
竹
前 

朗

２
０
０
１
年
に
オ
ー

プ
ン
し
た
博
物
館

「
大
阪
市
立
住
ま
い

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、

暮
ら
し
の
知
恵
の
宝

庫
で
あ
る
。

「
住
ま
い
の
歴
史
と

文
化
」
を
テ
ー
マ
に

再
現
し
た
江
戸
期
の

大
坂
の
町
並
み
を
通

し
て
、
日
本
の
居
住

文
化
を
伝
え
る
意
義

と
は
何
か
。
ま
た
、

博
物
館
が
果
た
す
役

割
、
将
来
の
可
能
性

と
は
―
―
。

Sp
ecial  Feature  The Pow

er  of  Traditional  Life  Part  3

町
会
所
前
に
あ
る
用

水
桶
。木
造
家
屋
が

密
集
し
、火
事
を
最
も

恐
れ
る
町
の
防
火
用

水
と
し
て
不
可
欠
の

共
用
整
備
。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
3町

並

み

に
学
ぶ
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力
、
ま
た
博
物
館
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　
展
望
ロ
ビ
ー
か
ら
町
並
み
を
眺
め
て
い
る

時
の
視
点
は
「
博
物
館
に
展
示
物
を
見
に
来

た
来
館
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
９
階
に

降
り
、
出
迎
え
て
く
れ
る
木
戸
門
（
町
の
境

界
に
建
て
ら
れ
、
防
犯
機
能
を
備
え
る
木
製

え
る
か
ら唐
　こ高
　ま麗
　も
の物
　や屋
。
築
１
０
０
年
と
い
う
設

定
に
あ
わ
せ
て
、
屋
根
や
ひ
さ
し庇

を
た
わ
ま
せ

た
り
、
壁
を
一
部
は
く剝
　ら
く落
さ
せ
て
い
る
。
大
黒

柱
が
黒
光
り
し
て
い
る
の
は
、
昔
の
人
は
か
ら乾

　ぶ拭
き
で
床
や
柱
を
磨
い
て
い
た
と
い
う
暮
ら

し
ぶ
り
を
反
映
し
た
も
の
。
曖
昧
な
「
ら
し

さ
」
で
は
な
く
、
当
時
の
生
活
の
な
か
で
必

然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
古
び
や
経
年
変
化
に

ま
で
こ
だ
わ
っ
た
。
当
時
の
生
活
感
を
出
す

た
め
に
、
裏
長
屋
の
屋
根
か
ら
の
雨
だ
れ
で

で
き
た
土
の
く
ぼ
み
ま
で
作
っ
て
い
る
の
だ
。

展
示
物
も
作
り
物
で
は
な
く
、
全
部
当
時
の

資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
品
を
探
し
て

入
手
し
た
も
の
と
な
れ
ば
、
見
所
は
尽
き
な

い
。
お
か
げ
で
大
坂
町
三
丁
目
は
、
現
代
に

あ
り
な
が
ら
当
時
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
る
よ

う
な
町
並
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
昔
の
実
感
あ
る
町
並
み
に
活
気
を
も
た
ら

す
ソ
フ
ト
面
の
最
大
の
仕
掛
け
は
、
前
述
し

た
「
町
家
衆
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
存
在
だ
。
現
在
40
〜
80
代
の
１
８
０
人
ほ

ど
が
町
家
衆
に
登
録
し
、
一
日
平
均
10
人
ほ

ど
が
参
加
し
て
い
る
。
谷
館
長
も
「
町
家
衆

の
活
動
が
何
よ
り
の
原
動
力
に
な
っ
て
い

る
」
と
太
鼓
判
を
押
す
。

「
町
家
衆
の
方
々
に
は
、
本
人
の
都
合
に
あ

わ
せ
、
好
き
な
日
時
に
来
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
開
館
当
時
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
も
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
作

業
内
容
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人

が
得
意
と
す
る
こ
と
を
自
由
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
」

　
開
館
時
よ
り
の
町
家
衆
の
ひ
と
り
、
西
た多

　づ鶴
　お雄
さ
ん
は
、
町
家
衆
で
は
最
高
齢
の
84
歳

だ
。
市
内
の
小
学
３
年
生
を
対
象
に
し
た
体

験
学
習
や
、
手
作
り
の
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
た

遊
び
な
ど
を
通
し
て
、
昔
の
暮
ら
し
を
伝
え

て
い
る
。
町
家
衆
を
続
け
て
い
る
の
は
、「
こ

の
町
並
み
が
好
き
で
、
こ
こ
の
風
景
に
な
り

た
い
か
ら
」
だ
と
笑
う
。

　
西
さ
ん
同
様
、
開
館
当
初
か
ら
町
家
衆
を

続
け
て
い
る
北
野
文
代
さ
ん
は
、「
よ
う
こ

そ
私
た
ち
の
町
へ
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎

週
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
町
家
ツ
ア
ー
の
案
内

を
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
薬
屋
の
通
り

土
間
に
つ
く
ら
れ
た
竈
や
走
り
（
流
し
）
を

指
し
て
「
今
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
同
じ

で
し
ょ
う
」
と
わ
か
り
や
す
い
例
を
出
し
た

り
、
本
屋
で
は
現
代
の
書
店
の
本
の
並
べ
方

と
ど
う
違
う
か
を
考
え
て
も
ら
っ
た
う
え
で

「
和
紙
は
柔
ら
か
い
か
ら
、
当
時
の
本
は
平

積
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。「
昔

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
知
る
と
い
う

こ
と
。
２
０
０
年
前
に
は
こ
の
よ
う
な
暮
ら

し
が
あ
っ
た
の
だ
と
知
る
こ
と
で
、
今
の
生

活
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感
す
る
手
掛
か
り
に

な
れ
ば
」
と
語
る
。

　
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
奥
田
ち千 

ひ
ろ尋

さ
ん

は
、
昔
の
暮
ら
し
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
と
町
家
衆
に
参
加
し
た
。
団
子
や
組
紐
な

ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
り
、
小

学
５
、
６
年
生
に
、
自
分
で
町
並
み
の
ガ
イ

ド
を
さ
せ
る
「
町
並
み
探
偵
団
」
な
ど
の
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
子
ど
も
た
ち
に

説
明
す
る
と
『
昔
の
人
は
頭
を
使
っ
て
る
ん

や
な
あ
』
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
。

昔
の
暮
ら
し
を
た
だ
不
便
な
ば
か
り
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
の
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
こ
こ
で
は
、
博
物
館
と
い
う
場
で
、
町
家

衆
を
核
と
し
た
新
た
な
形
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
発
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
谷
館
長
に
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
う
と
、

ま
ず
、「
急
増
す
る
外
国
人
観
光
客
に
、
も

う
少
し
深
い
と
こ
ろ
ま
で
日
本
の
暮
ら
し
の

文
化
を
知
っ
て
も
ら
え
る
取
り
組
み
を
ど
う

作
る
か
」
を
挙
げ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み

が
で
き
れ
ば
、
外
国
人
だ
け
で
は
な
く
日
本

人
に
と
っ
て
も
、
自
国
の
居
住
文
化
の
豊
か

さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
博
物
館
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
こ

う
語
る
。

「
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
成
熟
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
木
造
建
築
の
よ
さ
、
解
体
し
て
部
分
補

修
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
、
今
一
度
見
直

す
時
期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ

さ
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
を

考
え
る
重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
ひ
い
て
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」

　
博
物
館
と
は
単
に
「
昔
」
あ
っ
た
も
の
を

陳
列
す
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、
過
去
と

未
来
を
つ
な
ぐ
重
要
な
架
け
橋
な
の
で
あ
る
。

の
門
）
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
視

点
は
「
大
坂
町
三
丁
目
と
い
う
町
を
訪
れ
た

人
」
に
変
わ
る
。

「
来
館
者
に
は
町
の
住
民
に
な
っ
て
も
ら
お

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
町
に
や
っ
て
き

た
訪
問
者
や
、
そ
う
い
っ
た
人
を
遠
巻
き
に

眺
め
る
一
般
の
人
と
い
う
役
割
で
も
い
い
。

何
ら
か
の
形
で
町
並
み
に
入
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
で
は
禁
止
事
項
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
復
元
さ
れ
て
い
る
建

物
や
展
示
品
に
も
自
由
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
、

「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
る
当
博
物
館
は
、
大
阪
市
北
区
天
神
橋

六
丁
目
の
一
角
に
建
つ
ビ
ル
内
に
あ
る
。
エ

レ
ベ
ー
タ
で
８
階
へ
上
り
、
入
口
か
ら
誘
わ

れ
る
ま
ま
最
上
階
へ
と
進
む
と
、
展
望
ロ
ビ

ー
に
た
ど
り
着
く
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
下
に

広
が
る
の
は
、
江
戸
時
代
・
天
保
初
年
（
１

８
３
０
年
代
前
半
）
の
「
大
坂
町
三
丁
目
」

の
町
並
み
だ
。
天
井
に
届
か
ん
ば
か
り
の
火

の
見
や
ぐ
ら櫓
が
目
を
引
く
表
通
り
に
は
、
風
呂

屋
や
町
会
所
な
ど
人
の
集
う
施
設
や
、
呉
服

屋
、
薬
屋
、
唐
物
屋
と
い
っ
た
商
家
が
並
び
、

狭
い
路
地
に
は
裏
長
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
全
て
、
実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　
展
示
室
は
、
９
階
が
町
並
み
を
再
現
し
た

「
な
に
わ
町
家
の
歳
時
記
」、
８
階
は
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
大
阪
を
模
型
や
資
料
で
再
現

し
た
「
モ
ダ
ン
大
阪
パ
ノ
ラ
マ
遊
覧
」
か
ら

な
っ
て
い
る
。
さ
っ
と
歩
き
見
る
だ
け
な
ら

ば
10
分
と
か
か
ら
な
い
広
さ
で
は
あ
る
が
、

館
内
に
は
思
わ
ず
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し

ま
う
よ
う
な「
仕
掛
け
」が
随
所
に
込
め
ら
れ
、

訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　
昔
の
暮
ら
し
に
焦
点
を
当
て
た
博
物
館
が

な
ぜ
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
谷
直

樹
館
長
に
館
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
仕
掛
け
や
魅

入
口
に
貼
ら
れ
た
「
井
」
の
文
字
は
、
そ
の

奥
に
緊
急
時
に
誰
で
も
使
え
る
井
戸
が
あ
る

と
い
う
印―

―

町
家
衆
が
実
際
に
操
作
を
し

つ
つ
、
説
明
を
加
え
て
い
く
。
来
館
者
は
町

家
衆
の
話
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
を
も
ち
、

隣
に
並
ぶ
店
に
移
動
し
た
際
に
は
自
然
と
細

部
に
目
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
る
。
谷
館
長
の

狙
い
通
り
、
入
館
時
に
は
あ
た
か
も
映
画
の

舞
台
を
遠
く
か
ら
垣
間
見
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
が
、
い
つ
し
か
こ
の
町
に
住
む
人
と
な

っ
て
、
先
人
の
知
恵
を
目
と
耳
と
手
で
体
感

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
こ
れ
ら
が
来
館
者
の
心
を
つ
か
み
、
来
館

者
数
は
年
々
増
加
、
昨
年
度
は
36
万
人
が
訪

れ
た
。
殊
に
こ
の
数
年
で
そ
の
数
は
２
倍
に

増
え
た
。

　
近
年
の
来
館
者
増
に
一
役
買
っ
て
い
る
の

は
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
か
ら
の
観
光
客
だ

と
い
う
。
館
内
ど
こ
で
写
真
を
撮
っ
て
も
絵

に
な
る
と
ブ
ロ
グ
等
に
紹
介
さ
れ
、
ブ
ー
ム

に
火
が
付
い
た
。
し
か
し
、
絵
に
な
る
写
真

が
自
由
に
撮
れ
る
だ
け
が
人
気
の
理
由
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
圏
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は
こ

こ
が
、
母
国
と
同
様
に
木
と
紙
と
土
の
文
化

を
も
ち
、
母
国
に
も
確
か
に
あ
っ
た
古
き
良

き
時
代
の
暮
ら
し
の
姿
が
感
じ
と
れ
る
場
で

あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
実
感
を
支
え
る
の
は
、

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
ハ
ー
ド（
設
備
）面
だ
。

写
真
も
撮
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま

す
」
と
谷
館
長
は
笑
う
。

　
復
元
さ
れ
た
町
並
み
に
置
か
れ
て
い
る
展

示
物
で
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
っ
て
い
る

も
の
は
、
た
だ
の
ひ
と
つ
も
な
い
。
へ
つ
つ
い

　

竈
　

に

据
え
ら
れ
た
釜
を
実
際
に
持
ち
上
げ
て
「
重

い
」
と
う
な唸
る
人
、
町
会
所
の
庭
の
ち
よ
う手
　ず水 

ば
ち鉢

を
な
で
る
人
、
町
家
の
中
に
上
が
り
込
む
人

ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
。
い
た
る
所
で
記
念
写
真

が
撮
ら
れ
、
会
話
が
弾
ん
で
い
る
。

　
展
示
品
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
来
館
者
に

「
ど
う
ぞ
触
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」「
こ
れ
、

ど
う
い
う
意
味
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
な
ど

と
積
極
的
に
声
を
か
け
る
の
は
、「
町
家
衆
」

と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
だ
。
台

格
子
（
作
り
つ
け
の
格
子
）
や
、
そ
の
前
に

あ
る
「
揚
げ
見
世
」「
ば
っ
た
り
し
よ
う床
　ぎ几
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
、
跳
ね
あ
げ
て
出
し
入
れ
す

る
床
几
の
仕
組
み
、
店
の
外
と
内
か
ら
の
格

子
戸
の
見
え
方
の
違
い
、
町
会
所
隣
の
路
地

館
の
オ
ー
プ
ン
当
初
、
莫
大
な
予
算
を
投
じ

て
ま
が
い
物
を
作
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
っ

た
そ
う
だ
が
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
谷
館

長
は
力
強
く
答
え
る
。
大
坂
町
三
丁
目
と
い

う
町
名
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
町
並
み
の
復

元
に
あ
た
っ
て
は
現
存
し
て
い
る
町
家
の
遺

構
や
、
江
戸
期
の
町
家
絵
図
、
明
治
期
の
集

合
住
宅
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
徹
底
的
に
分

析
し
た
。
ま
た
実
際
の
工
事
は
、
桂
離
宮
の

修
理
に
も
携
わ
っ
た
す数
　き寄
　や屋
大
工
に
依
頼
す

る
な
ど
「
昔
の
ま
ま
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。

「
当
時
の
町
家
は
材
木
の
接
合
に
金
具
を
使

わ
ず
、
２
本
の
部
材
を
長
さ
方
向
に
つ
な
げ

る
継
ぎ
手
や
、
直
角
な
ど
あ
る
角
度
で
接
合

す
る
『
し仕 

ぐ
ち口
』
を
作
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
板
塀
に
は
日
本
古
来
の
角
形
断
面
を

も
つ
和
釘
、
木
部
の
彩
色
は
ベ
ン
ガ
ラ
を
用

い
、
土
壁
は
下
地
も
当
時
の
工
程
通
り
に
作

る
な
ど
、
い
ず
れ
も
建
物
が
建
っ
て
し
ま
え

ば
見
え
な
く
な
る
細
部
に
ま
で
手
を
抜
か
ず

に
こ
だ
わ
っ
て
、
当
時
の
大
坂
の
町
並
み
を

再
現
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
町
家

が
１
０
０
年
後
ま
で
残
っ
て
い
れ
ば
、
町
家

自
体
が
平
成
の
大
工
技
術
を
示
す
文
化
財
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
し
か
し
、
当
時
の
資
料
に
忠
実
に
作
ら
れ

た
本
物
の
町
家
と
は
い
え
、
新
築
の
ま
ま
だ

と
時
代
色
や
生
活
感
に
乏
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。

「
そ
う
し
た
古
び
を
出
す
た
め
に
、
松
竹
映

画
の
美
術
監
督
に
お
願
い
し
て
エ
イ
ジ
ン
グ

と
い
う
演
出
を
施
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　
た
と
え
ば
、
町
並
み
の
中
央
に
お
お大
　だ
な店
を
構

展望ロビーより俯瞰する表通り。
館内は一定時間毎に、音と光と映像を駆使し
朝から夜の一日の変化が演出される。

庇を走る2匹のネコ。
館内いたる所に多様な動物の姿が見られ

動物探しも楽しめる。

ビ
ル
内
に
広
が
る
、

実
物
大
の

昔
の
暮
ら
し

来
館
者
も

町
の
住
民
に
な
る

１
０
０
年
後
に
は

貴
重
な
文
化
財

特集／昔の暮らし力

町
家
衆
イ
ベン
ト
の

ひ
と
つ
「
楽
市
町
家
」

で
は
、
手
作
り
の

お
も
ち
ゃ
が
並
ぶ
。

「
昔
の
よ
さ
を
改
め
て

見
直
す
こ
と
で
、

こ
れ
か
ら
を
考
え
る

重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
」
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力
、
ま
た
博
物
館
が
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ

い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　
展
望
ロ
ビ
ー
か
ら
町
並
み
を
眺
め
て
い
る

時
の
視
点
は
「
博
物
館
に
展
示
物
を
見
に
来

た
来
館
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
９
階
に

降
り
、
出
迎
え
て
く
れ
る
木
戸
門
（
町
の
境

界
に
建
て
ら
れ
、
防
犯
機
能
を
備
え
る
木
製

え
る
か
ら唐
　こ高
　ま麗
　も
の物
　や屋
。
築
１
０
０
年
と
い
う
設

定
に
あ
わ
せ
て
、
屋
根
や
ひ
さ
し庇

を
た
わ
ま
せ

た
り
、
壁
を
一
部
は
く剝
　ら
く落
さ
せ
て
い
る
。
大
黒

柱
が
黒
光
り
し
て
い
る
の
は
、
昔
の
人
は
か
ら乾

　ぶ拭
き
で
床
や
柱
を
磨
い
て
い
た
と
い
う
暮
ら

し
ぶ
り
を
反
映
し
た
も
の
。
曖
昧
な
「
ら
し

さ
」
で
は
な
く
、
当
時
の
生
活
の
な
か
で
必

然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
古
び
や
経
年
変
化
に

ま
で
こ
だ
わ
っ
た
。
当
時
の
生
活
感
を
出
す

た
め
に
、
裏
長
屋
の
屋
根
か
ら
の
雨
だ
れ
で

で
き
た
土
の
く
ぼ
み
ま
で
作
っ
て
い
る
の
だ
。

展
示
物
も
作
り
物
で
は
な
く
、
全
部
当
時
の

資
料
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
品
を
探
し
て

入
手
し
た
も
の
と
な
れ
ば
、
見
所
は
尽
き
な

い
。
お
か
げ
で
大
坂
町
三
丁
目
は
、
現
代
に

あ
り
な
が
ら
当
時
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
る
よ

う
な
町
並
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
昔
の
実
感
あ
る
町
並
み
に
活
気
を
も
た
ら

す
ソ
フ
ト
面
の
最
大
の
仕
掛
け
は
、
前
述
し

た
「
町
家
衆
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
存
在
だ
。
現
在
40
〜
80
代
の
１
８
０
人
ほ

ど
が
町
家
衆
に
登
録
し
、
一
日
平
均
10
人
ほ

ど
が
参
加
し
て
い
る
。
谷
館
長
も
「
町
家
衆

の
活
動
が
何
よ
り
の
原
動
力
に
な
っ
て
い

る
」
と
太
鼓
判
を
押
す
。

「
町
家
衆
の
方
々
に
は
、
本
人
の
都
合
に
あ

わ
せ
、
好
き
な
日
時
に
来
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
開
館
当
時
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

方
も
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
作

業
内
容
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人

が
得
意
と
す
る
こ
と
を
自
由
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
」

　
開
館
時
よ
り
の
町
家
衆
の
ひ
と
り
、
西
た多

　づ鶴
　お雄
さ
ん
は
、
町
家
衆
で
は
最
高
齢
の
84
歳

だ
。
市
内
の
小
学
３
年
生
を
対
象
に
し
た
体

験
学
習
や
、
手
作
り
の
お
も
ち
ゃ
を
使
っ
た

遊
び
な
ど
を
通
し
て
、
昔
の
暮
ら
し
を
伝
え

て
い
る
。
町
家
衆
を
続
け
て
い
る
の
は
、「
こ

の
町
並
み
が
好
き
で
、
こ
こ
の
風
景
に
な
り

た
い
か
ら
」
だ
と
笑
う
。

　
西
さ
ん
同
様
、
開
館
当
初
か
ら
町
家
衆
を

続
け
て
い
る
北
野
文
代
さ
ん
は
、「
よ
う
こ

そ
私
た
ち
の
町
へ
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎

週
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
町
家
ツ
ア
ー
の
案
内

を
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
薬
屋
の
通
り

土
間
に
つ
く
ら
れ
た
竈
や
走
り
（
流
し
）
を

指
し
て
「
今
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
と
同
じ

で
し
ょ
う
」
と
わ
か
り
や
す
い
例
を
出
し
た

り
、
本
屋
で
は
現
代
の
書
店
の
本
の
並
べ
方

と
ど
う
違
う
か
を
考
え
て
も
ら
っ
た
う
え
で

「
和
紙
は
柔
ら
か
い
か
ら
、
当
時
の
本
は
平

積
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。「
昔

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
を
知
る
と
い
う

こ
と
。
２
０
０
年
前
に
は
こ
の
よ
う
な
暮
ら

し
が
あ
っ
た
の
だ
と
知
る
こ
と
で
、
今
の
生

活
の
あ
り
が
た
さ
を
実
感
す
る
手
掛
か
り
に

な
れ
ば
」
と
語
る
。

　
小
学
校
教
員
を
し
て
い
た
奥
田
ち千 

ひ
ろ尋

さ
ん

は
、
昔
の
暮
ら
し
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
と
町
家
衆
に
参
加
し
た
。
団
子
や
組
紐
な

ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
り
、
小

学
５
、
６
年
生
に
、
自
分
で
町
並
み
の
ガ
イ

ド
を
さ
せ
る
「
町
並
み
探
偵
団
」
な
ど
の
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
子
ど
も
た
ち
に

説
明
す
る
と
『
昔
の
人
は
頭
を
使
っ
て
る
ん

や
な
あ
』
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
。

昔
の
暮
ら
し
を
た
だ
不
便
な
ば
か
り
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
で
新
た
な
気
づ
き
の
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
こ
こ
で
は
、
博
物
館
と
い
う
場
で
、
町
家

衆
を
核
と
し
た
新
た
な
形
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
発
生
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
谷
館
長
に
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
今

後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
う
と
、

ま
ず
、「
急
増
す
る
外
国
人
観
光
客
に
、
も

う
少
し
深
い
と
こ
ろ
ま
で
日
本
の
暮
ら
し
の

文
化
を
知
っ
て
も
ら
え
る
取
り
組
み
を
ど
う

作
る
か
」
を
挙
げ
た
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み

が
で
き
れ
ば
、
外
国
人
だ
け
で
は
な
く
日
本

人
に
と
っ
て
も
、
自
国
の
居
住
文
化
の
豊
か

さ
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
博
物
館
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
こ

う
語
る
。

「
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
す
で
に
成
熟
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
木
造
建
築
の
よ
さ
、
解
体
し
て
部
分
補

修
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
、
今
一
度
見
直

す
時
期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ

さ
を
改
め
て
見
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
を

考
え
る
重
要
な
視
点
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ

は
、
ひ
い
て
は
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」

　
博
物
館
と
は
単
に
「
昔
」
あ
っ
た
も
の
を

陳
列
す
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、
過
去
と

未
来
を
つ
な
ぐ
重
要
な
架
け
橋
な
の
で
あ
る
。

の
門
）
か
ら
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
視

点
は
「
大
坂
町
三
丁
目
と
い
う
町
を
訪
れ
た

人
」
に
変
わ
る
。

「
来
館
者
に
は
町
の
住
民
に
な
っ
て
も
ら
お

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
町
に
や
っ
て
き

た
訪
問
者
や
、
そ
う
い
っ
た
人
を
遠
巻
き
に

眺
め
る
一
般
の
人
と
い
う
役
割
で
も
い
い
。

何
ら
か
の
形
で
町
並
み
に
入
っ
て
も
ら
う
。

そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
で
は
禁
止
事
項
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
復
元
さ
れ
て
い
る
建

物
や
展
示
品
に
も
自
由
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
、

「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
」
の
愛
称
で
親
し

ま
れ
る
当
博
物
館
は
、
大
阪
市
北
区
天
神
橋

六
丁
目
の
一
角
に
建
つ
ビ
ル
内
に
あ
る
。
エ

レ
ベ
ー
タ
で
８
階
へ
上
り
、
入
口
か
ら
誘
わ

れ
る
ま
ま
最
上
階
へ
と
進
む
と
、
展
望
ロ
ビ

ー
に
た
ど
り
着
く
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
下
に

広
が
る
の
は
、
江
戸
時
代
・
天
保
初
年
（
１

８
３
０
年
代
前
半
）
の
「
大
坂
町
三
丁
目
」

の
町
並
み
だ
。
天
井
に
届
か
ん
ば
か
り
の
火

の
見
や
ぐ
ら櫓
が
目
を
引
く
表
通
り
に
は
、
風
呂

屋
や
町
会
所
な
ど
人
の
集
う
施
設
や
、
呉
服

屋
、
薬
屋
、
唐
物
屋
と
い
っ
た
商
家
が
並
び
、

狭
い
路
地
に
は
裏
長
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
全
て
、
実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

　
展
示
室
は
、
９
階
が
町
並
み
を
再
現
し
た

「
な
に
わ
町
家
の
歳
時
記
」、
８
階
は
明
治
・

大
正
・
昭
和
の
大
阪
を
模
型
や
資
料
で
再
現

し
た
「
モ
ダ
ン
大
阪
パ
ノ
ラ
マ
遊
覧
」
か
ら

な
っ
て
い
る
。
さ
っ
と
歩
き
見
る
だ
け
な
ら

ば
10
分
と
か
か
ら
な
い
広
さ
で
は
あ
る
が
、

館
内
に
は
思
わ
ず
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し

ま
う
よ
う
な「
仕
掛
け
」が
随
所
に
込
め
ら
れ
、

訪
れ
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

　
昔
の
暮
ら
し
に
焦
点
を
当
て
た
博
物
館
が

な
ぜ
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
谷
直

樹
館
長
に
館
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
仕
掛
け
や
魅

入
口
に
貼
ら
れ
た
「
井
」
の
文
字
は
、
そ
の

奥
に
緊
急
時
に
誰
で
も
使
え
る
井
戸
が
あ
る

と
い
う
印―

―

町
家
衆
が
実
際
に
操
作
を
し

つ
つ
、
説
明
を
加
え
て
い
く
。
来
館
者
は
町

家
衆
の
話
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
を
も
ち
、

隣
に
並
ぶ
店
に
移
動
し
た
際
に
は
自
然
と
細

部
に
目
を
凝
ら
す
よ
う
に
な
る
。
谷
館
長
の

狙
い
通
り
、
入
館
時
に
は
あ
た
か
も
映
画
の

舞
台
を
遠
く
か
ら
垣
間
見
て
い
た
だ
け
だ
っ

た
の
が
、
い
つ
し
か
こ
の
町
に
住
む
人
と
な

っ
て
、
先
人
の
知
恵
を
目
と
耳
と
手
で
体
感

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
こ
れ
ら
が
来
館
者
の
心
を
つ
か
み
、
来
館

者
数
は
年
々
増
加
、
昨
年
度
は
36
万
人
が
訪

れ
た
。
殊
に
こ
の
数
年
で
そ
の
数
は
２
倍
に

増
え
た
。

　
近
年
の
来
館
者
増
に
一
役
買
っ
て
い
る
の

は
、
韓
国
、
中
国
、
台
湾
か
ら
の
観
光
客
だ

と
い
う
。
館
内
ど
こ
で
写
真
を
撮
っ
て
も
絵

に
な
る
と
ブ
ロ
グ
等
に
紹
介
さ
れ
、
ブ
ー
ム

に
火
が
付
い
た
。
し
か
し
、
絵
に
な
る
写
真

が
自
由
に
撮
れ
る
だ
け
が
人
気
の
理
由
で
は

な
い
。
ア
ジ
ア
圏
の
旅
行
者
に
と
っ
て
は
こ

こ
が
、
母
国
と
同
様
に
木
と
紙
と
土
の
文
化

を
も
ち
、
母
国
に
も
確
か
に
あ
っ
た
古
き
良

き
時
代
の
暮
ら
し
の
姿
が
感
じ
と
れ
る
場
で

あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
実
感
を
支
え
る
の
は
、

徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
た
ハ
ー
ド（
設
備
）面
だ
。

写
真
も
撮
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま

す
」
と
谷
館
長
は
笑
う
。

　
復
元
さ
れ
た
町
並
み
に
置
か
れ
て
い
る
展

示
物
で
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
っ
て
い
る

も
の
は
、
た
だ
の
ひ
と
つ
も
な
い
。
へ
つ
つ
い

　

竈
　

に

据
え
ら
れ
た
釜
を
実
際
に
持
ち
上
げ
て
「
重

い
」
と
う
な唸
る
人
、
町
会
所
の
庭
の
ち
よ
う手
　ず水 

ば
ち鉢

を
な
で
る
人
、
町
家
の
中
に
上
が
り
込
む
人

ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
。
い
た
る
所
で
記
念
写
真

が
撮
ら
れ
、
会
話
が
弾
ん
で
い
る
。

　
展
示
品
を
遠
巻
き
に
眺
め
る
来
館
者
に

「
ど
う
ぞ
触
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」「
こ
れ
、

ど
う
い
う
意
味
か
わ
か
り
ま
す
か
？
」
な
ど

と
積
極
的
に
声
を
か
け
る
の
は
、「
町
家
衆
」

と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
だ
。
台

格
子
（
作
り
つ
け
の
格
子
）
や
、
そ
の
前
に

あ
る
「
揚
げ
見
世
」「
ば
っ
た
り
し
よ
う床
　ぎ几
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
、
跳
ね
あ
げ
て
出
し
入
れ
す

る
床
几
の
仕
組
み
、
店
の
外
と
内
か
ら
の
格

子
戸
の
見
え
方
の
違
い
、
町
会
所
隣
の
路
地

館
の
オ
ー
プ
ン
当
初
、
莫
大
な
予
算
を
投
じ

て
ま
が
い
物
を
作
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
っ

た
そ
う
だ
が
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
谷
館

長
は
力
強
く
答
え
る
。
大
坂
町
三
丁
目
と
い

う
町
名
は
架
空
の
も
の
だ
が
、
町
並
み
の
復

元
に
あ
た
っ
て
は
現
存
し
て
い
る
町
家
の
遺

構
や
、
江
戸
期
の
町
家
絵
図
、
明
治
期
の
集

合
住
宅
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
徹
底
的
に
分

析
し
た
。
ま
た
実
際
の
工
事
は
、
桂
離
宮
の

修
理
に
も
携
わ
っ
た
す数
　き寄
　や屋
大
工
に
依
頼
す

る
な
ど
「
昔
の
ま
ま
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。

「
当
時
の
町
家
は
材
木
の
接
合
に
金
具
を
使

わ
ず
、
２
本
の
部
材
を
長
さ
方
向
に
つ
な
げ

る
継
ぎ
手
や
、
直
角
な
ど
あ
る
角
度
で
接
合

す
る
『
し仕 

ぐ
ち口
』
を
作
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
い

ま
す
。
板
塀
に
は
日
本
古
来
の
角
形
断
面
を

も
つ
和
釘
、
木
部
の
彩
色
は
ベ
ン
ガ
ラ
を
用

い
、
土
壁
は
下
地
も
当
時
の
工
程
通
り
に
作

る
な
ど
、
い
ず
れ
も
建
物
が
建
っ
て
し
ま
え

ば
見
え
な
く
な
る
細
部
に
ま
で
手
を
抜
か
ず

に
こ
だ
わ
っ
て
、
当
時
の
大
坂
の
町
並
み
を

再
現
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
町
家

が
１
０
０
年
後
ま
で
残
っ
て
い
れ
ば
、
町
家

自
体
が
平
成
の
大
工
技
術
を
示
す
文
化
財
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
し
か
し
、
当
時
の
資
料
に
忠
実
に
作
ら
れ

た
本
物
の
町
家
と
は
い
え
、
新
築
の
ま
ま
だ

と
時
代
色
や
生
活
感
に
乏
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。

「
そ
う
し
た
古
び
を
出
す
た
め
に
、
松
竹
映

画
の
美
術
監
督
に
お
願
い
し
て
エ
イ
ジ
ン
グ

と
い
う
演
出
を
施
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　
た
と
え
ば
、
町
並
み
の
中
央
に
お
お大
　だ
な店
を
構

薬屋の座敷と縁。
建具を開け放つと表通りまで
見渡せる。 撮影／京極 寛

路地裏にある
共同井戸の所在を示す

「井」の字。

陰暦10月の
誓文（せいもん）払い
（大売出し）の情景。

町会所の座敷。
町内の寄合などが開かれる。

　撮影／京極 寛　

本屋の店先には
浮世絵がずらり。当時の本屋は

版元も兼ねていた。

櫛、簪（かんざし）や帯締、
帯揚など女性用装身具が

並ぶ小間物屋。

薬屋の通り土間。
竈は「へっついさん」の
呼称で親しまれる。

生
き
た
町
並
み
を
つ
く
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集
団

「
町
家
衆
」

博
物
館
が
つ
な
ぐ
、

昔
の
暮
ら
し
か
ら
の

提
案

復
元
し
た

大
坂
町
三
丁
目
の

町
家
連
続
平
面
図

「
町
家
衆
」の
方
々

奥田千尋さん。生きた
「昔の暮らし」を伝え
るために、建物や展
示品を使ったさまざま
な仕組みを考えてい
る。

北野文代さん。英語
力を生かし外国人観
光客を案内する。現
在、急増する韓国人
観光客のため韓国語
も勉強中。

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

通
り
を
挟
み
両
側
に

町
家
が
並
ぶ
。

町
会
所
脇
の
路
地
を

抜
け
る
と
裏
長
屋
が
並
ぶ
。

見所満載の館内。
まずは町並みを一通り歩いてから
細部を見て回るのがお勧めだ。

20CEL March 2016
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西多鶴雄さん。その
手から作りだされるお
もちゃに目を輝かせる
子どもたちに、遊び方
も丁寧に教えている。



い
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

時
代
背
景
を
少
し
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
石
田
梅
岩
が
活
躍
し
た
元
禄
〜
享
保
時
代

は
、
急
激
な
商
業
化
の
進
展
と
と
も
に
経
済

的
な
混
乱
が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
た
と
え
家
計
が
安
定
し
て
い
て
も
10

年
後
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
多
く
の
庶
民

は
自
分
の
家
が
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
危
機
意
識
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
人
々
は
新
た
な
生
活
規
範
を
求

め
て
勉
学
に
励
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
安
丸
良

夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
１
９
９
９
年
）。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勉
学
は
、
単
に
家
業

に
求
め
ら
れ
る
実
用
的
な
知
識
や
技
能
を
習

得
す
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。「
心
」
に
立
脚
点
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
生
き
方
に
ゆ
る
ぎ

な
い
信
念
を
得
た
い
と
す
る
庶
民
の
願
望
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
梅
岩
の
熱
心
な
学
び
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
の
中
で
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
商
家

の
奉
公
を
辞
め
て
ま
で
学
び
に
専
念
し
て
い

っ
た
こ
と
が
梅
岩
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
35
、
36
歳
の
頃
か
ら
、
梅
岩

は
師
と
な
る
人
物
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
お小 

ぐ
り栗 

り
よ
う了 

う
ん雲

と
い
う
老
僧
に
出
会
っ
た
。

梅
岩
は
、
了
雲
に
「
心
」
に
つ
い
て
の
議
論

を
挑
ん
だ
が
、
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

か
ら
梅
岩
は
修
行
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、

奉
公
を
辞
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

や
が
て
梅
岩
は
、
２
度
に
わ
た
る
開
悟
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
悟
に
よ
り
梅
岩
は
、

自
己
の
「
心
」
が
天
の
意
思
の
も
と
に
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
「
心
」
こ
そ

が
生
き
る
う
え
で
の
究
極
的
な
規
範
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
開
悟
体
験
を
立
脚
点
と
し
て
梅
岩
は
、
１

７
２
９
（
享
保
14
）
年
、
京
都
の
自
宅
で
無

料
の
公
開
講
座
を
行
い
始
め
た
。
そ
し
て
、

１
７
４
４
（
延
享
元
）
年
、
60
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
教
育
活
動
に
専
念
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
梅
岩
は
、
人
々
に
「
心
」
を
知
る
こ
と
を

求
め
た
。「
心
」
を
知
れ
ば
、
確
固
た
る
信

念
の
も
と
で
暮
ら
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
暮
ら
し
は「
倹
約
」

に
も
と
づ
く
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
と
梅
岩

は
言
う
。

　
梅
岩
の
著
書
『
せ
い斉

 

か家 

ろ
ん論

』
に
よ
る
と
、

弟
子
た
ち
が
梅
岩
か

ら
学
び
取
っ
た
最
も

大
き
な
こ
と
の
一
つ

は
倹
約
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
梅
岩
が
説
き
、

実
践
す
る
倹
約
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
は
、
梅
岩
の
日
頃

の
行
状
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、
茶
殻
は
捨

て
ず
に
「
ひ
た
し
物
」
に
し
て
食
し
た
、
古

く
な
っ
た
障
子
紙
を
「
厠
の
お
と
し
紙
」
に

用
い
た
、
鼠
に
供
す
る
た
め
米
の
と
ぎ
汁
を

捨
て
ず
に
外
に
溜
め
置
い
た
、
な
ど
と
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
倹
約
と
い
う
よ
り
「
ケ
チ
」

と
で
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
行
状
で
あ
る

観
的
に
過
ぎ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
大
事
だ
と
思
う
こ
と
は
、
自
分
が
倹

約
す
る
こ
と
の
意
味
が
「
天
下
」
と
の
関
連

の
も
と
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
障

子
紙
を
再
利
用
す
る
こ
と
や
米
の
と
ぎ
汁
の

使
い
道
が
世
界
の
動
き
と
の
確
か
な
関
連
の

も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
倹
約
を
実

践
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
絶
え
ざ
る
学
び
が

不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
梅
岩
の
教
え
で
あ
っ

た
。

　
職
を
辞
し
て
ま
で
教
育
活
動
に
没
入
し
て

い
っ
た
梅
岩
に
対
し
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
家
業
に
励
み
な
が
ら
、
学
び
を
深
め
て

い
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
て手 

じ
ま島 

と堵

 

あ
ん庵
（
１
７
１
８
〜
１
７
８
６
）
で
あ
る
。
京

都
の
裕
福
な
商
家
に
生
ま
れ
た
堵
庵
は
、
18

歳
の
時
に
梅
岩
に
出
会
い
、
そ
の
２
年
後
に

「
心
」
を
知
る
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
堵

庵
が
梅
岩
の
教
え
を
説
き
広
め
る
教
育
活
動

を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
、
１
７
６
４
（
宝

暦
14
）
年
、
47
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
は
家
業
に
実
直
に
励
む
こ
と
を
優

先
し
た
の
で
あ
っ
た
。
家
業
に
し
っ
か
り
と

取
り
組
む
こ
と―

―

そ
れ
は
師
匠
梅
岩
の
教

え
を
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
堵
庵
は
、
家
業
を
退
い
た
の
ち
に
教
育
活

動
を
開
始
し
た
の
だ
が
、
梅
岩
の
よ
う
な
器

量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
考
え
た
堵
庵

は
、
自
身
の
教
え
を
「
学
び
が
て
ら
」
の
講

釈
と
呼
ん
だ
。
堵
庵
は
、
教
え
を
求
め
て
や

っ
て
き
た
者
た
ち
と
師
弟
関
係
を
結
ぼ
う
と

は
せ
ず
、「
ほ
う朋 ゆ
う友
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、

才
能
と
徳
が
乏
し
い
と
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、

と
も
に
学
び
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
梅
岩
の

教
え
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。

　
堵
庵
は
、
朋
友
た
ち
の
学
び
の
会
を
「
か
い会

 

ほ輔
」と
呼
ん
だ
。会
輔
と
い
う
語
は
、『
論
語
』

顔
淵
篇
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
た
す輔
く
」
と
い
う
文
言
を
典
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
堵
庵
は
、「
友

に
よ
ら
ざ
れ
ば
道
に
す
ゝ
み
が
た
し
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
っ
た

（『
会
友
大
旨
』）。

　
会
輔
で
は
、
事
前
に
出
さ
れ
た
日
常
に
即

し
た
問
い
に
対
し
、
参
会
者
が
回
答
を
持
ち

　
本
来
学
び
と
は
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
営
み
で
あ
り
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
学
び
は
日

常
の
暮
ら
し
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
日
常
の

暮
ら
し
に
寄
与
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
（
↓）

で
あ
る
。
合
格
と
い
う
結
果
は
、
そ
の
人
に

達
成
感
や
そ
の
後
の
意
欲
を
も
た
ら
す
か
も

し
れ
な
い
が
、
学
び
そ
の
も
の
が
そ
の
人
自

身
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
か
ま

で
を
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
以
下
、
学
び
と
暮
ら
し
の
在
り
方
を
考
え

て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
、

教
育
者
で
あ
る
い
し石 

だ田 

ば
い梅 

が
ん岩

（
１
６
８
５
〜
１

７
４
４
）
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
み

た
い
。
梅
岩
は
、
一
町
人
と
し
て
日
々
の
仕

事
に
励
む
傍
ら
、
ほ
ぼ
独
学
で
学
問
を
学
び
、

静
坐
を
す
る
な
ど
の
修
行
に
励
ん
だ
。
そ
の

結
果
、
自
己
と
世
界
と
が
一
体
化
す
る
と
い

う
あ
る
種
の
神
秘
的
な
体
験
を
遂
げ
た
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
体
験
を
も
と

に
梅
岩
が
人
々
に
説
く
の
は
、「
倹
約
」や「
孝

行
」
と
い
う
な
ん
と
も
身
近
で
あ
り
き
た
り

の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
え
は
、
町
人
を

中
心
と
す
る
当
時
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
に
励
み
つ

つ
、
梅
岩
の
教
え
を
学
び
合
う
学
習
組
織
を

形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
そ
の

教
え
は
、
せ
き石 

も
ん門 

し
ん心 

が
く学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
石
田
梅
岩
の
生
涯
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
梅
岩
は
、
１

６
８
５
（
貞
享
２
）
年
に
丹
波
国
桑
田
郡
と
う東

 

げ縣
村
（
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
東
別
院
町
と
う東

 

げ掛
）
に
生
ま
れ
た
。
農
家
の
次
男
で
あ
っ
た

梅
岩
は
、
11
歳
で
京
都
の
商
家
に
奉
公
に
出

が
今
日
、
学
び
と
暮
ら
し
の
関
係
は
必
ず
し

も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
あ
り
き

た
り
の
話
だ
が
、
受
験
に
備
え
て
勉
強
に
励

み
、そ
の
結
果
、志
望
校
に
合
格
し
た
と
す
る
。

確
か
に
そ
の
勉
強
は
、
そ
の
人
の
境
遇
を
変

え
、
将
来
を
明
る
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
志
望
校
合
格
と
い
う
結

果
は
、
そ
の
人
の
学
び
の
質
や
量
を
そ
の
人

以
外
の
人
や
組
織
が
評
価
し
た
も
の
（↓

）

た
。
奉
公
先
の
都
合
で
一
旦
帰
郷
す
る
が
、

23
歳
の
時
に
再
び
京
都
に
出
て
、
呉
服
商
に

奉
公
に
入
っ
た
。

　
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
よ
れ
ば
、
２
度
目
の
奉
公
に
出
た
時
、
梅

岩
は
「
人
の
人
た
る
道
」
を
説
き
広
め
た
い

と
い
う
志
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
謎
で
あ
る
が
、「
人
の
人
た
る
道
」
を

説
く
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
ら
が
「
あ
ま

ね
く
人
の
手
本
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
だ

か
ら
梅
岩
は
、
実
直
に
仕
事
を
す
る
傍
ら
寸

暇
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
ん
だ
。
朝
は
誰
よ

り
も
早
く
起
床
し
読
書
に
励
み
、
夜
は
周
り

が
寝
静
ま
っ
た
後
も
勉
強
し
た
と
い
う
。

　
で
は
、
梅
岩
は
何
を
勉
強
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
、
学
問
と
い
え
ば
儒
学
を
指
す
こ

と
が
一
般
で
あ
り
、
梅
岩
も
『
論
語
』
や
『
孟

子
』
と
い
っ
た
書
物
に
親
し
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
何
を

読
み
出
そ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
後
に
梅
岩

は
、「
心
ヲ
知
ル
ヲ
学
問
ノ
初
メ
ト
云
」
と

述
べ
て
い
る
（『
と都 

ひ鄙 

も
ん問 

ど
う答

』）。
こ
こ
で
い

う
「
心
」
と
は
、
人
間
の
本
性
と
で
も
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
本
質
を

問
う
こ
と
が
梅
岩
に
と
っ
て
の
学
問
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
び
が
「
心
」
の
思
索
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
梅
岩
の
時
代
に
お

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
梅
岩
は
、「
倹
約
」

と
「
ケ
チ
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
最

後
の
鼠
の
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
梅
岩

の
倹
約
は
決
し
て
私
腹
を
肥
や
す
た
め
の
行

い
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

　
梅
岩
に
よ
れ
ば
、
倹
約
す
る
と
自
分
が
節

約
し
た
「
財
宝
」
が
世
に
「
ア
マ
ル
」
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
て
天
下
に
流
通
す
る
余
財

が
増
え
て
い
け
ば
、
餓
死
す
る
者
も
い
な
く

な
る
だ
ろ
う
し
、
民
も
豊
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
倹
約
と
い

う
言
葉
は
「
施
し
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
梅
岩
と
そ
の
弟
子

た
ち
は
、
京
都
で
貧
窮
者
が
続
出
し
た
年
に
、

精
力
的
に
施
行
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

梅
岩
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
施
行
も
ま
た

倹
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
倹
約
を
財
の
流
通
と
と
ら
え
た
梅
岩
は
、

商
業
の
社
会
的
意
義
を
積
極
的
に
主
張
し
た
。

例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
粗
悪
品
を
購
入
し
て

し
ま
っ
た
時
、
使
っ
た
お
金
が
も
っ
た
い
な

い
と
感
じ
る
。
な
ら
ば
、
自
分
が
商
品
を
売

る
側
に
な
っ
た
際
に
は
、
相
手
に
そ
の
よ
う

な
思
い
を
さ
せ
ぬ
よ
う
、
良
い
品
を
作
れ
ば

よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
相
手
も
お
金
を
も
っ

た
い
な
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

お
金
は
「
天
下
」
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
万
物
」
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
を
梅
岩
は
「
万
民
ノ
心
ヲ
安
ン
ズ
ル
」

と
表
現
し
て
い
る
（『
都
鄙
問
答
』）。

　
自
身
の
節
約
か
ら
万
民
の
安
泰
へ
。
生
き

方
と
し
て
の
エ
コ
と
で
も
言
う
べ
き
梅
岩
の

考
え
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
楽

寄
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
り
、
静
坐
会
が
行

わ
れ
た
り
し
た
。
や
が
て
会
輔
や
公
開
講
釈

の
た
め
の
常
設
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
、
修
正
舎
や
時

習
舎
、
明
倫
舎
な
ど
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
、

大
坂
で
も
静
安
舎
や
明
誠
舎
な
ど
が
設
立
さ

れ
た
。
江
戸
に
お
い
て
も
、
参
前
舎
な
ど
の

講
舎
に
は
多
く
の
人
々
が
来
訪
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
講
舎
の
な
い
地
域
で
も
盛

ん
に
遊
説
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

梅
岩
の
教
え
は
、
広
範
な
地
域
に
普
及
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
貧
の
生
活
を
貫
い
た
梅
岩
の
学
び
は
、

利
益
や
ス
テ
ー
タ
ス
と
い
っ
た
も
の
の
獲
得

を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
の

「
心
」
を
問
い
直
し
、
自
ら
の
暮
ら
し
に
密

接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

弟
子
た
ち
は
、
自
ら
の
未
熟
さ
を
自
覚
し
な

が
ら
、
梅
岩
の
教
え
を
互
い
に
学
び
合
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
に
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。

才
能
や
財
力
を
前
提
と
は
し
な
い
学
び
の
姿

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は

じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
学
び
と
は
、

富
や
威
信
の
獲
得
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
暮
ら
し
を
問
う
中
か
ら
生
ま
れ

る
の
が
学
び
で
あ
り
、
特
別
な
才
能
が
必
要

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
は
、
富
や
才
能
を
前
提
と
し
な
い
学
び
の

在
り
方
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
各
地
に
設
立
さ
れ
た
講
舎
は
、
幕
末
維
新

期
に
廃
絶
し
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
明
治

以
降
も
存
続
し
た
講
舎
や
後
に
再
興
さ
れ
た

講
舎
、そ
し
て
、本
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、

今
日
も
活
動
を
続
け
る
講
舎
も
あ
る
。
そ
の

活
動
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
を
考
え
る
う

え
で
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

石
田
梅
岩
の
肖
像
画
。

人
の
人
た
る
道
を
説
く
梅
岩
の
教
え
は
、

心
の
支
柱
を
求
め
る

当
時
の
人
々
を
魅
了
し
た
。　
所
蔵
／
明
倫
舎

「
梅
岩
講
釈
の
図
」（『
石
田
勘
平
一
代
記
』よ
り
）。

石
田
梅
岩
に
よ
る
講
釈
の
様
子
。

当
時
と
し
て
は
珍
し
く
男
女
が
共
に

聴
講
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。　
所
蔵
／
明
倫
舎
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学
び
と

暮
ら
し
の
関
係

「
心
」
に

立
脚
す
る
学
び

「
人
の
人
た
る
道
」

「
倹
約
」
と
は
何
か

江
戸
時
代
の
思
想
家
、
教
育
者
で
あ
る
石
田
梅
岩
の
教
え
に
は
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に
結
び
付
い
た
「
学
び
」
の

本
来
の
姿
が
あ
る
。
人
の
人
た
る
道
を
説
き
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
自
ら
の
「
心
」
を
問
い
直
す
そ
の
教
え
は
、

経
済
の
混
乱
に
揺
れ
る
当
時
の
民
衆
を
魅
了
し
、
日
本
全
国
に
広
が
っ
た
。
現
代
に
至
る
ま
で
「
石
門
心
学
」
と
し
て

継
承
さ
れ
る
思
想
の
エッ
セ
ン
ス
を
「
倹
約
」
の
意
味
に
探
り
、
梅
岩
自
身
の
実
践
を
た
ど
り
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら

の
学
び
の
在
り
方
を
考
え
る
。

高
野 

秀
晴

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
4心

学

に
学
ぶ

Takan
o H

id
eharu

Sp
ecial  Feature  The  Pow

er  of  Traditional  Life  Part  4
論
考
／
心
学
の
教
え

1

石
田
梅
岩
の

思
想
と
行
動

石
田
梅
岩
遺
品
。

右
端
の
香
炉
で
は
、

線
香
を
焚
い
て
時
間
を

計
って
い
た
。

所
蔵
／
明
倫
舎



い
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

時
代
背
景
を
少
し
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
石
田
梅
岩
が
活
躍
し
た
元
禄
〜
享
保
時
代

は
、
急
激
な
商
業
化
の
進
展
と
と
も
に
経
済

的
な
混
乱
が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
た
と
え
家
計
が
安
定
し
て
い
て
も
10

年
後
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
多
く
の
庶
民

は
自
分
の
家
が
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
危
機
意
識
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
人
々
は
新
た
な
生
活
規
範
を
求

め
て
勉
学
に
励
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
安
丸
良

夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
１
９
９
９
年
）。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勉
学
は
、
単
に
家
業

に
求
め
ら
れ
る
実
用
的
な
知
識
や
技
能
を
習

得
す
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。「
心
」
に
立
脚
点
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
生
き
方
に
ゆ
る
ぎ

な
い
信
念
を
得
た
い
と
す
る
庶
民
の
願
望
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
梅
岩
の
熱
心
な
学
び
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
の
中
で
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
商
家

の
奉
公
を
辞
め
て
ま
で
学
び
に
専
念
し
て
い

っ
た
こ
と
が
梅
岩
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
35
、
36
歳
の
頃
か
ら
、
梅
岩

は
師
と
な
る
人
物
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
お小 

ぐ
り栗 

り
よ
う了 

う
ん雲

と
い
う
老
僧
に
出
会
っ
た
。

梅
岩
は
、
了
雲
に
「
心
」
に
つ
い
て
の
議
論

を
挑
ん
だ
が
、
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

か
ら
梅
岩
は
修
行
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、

奉
公
を
辞
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

や
が
て
梅
岩
は
、
２
度
に
わ
た
る
開
悟
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
悟
に
よ
り
梅
岩
は
、

自
己
の
「
心
」
が
天
の
意
思
の
も
と
に
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
「
心
」
こ
そ

が
生
き
る
う
え
で
の
究
極
的
な
規
範
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
開
悟
体
験
を
立
脚
点
と
し
て
梅
岩
は
、
１

７
２
９
（
享
保
14
）
年
、
京
都
の
自
宅
で
無

料
の
公
開
講
座
を
行
い
始
め
た
。
そ
し
て
、

１
７
４
４
（
延
享
元
）
年
、
60
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
教
育
活
動
に
専
念
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
梅
岩
は
、
人
々
に
「
心
」
を
知
る
こ
と
を

求
め
た
。「
心
」
を
知
れ
ば
、
確
固
た
る
信

念
の
も
と
で
暮
ら
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
暮
ら
し
は「
倹
約
」

に
も
と
づ
く
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
と
梅
岩

は
言
う
。

　
梅
岩
の
著
書
『
せ
い斉

 

か家 

ろ
ん論

』
に
よ
る
と
、

弟
子
た
ち
が
梅
岩
か

ら
学
び
取
っ
た
最
も

大
き
な
こ
と
の
一
つ

は
倹
約
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
梅
岩
が
説
き
、

実
践
す
る
倹
約
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
は
、
梅
岩
の
日
頃

の
行
状
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、
茶
殻
は
捨

て
ず
に
「
ひ
た
し
物
」
に
し
て
食
し
た
、
古

く
な
っ
た
障
子
紙
を
「
厠
の
お
と
し
紙
」
に

用
い
た
、
鼠
に
供
す
る
た
め
米
の
と
ぎ
汁
を

捨
て
ず
に
外
に
溜
め
置
い
た
、
な
ど
と
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
倹
約
と
い
う
よ
り
「
ケ
チ
」

と
で
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
行
状
で
あ
る

観
的
に
過
ぎ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
大
事
だ
と
思
う
こ
と
は
、
自
分
が
倹

約
す
る
こ
と
の
意
味
が
「
天
下
」
と
の
関
連

の
も
と
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
障

子
紙
を
再
利
用
す
る
こ
と
や
米
の
と
ぎ
汁
の

使
い
道
が
世
界
の
動
き
と
の
確
か
な
関
連
の

も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
倹
約
を
実

践
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
絶
え
ざ
る
学
び
が

不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
梅
岩
の
教
え
で
あ
っ

た
。

　
職
を
辞
し
て
ま
で
教
育
活
動
に
没
入
し
て

い
っ
た
梅
岩
に
対
し
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
家
業
に
励
み
な
が
ら
、
学
び
を
深
め
て

い
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
て手 

じ
ま島 

と堵

 

あ
ん庵
（
１
７
１
８
〜
１
７
８
６
）
で
あ
る
。
京

都
の
裕
福
な
商
家
に
生
ま
れ
た
堵
庵
は
、
18

歳
の
時
に
梅
岩
に
出
会
い
、
そ
の
２
年
後
に

「
心
」
を
知
る
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
堵

庵
が
梅
岩
の
教
え
を
説
き
広
め
る
教
育
活
動

を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
、
１
７
６
４
（
宝

暦
14
）
年
、
47
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
は
家
業
に
実
直
に
励
む
こ
と
を
優

先
し
た
の
で
あ
っ
た
。
家
業
に
し
っ
か
り
と

取
り
組
む
こ
と―
―

そ
れ
は
師
匠
梅
岩
の
教

え
を
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
堵
庵
は
、
家
業
を
退
い
た
の
ち
に
教
育
活

動
を
開
始
し
た
の
だ
が
、
梅
岩
の
よ
う
な
器

量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
考
え
た
堵
庵

は
、
自
身
の
教
え
を
「
学
び
が
て
ら
」
の
講

釈
と
呼
ん
だ
。
堵
庵
は
、
教
え
を
求
め
て
や

っ
て
き
た
者
た
ち
と
師
弟
関
係
を
結
ぼ
う
と

は
せ
ず
、「
ほ
う朋 ゆ
う友
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、

才
能
と
徳
が
乏
し
い
と
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、

と
も
に
学
び
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
梅
岩
の

教
え
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。

　
堵
庵
は
、
朋
友
た
ち
の
学
び
の
会
を
「
か
い会

 

ほ輔
」と
呼
ん
だ
。会
輔
と
い
う
語
は
、『
論
語
』

顔
淵
篇
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
た
す輔
く
」
と
い
う
文
言
を
典
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
堵
庵
は
、「
友

に
よ
ら
ざ
れ
ば
道
に
す
ゝ
み
が
た
し
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
っ
た

（『
会
友
大
旨
』）。

　
会
輔
で
は
、
事
前
に
出
さ
れ
た
日
常
に
即

し
た
問
い
に
対
し
、
参
会
者
が
回
答
を
持
ち

　
本
来
学
び
と
は
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
営
み
で
あ
り
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
学
び
は
日

常
の
暮
ら
し
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
日
常
の

暮
ら
し
に
寄
与
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
（
↓）

で
あ
る
。
合
格
と
い
う
結
果
は
、
そ
の
人
に

達
成
感
や
そ
の
後
の
意
欲
を
も
た
ら
す
か
も

し
れ
な
い
が
、
学
び
そ
の
も
の
が
そ
の
人
自

身
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
か
ま

で
を
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
以
下
、
学
び
と
暮
ら
し
の
在
り
方
を
考
え

て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
、

教
育
者
で
あ
る
い
し石 

だ田 

ば
い梅 

が
ん岩

（
１
６
８
５
〜
１

７
４
４
）
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
み

た
い
。
梅
岩
は
、
一
町
人
と
し
て
日
々
の
仕

事
に
励
む
傍
ら
、
ほ
ぼ
独
学
で
学
問
を
学
び
、

静
坐
を
す
る
な
ど
の
修
行
に
励
ん
だ
。
そ
の

結
果
、
自
己
と
世
界
と
が
一
体
化
す
る
と
い

う
あ
る
種
の
神
秘
的
な
体
験
を
遂
げ
た
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
体
験
を
も
と

に
梅
岩
が
人
々
に
説
く
の
は
、「
倹
約
」や「
孝

行
」
と
い
う
な
ん
と
も
身
近
で
あ
り
き
た
り

の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
え
は
、
町
人
を

中
心
と
す
る
当
時
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
に
励
み
つ

つ
、
梅
岩
の
教
え
を
学
び
合
う
学
習
組
織
を

形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
そ
の

教
え
は
、
せ
き石 

も
ん門 

し
ん心 

が
く学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
石
田
梅
岩
の
生
涯
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
梅
岩
は
、
１

６
８
５
（
貞
享
２
）
年
に
丹
波
国
桑
田
郡
と
う東

 

げ縣
村
（
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
東
別
院
町
と
う東

 

げ掛
）
に
生
ま
れ
た
。
農
家
の
次
男
で
あ
っ
た

梅
岩
は
、
11
歳
で
京
都
の
商
家
に
奉
公
に
出

が
今
日
、
学
び
と
暮
ら
し
の
関
係
は
必
ず
し

も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
あ
り
き

た
り
の
話
だ
が
、
受
験
に
備
え
て
勉
強
に
励

み
、そ
の
結
果
、志
望
校
に
合
格
し
た
と
す
る
。

確
か
に
そ
の
勉
強
は
、
そ
の
人
の
境
遇
を
変

え
、
将
来
を
明
る
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
志
望
校
合
格
と
い
う
結

果
は
、
そ
の
人
の
学
び
の
質
や
量
を
そ
の
人

以
外
の
人
や
組
織
が
評
価
し
た
も
の
（↓

）

た
。
奉
公
先
の
都
合
で
一
旦
帰
郷
す
る
が
、

23
歳
の
時
に
再
び
京
都
に
出
て
、
呉
服
商
に

奉
公
に
入
っ
た
。

　
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
よ
れ
ば
、
２
度
目
の
奉
公
に
出
た
時
、
梅

岩
は
「
人
の
人
た
る
道
」
を
説
き
広
め
た
い

と
い
う
志
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
謎
で
あ
る
が
、「
人
の
人
た
る
道
」
を

説
く
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
ら
が
「
あ
ま

ね
く
人
の
手
本
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
だ

か
ら
梅
岩
は
、
実
直
に
仕
事
を
す
る
傍
ら
寸

暇
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
ん
だ
。
朝
は
誰
よ

り
も
早
く
起
床
し
読
書
に
励
み
、
夜
は
周
り

が
寝
静
ま
っ
た
後
も
勉
強
し
た
と
い
う
。

　
で
は
、
梅
岩
は
何
を
勉
強
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
、
学
問
と
い
え
ば
儒
学
を
指
す
こ

と
が
一
般
で
あ
り
、
梅
岩
も
『
論
語
』
や
『
孟

子
』
と
い
っ
た
書
物
に
親
し
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
何
を

読
み
出
そ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
後
に
梅
岩

は
、「
心
ヲ
知
ル
ヲ
学
問
ノ
初
メ
ト
云
」
と

述
べ
て
い
る
（『
と都 

ひ鄙 

も
ん問 

ど
う答

』）。
こ
こ
で
い

う
「
心
」
と
は
、
人
間
の
本
性
と
で
も
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
本
質
を

問
う
こ
と
が
梅
岩
に
と
っ
て
の
学
問
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
び
が
「
心
」
の
思
索
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
梅
岩
の
時
代
に
お

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
梅
岩
は
、「
倹
約
」

と
「
ケ
チ
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
最

後
の
鼠
の
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
梅
岩

の
倹
約
は
決
し
て
私
腹
を
肥
や
す
た
め
の
行

い
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

　
梅
岩
に
よ
れ
ば
、
倹
約
す
る
と
自
分
が
節

約
し
た
「
財
宝
」
が
世
に
「
ア
マ
ル
」
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
て
天
下
に
流
通
す
る
余
財

が
増
え
て
い
け
ば
、
餓
死
す
る
者
も
い
な
く

な
る
だ
ろ
う
し
、
民
も
豊
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
倹
約
と
い

う
言
葉
は
「
施
し
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
梅
岩
と
そ
の
弟
子

た
ち
は
、
京
都
で
貧
窮
者
が
続
出
し
た
年
に
、

精
力
的
に
施
行
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

梅
岩
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
施
行
も
ま
た

倹
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
倹
約
を
財
の
流
通
と
と
ら
え
た
梅
岩
は
、

商
業
の
社
会
的
意
義
を
積
極
的
に
主
張
し
た
。

例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
粗
悪
品
を
購
入
し
て

し
ま
っ
た
時
、
使
っ
た
お
金
が
も
っ
た
い
な

い
と
感
じ
る
。
な
ら
ば
、
自
分
が
商
品
を
売

る
側
に
な
っ
た
際
に
は
、
相
手
に
そ
の
よ
う

な
思
い
を
さ
せ
ぬ
よ
う
、
良
い
品
を
作
れ
ば

よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
相
手
も
お
金
を
も
っ

た
い
な
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

お
金
は
「
天
下
」
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
万
物
」
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
を
梅
岩
は
「
万
民
ノ
心
ヲ
安
ン
ズ
ル
」

と
表
現
し
て
い
る
（『
都
鄙
問
答
』）。

　
自
身
の
節
約
か
ら
万
民
の
安
泰
へ
。
生
き

方
と
し
て
の
エ
コ
と
で
も
言
う
べ
き
梅
岩
の

考
え
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
楽

寄
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
り
、
静
坐
会
が
行

わ
れ
た
り
し
た
。
や
が
て
会
輔
や
公
開
講
釈

の
た
め
の
常
設
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
、
修
正
舎
や
時

習
舎
、
明
倫
舎
な
ど
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
、

大
坂
で
も
静
安
舎
や
明
誠
舎
な
ど
が
設
立
さ

れ
た
。
江
戸
に
お
い
て
も
、
参
前
舎
な
ど
の

講
舎
に
は
多
く
の
人
々
が
来
訪
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
講
舎
の
な
い
地
域
で
も
盛

ん
に
遊
説
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

梅
岩
の
教
え
は
、
広
範
な
地
域
に
普
及
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
貧
の
生
活
を
貫
い
た
梅
岩
の
学
び
は
、

利
益
や
ス
テ
ー
タ
ス
と
い
っ
た
も
の
の
獲
得

を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
の

「
心
」
を
問
い
直
し
、
自
ら
の
暮
ら
し
に
密

接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

弟
子
た
ち
は
、
自
ら
の
未
熟
さ
を
自
覚
し
な

が
ら
、
梅
岩
の
教
え
を
互
い
に
学
び
合
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
に
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。

才
能
や
財
力
を
前
提
と
は
し
な
い
学
び
の
姿

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は

じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
学
び
と
は
、

富
や
威
信
の
獲
得
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
暮
ら
し
を
問
う
中
か
ら
生
ま
れ

る
の
が
学
び
で
あ
り
、
特
別
な
才
能
が
必
要

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
は
、
富
や
才
能
を
前
提
と
し
な
い
学
び
の

在
り
方
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
各
地
に
設
立
さ
れ
た
講
舎
は
、
幕
末
維
新

期
に
廃
絶
し
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
明
治

以
降
も
存
続
し
た
講
舎
や
後
に
再
興
さ
れ
た

講
舎
、そ
し
て
、本
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、

今
日
も
活
動
を
続
け
る
講
舎
も
あ
る
。
そ
の

活
動
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
を
考
え
る
う

え
で
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

手島堵庵の肖像画。
梅岩の教えを全国各地に広めた。
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。
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館
『
人
物
叢
書 

石
田
梅
岩
』
の
著
者
柴
田

実
氏
で
あ
り
、
父
も
祖
父
も
明
倫
舎
で
梅
岩

の
教
え
を
説
い
た
。

「
梅
岩
先
生
の
教
え
は
、
人
間
は
本
来
正
し

く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
教
え
が

あ
れ
ば
正
し
く
生
き
ら
れ
る
と
い
う
性
善
説

に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
と
し
て
い
か
に
生
き

る
か
、
と
い
う
基
本
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、

商
人
な
ら
商
売
の
道
で
正
し
い
生
き
方
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
身
近
な
話
題
で
、
身
の

回
り
の
物
事
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
分
か
り

や
す
く
話
し
た
か
ら
、
多
く
の
人
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
」

　
明
倫
舎
で
は
、
石
門
心
学
に
関
す
る
数
々

の
資
料
を
保
管
し
て
お
り
、
会
輔
こ
そ
開
催

は
し
て
い
な
い
が
、
心
学
修
正
舎
な
ど
と
積

極
的
に
交
流
を
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
商
業
の
都
、
大
阪
で
は
、
心
学

明
誠
舎
が
活
動
を
続
け
て
い
る
。
１
７
８
５

（
天
明
５
）
年
に
南
船
場
心
斎
橋
に
創
設
さ

れ
た
心
学
明
誠
舎
は
、
い
ま
も
大
阪
の
経
営

者
た
ち
の
重
要
な
学
び
の
場
だ
。
２
０
１
５

年
11
月
に
開
か
れ
た
「
石
門
心
学
講
演
会
」

で
は
、
作
家
・
玉
岡
か
お
る
さ
ん
に
よ
る
大

阪
商
人
と
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。
参
加
者
の
多
く
は
経
営
者
だ
。
関

西
に
か
つ
て
存
在
し
た
商
社
・
鈴
木
商
店
を

テ
ー
マ
に
し
た
著
書
の
あ
る
玉
岡
さ
ん
は
、

石
門
心
学
こ
そ
が
、
大
阪
商
人
の
源
流
だ
と

い
う
。

　
そ
の
集
ま
り
で
は
、
石
門
心
学
に
関
連
す

る
書
籍
を
基
に
話
題
を
提
供
す
る
「
読
書
紹

介
」
も
行
わ
れ
た
。
心
学
明
誠
舎
理
事
の
大

塚
と
お
る融

さ
ん
は
、『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
│
│

「
道
徳
感
情
論
」
と
「
国
富
論
」
の
世
界
』

（
ど
う堂 

め目 

た
く卓 

お生
、
中
公
新
書
）
を
と
り
あ
げ
た
。

実
は
、
石
田
梅
岩
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
生

き
た
時
代
が
近
い
。
梅
岩
の
『
都
鄙
問
答
』

の
発
刊
が
１
７
３
９
年
、『
斉
家
論
』
が
１

７
４
４
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
は
１
７
５
９
年
、

『
国
富
論
』
は
１
７
７
６
年
だ
。
主
張
に
類

似
点
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
塚
さ
ん

は
、
西
洋
と
東
洋
に
お
い
て
、
と
も
に
資
本

主
義
の
勃
興
期
の
経

済
に
お
け
る
倫
理
の

問
題
を
と
り
あ
げ
た

２
人
の
共
通
点
を
、

「
信
用
」
や
「
自
律
」

と
い
う
言
葉
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
説
明

し
た
。

　
中
尾
敦
子
さ
ん
は

心
学
明
誠
舎
副
理
事

長
で
あ
る
と
と
も
に
、

石
門
心
学
の
研
究
で

高
名
な
故
・
竹
中
靖

一
氏
（
元
・
心
学
明

誠
舎
理
事
長
）
の
娘

で
も
あ
る
。
中
尾
さ

ん
は
言
う
。

「
商
売
で
は
相
手
が
喜
ぶ
こ
と
を
し
な
さ
い
、

と
い
う
心
学
の
教
え
は
戦
後
の
日
本
の
経
済

発
展
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
梅
岩
が

偉
大
だ
っ
た
の
は
、
身
分
差
が
は
っ
き
り
し

て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
女
性
や
子
ど

も
も
平
等
に
学
び
舎
に
受
け
入
れ
た
こ
と
。

世
の
中
を
よ
く
す
る
に
は
学
び
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
社
会
教
育
に
力
を
注
い
だ
石

門
心
学
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
と
広
ま

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
心
学
明
誠
舎
理
事
の
下
野
讓
さ
ん
も
「
一

生
懸
命
に
や
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
心

学
の
教
え
の
バ
ト
ン
を
地
道
に
つ
な
い
で
い

き
た
い
」
と
話
す
。

　
ま
た
、
心
学
明
誠
舎
理
事
長
の
堀
井
よ
し良 

た
ね殷

さ
ん
は
石
門
心
学
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。

「
石
田
梅
岩
は
、『
先
も
立
ち
、
我
も
立
つ
』

と
い
う
共
生
の
論
理
で
社
会
に
貢
献
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
い
は
成
立
す
る
の
だ
と
分

か
り
や
す
く
説
き
ま
し
た
。
い
ま
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
資
本
主
義
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

欲
望
の
ア
ク
セ
ル
だ
け
を
踏
ん
で
い
た
ら
資

本
主
義
は
危
な
く
な
り
ま
す
。
欲
望
は
発
展

の
原
動
力
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
制
御

で
す
。
い
ま
我
々
が
『
愛
す
る
』
と
い
う
と

男
女
の
恋
愛
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
本
来
は

人
を
大
切
に
思
う
と
い
う
意
味
で
す
。『
論

語
』
の
言
葉
は
我
々
の
社
会
の
な
か
に
身
近

に
あ
る
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
で
見
過
ご
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ぜ
ひ
『
論

語
』
を
読
み
込
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
」

　
こ
の「
会
輔
」と
い
う
定
例
講
義
の
名
称
は
、

『
論
語
』
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
輔
く
」
と
い
う
文
句
に
ち
な

ん
で
堵
庵
が
名
付
け
た
。
会
輔
の
題
材
の
ひ

と
つ
と
し
て
『
論
語
』
を
用
い
る
の
も
、
梅

岩
以
来
の
伝
統
だ
。

　
続
い
て
は
、
心
学
修
正
舎
理
事
の
後
藤
一

成
さ
ん
に
よ
る
、「
石
田
梅
岩
の
世
界
観
と

日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
の
講
義
だ
。
そ
こ

「
し子 

の
た
ま
わ

　

曰
　

く
、
君
子
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を

愛
し
、小
人
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
い
易
し
と
」

　
ほ
の
か
な
灯
り
の
も
と
、『
論
語
』
の
素

読
を
唱
和
す
る
声
が
重
な
り
、
昔
な
が
ら
の

町
家
に
響
く
。
こ
こ
は
京
都
の
呉
服
問
屋
街

「
室
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
一
角
に
居
を

構
え
る
吉
田
邸
。
い
ま
こ
こ
で
、
石
田
梅
岩

の
教
え
を
伝
え
る
、
心
学
修
正
舎
の
月
１
回

の
定
例
講
義
「
か
い会 

ほ輔
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

参
加
者
は
高
校
生
か
ら
年
配
者
ま
で
多
様
だ
。

　
石
田
梅
岩
│
│
１
６
８
５
（
貞
享
２
）
年
、

現
在
の
亀
岡
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
京
都
の

呉
服
問
屋
で
番
頭
を
務
め
た
彼
は
、
１
７
２

９
（
享
保
14
）
年
、
45
歳
の
と
き
に
初
め
て

京
都
の
町
家
で
講
席
を
開
く
。
老
若
男
女
の

分
け
隔
て
な
く
、
ま
た
無
料
で
講
席
を
開
く

こ
と
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
梅
岩
の
教
え
は
、
彼
の
死
後
、
弟
子

の
手
島
堵
庵
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
諸

国
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、手
島
堵
庵
が
１
７
７
３（
安
永
２
）

年
に
五
条
東
洞
院
に
開
講
し
た
「
修
正
舎
」

で
あ
り
、
１
７
８
２
（
天
明
２
）
年
に
河
原

町
三
条
に
開
い
た
「
明
倫
舎
」
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
心
学
修

正
舎
の
理
事
で
あ
り
、『
論
語
』
を
教
え
る

衣
笠
三
省
塾
の
塾
主
で
も
あ
る
長
野
享
司
さ

ん
。

「『
学
べ
ば
人
を
愛
す
る
』
と
は
深
い
言
葉

１
８
５
５
（
安
政
２
）
年
に
小
谷
さ
ん
の
先

祖
が
「
伊
勢
屋
商
店
」
を
創
業
し
た
と
き
、

和
紙
の
卸
・
小
売
と
い
う
業
種
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
れ
が
利
幅
が
少
な
い
た
め
、
熱
心
に

働
か
な
い
と
続
け
て
い
け
な
い
商
い
だ
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
最
先
端
の
情
報
分
野
に
進

出
し
た
い
ま
で
も
、
イ
セ
ト
ー
に
は
そ
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
紙
は
『
み
よ
う冥 

が加
の
い
い
商
売
』（
冥
加
が
よ

い
と
は
、
も
と
も
と
薄
利
な
商
品
は
粗
末
に

取
り
扱
っ
て
は

商
売
に
な
ら
な

い
の
で
、
自
然

と
物
を
た
い
せ

つ
に
す
る
こ
と

を
身
に
つ
け
る

よ
う
に
な
る
、

と
い
う
意
味
）、

つ
ま
り
ご
加
護

の
あ
る
商
売
だ

か
ら
、
と
い
う

理
由
で
初
代
は

商
い
を
始
め
ま

し
た
。
利
幅
の
少
な
い
商
い
で
す
の
で
、
い

ま
だ
に
子
孫
は
苦
労
を
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

で
も
、
も
し
そ
の
と
き
に
も
っ
と
ぼ
ろ
儲
け

で
き
る
業
種
を
選
ん
で
い
た
ら
、
き
っ
と
ど

こ
か
で
倒
産
し
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
い
ま

で
も
我
が
社
に
は
、
無
理
な
利
益
の
出
し
方

に
関
し
て
は
『
そ
れ
は
そ
ぐ
わ
な
い
ん
ち
ゃ

う
』
と
、
歯
止
め
が
か
か
る
社
風
が
あ
る
ん

で
す
。
心
学
は
ま
さ
に
現
実
に
経
営
を
し
て

い
る
人
の
た
め
の
商
道
徳
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
企
業
が
倫
理
道
徳
を
見
失
い
か

け
て
い
る
い
ま
こ
そ
、
ま
た
学
び
直
す
価
値

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
心
学
修
正
舎
の
会
輔
で
「
石
田
梅
岩
の
世

界
観
と
日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
語
っ
た
後

藤
一
成
さ
ん
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
の

生
き
方
に
心
学
を
活
か
し
て
き
た
ひ
と
り
だ
。

大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
を
定
年
ま
で
勤
め
上
げ

た
経
歴
を
持
つ
後
藤
さ
ん
は
、
自
ら
に
「
さ
ん三

 

ぐ愚
」
と
い
う
号
を
付
け
て
い
る
。

「
酒
は
ダ
メ
、
仕
事
は
遅
い
、
気
も
利
か
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
『
三
愚
』
と
自
分
を
名
付
け

た
私
で
す
が
、『
人
間
は
天
か
ら
正
し
い
も

の
を
授
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
善

な
る
心
に
正
直
に
従
う
の
が
人
の
道
で
あ
り
、

商
売
の
道
だ
』
と
い
う
梅
岩
の
教
え
を
学
ん

だ
こ
と
で
、
営
業
マ
ン
と
し
て
の
道
が
開
け

ま
し
た
。
そ
し
て
『
真
に
良
い
お
客
様
』
は
、

約
束
を
誠
実
に
、
必
死
に
守
ろ
う
と
努
力
す

る
営
業
マ
ン
の
姿
を
真
の『
正
直
、誠
』と
し

て
正
し
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
ま
っ
た
く
悔
い
の
な

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

　
社
会
の
人
々
の
役
に
立
つ
こ
と
を
通
じ
て

自
分
も
「
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
る
の
が
正

し
い
道
で
あ
る
。
そ
う
説
き
続
け
た
梅
岩
の

商
道
徳
が
、
今
日
で
も
関
西
に
は
息
づ
い
て

い
る
。
京
都
の
商
家
に
い
ま
な
お
「
堪
忍
」

と
い
う
額
が
よ
く
掛
か
っ
て
い
る
の
も
、
そ

の
ひ
と
つ
の
証
な
の
だ
。

　
京
都
に
お
け
る
石
門
心
学
の
学
び
舎
と
し

て
、
心
学
修
正
舎
と
双
璧
を
な
し
て
き
た
の

が
、
明
倫
舎
だ
。
い
ま
そ
の
理
事
長
を
務
め

る
の
は
柴
田
な
ほ
子
さ
ん
。
父
は
吉
川
弘
文

で
解
説
さ
れ
た
の
は
、「
誠
」「
正
直
」「
倹
約
」

と
い
う
、
町
民
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
言

葉
を
大
切
な
理
念
と
し
て
掲
げ
た
梅
岩
の
教

え
の
普
遍
性
で
あ
っ
た
。「
正
直
が
行
わ
れ

れ
ば
、
世
間
一
同
に
和
合
し
、
四
海
の
中
皆

兄
弟
の
ご
と
し
」「
ま
こ
と
の
商
人
は
、
先

も
立
ち
、
我
も
立
つ
こ
と
を
思
う
な
り
」
と

い
う
そ
の
教
え
は
、Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
に
お
け
る

社
会
的
責
任
）
の
元
祖
と
も
言
わ
れ
、
渋
沢

栄
一
や
松
下
幸
之
助
も
深
く
影
響
を
受
け
た
。

　
心
学
修
正
舎
の
理
事
長
で
、
㈱
イ
セ
ト
ー

の
会
長
を
務
め
る
小
谷
達
雄
さ
ん
は
、
代
々

心
学
の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
ひ
と
り
だ
。

す
る
ハ
ン
ド
ル
と
ブ
レ
ー
キ
が
い
る
。
そ
れ

が
石
田
梅
岩
の
言
う
学
び
の
力
で
す
。
商
売

と
は
、
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
も
う
１
回
思
い
出
す
こ
と
で
、

資
本
主
義
は
健
全
に
な
る
ん
で
す
」

　
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
商
売
の
在
り
方
が

変
わ
っ
て
い
く
ほ
ど
に
、
梅
岩
の
教
え
は
ま

す
ま
す
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
く
。
そ
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
学
び
舎
か
ら
、
新
時
代
の
リ

ー
ダ
ー
が
生
ま
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
。

会輔での学びの風景。会場には「堪忍」の額が掛かる。講師の長野享司さん。
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特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

心学修正舎の理事長で、
㈱イセトーの会長を務める

小谷達雄さん。

明倫舎の柴田なほ子さん（右）と
心学修正舎の後藤一成さん（左）。
京都市内にある明倫舎の前で。

京
町
家
に
息
づ
く

学
び
の
伝
統

不
況
の
い
ま
こ
そ

梅
岩
の
商
道
徳
を

石
田
梅
岩
の
教
え
は
、
現
代
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
関
西
の
講
舎

│
京
都
の

心
学
修
正
舎
と
大
阪
の
心
学
明
誠
舎

│
の
活
動
を
報
告
し
、時
代
を
超
え
て
人
々
を
魅
了
し
続
け
る
心
学
の「
学
び
」

の
場
を
紹
介
す
る
。

取
材
・
執
筆
／
里
中 

高
志
　
撮
影
／
永
野 

一
晃

心
学
の
い
ま
を
訪
ね
る

事
例
／
今
日
の
活
動
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館
『
人
物
叢
書 

石
田
梅
岩
』
の
著
者
柴
田

実
氏
で
あ
り
、
父
も
祖
父
も
明
倫
舎
で
梅
岩

の
教
え
を
説
い
た
。

「
梅
岩
先
生
の
教
え
は
、
人
間
は
本
来
正
し

く
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
教
え
が

あ
れ
ば
正
し
く
生
き
ら
れ
る
と
い
う
性
善
説

に
立
っ
て
い
ま
す
。
人
と
し
て
い
か
に
生
き

る
か
、
と
い
う
基
本
を
普
遍
化
す
る
こ
と
で
、

商
人
な
ら
商
売
の
道
で
正
し
い
生
き
方
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
身
近
な
話
題
で
、
身
の

回
り
の
物
事
を
ど
う
解
決
す
る
か
を
分
か
り

や
す
く
話
し
た
か
ら
、
多
く
の
人
た
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
」

　
明
倫
舎
で
は
、
石
門
心
学
に
関
す
る
数
々

の
資
料
を
保
管
し
て
お
り
、
会
輔
こ
そ
開
催

は
し
て
い
な
い
が
、
心
学
修
正
舎
な
ど
と
積

極
的
に
交
流
を
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
商
業
の
都
、
大
阪
で
は
、
心
学

明
誠
舎
が
活
動
を
続
け
て
い
る
。
１
７
８
５

（
天
明
５
）
年
に
南
船
場
心
斎
橋
に
創
設
さ

れ
た
心
学
明
誠
舎
は
、
い
ま
も
大
阪
の
経
営

者
た
ち
の
重
要
な
学
び
の
場
だ
。
２
０
１
５

年
11
月
に
開
か
れ
た
「
石
門
心
学
講
演
会
」

で
は
、
作
家
・
玉
岡
か
お
る
さ
ん
に
よ
る
大

阪
商
人
と
明
治
維
新
に
つ
い
て
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。
参
加
者
の
多
く
は
経
営
者
だ
。
関

西
に
か
つ
て
存
在
し
た
商
社
・
鈴
木
商
店
を

テ
ー
マ
に
し
た
著
書
の
あ
る
玉
岡
さ
ん
は
、

石
門
心
学
こ
そ
が
、
大
阪
商
人
の
源
流
だ
と

い
う
。

　
そ
の
集
ま
り
で
は
、
石
門
心
学
に
関
連
す

る
書
籍
を
基
に
話
題
を
提
供
す
る
「
読
書
紹

介
」
も
行
わ
れ
た
。
心
学
明
誠
舎
理
事
の
大

塚
と
お
る融

さ
ん
は
、『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
│
│

「
道
徳
感
情
論
」
と
「
国
富
論
」
の
世
界
』

（
ど
う堂 

め目 

た
く卓 

お生
、
中
公
新
書
）
を
と
り
あ
げ
た
。

実
は
、
石
田
梅
岩
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
生

き
た
時
代
が
近
い
。
梅
岩
の
『
都
鄙
問
答
』

の
発
刊
が
１
７
３
９
年
、『
斉
家
論
』
が
１

７
４
４
年
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
は
１
７
５
９
年
、

『
国
富
論
』
は
１
７
７
６
年
だ
。
主
張
に
類

似
点
も
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
塚
さ
ん

は
、
西
洋
と
東
洋
に
お
い
て
、
と
も
に
資
本

主
義
の
勃
興
期
の
経

済
に
お
け
る
倫
理
の

問
題
を
と
り
あ
げ
た

２
人
の
共
通
点
を
、

「
信
用
」
や
「
自
律
」

と
い
う
言
葉
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
し
て
説
明

し
た
。

　
中
尾
敦
子
さ
ん
は

心
学
明
誠
舎
副
理
事

長
で
あ
る
と
と
も
に
、

石
門
心
学
の
研
究
で

高
名
な
故
・
竹
中
靖

一
氏
（
元
・
心
学
明

誠
舎
理
事
長
）
の
娘

で
も
あ
る
。
中
尾
さ

ん
は
言
う
。

「
商
売
で
は
相
手
が
喜
ぶ
こ
と
を
し
な
さ
い
、

と
い
う
心
学
の
教
え
は
戦
後
の
日
本
の
経
済

発
展
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
梅
岩
が

偉
大
だ
っ
た
の
は
、
身
分
差
が
は
っ
き
り
し

て
い
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
女
性
や
子
ど

も
も
平
等
に
学
び
舎
に
受
け
入
れ
た
こ
と
。

世
の
中
を
よ
く
す
る
に
は
学
び
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
社
会
教
育
に
力
を
注
い
だ
石

門
心
学
の
教
え
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
と
広
ま

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
心
学
明
誠
舎
理
事
の
下
野
讓
さ
ん
も
「
一

生
懸
命
に
や
れ
ば
幸
せ
に
な
れ
る
と
い
う
心

学
の
教
え
の
バ
ト
ン
を
地
道
に
つ
な
い
で
い

き
た
い
」
と
話
す
。

　
ま
た
、
心
学
明
誠
舎
理
事
長
の
堀
井
よ
し良 
た
ね殷

さ
ん
は
石
門
心
学
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て

こ
う
語
る
。

「
石
田
梅
岩
は
、『
先
も
立
ち
、
我
も
立
つ
』

と
い
う
共
生
の
論
理
で
社
会
に
貢
献
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
い
は
成
立
す
る
の
だ
と
分

か
り
や
す
く
説
き
ま
し
た
。
い
ま
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
資
本
主
義
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

欲
望
の
ア
ク
セ
ル
だ
け
を
踏
ん
で
い
た
ら
資

本
主
義
は
危
な
く
な
り
ま
す
。
欲
望
は
発
展

の
原
動
力
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
制
御

で
す
。
い
ま
我
々
が
『
愛
す
る
』
と
い
う
と

男
女
の
恋
愛
を
思
い
出
し
ま
す
が
、
本
来
は

人
を
大
切
に
思
う
と
い
う
意
味
で
す
。『
論

語
』
の
言
葉
は
我
々
の
社
会
の
な
か
に
身
近

に
あ
る
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
で
見
過
ご
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ぜ
ひ
『
論

語
』
を
読
み
込
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
」

　
こ
の「
会
輔
」と
い
う
定
例
講
義
の
名
称
は
、

『
論
語
』
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
輔
く
」
と
い
う
文
句
に
ち
な

ん
で
堵
庵
が
名
付
け
た
。
会
輔
の
題
材
の
ひ

と
つ
と
し
て
『
論
語
』
を
用
い
る
の
も
、
梅

岩
以
来
の
伝
統
だ
。

　
続
い
て
は
、
心
学
修
正
舎
理
事
の
後
藤
一

成
さ
ん
に
よ
る
、「
石
田
梅
岩
の
世
界
観
と

日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
の
講
義
だ
。
そ
こ

「
し子 

の
た
ま
わ

　

曰
　

く
、
君
子
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を

愛
し
、小
人
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
い
易
し
と
」

　
ほ
の
か
な
灯
り
の
も
と
、『
論
語
』
の
素

読
を
唱
和
す
る
声
が
重
な
り
、
昔
な
が
ら
の

町
家
に
響
く
。
こ
こ
は
京
都
の
呉
服
問
屋
街

「
室
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
一
角
に
居
を

構
え
る
吉
田
邸
。
い
ま
こ
こ
で
、
石
田
梅
岩

の
教
え
を
伝
え
る
、
心
学
修
正
舎
の
月
１
回

の
定
例
講
義
「
か
い会 

ほ輔
」
が
開
か
れ
て
い
る
。

参
加
者
は
高
校
生
か
ら
年
配
者
ま
で
多
様
だ
。

　
石
田
梅
岩
│
│
１
６
８
５
（
貞
享
２
）
年
、

現
在
の
亀
岡
の
農
家
に
生
ま
れ
る
。
京
都
の

呉
服
問
屋
で
番
頭
を
務
め
た
彼
は
、
１
７
２

９
（
享
保
14
）
年
、
45
歳
の
と
き
に
初
め
て

京
都
の
町
家
で
講
席
を
開
く
。
老
若
男
女
の

分
け
隔
て
な
く
、
ま
た
無
料
で
講
席
を
開
く

こ
と
は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
梅
岩
の
教
え
は
、
彼
の
死
後
、
弟
子

の
手
島
堵
庵
ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
諸

国
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、手
島
堵
庵
が
１
７
７
３（
安
永
２
）

年
に
五
条
東
洞
院
に
開
講
し
た
「
修
正
舎
」

で
あ
り
、
１
７
８
２
（
天
明
２
）
年
に
河
原

町
三
条
に
開
い
た
「
明
倫
舎
」
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
講
義
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
心
学
修

正
舎
の
理
事
で
あ
り
、『
論
語
』
を
教
え
る

衣
笠
三
省
塾
の
塾
主
で
も
あ
る
長
野
享
司
さ

ん
。

「『
学
べ
ば
人
を
愛
す
る
』
と
は
深
い
言
葉

１
８
５
５
（
安
政
２
）
年
に
小
谷
さ
ん
の
先

祖
が
「
伊
勢
屋
商
店
」
を
創
業
し
た
と
き
、

和
紙
の
卸
・
小
売
と
い
う
業
種
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
れ
が
利
幅
が
少
な
い
た
め
、
熱
心
に

働
か
な
い
と
続
け
て
い
け
な
い
商
い
だ
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
最
先
端
の
情
報
分
野
に
進

出
し
た
い
ま
で
も
、
イ
セ
ト
ー
に
は
そ
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
紙
は
『
み
よ
う冥 

が加
の
い
い
商
売
』（
冥
加
が
よ

い
と
は
、
も
と
も
と
薄
利
な
商
品
は
粗
末
に

取
り
扱
っ
て
は

商
売
に
な
ら
な

い
の
で
、
自
然

と
物
を
た
い
せ

つ
に
す
る
こ
と

を
身
に
つ
け
る

よ
う
に
な
る
、

と
い
う
意
味
）、

つ
ま
り
ご
加
護

の
あ
る
商
売
だ

か
ら
、
と
い
う

理
由
で
初
代
は

商
い
を
始
め
ま

し
た
。
利
幅
の
少
な
い
商
い
で
す
の
で
、
い

ま
だ
に
子
孫
は
苦
労
を
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

で
も
、
も
し
そ
の
と
き
に
も
っ
と
ぼ
ろ
儲
け

で
き
る
業
種
を
選
ん
で
い
た
ら
、
き
っ
と
ど

こ
か
で
倒
産
し
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
い
ま

で
も
我
が
社
に
は
、
無
理
な
利
益
の
出
し
方

に
関
し
て
は
『
そ
れ
は
そ
ぐ
わ
な
い
ん
ち
ゃ

う
』
と
、
歯
止
め
が
か
か
る
社
風
が
あ
る
ん

で
す
。
心
学
は
ま
さ
に
現
実
に
経
営
を
し
て

い
る
人
の
た
め
の
商
道
徳
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
企
業
が
倫
理
道
徳
を
見
失
い
か

け
て
い
る
い
ま
こ
そ
、
ま
た
学
び
直
す
価
値

が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　
心
学
修
正
舎
の
会
輔
で
「
石
田
梅
岩
の
世

界
観
と
日
本
人
の
心
」
に
つ
い
て
語
っ
た
後

藤
一
成
さ
ん
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
の

生
き
方
に
心
学
を
活
か
し
て
き
た
ひ
と
り
だ
。

大
手
電
機
メ
ー
カ
ー
を
定
年
ま
で
勤
め
上
げ

た
経
歴
を
持
つ
後
藤
さ
ん
は
、
自
ら
に
「
さ
ん三

 

ぐ愚
」
と
い
う
号
を
付
け
て
い
る
。

「
酒
は
ダ
メ
、
仕
事
は
遅
い
、
気
も
利
か
ぬ
、

と
い
う
こ
と
で
『
三
愚
』
と
自
分
を
名
付
け

た
私
で
す
が
、『
人
間
は
天
か
ら
正
し
い
も

の
を
授
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
善

な
る
心
に
正
直
に
従
う
の
が
人
の
道
で
あ
り
、

商
売
の
道
だ
』
と
い
う
梅
岩
の
教
え
を
学
ん

だ
こ
と
で
、
営
業
マ
ン
と
し
て
の
道
が
開
け

ま
し
た
。
そ
し
て
『
真
に
良
い
お
客
様
』
は
、

約
束
を
誠
実
に
、
必
死
に
守
ろ
う
と
努
力
す

る
営
業
マ
ン
の
姿
を
真
の『
正
直
、誠
』と
し

て
正
し
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
り
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
ま
っ
た
く
悔
い
の
な

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

　
社
会
の
人
々
の
役
に
立
つ
こ
と
を
通
じ
て

自
分
も
「
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
る
の
が
正

し
い
道
で
あ
る
。
そ
う
説
き
続
け
た
梅
岩
の

商
道
徳
が
、
今
日
で
も
関
西
に
は
息
づ
い
て

い
る
。
京
都
の
商
家
に
い
ま
な
お
「
堪
忍
」

と
い
う
額
が
よ
く
掛
か
っ
て
い
る
の
も
、
そ

の
ひ
と
つ
の
証
な
の
だ
。

　
京
都
に
お
け
る
石
門
心
学
の
学
び
舎
と
し

て
、
心
学
修
正
舎
と
双
璧
を
な
し
て
き
た
の

が
、
明
倫
舎
だ
。
い
ま
そ
の
理
事
長
を
務
め

る
の
は
柴
田
な
ほ
子
さ
ん
。
父
は
吉
川
弘
文

で
解
説
さ
れ
た
の
は
、「
誠
」「
正
直
」「
倹
約
」

と
い
う
、
町
民
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
言

葉
を
大
切
な
理
念
と
し
て
掲
げ
た
梅
岩
の
教

え
の
普
遍
性
で
あ
っ
た
。「
正
直
が
行
わ
れ

れ
ば
、
世
間
一
同
に
和
合
し
、
四
海
の
中
皆

兄
弟
の
ご
と
し
」「
ま
こ
と
の
商
人
は
、
先

も
立
ち
、
我
も
立
つ
こ
と
を
思
う
な
り
」
と

い
う
そ
の
教
え
は
、Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
に
お
け
る

社
会
的
責
任
）
の
元
祖
と
も
言
わ
れ
、
渋
沢

栄
一
や
松
下
幸
之
助
も
深
く
影
響
を
受
け
た
。

　
心
学
修
正
舎
の
理
事
長
で
、
㈱
イ
セ
ト
ー

の
会
長
を
務
め
る
小
谷
達
雄
さ
ん
は
、
代
々

心
学
の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
ひ
と
り
だ
。

す
る
ハ
ン
ド
ル
と
ブ
レ
ー
キ
が
い
る
。
そ
れ

が
石
田
梅
岩
の
言
う
学
び
の
力
で
す
。
商
売

と
は
、
社
会
に
貢
献
す
る
た
め
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
も
う
１
回
思
い
出
す
こ
と
で
、

資
本
主
義
は
健
全
に
な
る
ん
で
す
」

　
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
商
売
の
在
り
方
が

変
わ
っ
て
い
く
ほ
ど
に
、
梅
岩
の
教
え
は
ま

す
ま
す
そ
の
価
値
を
増
し
て
い
く
。
そ
の
教

え
を
受
け
継
ぐ
学
び
舎
か
ら
、
新
時
代
の
リ

ー
ダ
ー
が
生
ま
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
。

心学明誠舎の歴史資料。講演会の風景。玉岡かおるさんを招いての講演会。理事長の堀井良殷さん。 副理事長の中尾敦子さん。理事の下野讓さん。
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「
童
子
教
訓
之
講
釈
」は
、江
戸
時
代
の

学
び
の
場
の
様
子
を
い
ま
に
伝
え
る
。



く
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
引
き
こ
も
る
よ
う
な

お
茶
屋
の
立
地
を
〈
会
館
〉
が
受
け
継
ぐ
の

で
あ
る
。

　
観
光
客
を
は
じ
め
と
す
る
来
街
者
が
目
に

す
る
の
は
表
通
り
で
あ
り
、
多
少
猥
雑
で
あ

っ
た
り
、
い
か
が
わ
し
か
っ
た
り
、
あ
る
い

は
妖
し
さ
を
か
も醸
す
〈
裏
〉
の
空
間
を
体
験
す

る
こ
と
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
通
り
す
が
り
の

来
街
者
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間

性
、
あ
る
い
は
固
有
の
仕
組
み
・
制
度
を
具

備
し
て
い
る
の
が
花
街
や
裏
町
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
隠
喩
的

に
都
市
の
「
奥
ゆ
き
」
と
し
て
見
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
際
、〈
会
館
〉も
ま
た
、隠
喩
以
上
の「
奥

ゆ
き
」
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
の
冒

頭
で
わ
た
し
は
、〈
会
館
〉
を
「
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
」
と
だ

　
ま
ず
、
一
枚
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
（
左
頁
上
）。
阪
急
京
都
線
さ
い西 

い
ん院
駅
の
近

傍
に
立
地
す
る
、
立
ち
呑
み
を
中
心
と
し
た

飲
食
店
の
集
合
建
築
で
あ
る
。
角
地
の
土
地

区
画
に
あ
っ
て
、
角
を
切
っ
た
フ
ァ
サ
ー
ド

の
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
看
板
が
、
ひ

宅
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
低
層
の
木
造
家
屋

（
い
わ
ゆ
る
「
町
家
」）
が
転
用
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
１
階
部
分

に
通
路
を
通
し
、
２
階
へ
は
階
段
を
備
え
付

け
る
こ
と
で
、
商
家
で
あ
っ
た
ひ
と
つ
の
建

物
の
内
部
に
、
複
数
の
店
舗
を
収
容
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
飲

み
屋
が
ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
集
ま
り
、
路
地

裏
や
横
丁
に
も
似
た
独
特
の
建
築
空
間
、
あ

る
い
は
「
飲
み
屋
ア
パ
ー
ト
」
と
で
も
称
す

る
べ
き
建
築
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
。

　
京
都
市
中
京
区
に
あ
る
、
ひ
と
つ
の
〈
会

館
〉
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
（
31
頁
下
）。

フ
ァ
サ
ー
ド
の
２
階
部
分
に
設
置
さ
れ
た
看

板
の
数
か
ら
、
１
階
に
10
店
舗
、
２
階
に
４

店
舗
入
居
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
物
の

両
端
に
茶
色
の
破
線
で
示
し
た
部
分
は
、
上

階
へ
の
階
段
で
あ
る
。
そ
の
内
側
の
実
線
部

分
は
、
中
通
路
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
〈
会
館
〉
も
ま
た
、
町
家
を
転
用
し
た
物

件
で
、
階
段
と
通
路
と
に
よ
っ
て
内
部
空
間

の
分
割
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
〈
会
館
〉
と
は
、
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
冒
頭
で
取

り
上
げ
た
「
折
鶴
会
館
」
は
、〈
会
館
〉
と

し
て
は
京
都
で
唯
一
の
平
屋
建
て
で
あ
り
、

ま
た
著
名
な
「
四
富
会
館
」
も
、
町
家
と
土

蔵
を
複
合
的
に
転
用
し
た
、
他
に
例
の
な
い

規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
例
外
的

な
存
在
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
形
態

と
規
模
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
の
注

　
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
京
都
の
〈
会

館
〉
は
特
徴
的
な
立
地
パ
タ
ー
ン
を
有
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
集
積
地
区―

―

西

木
屋
町
と
《
祇
園
東
》―

―

に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
周
辺
域
を
含
む
繁
華
街
と

花
街
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
交
通
の
結
節

点
で
あ
っ
た
。
同
種
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
や
類

似
す
る
複
数
の
店
舗
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
飲

み
屋
で
あ
る
）
が
ひ
と
つ
の
建
物
に
共
在
す

る
こ
と
か
ら
、
集
客
の
た
め
に
交
通
の
利
便

性
や
歓
楽
街
の
よ
う
な
周
辺
環
境
が
必
要
条

件
と
な
り
、
お
の
ず
と
立
地
を
選
ば
ざ
る
を

得
な
い
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
累
計
で
約
１
５
０

件
、
現
在
で
も
約
60
件
の
〈
会
館
〉
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
な
か
ば
隠
れ

こ
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。〈
会

館
〉
は
、
目
的
を
持
っ
た
来
街
者
か
、
あ
る

い
は
来
店
者
に
し
か
認
識
さ
れ
得
な
い
よ
う

な
立
地
と
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ミ

ク
ロ
地
理
的
に
見
る
な
ら
ば
、（
関
西
の
言

葉
を
用
い
て
言
う
と
）
い
わ
ゆ
る
表
通
り
の

「
通
り
筋
」
で
は
な
く
、
裏
通
り
や
路
地
奥

に
位
置
し
て
い
る
の
だ
。

　
象
徴
的
な
の
は
、〈
会
館
〉
の
発
祥
地
で

あ
る
西
木
屋
町
そ
の
も
の
が
、
空
間
的
に
は

「
裏
町
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
交
通
量

の
多
い
表
通
り
に
は
、
一
般
の
商
店
が
建
ち

並
ぶ
。〈
会
館
〉
へ
行
く
た
め
に
は
、
路
地

を
入
っ
た
そ
の
先
に
、
繁
華
街
の
懐
へ
と
潜

り
込
む
よ
う
に
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。《
祇
園
東
》
の
よ
う
な
花
街
も
ま
た
、

関
連
す
る
営
業
が
表
通
り
で
は
禁
じ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
街
そ
れ
自
体
が
裏
町
と
し
て
つ

け
位
置
づ
け
て
お
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た

建
築
形
態
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
な

空
間
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
る
で
路

地
の
よ
う
な
中
通
路
を
挟
ん
で
、
両
側
の
区

画
に
収
ま
る
狭
小
な
店
舗
。
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
、
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ
が
あ
る
こ

と
も
多
い
。
そ
の
さ
ら
に
奥
に
、
所
有
者
が

暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
店
舗
の
借

主
は
、
文
字
通
り
た
な店 

こ子
な
の
だ
。

　
家
主
と
店
子
、
あ
る
い
は
店
子
同
士
の
間

に
は
、
中
通
路
の
開
閉
の
時
間
、
通
路
に
看

板
を
出
さ
な
い
、
音
を
出
さ
な
い
、
閉
店
時

間
な
ど
な
ど
、
明
文
化
さ
れ
な
い
取
り
決
め

（
あ
る
い
は
暗
黙
裡
の
了
解
）
が
あ
っ
て
遵

守
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
京
都
固
有
の
路

地
（
裏
長
屋
）
と
い
う
現
実
空
間
の
よ
う
で

あ
り
、
ま
た
宇
野
浩
二
や
織
田
作
之
助
の
路

地
文
学
に
描
か
れ
た
生
活
世
界
を
模
倣
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
路
地
と
〈
会
館
〉
の
社
会
・
空
間
的
な
類

縁
性
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
京
都
に
〈
会
館
〉

が
多
い
の
か
、
と
い
う
理
由
と
も
関
わ
っ
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
戦
災
が
小
さ
か
っ
た

京
都
で
は
、
低
層
木
造
建
築
の
町
家
が
大
規

模
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
。
戦
後
、
強
制
的
な

建
物
疎
開
の
跡
地
を
除
く
と
、
既
成
市
街
地

に
お
け
る
大
が
か
り
な
（
再
）
開
発
事
業
は

実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
近
代
的
な
都
市
の
空

間
構
造
が
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

復
興
期
・
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
空
間
需
要

が
高
ま
る
な
か
で
生
ま
れ
た
の
は
、
既
存
の

空
間
を
細
分
化
し
て
利
用
す
る
と
い
う
発
想

で
あ
っ
た
。
通
常
、
空
間
需
要
に
対
応
す
る

た
め
に
は
、
土
地
利
用
の
高
度
化
（
建
物
の

立
体
化
）
を
進
め
る
か
、
土
地
利
用
を
外
延

的
に
拡
大
す
る
ほ
か
は
な
い
。
事
実
、
他
の

大
都
市
は
一
様
に
そ
の
方
向
性
を
取
っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、「
古
都
の
呪
縛
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
町
家
を
壊
す

こ
と
な
く
細
分
化
し
て
空
間
需
要
に
応
じ
て

き
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
発
想
の
転
換
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
空
間
発
明
と

呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
こ
に
は
、「
ど

う
な
ぶ
っ
て
も
（
ど
の
よ
う
に
手
を
加
え
て

も
）
構
わ
な
い
」
と
い
う
町
家
所
有
者
の
意

識
や
現
実
の
路
地
空
間
の
あ
り
よ
う
の
み
な

ら
ず
、
た
と
え
ば
借
家
・
間
貸
し
と
い
っ
た

文
化
制
度
、
あ
る
い
は
脱
花
街
化
す
る
遊
興

の
志
向
性
な
ど
も
織
り
合
わ
さ
れ
て
影
響
を

及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。

〈
会
館
〉
と
い
う
京
都
固
有
の
建
築
に
具
現

目
度
も
高
い
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、飲
み
屋
の
集
合
建
築
と
し
て
の〈
会

館
〉
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
成
立
し
た
の
だ
ろ

う
か
？
　
詳
細
は
省
く
が
、
京
都
で
は
最
初

と
な
る
昭
和
31
（
１
９
５
６
）年
発
行
の『
住

宅
地
図
』
を
中
心
に
、
諸
種
の
資
料
・
地
図

類
を
検
討
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
１
９

５
５
年
を
前
後
す
る
１
、
２
年
の
あ
い
だ
に
、

「
に
し西 

き木 

や屋 

ま
ち町

」
と
通
称
さ
れ
る
街
区
に
発
生

し
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。西
木
屋
町
と
は
、

南
北
を
四
条
通
と
三
条
通
に
、
東
西
を
高
瀬

川
と
河
原
町
通
と
に
囲
ま
れ
た
、
い
ま
も
変

わ
ら
ぬ
夜
の
街
だ
。

　
各
年
版
の
『
住
宅
地
図
』
に
も
と
づ
い
て
、

〈
会
館
〉
の
立
地
件
数
を
５
年
ご
と
に
集
計

し
て
み
た
（Chart 1

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、

期
間
別
の
最
多
は
１
９
６
１
〜
１
９
６
５
年

期
の
41
件
、
次
い
で
１
９
８
１
〜
１
９
８
５

年
期
の
23
件
、
１
９
７
６
〜
１
９
８
０
年
期

の
21
件
、
１
９
７
１
〜
１
９
７
５
年
期
の
20

件
と
続
く
。

　
昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
ま
で
は
、
各
期

平
均
約
23
件
の
〈
会
館
〉
が
誕
生
し
、
一
貫

し
て
累
積
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
経
済
を
境
に
潮
目
が
大
き

く
変
わ
り
、
成
立
数
は
激
減
、
既
存
の
ス
ト

ッ
ク
も
取
り
壊
し
が
進
ん
で
、〈
会
館
〉
は

減
少
へ
と
転
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
結
果
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
戦
後
京
都
に

登
場
し
た
〈
会
館
〉
は
総
計
で
１
４
８
件
で

あ
る
。
１
５
０
件
近
く
の
〈
会
館
〉
が
成
立

し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
が
市
街
地
に
ま
ん

べ
ん
な
く
立
地
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
立
地
し
た
の

か
？

〈
会
館
〉
の
分
布
を
整
理
し
た
の
がChart 

2

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
四
条
河
原
町

の
交
差
点
を
中
心
と
し
た
商
業
地
区
（
と
り

わ
け
東
部
）
と
、
歓
楽
街
で
あ
る
西
木
屋
町
、

そ
し
て
西
木
屋
町
に
連
接
し
た
花
街
の
《
ぽ
ん先

 

と斗 

ち
よ
う町
》、
八
坂
神
社
の
近
傍
に
あ
っ
て
同
じ

く
花
街
の
《
祇
園
東
》
界
隈
に
顕
著
な
集
積

が
み
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
市
街
地
東

部
で
も
、
こ
れ
ら
繁
華
街
の
南
側
（
具
体
的

に
は
五
条
通
以
南
）
と
北
側
（
具
体
的
に
は

御
池
通
以
北
）
に
は
、
ま
っ
た
く
立
地
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
旧
来
の
繁
華
街
と
そ
の

周
辺
に
集
中
し
た
こ
と
に
な
る
。〈
会
館
〉

は
立
地
を
選
ぶ
の
だ
。

　
市
街
地
の
西
部
に
目
を
向
け
る
と
、
西
大

路
通
を
軸
線
と
し
て
北
は
金
閣
寺
付
近
、
南

は
八
条
付
近
ま
で
分
散
的
に
立
地
し
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
複
数
の
〈
会
館
〉
が
集
ま

っ
て
い
る
の
は
、「
折
鶴
会
館
」
の
位
置
す

と
き
わ
目
を
引
い
て
い
る―

そ
の
名
も

「
折
鶴
会
館
」。
内
部
は
２
本
の
通
路
を
挟
ん

で
店
舗
が
並
び
、
最
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ

が
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
、
ま
る
で
闇
市
を

起
源
と
す
る
飲
み
屋
街
の
よ
う
だ
。

　
近
年
、
酒
場
を
特
集
す
る
関
西
の
ロ
ー
カ

ル
誌
で
は
、「
折
鶴
会
館
」
を
は
じ
め
、「
新

宿
会
館
」
や
「
よ
ん四 

と
み富
会
館
」
と
い
っ
た
、「
〜

会
館
」
と
名
の
つ
く
同
種
の
集
合
建
築
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
、
そ
れ
ら
の
店

舗
で
若
い
女
性
が
独
り
呑
む
姿
も
珍
し
い
光

景
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

〈
会
館
〉
と
称
す
る
飲
み
屋
の
集
合
建
築
は
、

２
０
１
５
年
11
月
末
現
在
、
京
都
の
中
心
市

街
地
だ
け
で
も
60
件
を
超
え
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
ご
く
一
部
の

〈
会
館
〉
を
除
く
と
、
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、

地
元
の
人
の
目
に
入
る
こ
と
も
少
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
会
館
〉
と
い
う
建
築

と
そ
の
呼
称
は
、
京
都
に
固
有
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
（
大
津
市
・
大
阪
市
・
神

戸
市
な
ど
に
も
分
布
し
て
い
る
）、
か
と
い

っ
て
一
般
に
馴
染
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

〈
会
館
〉
の
よ
う
に
特
定
の
機
能
の
集
積
す

る
建
築
空
間
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
集
合
住
宅
、
あ
る
い
は
ス

ナ
ッ
ク
や
ク
ラ
ブ
の
入
居
す
る
雑
居
ビ
ル
な

ど
が
想
起
さ
れ
る
。こ
の
と
き
、京
都
の〈
会

館
〉
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
例
外
は
少

な
か
ら
ず
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
は
商
家
や
住

い
は
「
こ
の
あ
た
り
も
バ
ー
や
ナ
イ
ト
ク
ラ

ブ
が
進
出
し
、
お
茶
屋
街
ム
ー
ド
も
年
々
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６

４
年
版
』
１
８
０
頁
）
と
懸
念
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
歴
史
的
な
花
街
は
、

バ
ー
や
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
飲
食
系
風
俗
営
業

店
を
主
体
と
す
る
歓
楽
街
へ
と
変
貌
し
つ
つ

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
語
り
が
あ
ら
わ
れ
る
時
期
に
撮

影
さ
れ
た
、《
先
斗
町
》
の
街
景
写
真
を
参
照

し
て
み
よ
う
（
34
頁
）。
中
央
部
の
張
り
出

し
看
板
を
拡
大
し
て
み
る
と
、
手
前
の
「
グ

リ
ル
開
陽
亭
」
と
「
水
だ
き 

一
粒
庵
」
の
向

こ
う
側
に
、「CLU

B

園
」や「
バ
ー（BA

R

）」

と
書
か
れ
た
小
型
の
看
板
数
枚
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
看
板
に
あ
る
飲
食
店

が
入
居
し
て
い
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
元

お
茶
屋
を
改
造
し
た
「
鴨
川
会
館
」
な
ら
び

に
「
先
斗
町
会
館
」
で
あ
っ
た
。《
先
斗
町
》

に
は
、
隣
接
す
る
西
木
屋
町
の
影
響
を
受
け

て
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
ご
ろ
か
ら
〈
会

館
〉が
登
場
し
、累
計
で
11
件
立
地
し
て
い
る
。

《
先
斗
町
》
以
上
に
歓
楽
街
化
し
た
の
が
、

同
じ
花
街
の
《
祇
園
東
》
で
あ
る
。「
会
館

式
の
ク
ラ
ブ
や
バ
ー
が
激
増
し
、
他
の
花
街

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
町
に
変
わ
っ
て
」
し

ま
い
、「
歓
楽
街
と
し
て
の
様
相
が
濃
く
」

な
っ
た
の
だ
っ
た
（『
京
都
年
鑑 

１
９
７
２

年
版
』
１
７
５
頁
）。《
祇
園
東
》
に
立
地
し

た
〈
会
館
〉
は
18
件
、
そ
の
う
ち
実
に
11
件

の
従
前
の
用
途
が
お
茶
屋
で
あ
っ
た
。

る
西
院
付
近
だ
け
で
あ
っ
た
。
市
街
地
中
部

（
具
体
的
に
は
堀
川
通
）
に
つ
い
て
も
、
北

は
北
大
路
通
か
ら
南
は
七
条
通
ま
で
分
散
し

て
お
り
、
同
じ
く
複
数
の
〈
会
館
〉
が
立
地

し
た
の
は
四
条
大
宮
付
近
だ
け
で
あ
る
。
西

院
も
四
条
大
宮
も
、
阪
急
京
都
線
の
駅
を
中

心
に
し
た
交
通
の
結
節
点
で
あ
る
。

　
集
合
建
築
と
し
て
の
〈
会
館
〉
は
、
最
初

期
に
は
発
祥
の
地
で
あ
る
西
木
屋
町
と
そ
の

周
辺
で
集
積
が
進
ん
だ
（
全
期
間
を
通
じ
て

34
件
立
地
）。そ
の
後
、近
接
す
る
花
街
の《
先

斗
町
》
へ
と
波
及
し
つ
つ
、
最
盛
期
の
後
半

に
は
《
祇
園
東
》
周
辺
へ
と
集
積
ス
ポ
ッ
ト

を
移
し
、
あ
わ
せ
て
繁
華
街
の
周
辺
や
交
通

の
結
節
点
に
も
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。

　
１
９
６
０
年
代
の
す
ぐ
れ
た
文
学
的
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
京
都
味
覚
散
歩
』（
白

川
書
院
、
１
９
６
３
年
）
の
な
か
で
、
著
者

の
う
す臼 

い井 

き喜 

の之 

す
け介
は
、「
近
ご
ろ
は
、
祇
園
で

も
先
斗
町
で
も
お
茶
屋
や
芸
者
の
数
は
盛
時

の
半
分
に
近
く
な
り
、
斜
陽
の
感
が
深
い
」、

あ
る
い
は
「
祇
園
や
先
斗
町
な
ど
の
色
町
は
、

昔
に
比
べ
て
半
分
ぐ
ら
い
に
数
が
減
っ
た
が
、

反
対
に
キ
ャ
バ
レ
ー
や
バ
ー
は
な
か
な
か
数

が
ふ
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
臼
井
が
名
指
し
し
た
《
先
斗
町
》
に
つ
い

て
は
、「
こ
の
通
り
も
近
代
化
の
波
に
お
さ

れ
バ
ー
の
ネ
オ
ン
が
ふ
え
た
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６
３
年
版
』
１
６
３
頁
）
と
か
、
あ
る

し
た
空
間
的
想
像
力
は
、
バ
ブ
ル
経
済
を
契

機
と
し
て
急
速
に
し
ぼ萎
ん
で
ゆ
く
。
バ
ブ
ル
期

の
終
末
、
作
家
の
邦
光
史
郎
は
、「
現
在
京

都
は
古
い
町
家
を
こ
わ
し
て
ペ
ン
シ
ル
ビ
ル

や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
る
、
ま
る
で
嵐
の
よ

う
な
古
都
こ
わ
し
の
渦
中
に
あ
る
」
と
述
べ
、

「
べ
ん紅 

が
ら殻 

ご
う格 

し子
に
飾
ら
れ
た
京
の
町
家
と
い
ら
か甍
の

波
と
い
っ
た
京
都
の
景
観
は
、
今
後
数
年
足

ら
ず
で
、
貧
弱
き
わ
ま
り
な
い
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
な
る
だ
ろ
う
」（「
古
都

喪
失
」『
日
本
経
済
新
聞
』
１
９
９
０
年
４

月
12
日
夕
刊
）
と
予
測
し
て
み
せ
た
。
前
述

のChart 1

に
示
さ
れ
た
す
う趨 

せ
い勢
変
化
が
、
邦

光
の
観
察
し
た
「
京
都
こ
わ
し
」
の
一
面
を

捉
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ク
ラ
ッ
プ

＆
ビ
ル
ド
に
よ
ら
な
い
空
間
用
途
の
変
更
、

あ
る
い
は
空
間
の
細
分
化
と
い
う
発
想
に
示

さ
れ
た
別
様
の
活
用
方
途
を
、
い
ま
あ
ら
た

め
て
評
価
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
堅
い
文
章
で
論
じ
て

し
ま
う
と
、〈
会
館
〉
の
面
白
さ
を
伝
え
る

ど
こ
ろ
か
、
興
味
を
失
せ
さ
せ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
。
最
後
に
ひ

と
つ
だ
け
、〈
会
館
〉
の
不
思
議
に
触
れ
る

こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
会
館
〉
を
観
察
し
て
い
る
と
、
１
階
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
に
位
置
す
る
路
面
店
に
は
、
焼

鳥
屋
や
ラ
ー
メ
ン
店
の
よ
う
に
、
比
較
的
入

り
や
す
い
飲
食
店
が
入
居
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
し
て
狭
く
暗
い
通
路
の
奥
、
あ

る
い
は
こ
れ
ま
た
暗
い
階
段
の
上
に
あ
る
の

は
、
会
員
制
の
ス
ナ
ッ
ク
な
ど
、
い
ち一 

げ
ん見
で
は

と
う
て
い
馴
染
む
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
も
な

い
店
ば
か
り
な
の
だ
。

　
す
る
と
、〈
会
館
〉
は
都
市
の
無
意
識
を

映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
く
は
な

い
。
表
通
り
か
ら
抜
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
さ

え
わ
か
ら
な
い
路
地
へ
入
る
た
め
ら

躊
躇
い
を
、〈
会

館
〉
の
入
り
口
で

﹅感 

﹅覚
す
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。〈
会
館
〉
は
、
歓
楽
街
の
縮
図
で
も

あ
る
よ
う
だ
。

　
裏
町
に
立
地
す
る
謎
め
い
た
集
合
建
築

〈
会
館
〉―

―

こ
の
空
間
に
都
市
の
無
意
識

を
読
み
、
都
市
の
智
恵
を
学
ぶ
こ
と
も
、
あ

な
が
ち
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

だみたとえばオフィスビルや
集合住宅、あるいはスナックやクラブの入居する

雑居ビルなどが想起される。

〈会館〉の構造。町家に通路や階段を設置することで、
複数店舗の収容が可能になる。

１Ｆは10店舗、２Ｆは４店舗入居できる。

京都市西院にある「折鶴会館」。
複数の飲食店が入居する、

〈会館〉と呼ばれる集合建築の典型例だ。
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集
合
建
築

と
し
て
の〈
会
館
〉

2F1F

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
5路

地

に
学
ぶ

加
藤 

政
洋

京
都
の
集
合
建
築
に
学
ぶ
都
市
の
奥
ゆ
き

Kato M
asahiro

近
年
、
高
層
ビ
ル
の
建
設
を
中
心
に
据
え
た
再
開
発
が
大
都
市
圏
で
相
次
ぎ
、

街
の
風
景
は
急
速
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

生
活
の
利
便
性
は
高
ま
る
一
方
で
、
都
市
空
間
の
均
一
化
が
進
み
、

街
の
表
情
は
乏
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
都
の
繁
華
街
に
存
在
す
る
集
合
建
築
で
あ
る
〈
会
館
〉
か
ら
、

現
在
の
街
づ
く
り
が
学
ぶ
べ
き
空
間
の
奥
ゆ
き
を
考
察
す
る
。

Sp
ecial  Feature  The  Pow

er  of  Traditional  Life  Part  5

〈
会
館
〉
と
い
う
迷
宮

中通路 階段

1F 2F
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Sp
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nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

く
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
引
き
こ
も
る
よ
う
な

お
茶
屋
の
立
地
を
〈
会
館
〉
が
受
け
継
ぐ
の

で
あ
る
。

　
観
光
客
を
は
じ
め
と
す
る
来
街
者
が
目
に

す
る
の
は
表
通
り
で
あ
り
、
多
少
猥
雑
で
あ

っ
た
り
、
い
か
が
わ
し
か
っ
た
り
、
あ
る
い

は
妖
し
さ
を
か
も醸

す
〈
裏
〉
の
空
間
を
体
験
す

る
こ
と
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
通
り
す
が
り
の

来
街
者
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間

性
、
あ
る
い
は
固
有
の
仕
組
み
・
制
度
を
具

備
し
て
い
る
の
が
花
街
や
裏
町
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
隠
喩
的

に
都
市
の
「
奥
ゆ
き
」
と
し
て
見
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
際
、〈
会
館
〉も
ま
た
、隠
喩
以
上
の「
奥

ゆ
き
」
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
の
冒

頭
で
わ
た
し
は
、〈
会
館
〉
を
「
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
」
と
だ

　
ま
ず
、
一
枚
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
（
左
頁
上
）。
阪
急
京
都
線
さ
い西 

い
ん院
駅
の
近

傍
に
立
地
す
る
、
立
ち
呑
み
を
中
心
と
し
た

飲
食
店
の
集
合
建
築
で
あ
る
。
角
地
の
土
地

区
画
に
あ
っ
て
、
角
を
切
っ
た
フ
ァ
サ
ー
ド

の
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
看
板
が
、
ひ

宅
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
低
層
の
木
造
家
屋

（
い
わ
ゆ
る
「
町
家
」）
が
転
用
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
１
階
部
分

に
通
路
を
通
し
、
２
階
へ
は
階
段
を
備
え
付

け
る
こ
と
で
、
商
家
で
あ
っ
た
ひ
と
つ
の
建

物
の
内
部
に
、
複
数
の
店
舗
を
収
容
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
飲

み
屋
が
ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
集
ま
り
、
路
地

裏
や
横
丁
に
も
似
た
独
特
の
建
築
空
間
、
あ

る
い
は
「
飲
み
屋
ア
パ
ー
ト
」
と
で
も
称
す

る
べ
き
建
築
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
。

　
京
都
市
中
京
区
に
あ
る
、
ひ
と
つ
の
〈
会

館
〉
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
（
31
頁
下
）。

フ
ァ
サ
ー
ド
の
２
階
部
分
に
設
置
さ
れ
た
看

板
の
数
か
ら
、
１
階
に
10
店
舗
、
２
階
に
４

店
舗
入
居
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
物
の

両
端
に
茶
色
の
破
線
で
示
し
た
部
分
は
、
上

階
へ
の
階
段
で
あ
る
。
そ
の
内
側
の
実
線
部

分
は
、
中
通
路
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
〈
会
館
〉
も
ま
た
、
町
家
を
転
用
し
た
物

件
で
、
階
段
と
通
路
と
に
よ
っ
て
内
部
空
間

の
分
割
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
〈
会
館
〉
と
は
、
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
冒
頭
で
取

り
上
げ
た
「
折
鶴
会
館
」
は
、〈
会
館
〉
と

し
て
は
京
都
で
唯
一
の
平
屋
建
て
で
あ
り
、

ま
た
著
名
な
「
四
富
会
館
」
も
、
町
家
と
土

蔵
を
複
合
的
に
転
用
し
た
、
他
に
例
の
な
い

規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
例
外
的

な
存
在
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
形
態

と
規
模
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
の
注

　
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
京
都
の
〈
会

館
〉
は
特
徴
的
な
立
地
パ
タ
ー
ン
を
有
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
集
積
地
区―

―

西

木
屋
町
と
《
祇
園
東
》―

―

に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
周
辺
域
を
含
む
繁
華
街
と

花
街
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
交
通
の
結
節

点
で
あ
っ
た
。
同
種
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
や
類

似
す
る
複
数
の
店
舗
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
飲

み
屋
で
あ
る
）
が
ひ
と
つ
の
建
物
に
共
在
す

る
こ
と
か
ら
、
集
客
の
た
め
に
交
通
の
利
便

性
や
歓
楽
街
の
よ
う
な
周
辺
環
境
が
必
要
条

件
と
な
り
、
お
の
ず
と
立
地
を
選
ば
ざ
る
を

得
な
い
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
累
計
で
約
１
５
０

件
、
現
在
で
も
約
60
件
の
〈
会
館
〉
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
な
か
ば
隠
れ

こ
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。〈
会

館
〉
は
、
目
的
を
持
っ
た
来
街
者
か
、
あ
る

い
は
来
店
者
に
し
か
認
識
さ
れ
得
な
い
よ
う

な
立
地
と
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ミ

ク
ロ
地
理
的
に
見
る
な
ら
ば
、（
関
西
の
言

葉
を
用
い
て
言
う
と
）
い
わ
ゆ
る
表
通
り
の

「
通
り
筋
」
で
は
な
く
、
裏
通
り
や
路
地
奥

に
位
置
し
て
い
る
の
だ
。

　
象
徴
的
な
の
は
、〈
会
館
〉
の
発
祥
地
で

あ
る
西
木
屋
町
そ
の
も
の
が
、
空
間
的
に
は

「
裏
町
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
交
通
量

の
多
い
表
通
り
に
は
、
一
般
の
商
店
が
建
ち

並
ぶ
。〈
会
館
〉
へ
行
く
た
め
に
は
、
路
地

を
入
っ
た
そ
の
先
に
、
繁
華
街
の
懐
へ
と
潜

り
込
む
よ
う
に
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。《
祇
園
東
》
の
よ
う
な
花
街
も
ま
た
、

関
連
す
る
営
業
が
表
通
り
で
は
禁
じ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
街
そ
れ
自
体
が
裏
町
と
し
て
つ

け
位
置
づ
け
て
お
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た

建
築
形
態
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
な

空
間
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
る
で
路

地
の
よ
う
な
中
通
路
を
挟
ん
で
、
両
側
の
区

画
に
収
ま
る
狭
小
な
店
舗
。
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
、
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ
が
あ
る
こ

と
も
多
い
。
そ
の
さ
ら
に
奥
に
、
所
有
者
が

暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
店
舗
の
借

主
は
、
文
字
通
り
た
な店 

こ子
な
の
だ
。

　
家
主
と
店
子
、
あ
る
い
は
店
子
同
士
の
間

に
は
、
中
通
路
の
開
閉
の
時
間
、
通
路
に
看

板
を
出
さ
な
い
、
音
を
出
さ
な
い
、
閉
店
時

間
な
ど
な
ど
、
明
文
化
さ
れ
な
い
取
り
決
め

（
あ
る
い
は
暗
黙
裡
の
了
解
）
が
あ
っ
て
遵

守
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
京
都
固
有
の
路

地
（
裏
長
屋
）
と
い
う
現
実
空
間
の
よ
う
で

あ
り
、
ま
た
宇
野
浩
二
や
織
田
作
之
助
の
路

地
文
学
に
描
か
れ
た
生
活
世
界
を
模
倣
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
路
地
と
〈
会
館
〉
の
社
会
・
空
間
的
な
類

縁
性
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
京
都
に
〈
会
館
〉

が
多
い
の
か
、
と
い
う
理
由
と
も
関
わ
っ
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
戦
災
が
小
さ
か
っ
た

京
都
で
は
、
低
層
木
造
建
築
の
町
家
が
大
規

模
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
。
戦
後
、
強
制
的
な

建
物
疎
開
の
跡
地
を
除
く
と
、
既
成
市
街
地

に
お
け
る
大
が
か
り
な
（
再
）
開
発
事
業
は

実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
近
代
的
な
都
市
の
空

間
構
造
が
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

復
興
期
・
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
空
間
需
要

が
高
ま
る
な
か
で
生
ま
れ
た
の
は
、
既
存
の

空
間
を
細
分
化
し
て
利
用
す
る
と
い
う
発
想

で
あ
っ
た
。
通
常
、
空
間
需
要
に
対
応
す
る

た
め
に
は
、
土
地
利
用
の
高
度
化
（
建
物
の

立
体
化
）
を
進
め
る
か
、
土
地
利
用
を
外
延

的
に
拡
大
す
る
ほ
か
は
な
い
。
事
実
、
他
の

大
都
市
は
一
様
に
そ
の
方
向
性
を
取
っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、「
古
都
の
呪
縛
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
町
家
を
壊
す

こ
と
な
く
細
分
化
し
て
空
間
需
要
に
応
じ
て

き
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
発
想
の
転
換
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
空
間
発
明
と

呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
こ
に
は
、「
ど

う
な
ぶ
っ
て
も
（
ど
の
よ
う
に
手
を
加
え
て

も
）
構
わ
な
い
」
と
い
う
町
家
所
有
者
の
意

識
や
現
実
の
路
地
空
間
の
あ
り
よ
う
の
み
な

ら
ず
、
た
と
え
ば
借
家
・
間
貸
し
と
い
っ
た

文
化
制
度
、
あ
る
い
は
脱
花
街
化
す
る
遊
興

の
志
向
性
な
ど
も
織
り
合
わ
さ
れ
て
影
響
を

及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。

〈
会
館
〉
と
い
う
京
都
固
有
の
建
築
に
具
現

目
度
も
高
い
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、飲
み
屋
の
集
合
建
築
と
し
て
の〈
会

館
〉
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
成
立
し
た
の
だ
ろ

う
か
？
　
詳
細
は
省
く
が
、
京
都
で
は
最
初

と
な
る
昭
和
31
（
１
９
５
６
）年
発
行
の『
住

宅
地
図
』
を
中
心
に
、
諸
種
の
資
料
・
地
図

類
を
検
討
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
１
９

５
５
年
を
前
後
す
る
１
、
２
年
の
あ
い
だ
に
、

「
に
し西 

き木 

や屋 

ま
ち町

」
と
通
称
さ
れ
る
街
区
に
発
生

し
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。西
木
屋
町
と
は
、

南
北
を
四
条
通
と
三
条
通
に
、
東
西
を
高
瀬

川
と
河
原
町
通
と
に
囲
ま
れ
た
、
い
ま
も
変

わ
ら
ぬ
夜
の
街
だ
。

　
各
年
版
の
『
住
宅
地
図
』
に
も
と
づ
い
て
、

〈
会
館
〉
の
立
地
件
数
を
５
年
ご
と
に
集
計

し
て
み
た
（Chart 1

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、

期
間
別
の
最
多
は
１
９
６
１
〜
１
９
６
５
年

期
の
41
件
、
次
い
で
１
９
８
１
〜
１
９
８
５

年
期
の
23
件
、
１
９
７
６
〜
１
９
８
０
年
期

の
21
件
、
１
９
７
１
〜
１
９
７
５
年
期
の
20

件
と
続
く
。

　
昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
ま
で
は
、
各
期

平
均
約
23
件
の
〈
会
館
〉
が
誕
生
し
、
一
貫

し
て
累
積
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
経
済
を
境
に
潮
目
が
大
き

く
変
わ
り
、
成
立
数
は
激
減
、
既
存
の
ス
ト

ッ
ク
も
取
り
壊
し
が
進
ん
で
、〈
会
館
〉
は

減
少
へ
と
転
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
結
果
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
戦
後
京
都
に

登
場
し
た
〈
会
館
〉
は
総
計
で
１
４
８
件
で

あ
る
。
１
５
０
件
近
く
の
〈
会
館
〉
が
成
立

し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
が
市
街
地
に
ま
ん

べ
ん
な
く
立
地
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
立
地
し
た
の

か
？

〈
会
館
〉
の
分
布
を
整
理
し
た
の
がChart 

2

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
四
条
河
原
町

の
交
差
点
を
中
心
と
し
た
商
業
地
区
（
と
り

わ
け
東
部
）
と
、
歓
楽
街
で
あ
る
西
木
屋
町
、

そ
し
て
西
木
屋
町
に
連
接
し
た
花
街
の
《
ぽ
ん先

 

と斗 

ち
よ
う町
》、
八
坂
神
社
の
近
傍
に
あ
っ
て
同
じ

く
花
街
の
《
祇
園
東
》
界
隈
に
顕
著
な
集
積

が
み
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
市
街
地
東

部
で
も
、
こ
れ
ら
繁
華
街
の
南
側
（
具
体
的

に
は
五
条
通
以
南
）
と
北
側
（
具
体
的
に
は

御
池
通
以
北
）
に
は
、
ま
っ
た
く
立
地
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
旧
来
の
繁
華
街
と
そ
の

周
辺
に
集
中
し
た
こ
と
に
な
る
。〈
会
館
〉

は
立
地
を
選
ぶ
の
だ
。

　
市
街
地
の
西
部
に
目
を
向
け
る
と
、
西
大

路
通
を
軸
線
と
し
て
北
は
金
閣
寺
付
近
、
南

は
八
条
付
近
ま
で
分
散
的
に
立
地
し
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
複
数
の
〈
会
館
〉
が
集
ま

っ
て
い
る
の
は
、「
折
鶴
会
館
」
の
位
置
す

と
き
わ
目
を
引
い
て
い
る―

そ
の
名
も

「
折
鶴
会
館
」。
内
部
は
２
本
の
通
路
を
挟
ん

で
店
舗
が
並
び
、
最
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ

が
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
、
ま
る
で
闇
市
を

起
源
と
す
る
飲
み
屋
街
の
よ
う
だ
。

　
近
年
、
酒
場
を
特
集
す
る
関
西
の
ロ
ー
カ

ル
誌
で
は
、「
折
鶴
会
館
」
を
は
じ
め
、「
新

宿
会
館
」
や
「
よ
ん四 

と
み富
会
館
」
と
い
っ
た
、「
〜

会
館
」
と
名
の
つ
く
同
種
の
集
合
建
築
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
、
そ
れ
ら
の
店

舗
で
若
い
女
性
が
独
り
呑
む
姿
も
珍
し
い
光

景
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

〈
会
館
〉
と
称
す
る
飲
み
屋
の
集
合
建
築
は
、

２
０
１
５
年
11
月
末
現
在
、
京
都
の
中
心
市

街
地
だ
け
で
も
60
件
を
超
え
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
ご
く
一
部
の

〈
会
館
〉
を
除
く
と
、
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、

地
元
の
人
の
目
に
入
る
こ
と
も
少
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
会
館
〉
と
い
う
建
築

と
そ
の
呼
称
は
、
京
都
に
固
有
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
（
大
津
市
・
大
阪
市
・
神

戸
市
な
ど
に
も
分
布
し
て
い
る
）、
か
と
い

っ
て
一
般
に
馴
染
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

〈
会
館
〉
の
よ
う
に
特
定
の
機
能
の
集
積
す

る
建
築
空
間
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
集
合
住
宅
、
あ
る
い
は
ス

ナ
ッ
ク
や
ク
ラ
ブ
の
入
居
す
る
雑
居
ビ
ル
な

ど
が
想
起
さ
れ
る
。こ
の
と
き
、京
都
の〈
会

館
〉
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
例
外
は
少

な
か
ら
ず
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
は
商
家
や
住

い
は
「
こ
の
あ
た
り
も
バ
ー
や
ナ
イ
ト
ク
ラ

ブ
が
進
出
し
、
お
茶
屋
街
ム
ー
ド
も
年
々
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６

４
年
版
』
１
８
０
頁
）
と
懸
念
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
歴
史
的
な
花
街
は
、

バ
ー
や
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
飲
食
系
風
俗
営
業

店
を
主
体
と
す
る
歓
楽
街
へ
と
変
貌
し
つ
つ

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
語
り
が
あ
ら
わ
れ
る
時
期
に
撮

影
さ
れ
た
、《
先
斗
町
》
の
街
景
写
真
を
参
照

し
て
み
よ
う
（
34
頁
）。
中
央
部
の
張
り
出

し
看
板
を
拡
大
し
て
み
る
と
、
手
前
の
「
グ

リ
ル
開
陽
亭
」
と
「
水
だ
き 

一
粒
庵
」
の
向

こ
う
側
に
、「CLU

B

園
」や「
バ
ー（BA

R

）」

と
書
か
れ
た
小
型
の
看
板
数
枚
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
看
板
に
あ
る
飲
食
店

が
入
居
し
て
い
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
元

お
茶
屋
を
改
造
し
た
「
鴨
川
会
館
」
な
ら
び

に
「
先
斗
町
会
館
」
で
あ
っ
た
。《
先
斗
町
》

に
は
、
隣
接
す
る
西
木
屋
町
の
影
響
を
受
け

て
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
ご
ろ
か
ら
〈
会

館
〉が
登
場
し
、累
計
で
11
件
立
地
し
て
い
る
。

《
先
斗
町
》
以
上
に
歓
楽
街
化
し
た
の
が
、

同
じ
花
街
の
《
祇
園
東
》
で
あ
る
。「
会
館

式
の
ク
ラ
ブ
や
バ
ー
が
激
増
し
、
他
の
花
街

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
町
に
変
わ
っ
て
」
し

ま
い
、「
歓
楽
街
と
し
て
の
様
相
が
濃
く
」

な
っ
た
の
だ
っ
た
（『
京
都
年
鑑 
１
９
７
２

年
版
』
１
７
５
頁
）。《
祇
園
東
》
に
立
地
し

た
〈
会
館
〉
は
18
件
、
そ
の
う
ち
実
に
11
件

の
従
前
の
用
途
が
お
茶
屋
で
あ
っ
た
。

る
西
院
付
近
だ
け
で
あ
っ
た
。
市
街
地
中
部

（
具
体
的
に
は
堀
川
通
）
に
つ
い
て
も
、
北

は
北
大
路
通
か
ら
南
は
七
条
通
ま
で
分
散
し

て
お
り
、
同
じ
く
複
数
の
〈
会
館
〉
が
立
地

し
た
の
は
四
条
大
宮
付
近
だ
け
で
あ
る
。
西

院
も
四
条
大
宮
も
、
阪
急
京
都
線
の
駅
を
中

心
に
し
た
交
通
の
結
節
点
で
あ
る
。

　
集
合
建
築
と
し
て
の
〈
会
館
〉
は
、
最
初

期
に
は
発
祥
の
地
で
あ
る
西
木
屋
町
と
そ
の

周
辺
で
集
積
が
進
ん
だ
（
全
期
間
を
通
じ
て

34
件
立
地
）。そ
の
後
、近
接
す
る
花
街
の《
先

斗
町
》
へ
と
波
及
し
つ
つ
、
最
盛
期
の
後
半

に
は
《
祇
園
東
》
周
辺
へ
と
集
積
ス
ポ
ッ
ト

を
移
し
、
あ
わ
せ
て
繁
華
街
の
周
辺
や
交
通

の
結
節
点
に
も
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。

　
１
９
６
０
年
代
の
す
ぐ
れ
た
文
学
的
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
京
都
味
覚
散
歩
』（
白

川
書
院
、
１
９
６
３
年
）
の
な
か
で
、
著
者

の
う
す臼 

い井 

き喜 

の之 

す
け介
は
、「
近
ご
ろ
は
、
祇
園
で

も
先
斗
町
で
も
お
茶
屋
や
芸
者
の
数
は
盛
時

の
半
分
に
近
く
な
り
、
斜
陽
の
感
が
深
い
」、

あ
る
い
は
「
祇
園
や
先
斗
町
な
ど
の
色
町
は
、

昔
に
比
べ
て
半
分
ぐ
ら
い
に
数
が
減
っ
た
が
、

反
対
に
キ
ャ
バ
レ
ー
や
バ
ー
は
な
か
な
か
数

が
ふ
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
臼
井
が
名
指
し
し
た
《
先
斗
町
》
に
つ
い

て
は
、「
こ
の
通
り
も
近
代
化
の
波
に
お
さ

れ
バ
ー
の
ネ
オ
ン
が
ふ
え
た
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６
３
年
版
』
１
６
３
頁
）
と
か
、
あ
る

し
た
空
間
的
想
像
力
は
、
バ
ブ
ル
経
済
を
契

機
と
し
て
急
速
に
し
ぼ萎
ん
で
ゆ
く
。
バ
ブ
ル
期

の
終
末
、
作
家
の
邦
光
史
郎
は
、「
現
在
京

都
は
古
い
町
家
を
こ
わ
し
て
ペ
ン
シ
ル
ビ
ル

や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
る
、
ま
る
で
嵐
の
よ

う
な
古
都
こ
わ
し
の
渦
中
に
あ
る
」
と
述
べ
、

「
べ
ん紅 

が
ら殻 

ご
う格 

し子
に
飾
ら
れ
た
京
の
町
家
と
い
ら
か甍

の

波
と
い
っ
た
京
都
の
景
観
は
、
今
後
数
年
足

ら
ず
で
、
貧
弱
き
わ
ま
り
な
い
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
な
る
だ
ろ
う
」（「
古
都

喪
失
」『
日
本
経
済
新
聞
』
１
９
９
０
年
４

月
12
日
夕
刊
）
と
予
測
し
て
み
せ
た
。
前
述

のChart 1

に
示
さ
れ
た
す
う趨 

せ
い勢
変
化
が
、
邦

光
の
観
察
し
た
「
京
都
こ
わ
し
」
の
一
面
を

捉
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ク
ラ
ッ
プ

＆
ビ
ル
ド
に
よ
ら
な
い
空
間
用
途
の
変
更
、

あ
る
い
は
空
間
の
細
分
化
と
い
う
発
想
に
示

さ
れ
た
別
様
の
活
用
方
途
を
、
い
ま
あ
ら
た

め
て
評
価
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
堅
い
文
章
で
論
じ
て

し
ま
う
と
、〈
会
館
〉
の
面
白
さ
を
伝
え
る

ど
こ
ろ
か
、
興
味
を
失
せ
さ
せ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
。
最
後
に
ひ

と
つ
だ
け
、〈
会
館
〉
の
不
思
議
に
触
れ
る

こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
会
館
〉
を
観
察
し
て
い
る
と
、
１
階
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
に
位
置
す
る
路
面
店
に
は
、
焼

鳥
屋
や
ラ
ー
メ
ン
店
の
よ
う
に
、
比
較
的
入

り
や
す
い
飲
食
店
が
入
居
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
し
て
狭
く
暗
い
通
路
の
奥
、
あ

る
い
は
こ
れ
ま
た
暗
い
階
段
の
上
に
あ
る
の

は
、
会
員
制
の
ス
ナ
ッ
ク
な
ど
、
い
ち一 

げ
ん見

で
は

と
う
て
い
馴
染
む
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
も
な

い
店
ば
か
り
な
の
だ
。

　
す
る
と
、〈
会
館
〉
は
都
市
の
無
意
識
を

映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
く
は
な

い
。
表
通
り
か
ら
抜
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
さ

え
わ
か
ら
な
い
路
地
へ
入
る
た
め
ら

躊
躇
い
を
、〈
会

館
〉
の
入
り
口
で

﹅感 

﹅覚
す
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。〈
会
館
〉
は
、
歓
楽
街
の
縮
図
で
も

あ
る
よ
う
だ
。

　
裏
町
に
立
地
す
る
謎
め
い
た
集
合
建
築

〈
会
館
〉―

―

こ
の
空
間
に
都
市
の
無
意
識

を
読
み
、
都
市
の
智
恵
を
学
ぶ
こ
と
も
、
あ

な
が
ち
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

〈
会
館
〉の

出
現
と
ひ
ろ
が
り

花
街
の
変
容
と

〈
会
館
〉の
進
出
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京都における〈会館〉数の推移
Chart 1
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〈会館〉消滅総件数

京都市内の〈会館〉の分布 （1956～2014年）

＊〈会館〉は50年代以降に発生するため、1951年当時の地図を使用している。
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1960年代の先斗町。
右奥に「鴨川会館」、

左奥に「先斗町会館」がある（上写真）。
茶色部分の拡大図（下写真）を見ると、

右は「CLUB園」「グリル／ビヤホールタカラ」
「BARレイ子」「BARえりか」「BAR酔族館」、

左は「バーパルル」「バー千早」
「クラブ山脈」「クラブヤマ」という

看板がある。

か
と
う・ま
さ
ひ
ろ
／
立
命
館
大
学
文
学
部
准
教
授
。

１
９
７
２
年
生
ま
れ
。博
士（
文
学
）。専
門
は
文
化

地
理
学
。流
通
科
学
大
学
助
教
授
を
経
て
現
職
。著

書
に『
神
戸
の
花
街
・
盛
り
場
考
』『
敗
戦
と
赤
線
』、

共
編
著
に『
都
市
空
間
の
地
理
学
』な
ど
が
あ
る
。

Kato M
asahiro
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く
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
引
き
こ
も
る
よ
う
な

お
茶
屋
の
立
地
を
〈
会
館
〉
が
受
け
継
ぐ
の

で
あ
る
。

　
観
光
客
を
は
じ
め
と
す
る
来
街
者
が
目
に

す
る
の
は
表
通
り
で
あ
り
、
多
少
猥
雑
で
あ

っ
た
り
、
い
か
が
わ
し
か
っ
た
り
、
あ
る
い

は
妖
し
さ
を
か
も醸

す
〈
裏
〉
の
空
間
を
体
験
す

る
こ
と
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
通
り
す
が
り
の

来
街
者
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間

性
、
あ
る
い
は
固
有
の
仕
組
み
・
制
度
を
具

備
し
て
い
る
の
が
花
街
や
裏
町
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
隠
喩
的

に
都
市
の
「
奥
ゆ
き
」
と
し
て
見
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
際
、〈
会
館
〉も
ま
た
、隠
喩
以
上
の「
奥

ゆ
き
」
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
稿
の
冒

頭
で
わ
た
し
は
、〈
会
館
〉
を
「
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
」
と
だ

　
ま
ず
、
一
枚
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
（
左
頁
上
）。
阪
急
京
都
線
さ
い西 

い
ん院
駅
の
近

傍
に
立
地
す
る
、
立
ち
呑
み
を
中
心
と
し
た

飲
食
店
の
集
合
建
築
で
あ
る
。
角
地
の
土
地

区
画
に
あ
っ
て
、
角
を
切
っ
た
フ
ァ
サ
ー
ド

の
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
大
き
な
看
板
が
、
ひ

宅
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
低
層
の
木
造
家
屋

（
い
わ
ゆ
る
「
町
家
」）
が
転
用
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
１
階
部
分

に
通
路
を
通
し
、
２
階
へ
は
階
段
を
備
え
付

け
る
こ
と
で
、
商
家
で
あ
っ
た
ひ
と
つ
の
建

物
の
内
部
に
、
複
数
の
店
舗
を
収
容
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
飲

み
屋
が
ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
集
ま
り
、
路
地

裏
や
横
丁
に
も
似
た
独
特
の
建
築
空
間
、
あ

る
い
は
「
飲
み
屋
ア
パ
ー
ト
」
と
で
も
称
す

る
べ
き
建
築
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
。

　
京
都
市
中
京
区
に
あ
る
、
ひ
と
つ
の
〈
会

館
〉
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
（
31
頁
下
）。

フ
ァ
サ
ー
ド
の
２
階
部
分
に
設
置
さ
れ
た
看

板
の
数
か
ら
、
１
階
に
10
店
舗
、
２
階
に
４

店
舗
入
居
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
物
の

両
端
に
茶
色
の
破
線
で
示
し
た
部
分
は
、
上

階
へ
の
階
段
で
あ
る
。
そ
の
内
側
の
実
線
部

分
は
、
中
通
路
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
〈
会
館
〉
も
ま
た
、
町
家
を
転
用
し
た
物

件
で
、
階
段
と
通
路
と
に
よ
っ
て
内
部
空
間

の
分
割
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
〈
会
館
〉
と
は
、
中
通
路
と

２
階
へ
の
階
段
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
旧
来

の
町
家
を
効
率
よ
く
転
用
し
た
建
築
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
冒
頭
で
取

り
上
げ
た
「
折
鶴
会
館
」
は
、〈
会
館
〉
と

し
て
は
京
都
で
唯
一
の
平
屋
建
て
で
あ
り
、

ま
た
著
名
な
「
四
富
会
館
」
も
、
町
家
と
土

蔵
を
複
合
的
に
転
用
し
た
、
他
に
例
の
な
い

規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
例
外
的

な
存
在
で
あ
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
形
態

と
規
模
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
の
注

　
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
京
都
の
〈
会

館
〉
は
特
徴
的
な
立
地
パ
タ
ー
ン
を
有
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
集
積
地
区―

―

西

木
屋
町
と
《
祇
園
東
》―

―

に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
周
辺
域
を
含
む
繁
華
街
と

花
街
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
交
通
の
結
節

点
で
あ
っ
た
。
同
種
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
や
類

似
す
る
複
数
の
店
舗
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
飲

み
屋
で
あ
る
）
が
ひ
と
つ
の
建
物
に
共
在
す

る
こ
と
か
ら
、
集
客
の
た
め
に
交
通
の
利
便

性
や
歓
楽
街
の
よ
う
な
周
辺
環
境
が
必
要
条

件
と
な
り
、
お
の
ず
と
立
地
を
選
ば
ざ
る
を

得
な
い
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
累
計
で
約
１
５
０

件
、
現
在
で
も
約
60
件
の
〈
会
館
〉
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
な
か
ば
隠
れ

こ
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。〈
会

館
〉
は
、
目
的
を
持
っ
た
来
街
者
か
、
あ
る

い
は
来
店
者
に
し
か
認
識
さ
れ
得
な
い
よ
う

な
立
地
と
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ミ

ク
ロ
地
理
的
に
見
る
な
ら
ば
、（
関
西
の
言

葉
を
用
い
て
言
う
と
）
い
わ
ゆ
る
表
通
り
の

「
通
り
筋
」
で
は
な
く
、
裏
通
り
や
路
地
奥

に
位
置
し
て
い
る
の
だ
。

　
象
徴
的
な
の
は
、〈
会
館
〉
の
発
祥
地
で

あ
る
西
木
屋
町
そ
の
も
の
が
、
空
間
的
に
は

「
裏
町
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
交
通
量

の
多
い
表
通
り
に
は
、
一
般
の
商
店
が
建
ち

並
ぶ
。〈
会
館
〉
へ
行
く
た
め
に
は
、
路
地

を
入
っ
た
そ
の
先
に
、
繁
華
街
の
懐
へ
と
潜

り
込
む
よ
う
に
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。《
祇
園
東
》
の
よ
う
な
花
街
も
ま
た
、

関
連
す
る
営
業
が
表
通
り
で
は
禁
じ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
街
そ
れ
自
体
が
裏
町
と
し
て
つ

け
位
置
づ
け
て
お
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た

建
築
形
態
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
的
な

空
間
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
る
で
路

地
の
よ
う
な
中
通
路
を
挟
ん
で
、
両
側
の
区

画
に
収
ま
る
狭
小
な
店
舗
。
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
、
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ
が
あ
る
こ

と
も
多
い
。
そ
の
さ
ら
に
奥
に
、
所
有
者
が

暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
店
舗
の
借

主
は
、
文
字
通
り
た
な店 

こ子
な
の
だ
。

　
家
主
と
店
子
、
あ
る
い
は
店
子
同
士
の
間

に
は
、
中
通
路
の
開
閉
の
時
間
、
通
路
に
看

板
を
出
さ
な
い
、
音
を
出
さ
な
い
、
閉
店
時

間
な
ど
な
ど
、
明
文
化
さ
れ
な
い
取
り
決
め

（
あ
る
い
は
暗
黙
裡
の
了
解
）
が
あ
っ
て
遵

守
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
京
都
固
有
の
路

地
（
裏
長
屋
）
と
い
う
現
実
空
間
の
よ
う
で

あ
り
、
ま
た
宇
野
浩
二
や
織
田
作
之
助
の
路

地
文
学
に
描
か
れ
た
生
活
世
界
を
模
倣
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
路
地
と
〈
会
館
〉
の
社
会
・
空
間
的
な
類

縁
性
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
京
都
に
〈
会
館
〉

が
多
い
の
か
、
と
い
う
理
由
と
も
関
わ
っ
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。
戦
災
が
小
さ
か
っ
た

京
都
で
は
、
低
層
木
造
建
築
の
町
家
が
大
規

模
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
。
戦
後
、
強
制
的
な

建
物
疎
開
の
跡
地
を
除
く
と
、
既
成
市
街
地

に
お
け
る
大
が
か
り
な
（
再
）
開
発
事
業
は

実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
近
代
的
な
都
市
の
空

間
構
造
が
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　
そ
の
結
果
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

復
興
期
・
高
度
成
長
期
を
通
じ
て
空
間
需
要

が
高
ま
る
な
か
で
生
ま
れ
た
の
は
、
既
存
の

空
間
を
細
分
化
し
て
利
用
す
る
と
い
う
発
想

で
あ
っ
た
。
通
常
、
空
間
需
要
に
対
応
す
る

た
め
に
は
、
土
地
利
用
の
高
度
化
（
建
物
の

立
体
化
）
を
進
め
る
か
、
土
地
利
用
を
外
延

的
に
拡
大
す
る
ほ
か
は
な
い
。
事
実
、
他
の

大
都
市
は
一
様
に
そ
の
方
向
性
を
取
っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
、「
古
都
の
呪
縛
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
町
家
を
壊
す

こ
と
な
く
細
分
化
し
て
空
間
需
要
に
応
じ
て

き
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
発
想
の
転
換
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
空
間
発
明
と

呼
ぶ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
こ
に
は
、「
ど

う
な
ぶ
っ
て
も
（
ど
の
よ
う
に
手
を
加
え
て

も
）
構
わ
な
い
」
と
い
う
町
家
所
有
者
の
意

識
や
現
実
の
路
地
空
間
の
あ
り
よ
う
の
み
な

ら
ず
、
た
と
え
ば
借
家
・
間
貸
し
と
い
っ
た

文
化
制
度
、
あ
る
い
は
脱
花
街
化
す
る
遊
興

の
志
向
性
な
ど
も
織
り
合
わ
さ
れ
て
影
響
を

及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。

〈
会
館
〉
と
い
う
京
都
固
有
の
建
築
に
具
現

目
度
も
高
い
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、飲
み
屋
の
集
合
建
築
と
し
て
の〈
会

館
〉
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
成
立
し
た
の
だ
ろ

う
か
？
　
詳
細
は
省
く
が
、
京
都
で
は
最
初

と
な
る
昭
和
31
（
１
９
５
６
）年
発
行
の『
住

宅
地
図
』
を
中
心
に
、
諸
種
の
資
料
・
地
図

類
を
検
討
し
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
１
９

５
５
年
を
前
後
す
る
１
、
２
年
の
あ
い
だ
に
、

「
に
し西 

き木 

や屋 

ま
ち町
」
と
通
称
さ
れ
る
街
区
に
発
生

し
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。西
木
屋
町
と
は
、

南
北
を
四
条
通
と
三
条
通
に
、
東
西
を
高
瀬

川
と
河
原
町
通
と
に
囲
ま
れ
た
、
い
ま
も
変

わ
ら
ぬ
夜
の
街
だ
。

　
各
年
版
の
『
住
宅
地
図
』
に
も
と
づ
い
て
、

〈
会
館
〉
の
立
地
件
数
を
５
年
ご
と
に
集
計

し
て
み
た
（Chart 1

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、

期
間
別
の
最
多
は
１
９
６
１
〜
１
９
６
５
年

期
の
41
件
、
次
い
で
１
９
８
１
〜
１
９
８
５

年
期
の
23
件
、
１
９
７
６
〜
１
９
８
０
年
期

の
21
件
、
１
９
７
１
〜
１
９
７
５
年
期
の
20

件
と
続
く
。

　
昭
和
60
（
１
９
８
５
）
年
ま
で
は
、
各
期

平
均
約
23
件
の
〈
会
館
〉
が
誕
生
し
、
一
貫

し
て
累
積
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
経
済
を
境
に
潮
目
が
大
き

く
変
わ
り
、
成
立
数
は
激
減
、
既
存
の
ス
ト

ッ
ク
も
取
り
壊
し
が
進
ん
で
、〈
会
館
〉
は

減
少
へ
と
転
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
結
果
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
戦
後
京
都
に

登
場
し
た
〈
会
館
〉
は
総
計
で
１
４
８
件
で

あ
る
。
１
５
０
件
近
く
の
〈
会
館
〉
が
成
立

し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
が
市
街
地
に
ま
ん

べ
ん
な
く
立
地
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
立
地
し
た
の

か
？

〈
会
館
〉
の
分
布
を
整
理
し
た
の
がChart 

2

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
四
条
河
原
町

の
交
差
点
を
中
心
と
し
た
商
業
地
区
（
と
り

わ
け
東
部
）
と
、
歓
楽
街
で
あ
る
西
木
屋
町
、

そ
し
て
西
木
屋
町
に
連
接
し
た
花
街
の
《
ぽ
ん先

 

と斗 

ち
よ
う町
》、
八
坂
神
社
の
近
傍
に
あ
っ
て
同
じ

く
花
街
の
《
祇
園
東
》
界
隈
に
顕
著
な
集
積

が
み
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
市
街
地
東

部
で
も
、
こ
れ
ら
繁
華
街
の
南
側
（
具
体
的

に
は
五
条
通
以
南
）
と
北
側
（
具
体
的
に
は

御
池
通
以
北
）
に
は
、
ま
っ
た
く
立
地
し
て

い
な
い
。
つ
ま
り
、
旧
来
の
繁
華
街
と
そ
の

周
辺
に
集
中
し
た
こ
と
に
な
る
。〈
会
館
〉

は
立
地
を
選
ぶ
の
だ
。

　
市
街
地
の
西
部
に
目
を
向
け
る
と
、
西
大

路
通
を
軸
線
と
し
て
北
は
金
閣
寺
付
近
、
南

は
八
条
付
近
ま
で
分
散
的
に
立
地
し
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
複
数
の
〈
会
館
〉
が
集
ま

っ
て
い
る
の
は
、「
折
鶴
会
館
」
の
位
置
す

と
き
わ
目
を
引
い
て
い
る―

そ
の
名
も

「
折
鶴
会
館
」。
内
部
は
２
本
の
通
路
を
挟
ん

で
店
舗
が
並
び
、
最
奥
に
は
共
同
の
ト
イ
レ

が
あ
る
。
そ
の
雰
囲
気
は
、
ま
る
で
闇
市
を

起
源
と
す
る
飲
み
屋
街
の
よ
う
だ
。

　
近
年
、
酒
場
を
特
集
す
る
関
西
の
ロ
ー
カ

ル
誌
で
は
、「
折
鶴
会
館
」
を
は
じ
め
、「
新

宿
会
館
」
や
「
よ
ん四 

と
み富
会
館
」
と
い
っ
た
、「
〜

会
館
」
と
名
の
つ
く
同
種
の
集
合
建
築
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
、
そ
れ
ら
の
店

舗
で
若
い
女
性
が
独
り
呑
む
姿
も
珍
し
い
光

景
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

〈
会
館
〉
と
称
す
る
飲
み
屋
の
集
合
建
築
は
、

２
０
１
５
年
11
月
末
現
在
、
京
都
の
中
心
市

街
地
だ
け
で
も
60
件
を
超
え
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
ご
く
一
部
の

〈
会
館
〉
を
除
く
と
、
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、

地
元
の
人
の
目
に
入
る
こ
と
も
少
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
会
館
〉
と
い
う
建
築

と
そ
の
呼
称
は
、
京
都
に
固
有
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
（
大
津
市
・
大
阪
市
・
神

戸
市
な
ど
に
も
分
布
し
て
い
る
）、
か
と
い

っ
て
一
般
に
馴
染
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

〈
会
館
〉
の
よ
う
に
特
定
の
機
能
の
集
積
す

る
建
築
空
間
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
集
合
住
宅
、
あ
る
い
は
ス

ナ
ッ
ク
や
ク
ラ
ブ
の
入
居
す
る
雑
居
ビ
ル
な

ど
が
想
起
さ
れ
る
。こ
の
と
き
、京
都
の〈
会

館
〉
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
例
外
は
少

な
か
ら
ず
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
は
商
家
や
住

い
は
「
こ
の
あ
た
り
も
バ
ー
や
ナ
イ
ト
ク
ラ

ブ
が
進
出
し
、
お
茶
屋
街
ム
ー
ド
も
年
々
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６

４
年
版
』
１
８
０
頁
）
と
懸
念
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
歴
史
的
な
花
街
は
、

バ
ー
や
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
飲
食
系
風
俗
営
業

店
を
主
体
と
す
る
歓
楽
街
へ
と
変
貌
し
つ
つ

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
語
り
が
あ
ら
わ
れ
る
時
期
に
撮

影
さ
れ
た
、《
先
斗
町
》
の
街
景
写
真
を
参
照

し
て
み
よ
う
（
34
頁
）。
中
央
部
の
張
り
出

し
看
板
を
拡
大
し
て
み
る
と
、
手
前
の
「
グ

リ
ル
開
陽
亭
」
と
「
水
だ
き 

一
粒
庵
」
の
向

こ
う
側
に
、「CLU

B

園
」や「
バ
ー（BA

R

）」

と
書
か
れ
た
小
型
の
看
板
数
枚
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
看
板
に
あ
る
飲
食
店

が
入
居
し
て
い
た
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
元

お
茶
屋
を
改
造
し
た
「
鴨
川
会
館
」
な
ら
び

に
「
先
斗
町
会
館
」
で
あ
っ
た
。《
先
斗
町
》

に
は
、
隣
接
す
る
西
木
屋
町
の
影
響
を
受
け

て
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
ご
ろ
か
ら
〈
会

館
〉が
登
場
し
、累
計
で
11
件
立
地
し
て
い
る
。

《
先
斗
町
》
以
上
に
歓
楽
街
化
し
た
の
が
、

同
じ
花
街
の
《
祇
園
東
》
で
あ
る
。「
会
館

式
の
ク
ラ
ブ
や
バ
ー
が
激
増
し
、
他
の
花
街

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
町
に
変
わ
っ
て
」
し

ま
い
、「
歓
楽
街
と
し
て
の
様
相
が
濃
く
」

な
っ
た
の
だ
っ
た
（『
京
都
年
鑑 

１
９
７
２

年
版
』
１
７
５
頁
）。《
祇
園
東
》
に
立
地
し

た
〈
会
館
〉
は
18
件
、
そ
の
う
ち
実
に
11
件

の
従
前
の
用
途
が
お
茶
屋
で
あ
っ
た
。

る
西
院
付
近
だ
け
で
あ
っ
た
。
市
街
地
中
部

（
具
体
的
に
は
堀
川
通
）
に
つ
い
て
も
、
北

は
北
大
路
通
か
ら
南
は
七
条
通
ま
で
分
散
し

て
お
り
、
同
じ
く
複
数
の
〈
会
館
〉
が
立
地

し
た
の
は
四
条
大
宮
付
近
だ
け
で
あ
る
。
西

院
も
四
条
大
宮
も
、
阪
急
京
都
線
の
駅
を
中

心
に
し
た
交
通
の
結
節
点
で
あ
る
。

　
集
合
建
築
と
し
て
の
〈
会
館
〉
は
、
最
初

期
に
は
発
祥
の
地
で
あ
る
西
木
屋
町
と
そ
の

周
辺
で
集
積
が
進
ん
だ
（
全
期
間
を
通
じ
て

34
件
立
地
）。そ
の
後
、近
接
す
る
花
街
の《
先

斗
町
》
へ
と
波
及
し
つ
つ
、
最
盛
期
の
後
半

に
は
《
祇
園
東
》
周
辺
へ
と
集
積
ス
ポ
ッ
ト

を
移
し
、
あ
わ
せ
て
繁
華
街
の
周
辺
や
交
通

の
結
節
点
に
も
展
開
し
た
の
だ
っ
た
。

　
１
９
６
０
年
代
の
す
ぐ
れ
た
文
学
的
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
京
都
味
覚
散
歩
』（
白

川
書
院
、
１
９
６
３
年
）
の
な
か
で
、
著
者

の
う
す臼 

い井 

き喜 

の之 

す
け介
は
、「
近
ご
ろ
は
、
祇
園
で

も
先
斗
町
で
も
お
茶
屋
や
芸
者
の
数
は
盛
時

の
半
分
に
近
く
な
り
、
斜
陽
の
感
が
深
い
」、

あ
る
い
は
「
祇
園
や
先
斗
町
な
ど
の
色
町
は
、

昔
に
比
べ
て
半
分
ぐ
ら
い
に
数
が
減
っ
た
が
、

反
対
に
キ
ャ
バ
レ
ー
や
バ
ー
は
な
か
な
か
数

が
ふ
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
臼
井
が
名
指
し
し
た
《
先
斗
町
》
に
つ
い

て
は
、「
こ
の
通
り
も
近
代
化
の
波
に
お
さ

れ
バ
ー
の
ネ
オ
ン
が
ふ
え
た
」（『
京
都
年
鑑 

１
９
６
３
年
版
』
１
６
３
頁
）
と
か
、
あ
る

し
た
空
間
的
想
像
力
は
、
バ
ブ
ル
経
済
を
契

機
と
し
て
急
速
に
し
ぼ萎
ん
で
ゆ
く
。
バ
ブ
ル
期

の
終
末
、
作
家
の
邦
光
史
郎
は
、「
現
在
京

都
は
古
い
町
家
を
こ
わ
し
て
ペ
ン
シ
ル
ビ
ル

や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
る
、
ま
る
で
嵐
の
よ

う
な
古
都
こ
わ
し
の
渦
中
に
あ
る
」
と
述
べ
、

「
べ
ん紅 

が
ら殻 

ご
う格 

し子
に
飾
ら
れ
た
京
の
町
家
と
い
ら
か甍
の

波
と
い
っ
た
京
都
の
景
観
は
、
今
後
数
年
足

ら
ず
で
、
貧
弱
き
わ
ま
り
な
い
コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
な
る
だ
ろ
う
」（「
古
都

喪
失
」『
日
本
経
済
新
聞
』
１
９
９
０
年
４

月
12
日
夕
刊
）
と
予
測
し
て
み
せ
た
。
前
述

のChart 1

に
示
さ
れ
た
す
う趨 

せ
い勢
変
化
が
、
邦

光
の
観
察
し
た
「
京
都
こ
わ
し
」
の
一
面
を

捉
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ク
ラ
ッ
プ

＆
ビ
ル
ド
に
よ
ら
な
い
空
間
用
途
の
変
更
、

あ
る
い
は
空
間
の
細
分
化
と
い
う
発
想
に
示

さ
れ
た
別
様
の
活
用
方
途
を
、
い
ま
あ
ら
た

め
て
評
価
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
堅
い
文
章
で
論
じ
て

し
ま
う
と
、〈
会
館
〉
の
面
白
さ
を
伝
え
る

ど
こ
ろ
か
、
興
味
を
失
せ
さ
せ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
。
最
後
に
ひ

と
つ
だ
け
、〈
会
館
〉
の
不
思
議
に
触
れ
る

こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
会
館
〉
を
観
察
し
て
い
る
と
、
１
階
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
に
位
置
す
る
路
面
店
に
は
、
焼

鳥
屋
や
ラ
ー
メ
ン
店
の
よ
う
に
、
比
較
的
入

り
や
す
い
飲
食
店
が
入
居
し
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
し
て
狭
く
暗
い
通
路
の
奥
、
あ

る
い
は
こ
れ
ま
た
暗
い
階
段
の
上
に
あ
る
の

は
、
会
員
制
の
ス
ナ
ッ
ク
な
ど
、
い
ち一 

げ
ん見
で
は

と
う
て
い
馴
染
む
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
も
な

い
店
ば
か
り
な
の
だ
。

　
す
る
と
、〈
会
館
〉
は
都
市
の
無
意
識
を

映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
く
は
な

い
。
表
通
り
か
ら
抜
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
さ

え
わ
か
ら
な
い
路
地
へ
入
る
た
め
ら

躊
躇
い
を
、〈
会

館
〉
の
入
り
口
で

﹅感 

﹅覚
す
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。〈
会
館
〉
は
、
歓
楽
街
の
縮
図
で
も

あ
る
よ
う
だ
。

　
裏
町
に
立
地
す
る
謎
め
い
た
集
合
建
築

〈
会
館
〉―

―

こ
の
空
間
に
都
市
の
無
意
識

を
読
み
、
都
市
の
智
恵
を
学
ぶ
こ
と
も
、
あ

な
が
ち
無
駄
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

Sp
ecial  Feature  /  Th

e  Po
w

er  o
f  Traditio

nal  Life

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

立ち呑み屋、スナック、バー、クラブ……
足を踏み入れるほど違う表情をみせる〈会館〉は、

多彩な空間を融合した都市の迷宮だ。

都
市
の
無
意
識―〈

会
館
〉の

立
地
と
空
間
性



日
本
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、

出
版
文
化
「
後
発
」
都
市

大
坂
で
生
ま
れ
た

５
７
５
・
７
７…

…

と
句
を
連
ね
て
、
１
日

で
１
０
０
０
句
を
詠
ん
だ
追
善
集
。
妻
を
追

善
し
た
と
い
う
点
で
は
日
本
で
最
初
の
句
集

で
あ
る
。
何
よ
り
も
驚
く
の
は
、
86
・
４
秒

に
１
句
の
割
で
句
を
作
っ
た
そ
の
ス
ピ
ー
ド

で
あ
る
。

　
ス
ピ
ー
ド
重
視
の
俳
諧
は
「
や矢 

か
ず数
俳
諧
」

に
発
展
す
る
。
こ
の
俳
諧
は
、
観
客
の
前
で
、

１
日
に
何
句
詠
め
る
か
を
競
う
俳
諧
だ
か
ら
、

今
の
俳
句
と
は
作
り
方
が
違
う
。

　
西
鶴
は
、
１
６
０
０
句
（
１
句
、
54
秒
平

均
）、
４
０
０
０
句
（
１
句
、
21
・
６
秒
平

均
）
を
、
生
國
魂
神
社
で
成
功
さ
せ
た
。
両

方
と
も
、
観
客
の
前
で
興
行
し
た
の
だ
か
ら
、

今
で
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
句

は
、『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』（
１
６
７
７
﹇
延

宝
５
﹈
年
刊
）『
西
鶴
大
矢
数
』（
１
６
８
１

﹇
延
宝
９
﹈
年
刊
）
と
い
う
本
に
な
っ
て
出

版
さ
れ
た
。
４
０
０
０
句
の
と
き
に
は
、
興

行
ス
タ
ッ
フ
が
55
人
、
観
客
は
数
千
人
に
及

ん
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
周
到
な
準
備
と
事
前
の
宣
伝
で
「
矢
数
俳

諧
」
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
。
成
功
し
た
あ
と

に
は
、
観
客
の
口
か
ら
、
大
坂
発
の
噂
が
地

方
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
西
鶴
自
身
も
地
方
俳

壇
の
有
力
者
に
出
し
た
書
簡
で
噂
の
種
を
自

ら
蒔
き
、自
己
宣
伝
に
つ
と
め
る
。さ
ら
に
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
本
に
し
て
売
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
西
鶴
の
俳
諧
活
動
は
、

イ
ベ
ン
ト
と
出
版
と
を
コ
ラ
ボ
し
た
メ
デ
ィ

ア
・
ミ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
現

代
人
に
よ
く
み
ら
れ
る
自
分
の
能
力
に
枠
を

は
め
て
し
ま
う
考
え
方
を
し
な
い
西
鶴
は
、

常
識
を
く
つ
が
え
す
発
想
と
実
行
力
を
兼
ね

備
え
て
い
た
。

　
そ
う
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
西
鶴
だ
か

ら
、
日
本
で
最
初
の
経
済
小
説
『
日
本
永
代

蔵
』
や
、
低
成
長
時
代
の
庶
民
生
活
を
笑
い

で
包
ん
だ
名
作
『
世
間
胸
算
用
』
を
世
に
残

す
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た
つ
の
作
品
に
共
通

す
る
テ
ー
マ
は
、
商
人
の
生
活
力
で
あ
る
。

　
大
坂
人
西
鶴
は
、
大
坂
で
生
き
て
い
る

人
々
が
共
感
す
る
よ
う
な
教
訓
を
述
べ
る
。

た
ぶ
ん
、
現
在
の
大
坂
人
も
同
じ
考
え
方
を

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た

財
産
や
、
働
か
な
く
て
も
得
ら
れ
る
利
息
や

家
賃
で
遊
ぶ
よ
う
な
、
生
活
力
を
喪
失
し
た

若
者
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
辛
辣
で
あ
る
。

　
町
人
も
、
親
に
儲
け
貯
め
さ
せ
、
譲

り
状
に
て
家
督
請
け
取
り
、
仕
に
せ
お

か
れ
し
商
売
、
ま
た
は
棚
賃
、
貸
し
銀

の
利
づ
も
り
し
て
、
あ
た
ら
世
を
う
か

う
か
と
お
く
り
、
二
十
の
前
後
よ
り
無

用
の
竹
杖
、
置
頭
巾
、
長
柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

さ

し
か
け
さ
せ
、世
上
か
ま
は
ず
せ
ん僭 

し
や
う上

男
、

い
か
に
お
の
れ
が
金
銀
つ
か
う
て
す
れ

ば
と
て
、
天
命
を
知
ら
ず
。（『
日
本
永

代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
町
人
に
も
、
親
が
儲
け
た
金
を
貯
蓄

し
た
家
督
を
遺
言
状
で
譲
り
受
け
た
り
、

代
々
続
い
た
商
売
を
た
だ
守
る
だ
け
だ

っ
た
り
、
家
賃
や
貸
し
銀
の
利
息
を
計

算
し
た
り
し
て
、
苦
労
も
せ
ず
に
世
を

う
か
う
か
と
お
く
る
者
が
い
る
。
ま
だ

二
十
歳
前
後
な
の
に
隠
居
し
て
、
必
要

の
な
い
竹
杖
に
置
頭
巾
、
供
の
者
に
長

柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

を
さ
し
か
け
さ
せ
て
外
出
す

る
。
世
間
の
評
判
も
気
に
か
け
な
い
で
、

こ
ん
な
身
分
不
相
応
な
こ
と
を
す
る
奢

り
男
は
、
た
と
え
自
分
の
金
銀
を
使
っ

て
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
天
命
を
知

ら
な
い
、
け
し
か
ら
ぬ
や
つ
と
い
う
も

の
だ
。

　
蓄
財
と
消
費
、
勤
労
と
娯
楽
と
が
程
よ
く

均
衡
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
ろ
の

商
人
の
理
想
的
生
活
だ
っ
た
。
働
き
す
ぎ
も

遊
び
す
ぎ
も
、
生
活
力
を
奪
っ
た
の
だ
。
要

す
る
に
、
次
の
よ
う
に
生
き
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
人
は
四
十
よ
り
内
に
て
は
世
を
か
せ

ぎ
、
五
十
か
ら
楽
し
み
、
世
を
隙
に
な

す
ほ
ど
寿
命
薬
は
ほ
か
に
な
し
。（『
西

鶴
織
留
』
巻
５
・
１
）

　
人
は
、
四
十
歳
よ
り
前
に
は
懸
命
に

　
若
隠
居
な
ど
と
称
し
て
働
き
盛
り
に

勤
め
を
や
め
、
大
勢
の
奉
公
人
を
解
雇

し
て
他
の
主
人
に
仕
え
さ
せ
、
自
分
に

将
来
を
託
し
た
奉
公
人
を
、
そ
の
か
い

も
な
く
難
儀
な
目
に
あ
わ
せ
る
。
町
人

の
出
世
と
は
、
奉
公
人
を
一
人
前
に
し

て
、
そ
の
家
の
暖
簾
を
多
く
の
者
に
分

け
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
奉
公
人
を
抱
え
た
主
人
の

な
す
べ
き
こ
と
だ
。

　
当
時
の
商
人
は
、
自
分
だ
け
が
金
持
ち
に

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

奉
公
人
を
育
て
、
暖
簾
分
け
さ
せ
る
こ
と
も

重
視
し
て
い
た
。
社
員
を
労
働
力
と
し
て
し

か
見
な
い
ア
メ
リ
カ
流
の
経
営
と
は
根
本
的

に
違
う
考
え
方
を
し
た
の
だ
。
社
員
に
い
ず

れ
起
業
さ
せ
よ
う
と
、
経
営
者
教
育
も
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
商
家
の
分
家
の
慣
習
は
、
限
ら

れ
た
量
の
米
（
禄
）
を
、
家
中
の
侍
で
分
け

合
う
武
士
階
級
の
場
合
と
は
相
違
し
て
い
た
。

坂
城
で
あ
る
。
太
閤
秀
吉
の
子
秀
頼
と
母
淀

君
が
死
ん
だ
大
坂
夏
の
陣
で
、
大
坂
城
は
焼

失
、
幕
府
は
そ
の
跡
に
盛
り
土
を
し
て
、
新

た
に
大
坂
城
を
建
築
し
た
。

　
現
代
日
本
の
大
都
会
は
、
東
京
と
大
阪
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
文
化
都
市
京
都
を
加
え
た

３
大
都
市
は
、
江
戸
時
代
に
も
「
三
都
」
と

呼
ば
れ
て
繁
栄
し
て
い
た
。「
大
阪
」
と
書

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
か
ら
で
、

江
戸
時
代
は
「
大
坂
」
と
表
記
し
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
後
の
文
章
で
は
基
本
的
に「
大
坂
」

と
書
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
大
坂
城
を
建
て
た
の

は
豊
臣
秀
吉
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
実
は
、
江
戸
幕
府
の
２
代
将

軍
徳
川
秀
忠
が
再
建
し
た
お
城
が
、
今
の
大

べ
て
遅
れ
て
い
た
重
要
産
業
が
あ
っ
た
。
出

版
業
で
あ
る
。

　
自
動
車
や
電
気
製
品
が
主
要
な
工
業
製
品

と
な
っ
た
現
代
人
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
た

か
が
出
版
業
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
主
要
工
業
製
品
は
、

織
物
と
陶
磁
器
、
そ
れ
に
本
で
あ
る
。
織
物

も
陶
磁
器
も
大
坂
で
は
あ
ま
り
生
産
さ
れ
て

い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
坂
に
は
、
地

場
産
業
が
育
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
こ
う
ぞ楮
を
主
原
料
と
し
た
紙
、
文
字
や
絵
を

彫
る
桜
の
板
。
こ
れ
が
本
作
り
に
最
低
限
必

要
な
物
産
だ
が
、
特
に
紙
は
高
価
な
工
芸
品

で
あ
る
。
今
と
比
べ
て
、
流
通
商
品
と
し
て

重
要
性
が
格
段
に
高
か
っ
た
。
そ
れ
に
出
版

業
は
、
版
下
書
き
、
絵
師
、
彫
り
師
、
摺
り
師
、

表
紙
屋
等
、
本
が
出
来
る
ま
で
の
就
業
人
口

が
多
い
。

　
大
坂
に
井
原
西
鶴
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
が
彗
星
の
如
く
登
場
す
る
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
大
坂
の
出
版
業
が
育
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
大
坂
で
は
、
１
６
７
１
（
寛
文
11
）
年
ま

で
本
屋
が
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
重
要
な
地

場
産
業
が
、
な
ぜ
欠
け
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
出
版
先
進
都
市
の
京
都
が
近
く
に
あ
っ

た
か
ら
だ
。

　
今
も
昔
も
、
お
寺
さ
ん
に
は
学
識
豊
か
な

金
持
ち
が
多
い
。
１
６
４
０
年
代
（
寛
永
年

間
末
期
）
に
は
出
そ
ろ
う
京
の
老
舗
本
屋
は
、

僧
や
上
層
町
人
に
、
仏
書
や
漢
籍
類
な
ど
の

書
物
を
売
っ
て
、
経
営
基
盤
を
固
め
た
。
寛

永
期
の
京
都
で
は
、
約
百
軒
の
本
屋
が
確
認

で
き
る
。
江
戸
で
も
、
大
坂
よ
り
早
く
本
屋

が
起
業
し
て
い
た
。１
６
５
０
年
代（
明
暦
・

万
治
ご
ろ
）
に
は
本
屋
が
存
在
し
た
。
大
坂

よ
り
約
20
年
早
い
。

　
そ
う
い
う
出
版
文
化
の
「
後
発
」
都
市
大

坂
で
、
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
が
刊
行
さ
れ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
１
６
８
２
（
天

和
２
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、
大
出
版
社
が
、
こ
れ
ぞ
と
思

う
本
の
装
丁
や
広
告
に
金
を
か
け
、
小
売
り

書
店
の
目
に
つ
き
や
す
い
棚
を
確
保
し
て
、

資
金
力
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
創
り
出
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
書
店
と

コ
ネ
も
な
く
宣
伝
費
も
か
け
ら
れ
な
い
中
小

出
版
社
の
刊
行
物
が
、
徐
々
に
部
数
を
伸
ば

し
、
あ
る
時
点
で
爆
発
的
な
売
れ
行
き
を
見

家
族
が
暮
ら
せ
る
だ
け
の
米
（
禄
）
し
か
も

ら
え
な
い
侍
は
、
家
禄
を
長
男
に
相
続
さ
せ

な
け
れ
ば
、
家
が
成
り
立
た
な
い
。
２
番
目

以
降
の
男
子
は
養
子
に
出
す
か
、
独
身
の
ま

ま
長
男
の
家
に
寄
食
す
る
「
部
屋
住
み
」
に

で
も
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
よ
ほ
ど
高
禄
の

武
家
で
な
け
れ
ば
分
家
な
ど
出
来
な
か
っ
た

の
だ
。

　
長
い
ス
パ
ン
で
市
場
拡
大
を
図
ろ
う
と
す

れ
ば
、
同
業
者
の
競
争
が
む
し
ろ
必
要
と
な

る
。
社
員
を
起
業
家
と
し
て
鍛
え
る
「
暖
簾

分
け
」
は
、
大
坂
商
人
の
生
活
力
が
生
ん
だ

知
恵
だ
っ
た
と
思
う
。

　
城
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
戦
で
秀
吉
の
造

っ
た
大
坂
の
都
市
基
盤
が
崩
壊
し
た
。
幕
府

は
、
こ
の
地
を
天
領
（
直
轄
地
）
に
し
て
、

新
た
な
町
割
り
（
都
市
計
画
）
に
基
づ
い
た

イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
っ
た
。
江
戸
堀
・
京
町

堀
・
阿
波
座
堀
・
立
売
堀
な
ど
運
河
を
開
き
、

伏
見
町
人
を
移
住
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
都
市

機
能
を
再
生
し
た
の
だ
。

　
戦
乱
か
ら
半
世
紀
経
っ
た
１
６
７
０
年
代

（
寛
文
10
年
ご
ろ
）、
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
建
ち

並
ん
で
、
諸
国
の
米
や
物
産
を
江
戸
へ
送
る

拠
点
と
な
っ
た
大
坂
で
も
、
京
や
江
戸
に
比

せ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
。

『
好
色
一
代
男
』
は
後
者
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。

な
に
し
ろ
、
こ
の
作
品
は
大
坂
で
出
版
さ
れ

た
最
初
の
小
説
で
あ
る
。「
あ
ら荒 

と砥 
や屋 
ま
ご孫 
べ兵 
え衛

」

と
い
う
本
屋
も
『
好
色
一
代
男
』
し
か
刊
行

物
が
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
大
坂
だ
け

で
は
な
く
、
江
戸
で
も
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

西
鶴
自
身
が
驚
い
た
か
、「
し
て
や
っ
た
」

と
思
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の

出
版
・
流
通
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
た
事
件

だ
っ
た
。

　
西
鶴
の
本
業
は
俳
諧
師
で
あ
る
。
大
阪
市

天
王
寺
区
の
「
生
玉
さ
ん
」（
い
く生 

く
に國 

た
ま魂

神
社
）

の
境
内
に
西
鶴
の
座
像
が
あ
る
。
髪
を
剃
っ

て
い
る
の
で
、
お
坊
さ
ん
か
と
思
っ
た
方
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
分
は
当
た
っ
て
い

る
が
、
厳
密
に
い
う
と
違
う
。

　
西
鶴
34
歳
の
と
き
、
25
歳
の
妻
が
３
人
の

子
を
残
し
て
病
没
し
た
。
西
鶴
は
、
ま
も
な

く
ほ
つ法 

た
い体

し
た
の
だ
が
、
僧
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
家
業
を
や
め
て
隠
居
し
た
の
だ
。

再
婚
は
し
な
か
っ
た
。
家
業
を
や
め
た
と
い

っ
て
も
、
分
か
っ
て
い
る
の
は
大
坂
の
商
人

だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
何
を
商
っ
て
、
ど

の
く
ら
い
の
金
持
ち
だ
っ
た
の
か
、
き
ち
ん

と
し
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
妻
が
死
ん
だ
あ
と
、
１
６
７
５
（
延
宝
３
）

年
に
『
俳
諧
独
吟
一
日
千
句
』
と
い
う
俳
諧

書
を
出
版
し
た
。こ
れ
は
、５
７
５
・
７
７
・

か
せ
ぎ
、
五
十
歳
か
ら
楽
し
み
を
き
わ

め
て
楽
隠
居
す
る
ほ
ど
、
寿
命
を
延
ば

す
薬
は
、
ほ
か
に
な
い
。

　
若
い
と
き
に
苦
労
し
て
稼
ぐ
の
は
、
自
分

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
西
鶴
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
人
は
十
三
歳
ま
で
は
わ
き
ま
へ
な
く
、

そ
れ
よ
り
二
十
四
五
ま
で
は
親
の
指
図

を
受
け
、
そ
の
後
は
我
と
世
を
稼
ぎ
、

四
十
五
ま
で
に
一
生
の
家
を
か
た
め
、

遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
。
な
ん
ぞ

若
隠
居
と
て
男
盛
り
の
勤
め
を
や
め
、

大
勢
の
家
来
に
い
と
ま暇

を
出
だ
し
、
外
な

る
主
取
り
を
さ
せ
、
末
を
頼
み
し
か
ひ

な
く
難
儀
に
あ
は
し
ぬ
。
町
人
の
出
世

は
、
下
々
を
取
り
合
せ
、
そ
の
家
を
あ

ま
た
に
仕
分
く
る
こ
そ
親
方
の
道
な
れ
。

（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
人
は
、
十
三
歳
ま
で
は
ま
だ
子
供
な

の
で
分
別
が
な
い
が
、
そ
の
歳
か
ら
二

十
四
、
五
歳
ま
で
は
親
の
指
図
を
受
け

て
商
売
を
学
び
、
そ
の
後
は
自
分
の
才

覚
で
金
を
稼
ぎ
、
四
十
五
歳
ま
で
に
一

生
困
ら
ぬ
よ
う
に
家
業
を
確
実
に
し
て

お
い
て
、
そ
れ
か
ら
遊
楽
す
る
こ
と
が
、

最
も
理
想
的
な
生
き
方
で
あ
る
。

中
嶋 

隆

大
阪
商
人
の
生
活
力

西
鶴
の
教
訓

N
akajim

a Takashi

江
戸
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
、
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
は
、
現
代
に
も
通

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
代
表
作
『
日
本
永
代
蔵
』
や
『
世

間
胸
算
用
』
か
ら
大
阪
商
人
の
生
活
力
を
物
語
る
一
節
を
紹
介
し
、
今
を
生

き
抜
く
た
め
の
暮
ら
し
の
知
恵
を
学
ぶ
。

36CEL March 201637 CEL March 2016

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
6

井

原

西

鶴

に
学
ぶ

Sp
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江
戸
時
代
の
本
屋
は
、

出
版
総
合
企
業

メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス

戦
略
の
先
駆
者

「井原西鶴像（模本）」。
当時人気を博した数々の浮世草子は、
大坂商人の生活力を今に伝える。

所蔵／東京国立博物館　
Image: TNM Image Archives

井原西鶴『好色一代男』巻1・3「人には見せぬ所」より。
主人公の世之介が9歳のとき、
屋根の上から遠眼鏡で、

行水する女を覗いている場面。
所蔵／国立国会図書館



５
７
５
・
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…

と
句
を
連
ね
て
、
１
日

で
１
０
０
０
句
を
詠
ん
だ
追
善
集
。
妻
を
追

善
し
た
と
い
う
点
で
は
日
本
で
最
初
の
句
集

で
あ
る
。
何
よ
り
も
驚
く
の
は
、
86
・
４
秒

に
１
句
の
割
で
句
を
作
っ
た
そ
の
ス
ピ
ー
ド

で
あ
る
。

　
ス
ピ
ー
ド
重
視
の
俳
諧
は
「
や矢 

か
ず数
俳
諧
」

に
発
展
す
る
。
こ
の
俳
諧
は
、
観
客
の
前
で
、

１
日
に
何
句
詠
め
る
か
を
競
う
俳
諧
だ
か
ら
、

今
の
俳
句
と
は
作
り
方
が
違
う
。

　
西
鶴
は
、
１
６
０
０
句
（
１
句
、
54
秒
平

均
）、
４
０
０
０
句
（
１
句
、
21
・
６
秒
平

均
）
を
、
生
國
魂
神
社
で
成
功
さ
せ
た
。
両

方
と
も
、
観
客
の
前
で
興
行
し
た
の
だ
か
ら
、

今
で
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
句

は
、『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』（
１
６
７
７
﹇
延

宝
５
﹈
年
刊
）『
西
鶴
大
矢
数
』（
１
６
８
１

﹇
延
宝
９
﹈
年
刊
）
と
い
う
本
に
な
っ
て
出

版
さ
れ
た
。
４
０
０
０
句
の
と
き
に
は
、
興

行
ス
タ
ッ
フ
が
55
人
、
観
客
は
数
千
人
に
及

ん
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
周
到
な
準
備
と
事
前
の
宣
伝
で
「
矢
数
俳

諧
」
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
。
成
功
し
た
あ
と

に
は
、
観
客
の
口
か
ら
、
大
坂
発
の
噂
が
地

方
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
西
鶴
自
身
も
地
方
俳

壇
の
有
力
者
に
出
し
た
書
簡
で
噂
の
種
を
自

ら
蒔
き
、自
己
宣
伝
に
つ
と
め
る
。さ
ら
に
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
本
に
し
て
売
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
西
鶴
の
俳
諧
活
動
は
、

イ
ベ
ン
ト
と
出
版
と
を
コ
ラ
ボ
し
た
メ
デ
ィ

ア
・
ミ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
現

代
人
に
よ
く
み
ら
れ
る
自
分
の
能
力
に
枠
を

は
め
て
し
ま
う
考
え
方
を
し
な
い
西
鶴
は
、

常
識
を
く
つ
が
え
す
発
想
と
実
行
力
を
兼
ね

備
え
て
い
た
。

　
そ
う
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
西
鶴
だ
か

ら
、
日
本
で
最
初
の
経
済
小
説
『
日
本
永
代

蔵
』
や
、
低
成
長
時
代
の
庶
民
生
活
を
笑
い

で
包
ん
だ
名
作
『
世
間
胸
算
用
』
を
世
に
残

す
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た
つ
の
作
品
に
共
通

す
る
テ
ー
マ
は
、
商
人
の
生
活
力
で
あ
る
。

　
大
坂
人
西
鶴
は
、
大
坂
で
生
き
て
い
る

人
々
が
共
感
す
る
よ
う
な
教
訓
を
述
べ
る
。

た
ぶ
ん
、
現
在
の
大
坂
人
も
同
じ
考
え
方
を

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た

財
産
や
、
働
か
な
く
て
も
得
ら
れ
る
利
息
や

家
賃
で
遊
ぶ
よ
う
な
、
生
活
力
を
喪
失
し
た

若
者
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
辛
辣
で
あ
る
。

　
町
人
も
、
親
に
儲
け
貯
め
さ
せ
、
譲

り
状
に
て
家
督
請
け
取
り
、
仕
に
せ
お

か
れ
し
商
売
、
ま
た
は
棚
賃
、
貸
し
銀

の
利
づ
も
り
し
て
、
あ
た
ら
世
を
う
か

う
か
と
お
く
り
、
二
十
の
前
後
よ
り
無

用
の
竹
杖
、
置
頭
巾
、
長
柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

さ

し
か
け
さ
せ
、世
上
か
ま
は
ず
せ
ん僭 

し
や
う上

男
、

い
か
に
お
の
れ
が
金
銀
つ
か
う
て
す
れ

ば
と
て
、
天
命
を
知
ら
ず
。（『
日
本
永

代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
町
人
に
も
、
親
が
儲
け
た
金
を
貯
蓄

し
た
家
督
を
遺
言
状
で
譲
り
受
け
た
り
、

代
々
続
い
た
商
売
を
た
だ
守
る
だ
け
だ

っ
た
り
、
家
賃
や
貸
し
銀
の
利
息
を
計

算
し
た
り
し
て
、
苦
労
も
せ
ず
に
世
を

う
か
う
か
と
お
く
る
者
が
い
る
。
ま
だ

二
十
歳
前
後
な
の
に
隠
居
し
て
、
必
要

の
な
い
竹
杖
に
置
頭
巾
、
供
の
者
に
長

柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

を
さ
し
か
け
さ
せ
て
外
出
す

る
。
世
間
の
評
判
も
気
に
か
け
な
い
で
、

こ
ん
な
身
分
不
相
応
な
こ
と
を
す
る
奢

り
男
は
、
た
と
え
自
分
の
金
銀
を
使
っ

て
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
天
命
を
知

ら
な
い
、
け
し
か
ら
ぬ
や
つ
と
い
う
も

の
だ
。

　
蓄
財
と
消
費
、
勤
労
と
娯
楽
と
が
程
よ
く

均
衡
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
ろ
の

商
人
の
理
想
的
生
活
だ
っ
た
。
働
き
す
ぎ
も

遊
び
す
ぎ
も
、
生
活
力
を
奪
っ
た
の
だ
。
要

す
る
に
、
次
の
よ
う
に
生
き
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
人
は
四
十
よ
り
内
に
て
は
世
を
か
せ

ぎ
、
五
十
か
ら
楽
し
み
、
世
を
隙
に
な

す
ほ
ど
寿
命
薬
は
ほ
か
に
な
し
。（『
西

鶴
織
留
』
巻
５
・
１
）

　
人
は
、
四
十
歳
よ
り
前
に
は
懸
命
に

　
若
隠
居
な
ど
と
称
し
て
働
き
盛
り
に

勤
め
を
や
め
、
大
勢
の
奉
公
人
を
解
雇

し
て
他
の
主
人
に
仕
え
さ
せ
、
自
分
に

将
来
を
託
し
た
奉
公
人
を
、
そ
の
か
い

も
な
く
難
儀
な
目
に
あ
わ
せ
る
。
町
人

の
出
世
と
は
、
奉
公
人
を
一
人
前
に
し

て
、
そ
の
家
の
暖
簾
を
多
く
の
者
に
分

け
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
奉
公
人
を
抱
え
た
主
人
の

な
す
べ
き
こ
と
だ
。

　
当
時
の
商
人
は
、
自
分
だ
け
が
金
持
ち
に

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

奉
公
人
を
育
て
、
暖
簾
分
け
さ
せ
る
こ
と
も

重
視
し
て
い
た
。
社
員
を
労
働
力
と
し
て
し

か
見
な
い
ア
メ
リ
カ
流
の
経
営
と
は
根
本
的

に
違
う
考
え
方
を
し
た
の
だ
。
社
員
に
い
ず

れ
起
業
さ
せ
よ
う
と
、
経
営
者
教
育
も
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
商
家
の
分
家
の
慣
習
は
、
限
ら

れ
た
量
の
米
（
禄
）
を
、
家
中
の
侍
で
分
け

合
う
武
士
階
級
の
場
合
と
は
相
違
し
て
い
た
。

坂
城
で
あ
る
。
太
閤
秀
吉
の
子
秀
頼
と
母
淀

君
が
死
ん
だ
大
坂
夏
の
陣
で
、
大
坂
城
は
焼

失
、
幕
府
は
そ
の
跡
に
盛
り
土
を
し
て
、
新

た
に
大
坂
城
を
建
築
し
た
。

　
現
代
日
本
の
大
都
会
は
、
東
京
と
大
阪
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
文
化
都
市
京
都
を
加
え
た

３
大
都
市
は
、
江
戸
時
代
に
も
「
三
都
」
と

呼
ば
れ
て
繁
栄
し
て
い
た
。「
大
阪
」
と
書

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
か
ら
で
、

江
戸
時
代
は
「
大
坂
」
と
表
記
し
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
後
の
文
章
で
は
基
本
的
に「
大
坂
」

と
書
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
大
坂
城
を
建
て
た
の

は
豊
臣
秀
吉
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
実
は
、
江
戸
幕
府
の
２
代
将

軍
徳
川
秀
忠
が
再
建
し
た
お
城
が
、
今
の
大

べ
て
遅
れ
て
い
た
重
要
産
業
が
あ
っ
た
。
出

版
業
で
あ
る
。

　
自
動
車
や
電
気
製
品
が
主
要
な
工
業
製
品

と
な
っ
た
現
代
人
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
た

か
が
出
版
業
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
主
要
工
業
製
品
は
、

織
物
と
陶
磁
器
、
そ
れ
に
本
で
あ
る
。
織
物

も
陶
磁
器
も
大
坂
で
は
あ
ま
り
生
産
さ
れ
て

い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
坂
に
は
、
地

場
産
業
が
育
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
こ
う
ぞ楮
を
主
原
料
と
し
た
紙
、
文
字
や
絵
を

彫
る
桜
の
板
。
こ
れ
が
本
作
り
に
最
低
限
必

要
な
物
産
だ
が
、
特
に
紙
は
高
価
な
工
芸
品

で
あ
る
。
今
と
比
べ
て
、
流
通
商
品
と
し
て

重
要
性
が
格
段
に
高
か
っ
た
。
そ
れ
に
出
版

業
は
、
版
下
書
き
、
絵
師
、
彫
り
師
、
摺
り
師
、

表
紙
屋
等
、
本
が
出
来
る
ま
で
の
就
業
人
口

が
多
い
。

　
大
坂
に
井
原
西
鶴
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
が
彗
星
の
如
く
登
場
す
る
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
大
坂
の
出
版
業
が
育
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
大
坂
で
は
、
１
６
７
１
（
寛
文
11
）
年
ま

で
本
屋
が
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
重
要
な
地

場
産
業
が
、
な
ぜ
欠
け
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
出
版
先
進
都
市
の
京
都
が
近
く
に
あ
っ

た
か
ら
だ
。

　
今
も
昔
も
、
お
寺
さ
ん
に
は
学
識
豊
か
な

金
持
ち
が
多
い
。
１
６
４
０
年
代
（
寛
永
年

間
末
期
）
に
は
出
そ
ろ
う
京
の
老
舗
本
屋
は
、

僧
や
上
層
町
人
に
、
仏
書
や
漢
籍
類
な
ど
の

書
物
を
売
っ
て
、
経
営
基
盤
を
固
め
た
。
寛

永
期
の
京
都
で
は
、
約
百
軒
の
本
屋
が
確
認

で
き
る
。
江
戸
で
も
、
大
坂
よ
り
早
く
本
屋

が
起
業
し
て
い
た
。１
６
５
０
年
代（
明
暦
・

万
治
ご
ろ
）
に
は
本
屋
が
存
在
し
た
。
大
坂

よ
り
約
20
年
早
い
。

　
そ
う
い
う
出
版
文
化
の
「
後
発
」
都
市
大

坂
で
、
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
が
刊
行
さ
れ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
１
６
８
２
（
天

和
２
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、
大
出
版
社
が
、
こ
れ
ぞ
と
思

う
本
の
装
丁
や
広
告
に
金
を
か
け
、
小
売
り

書
店
の
目
に
つ
き
や
す
い
棚
を
確
保
し
て
、

資
金
力
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
創
り
出
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
書
店
と

コ
ネ
も
な
く
宣
伝
費
も
か
け
ら
れ
な
い
中
小

出
版
社
の
刊
行
物
が
、
徐
々
に
部
数
を
伸
ば

し
、
あ
る
時
点
で
爆
発
的
な
売
れ
行
き
を
見

家
族
が
暮
ら
せ
る
だ
け
の
米
（
禄
）
し
か
も

ら
え
な
い
侍
は
、
家
禄
を
長
男
に
相
続
さ
せ

な
け
れ
ば
、
家
が
成
り
立
た
な
い
。
２
番
目

以
降
の
男
子
は
養
子
に
出
す
か
、
独
身
の
ま

ま
長
男
の
家
に
寄
食
す
る
「
部
屋
住
み
」
に

で
も
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
よ
ほ
ど
高
禄
の

武
家
で
な
け
れ
ば
分
家
な
ど
出
来
な
か
っ
た

の
だ
。

　
長
い
ス
パ
ン
で
市
場
拡
大
を
図
ろ
う
と
す

れ
ば
、
同
業
者
の
競
争
が
む
し
ろ
必
要
と
な

る
。
社
員
を
起
業
家
と
し
て
鍛
え
る
「
暖
簾

分
け
」
は
、
大
坂
商
人
の
生
活
力
が
生
ん
だ

知
恵
だ
っ
た
と
思
う
。

　
城
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
戦
で
秀
吉
の
造

っ
た
大
坂
の
都
市
基
盤
が
崩
壊
し
た
。
幕
府

は
、
こ
の
地
を
天
領
（
直
轄
地
）
に
し
て
、

新
た
な
町
割
り
（
都
市
計
画
）
に
基
づ
い
た

イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
っ
た
。
江
戸
堀
・
京
町

堀
・
阿
波
座
堀
・
立
売
堀
な
ど
運
河
を
開
き
、

伏
見
町
人
を
移
住
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
都
市

機
能
を
再
生
し
た
の
だ
。

　
戦
乱
か
ら
半
世
紀
経
っ
た
１
６
７
０
年
代

（
寛
文
10
年
ご
ろ
）、
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
建
ち

並
ん
で
、
諸
国
の
米
や
物
産
を
江
戸
へ
送
る

拠
点
と
な
っ
た
大
坂
で
も
、
京
や
江
戸
に
比

せ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
。

『
好
色
一
代
男
』
は
後
者
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。

な
に
し
ろ
、
こ
の
作
品
は
大
坂
で
出
版
さ
れ

た
最
初
の
小
説
で
あ
る
。「
あ
ら荒 

と砥 

や屋 

ま
ご孫 

べ兵 

え衛
」

と
い
う
本
屋
も
『
好
色
一
代
男
』
し
か
刊
行

物
が
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
大
坂
だ
け

で
は
な
く
、
江
戸
で
も
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

西
鶴
自
身
が
驚
い
た
か
、「
し
て
や
っ
た
」

と
思
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の

出
版
・
流
通
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
た
事
件

だ
っ
た
。

　
西
鶴
の
本
業
は
俳
諧
師
で
あ
る
。
大
阪
市

天
王
寺
区
の
「
生
玉
さ
ん
」（
い
く生 

く
に國 

た
ま魂

神
社
）

の
境
内
に
西
鶴
の
座
像
が
あ
る
。
髪
を
剃
っ

て
い
る
の
で
、
お
坊
さ
ん
か
と
思
っ
た
方
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
分
は
当
た
っ
て
い

る
が
、
厳
密
に
い
う
と
違
う
。

　
西
鶴
34
歳
の
と
き
、
25
歳
の
妻
が
３
人
の

子
を
残
し
て
病
没
し
た
。
西
鶴
は
、
ま
も
な

く
ほ
つ法 

た
い体

し
た
の
だ
が
、
僧
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
家
業
を
や
め
て
隠
居
し
た
の
だ
。

再
婚
は
し
な
か
っ
た
。
家
業
を
や
め
た
と
い

っ
て
も
、
分
か
っ
て
い
る
の
は
大
坂
の
商
人

だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
何
を
商
っ
て
、
ど

の
く
ら
い
の
金
持
ち
だ
っ
た
の
か
、
き
ち
ん

と
し
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
妻
が
死
ん
だ
あ
と
、
１
６
７
５
（
延
宝
３
）

年
に
『
俳
諧
独
吟
一
日
千
句
』
と
い
う
俳
諧

書
を
出
版
し
た
。こ
れ
は
、５
７
５
・
７
７
・

か
せ
ぎ
、
五
十
歳
か
ら
楽
し
み
を
き
わ

め
て
楽
隠
居
す
る
ほ
ど
、
寿
命
を
延
ば

す
薬
は
、
ほ
か
に
な
い
。

　
若
い
と
き
に
苦
労
し
て
稼
ぐ
の
は
、
自
分

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
西
鶴
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
人
は
十
三
歳
ま
で
は
わ
き
ま
へ
な
く
、

そ
れ
よ
り
二
十
四
五
ま
で
は
親
の
指
図

を
受
け
、
そ
の
後
は
我
と
世
を
稼
ぎ
、

四
十
五
ま
で
に
一
生
の
家
を
か
た
め
、

遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
。
な
ん
ぞ

若
隠
居
と
て
男
盛
り
の
勤
め
を
や
め
、

大
勢
の
家
来
に
い
と
ま暇

を
出
だ
し
、
外
な

る
主
取
り
を
さ
せ
、
末
を
頼
み
し
か
ひ

な
く
難
儀
に
あ
は
し
ぬ
。
町
人
の
出
世

は
、
下
々
を
取
り
合
せ
、
そ
の
家
を
あ

ま
た
に
仕
分
く
る
こ
そ
親
方
の
道
な
れ
。

（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
人
は
、
十
三
歳
ま
で
は
ま
だ
子
供
な

の
で
分
別
が
な
い
が
、
そ
の
歳
か
ら
二

十
四
、
五
歳
ま
で
は
親
の
指
図
を
受
け

て
商
売
を
学
び
、
そ
の
後
は
自
分
の
才

覚
で
金
を
稼
ぎ
、
四
十
五
歳
ま
で
に
一

生
困
ら
ぬ
よ
う
に
家
業
を
確
実
に
し
て

お
い
て
、
そ
れ
か
ら
遊
楽
す
る
こ
と
が
、

最
も
理
想
的
な
生
き
方
で
あ
る
。

な
か
じ
ま・た
か
し
／
１
９
５
２
年
、長
野
県
生
ま
れ
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。早
稲
田
大

学
教
育
学
部
教
授
。博
士（
文
学
）。著
書
に『
西
鶴

と
元
禄
メ
デ
ィ
ア
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
／
笠
間
書
院
）、

『
西
鶴
と
元
禄
文
芸
』『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』

（
若
草
書
房
）、『
西
鶴
に
学
ぶ
　
貧
者
の
教
訓
・
富
者

の
知
恵
』（
創
元
社
）、小
説『
は
ぐ
れ
雀
』（
小
学
館
）

な
ど
。小
説『
廓
の
与
右
衛
門
　
控
え
帳
』（
小
学

館
）で
第
８
回
小
学
館
文
庫
小
説
賞
を
受
賞
。

N
akajim

a Takashi

井
原
西
鶴
ゆ
か
り
の

地
を
め
ぐ
る

大
阪
史
跡
案
内
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特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

石
碑
に
は

『
日
本
永
代
蔵
』の

一
節
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

井
原
西
鶴
文
学
碑

１
６
９
３（
元
禄
６
）年
、

52
歳
で
病
没
し
た
西
鶴
は

こ
の
地
に
眠
る
。

井
原
西
鶴
の
墓

（
誓
願
寺
）

文
学
碑
か
ら
墓
ま
で
、

西
鶴
の
足
跡
を
た
ど
り
直
せ
ば
、

各
所
に
刻
ま
れ
た
記
憶
か
ら

忘
れ
ら
れ
た
当
時
の
物
語
が
甦
る
。

西
鶴
は
当
地
で

一
昼
夜
独
吟
４
０
０
０
句
の

矢
数
俳
諧
に
成
功
し
た
。

Photograph by N
agano Ikko
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『なぜ名経営者は
石田梅岩に
学ぶのか？』

Number

10

『都市の
ドラマトゥルギー
東京・盛り場の社会史』

都市を、「場所」としてで
はなく、作り手と受け手の
間でコミュニケーションが
交わされる「出来事」「劇
場」と捉え、以後の都市論、
文化研究に影響を与えた一
冊。作り手の一方的な押し
付けではなく、盛り場に集
まる人びとが織りなすドラ
マを含有してこそ、都市の
ダイナミズムは生まれるこ
とを教えてくれる。

吉見 俊哉著
河出文庫／2008年

Number

2

稲盛和夫氏はじめ、多くの
経営者も注目する江戸時代
の思想家・石田梅岩を「江
戸時代のドラッカー」と称
し、その考えの現代性に着
目するビジネス書。「人間
の本性とは何か」を問いつ
つ、「勤勉」「正直」など、
平易な言葉で商いを語った
梅岩の教えこそが、日本の
近代化や驚異的な戦後復興
の土台となったと説く。

森田 健司著
ディスカヴァー・トゥエンティワン
／2015年

Number

9

現代日本に生きる私たちの
日常は、「昔」とどのくら
い繋がっているのか、ある
いはかけ離れているのだろ
うか。本書は名所図会や絵
草紙をはじめとした図版を
豊富に使い、江戸庶民の実
生活を解く。食や着物、お
金、時間などをキーワード
として章立てし、目で見て
「昔の暮らし」を追体験で
きる好著。

石川 英輔著
講談社文庫／2013年

Number

8

世阿弥が、亡き父観阿弥の
教えに基づき著した本書は、
能楽の優れた芸術論であり、
後継者に伝授する体系をま
とめた理論書でもある。
「初心忘るべからず」など
の言葉から見る役者の心構
え、年齢別の教育論、役別
の演技論、能の本質たる
「花」の把握など、現代の
人材育成にも通じる世阿弥
の視点を感じ取れる。

世阿弥著
岩波文庫／1958年

Number

4

日本でひときわ強い存在感
を示す「老舗」。その正体
に迫るコンパクトな一冊。
企業情報の専門家が、財務、
歴史、社訓などを徹底分析。
踏襲することと挑戦するこ
とを、慎重に、かつ大胆に
選別する老舗企業の姿勢を
浮かび上がらせる。老舗が
今に伝えることとはどのよ
うなものなのか、その秘密
をたどる。

帝国データバンク史料館・
産業調査部編
朝日新書／2009年

『近代文明は
なぜ限界なのか
人類を救う哲学』

『逝きし世の面影』

『実見
江戸の暮らし』『風姿花伝』

『百年続く
企業の条件
老舗は変化を恐れない』

『日本人の
心を解く
夢・神話・物語の深層へ』

『大阪暮らし
むかし案内
江戸時代編
──絵解き井原西鶴』

Number

7

『忘れられた日本人』

著者は「旅する巨人」と言
われ、日本中をくまなく歩
いた民俗学者。膨大な記録
と写真群は、日本人の過ご
した豊かな時間に満ちてい
ると評される。本書は辺境
の地で黙々と生きる日本人
の存在を、歴史という舞台
に浮かび上がらせた宮本民
俗学の代表作。確かにあっ
た暮らしの文化を再確認す
るに最良の書だ。

宮本 常一著
岩波文庫／1984年

Number

6

揺るぎない信念を持つ経営
者と、独自の境地を開く哲
学の泰斗が、経済成長至上
主義の次に来るべきものを
語った対論。人間の持つ根
源的な可能性を信じつつ、
「進歩」から「循環」へ、「憎
しみ」から「慈悲」へと、
人びとの意識が転換するこ
とが大切であると説く。「新
しい文明の創造」を探求し
た警世の書。

稲盛 和夫、梅原 猛著
PHP文庫／2011年

Number

5

幕末・明治年間の来日外国
人による記録を収集・精査
することによって、西洋化
以前の日本の在りし姿を鮮
明に描き出した一冊。私た
ちが失ったものとは、日本
の近代化とは何だったのか。
信仰から性、労働、子ども
の世界まで、異邦人の視点
から先入観を介さずに捉え
られた日本文明の豊かさが
今、驚きとともに甦る。

渡辺 京二著
平凡社ライブラリー／2005年

Number

3

日本におけるユング心理学
の第一人者が、日本の神話
や古典から、日本人の心の
深層に迫る。時空を超え死
後の世界をも「夢」とする
『宇治拾遺物語』、男女の性
役割を交換する『とりかへ
ばや物語』など、古典に描
かれてきた日本人の心を解
き明かし、現代に生きる日
本人のあり方を問い直す一
冊。

河合 隼雄著
岩波現代全書／2013年

Number

1

井原西鶴の浮世草子とその
挿絵をもとに、「絵解き」
の手法によって江戸時代の
庶民の生活や人間模様を生
き生きと描き出す、むかし
の暮らし方案内書。原文と
現代語訳、絵解きを巧みに
交えながら、お金の話から
四季の暮らし、男女の色恋
まで、大阪のかつての文化
を豊かに読み解く。「むか
し案内」シリーズ第６弾。

本渡 章著
創元社／2012年

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
7

書
籍
案
内

暮
ら
し
の

知
恵
を

考
え
る
た
め
の

10
冊

Sp
ecial  Feature  The  Pow

er  of  Traditional  Life  Part  7

昔
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
し
た
本
号
の
特
集
か
ら
、「
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
」

の
ヒ
ン
ト
は
見
つ
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
老
舗
企
業
が
示
し
た
守
る
こ
と
と
挑

戦
す
る
こ
と
、
再
現
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
町
並
み
を
、
見
て
、
聞
い
て
、
触
っ

て
実
感
す
る
こ
と
な
ど
、
現
代
の
暮
ら
し
に
反
映
で
き
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま

だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
、
見
過
ご
し
て
い
た
「
財
産
」
に
気
づ

く
た
め
の
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
10
冊
を
選
び
ま
し
た
。

40CEL March 201641 CEL March 2016
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生活者の意識を探る 第二回　幸せな地域・成熟社会／豊田 尚吾

昔の学びを未来につなげる／小西池 透

持続可能な社会に向けて
CELが発信する情報は、

「エネルギー・環境」「都市・コミュニティ」
「住まい・生活」を

3つの柱に展開されています。

The Reports from Researchers

その1

44

文／弘本 由香里

未来への
記憶を
共有する

その2

米国イノベーション
地域における

イノベーション・サポート・
システムの

特徴とその変化（後編）
文／奥田 浩二

Part 1 /

Part 2 /

Report by Okuda Koji

Report by Hiromoto Yukari

Vol.112 March 2016

M
arushim

a K
azuhiro

衣
食
住
遊

第
九
回

文 

丸
島 

和
洋

大
河
ド
ラ
マ『
真
田
丸
』と
時
代
考
証

42CEL March 2016

    

ま
る
し
ま・か
ず
ひ
ろ
／
国
文
学
研
究
資
料
館
研
究
部
特
任
助
教
。２
０
０

０
年
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。05
年
、同
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。08
年「
戦
国
期
武
田
氏
権
力
の

研
究
―
―
取
次
論
の
視
座
か
ら
」で
博
士（
史
学
）。専
門
は
戦
国
大
名
論
。

著
書
に『
真
田
四
代
と
信
繁
』（
平
凡
社
新
書
）、共
編
著
に『
武
田
氏
家
臣
団

人
名
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
）な
ど
多
数
あ
る
。

　
私
は
、
２
０
１
６
年
大
河
ド
ラ
マ
『
真
田
丸
』（
三

谷
幸
喜
脚
本
）の
時
代
考
証
を
担
当
し
て
い
る
。今
回
は
、

全
編
に
わ
た
り
三
人
の
チ
ー
ム
で
考
証
を
行
う
と
い
う

体
制
を
と
っ
て
い
る
。
私
は
ま
だ
40
に
も
な
っ
て
い
な

い
か
ら
、
考
証
者
と
し
て
は
か
な
り
若
い
部
類
に
入
る

だ
ろ
う
。
残
り
の
二
人
（
平
山
優
・
黒
田
基
樹
両
氏
）
は
、

私
の
約
一
回
り
上
だ
が
、
普
段
か
ら
親
し
く
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
関
係
で
あ
る
。

　
時
代
考
証
と
は
ど
う
い
う
仕
事
か
。
脚
本
家
が
書
い

た
台
本
に
対
し
て
、
事
実
関
係
の
誤
り
を
正
し
た
り
、

言
葉
や
人
び
と
の
考
え
方
を
当
時
の
も
の
に
近
づ
け
て

い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
江
戸
時
代
の
講
談
な
ど
で
作
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
れ
ば
、
有
名
な
も
の
は
許
容
す
る
。

　
第
一
稿
の
台
本
で
は
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ

台
詞
が
現
代
語
に
近
い
。
こ
れ
を
当
時
の
会
話
ら
し

く
直
し
て
い
く
。
近
現
代
の
言
葉
を
排
除
し
て
、
で
き
る
限
り
戦
国
時
代
の
言
葉
に
置
き
換

え
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
視
聴
者
が
聞
い
て
分
か
ら
な
け
れ
ば
台
無
し
だ
か
ら
、
あ
ま
り
難

し
い
言
葉
は
使
え
な
い
。
や
む
を
得
ず
、
現
代
語
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ス
タ
ッ
フ
に
専
門
家
が
い
る
の
で
お
任
せ
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
ち
ら
で
も
手
を

加
え
る
。
た
と
え
ば
「
眼
鏡
に
適
う
」
は
却
下
。
眼
鏡
は
伝
来
し
て
い
た
が
、
大
名
ク
ラ
ス

し
か
手
に
で
き
な
い
貴
重
品
な
の
で
、
慣
用
句
に
な
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。

　
会
話
も
身
分
差
を
踏
ま
え
て
、
敬
語
を
ど
う
使
う
か
考
え
る
。
尊
称
で
い
う
と
、
信
長
な

ら
「
上
様
」、
守
護
職
を
持
つ
戦
国
大
名
で
あ
る
武
田
勝
頼
や
上
杉
景
勝
な
ら
「
お御

　や屋
　か
た形

　さ
ま様

」、

そ
う
で
な
い
徳
川
家
康
や
真
田
昌
幸
は
「
殿
」
と
す
る
。
登
場
人
物
の
座
る
場
所
も
、
身
分

を
考
え
て
指
示
を
す
る
。
番
組
中
で
使
わ
れ
る
書
状
や
地
図
な
ど
の
小
道
具
の
準
備
も
手
伝

う
。

　
し
か
し
あ
く
ま
で
ド
ラ
マ
だ
か
ら
、
史
実
通
り
に
は
話
が
進
ま
な
い
。
省
略
も
あ
る
し
、

複
数
の
話
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
も
あ
る
。
安
易
に

妥
協
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、
ド
ラ
マ
の
構
成
上

や
む
を
得
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。『
真
田
丸
』
は
三
谷

幸
喜
さ
ん
の
作
品
で
あ
っ
て
時
代
考
証
の
作
品
で
も
教

科
書
で
も
な
い
。
た
だ
大
河
ド
ラ
マ
は
、
史
実
と
受
け

止
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
も
事
実
で
あ
り
、

注
意
が
必
要
だ
。

　
だ
か
ら
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
で
あ
る
戦
国
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
の
時
代
性
を
、
い
か
に
上
手
く
取
り
込
ん

で
も
ら
う
か
が
本
当
の
仕
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
時

代
考
証
陣
の
研
究
が
反
映
さ
れ
る
。
妥
協
を
し
な
い
の

は
、
こ
の
部
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
あ
ま
り
に
現
代
人
の
感
覚
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
う

と
視
聴
者
が
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
か
ら
、
ス
タ
ッ
フ
と
繰
り
返
し
議
論
す
る
。

　
ド
ラ
マ
序
盤
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
く
に国 

し
ゆ
う衆
」
と
よ
ば
れ
る
、
戦
国
大
名
に
従
属
す
る

自
治
領
主
が
出
て
く
る
。
真
田
家
も
国
衆
の
一
つ
で
、
戦
国
大
名
と
は
違
う
目
線
か
ら
戦
国

時
代
を
見
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
ま
た
、
村
同
士
の
争
い
の
場
面
も
あ
る
が
、

戦
国
時
代
の
百
姓
は
、
刀
と
わ
き脇
　ざ
し指
を
帯
び
て
武
装
し
て
い
る
。
だ
か
ら
農
具
で
は
な
く
、
槍

な
ど
の
武
器
で
戦
わ
せ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

　
さ
ら
に
い
う
と
、
主
人
公
で
あ
る
真
田
信
繁
（
幸
村
）
は
、
豊
臣
秀
吉
に
気
に
入
ら
れ
て

い
く
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寧
（
北
政
所
）
や
茶
々
（
淀
殿
）
と
い
っ
た
秀
吉
の
妻

の
生
活
空
間
で
あ
る
「
奥
」
に
成
人
男
性
を
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い―

―

。
こ
う
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
よ
う
す
る
に
、
三
谷
さ
ん
が
語
り
た
い
テ
ー
マ
を
、
戦
国
時
代
の
話
と
し
て
違
和
感
が
な

い
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
仕
事
な
の
だ
。今
回
の
時
代
考
証
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
側
と
の
連
携
が
、

チ
ー
ム
と
し
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
後
は
、
ク
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
ま
で
走
り

抜
け
る
の
み
で
あ
る
。
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アクセラレータ

数百件～千件の応募から選定
活動原資は主に寄付金
最初に資金を提供
短期（3～4カ月）集中訓練

コンシェルジュ

CICでは600社程度が入居
賃料収入で活動
空間サービス（不動産的）に特化
入居期限は特になし

基本モデル

10～20社程度を対象
行政の助成金を活用

活
動
ス
ケ
ー
ル

大

小

起業プロセス

０
件
程
度
の
応
募
に
対
し
て
、
採
択
さ
れ
る

の
は
１
％
程
度
で
あ
る
。
マ
ス
チ
ャ
レ
ン
ジ

（M
assChallenge

）（
＊
３
）
の
よ
う
に
、

コ
ン
テ
ス
ト
形
式
で
案
件
を
選
別
す
る
も
の

も
あ
る
。

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と
基
本
モ
デ
ル
と
の
主

な
違
い
は
、「
商
業
化
の
前
段
階
も
対
象
」、

「
最
初
に
資
金
を
提
供
」、「
３
〜
４
カ
月
の

集
中
訓
練
を
無
料
で
実
施
」
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
な
お
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
利
用

者
か
ら
賃
料
等
は
取
ら
な
い
の
で
、
日
々
の

収
入
は
な
い
。
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
の
運
営
や

提
供
資
金
の
原
資
は
、
外
部
協
力
者
に
よ
る

寄
付
金
が
中
心
と
な
る
。

　
快
適
な
活
動
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
に
特
化
し

た
サ
ー
ビ
ス
を
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
サ
ー
ビ
ス

と
い
う
。
こ
れ
は
、
ホ
テ
ル
で
の
顧
客
サ
ー

ビ
ス
に
な
ぞ
ら
え
た
命
名
で
あ
る
。
マ
サ
チ

ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
あ
る
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、Ｃ
Ｉ
Ｃ
）（
＊
４
）
が
代
表
例
で
あ
る
。

　
提
供
す
る
の
は
、「
共
有
ス
ペ
ー
ス
」「
ブ

ー
ス
（
半
個
室
）」「
個
室
」
な
ど
の
事
務
所

ス
ペ
ー
ス
に
加
え
、
共
同
受
付
や
打
ち
合
わ

せ
ス
ペ
ー
ス
、
キ
ッ
チ
ン
、
コ
ピ
ー
機
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
利
用
は
有
料
で
あ
り
、
入
居
企
業

は
、
使
用
面
積
等
に
応
じ
て
毎
月
定
額
を
支

払
う
。
定
額
な
の
で
、
入
居
企
業
は
収
支
計

算
が
立
て
や
す
い
。
ま
た
Ｃ
Ｉ
Ｃ
も
、（
入

居
状
況
に
応
じ
て
）
毎
月
決
ま
っ
た
収
入
が

期
待
で
き
る
の
で
事
業
性
が
高
ま
り
、
ス
ト

ッ
ク
型
ビ
ジ
ネ
ス
（
＊
５
）
と
し
て
の
展
開

が
可
能
と
な
る
。

　
企
業
の
平
均
入
居
期
間
は
、
２
〜
３
年
で

あ
る
。
た
だ
し
、
入
居
期
間
に
制
限
は
な
い

た
め
、
10
年
を
超
え
て
い
る
企
業
も
あ
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
に
は
２
０
１
４
年
時
点
で
６
０
０
社

の
企
業
が
入
居
し
て
お
り
、
こ
れ
は
基
本
モ

デ
ル
の
数
十
倍
の
規
模
で
あ
る
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｃ
で
は
、
成
長
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
替

わ
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ン
チ
ャ

ー
カ
フ
ェ（V

enture Café

）で
は
、
入
居
企

業
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
の
出
会
い

の
場
を
創
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
入
居
企

業
に
と
っ
て
は
投
資
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ

り
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
等
投
資
家
に

と
っ
て
は
多
く
の
企
業
に
一
度
に
出
会
え
る

魅
力
的
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｃ
と
基
本
モ
デ
ル
と
の
主
な
違
い
は
、

「
活
動
ス
ペ
ー
ス
に
特
化
」
さ
れ
、「
多
く
の

入
居
企
業
」
が
あ
り
、
そ
し
て
「
事
業
性
を

高
め
て
い
る
」
点
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
紹
介
し
た
近
年
の
変
化
の
特
徴
を

　
本
稿
は
、
米
国
に
お
け
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
の
誕
生
と
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み

（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
）

の
分
析
を
通
じ
て
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る

起
業
・
創
業
支
援
の
あ
り
様
を
考
察
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
前
号
で
は
、
２
０
０
７
年
時
点
の
仕
組
み

の
基
本
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
主
な
特
徴
は
、

「
各
機
関
を
数
人
で
運
営
し
、
入
居
企
業
数

は
各
機
関
10
〜
20
社
程
度
」、「
支
援
対
象
は

商
業
化
段
階
以
降
に
限
定
」、
そ
し
て
「
主

な
支
援
は
活
動
ス
ペ
ー
ス
と
成
長
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
」
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
近
年
の
変
化
を
概
観
し
、

続
い
て
日
本
に
お
け
る
仕
組
み
の
あ
り
姿
を

考
え
る
。

　　
こ
こ
で
は
、
米
国
に
お
い
て
、
こ
の
５
年

程
度
の
間
に
急
成
長
し
た
２
つ
の
仕
組
み
と

そ
の
背
景
、
そ
し
て
基
本
モ
デ
ル
の
基
と
な

っ
た
４
機
関
の
そ
の
後
の
状
況
を
紹
介
す
る
。

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と
は
、
一
定
期
間
（
通

常
３
〜
４
カ
月
）
に
集
中
し
て
起
業
希
望
者

を
訓
練
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
Ｙ
コ
ン
ビ

ネ
ー
タ
ー
（Y

 Com
binator

）（
＊
１
）
や

コ
ロ
ラ
ド
州
ボ
ル
ダ
ー
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

テ
ッ
ク
ス
タ
ー
ズ
（T

echstars
）（
＊
２
）

な
ど
が
あ
る
。
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研
究
レ
ポ
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ト
そ
の
1

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
　
研
究
員

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
誕
生
や
成
長
を
支
え
る
仕
組
み
は

ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
。

前
号
で
紹
介
し
た

米
国
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
地
域
に
お
け
る

基
本
モ
デ
ル
の
変
化
を
踏
ま
え
つつ
、

日
本
に
お
け
る
起
業・創
業
支
援
の
あ
り
姿
を
考
え
る
。

近
年
の
変
化
と

そ
こ
か
ら
の
示
唆

米
国
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
地
域
に
お
け
る

イ
ノベ
ー
シ
ョン・サ
ポ
ー
ト・シ
ス
テ
ム
の

特
徴
と
そ
の
変
化

奥
田 

浩
二

却
し
て
収
益
を
得
る
こ
と
）
の
期
待
も
高
ま

っ
た
。

早
期
支
援
の
必
要
性
：
起
業
が
容
易
に
な
っ

た
分
、
従
来
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
投

資
を
獲
得
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
の
支
援
（
創

業
期
の
支
援
）
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　　
基
本
モ
デ
ル
で
分
析
し
た
サ
ン
ノ
ゼ
市
に

あ
る
４
機
関
（
Ｓ
Ｂ
Ｃ
、Ｅ
Ｂ
Ｃ
、Ｕ
Ｓ 

Ｍ

Ａ
Ｃ
、
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
）
は
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

機
関
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
９
年
に
第
三
者

に
よ
る
評
価
レ
ポ
ー
ト（
＊
６
）が
出
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
累
計
３
２
５
社
の
卒
業
企
業
と

２
６
１
５
人
の
雇
用
者
を
生
み
出
し
た
成
果

を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
サ

ン
ノ
ゼ
市
が
約
２
４
５
０
万
ド
ル
を
投
資
し

た
の
に
対
し
、
卒
業
後
も
サ
ン
ノ
ゼ
市
に
拠

点
を
設
け
て
い
る
企
業
は
32
社
、
雇
用
者
数

も
約
５
４
０
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
（
＊
７
）。
つ
ま
り
、
起
業

支
援
の
成
果
は
生
み
出
し
て
は
い
る
が
、
地

元
地
域
へ
の
貢
献
（
地
元
で
の
雇
用
数
、
卒

業
後
の
地
元
残
留
数
や
地
元
へ
の
税
収
）
に

は
課
題
が
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
と
サ
ン
ノ
ゼ
市
の
組
織

再
編
な
ど
が
相
ま
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
サ

ン
ノ
ゼ
市
に
よ
る
こ
れ
ら
の
機
関
に
対
す
る

支
援
は
大
き
く
縮
小
し
た
（
＊
８
）。
今
日
、

各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
検
索
す
る
と
、Ｓ
Ｂ
Ｃ

は
見
つ
か
ら
ず
、Ｅ
Ｂ
Ｃ
は
ク
リ
ー
ン
テ
ッ

日米のIPO件数の推移
Chart 2

近年の変化
Chart 1 〈

コ
ン
シェル
ジ
ュ
サ
ー
ビ
ス
〉

〈
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
〉

（
後
編
）

ク
オ
ー
プ
ン
と
い
う
全
米
レ
ベ
ル
の
別
活
動

に
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
イ
オ
セ

ン
タ
ー
は
別
機
関
に
よ
る
運
営
と
な
り
名
称

も
「
サ
ン
ノ
ゼ
バ
イ
オ
キ
ュ
ー
ブ
」
に
変
更

さ
れ
た
。Ｕ
Ｓ 

Ｍ
Ａ
Ｃ
の
み
そ
の
名
前
を
今

日
ま
で
残
し
て
い
る
（
＊
９
）。

　　
こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま

え
て
、
日
本
に
お
け
る
同
様
の
仕
組
み
の
実

現
に
つ
い
て
考
え
る
。
日
本
に
お
け
る
起
業

支
援
で
は
、
基
本
モ
デ
ル
に
あ
る
よ
う
な
イ

ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設
や
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
個
別
の
活
動
は
活
性
化

し
て
き
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
ア
ク
セ
ラ
レ

ー
タ
の
よ
う
な
活
動
に
日
本
で
取
り
組
む
動

き
も
出
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
と
米

国
で
は
、
起
業
の
状
況
が
異
な
る
（
＊
10
）

の
で
、
米
国
の
仕
組
み
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
も
日
本
で
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
米
国
の
事
例
に
学
び
つ
つ
、

日
本
流
に
加
工
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
示

す
。

　持
続
的
な
仕
組
み
を
作
る
：
サ
ン
ノ
ゼ
市
の

ケ
ー
ス
は
、
助
成
金
の
活
用
に
お
い
て
持
続

的
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
助
成
金
を
最
大
限
に
活
用

し
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
成
果
を
出
す
こ

と
は
助
成
金
活
用
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。た
だ
し
、そ
の
助
成
金
が
な
く
な
れ
ば
、

活
動
自
身
も
白
紙
に
戻
る
と
い
う
の
は
も
っ

た
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
助
成
金
の
趣
旨
に

も
反
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
助
成
金
が
あ
る

間
に
、
足
元
の
成
果
を
出
し
つ
つ
、
将
来
の

活
動
を
持
続
的
に
行
え
る
よ
う
な
仕
組
み
を

企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
連
携
し
つ
つ
作
り
あ

げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

案
件
を
広
く
集
め
る
：
起
業
活
動
を
持
続
す

る
に
は
、
継
続
し
た
案
件
の
発
掘
が
必
須
で

あ
る
。
有
望
案
件
を
継
続
的
に
獲
得
す
る
に

は
、
間
口
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
で

は
ま
だ
起
業
者
と
投
資
家
と
の
距
離
が
離
れ

て
い
る
の
で
、
コ
ン
テ
ス
ト
を
き
っ
か
け
と

し
て
起
業
者
と
の
接
点
を
作
っ
て
い
く
こ
と

が
有
効
だ
ろ
う
。
コ
ン
テ
ス
ト
を
登
竜
門
と

し
て
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
に
有
望
案
件
を
つ

な
い
で
い
く
形
で
あ
る
。

収
益
基
盤
を
確
立
す
る
：
コ
ン
テ
ス
ト
や
ア

ク
セ
ラ
レ
ー
タ
の
運
営
、
そ
し
て
起
業
者
の

支
援
に
は
資
金
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

コ
ン
テ
ス
ト
や
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
か
ら
収
益

を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
当
初
は
行
政
の
助

成
金
を
活
用
し
て
も
よ
い
が
、
持
続
的
な
活

動
に
は
安
定
収
入
が
必
要
だ
。
米
国
の
よ
う

に
寄
付
金
を
募
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
が
、

日
本
で
は
実
現
が
難
し
そ
う
で
あ
る
。
打
開

策
の
ヒ
ン
ト
は
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
事
例
に
あ
る
。
賃

料
収
入
の
活
用
だ
。
し
か
し
、Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
よ

う
に
数
百
社
も
起
業
者
を
集
め
る
こ
と
は
難

し
い
。
こ
こ
で
は
、
産
業
振
興
的
な
機
能
と

不
動
産
的
な
機
能
を
兼
ね
備
え
た
リ
サ
ー
チ

パ
ー
ク
の
よ
う
な
仕
組
み
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
（
＊
11
）。

機
能
を
つ
な
げ
る
：
日
本
で
の
起
業
は
、
米

国
の
よ
う
に
成
長
事
例
が
次
々
と
出
る
よ
う

な
状
況
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
各

活
動
を
米
国
の
よ
う
に
個
別
に
展
開
す
る
の

で
は
な
く
、
互
い
に
機
能
を
つ
な
げ
る
こ
と

で
有
望
案
件
を
着
実
に
成
長
さ
せ
る
よ
う
な

仕
組
み
が
重
要
と
な
る
。
案
件
の
発
掘
を
目

的
と
す
る
コ
ン
テ
ス
ト
、
起
業
の
初
期
段
階

を
支
援
す
る
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
、
そ
し
て
不

動
産
的
な
ス
ペ
ー
ス
提
供
と
い
う
各
機
能
を

「
つ
な
げ
る
」
こ
と
を
日
本
流
の
仕
組
み
と

し
て
提
案
し
た
い
。
そ
し
て
、
不
動
産
的
活

動
の
収
益
で
前
段
階
の
機
能
を
支
え
る
こ
と

で
、
持
続
的
な
活
動
が
行
え
る
仕
組
み
を
実

現
す
る
の
で
あ
る
。

　　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
「
地
域
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
（
＊
12
）」
の
実
現
イ
メ

ー
ジ
を
、Chart 3

に
示
す
。
こ
こ
で
の
拠

点
と
は
、
特
定
の
機
関
や
場
所
で
あ
っ
て
も

い
い
し
、
い
く
つ
か
の
機
関
が
連
携
し
た
も

の
で
も
よ
い
。

　
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
で
は
、
案
件

発
掘
を
目
的
と
し
た
コ
ン
テ
ス
ト
が
起
業
予

備
軍
（
起
業
に
関
心
の
あ
る
人
）
と
の
接
点

に
な
る
。
地
元
行
政
や
大
学
な
ど
と
連
携
し

て
案
件
を
集
め
る
。
コ
ン
テ
ス
ト
応
募
者
の

な
か
か
ら
有
望
案
件
を
選
別
し
、
ア
ク
セ
ラ

レ
ー
タ
で
短
期
集
中
的
に
初
期
の
立
ち
上
げ

を
行
う
。
そ
こ
で
は
外
部
専
門
家
の
協
力
を

得
る
と
と
も
に
、
金
融
関
連
機
関
か
ら
の
初

期
投
資
も
募
る
。
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
を
卒
業

し
、
成
長
が
見
込
め
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

拠
点
内
の
起
業
用
ス
ペ
ー
ス
で
活
動
（
前
号

で
述
べ
た
基
本
モ
デ
ル
の
活
動
）
を
展
開
す

る
。
起
業
者
の
支
払
い
が
発
生
す
る
の
は
こ

の
段
階
か
ら
と
す
る
。
一
方
、
不
動
産
的
活

動
で
は
、
一
般
企
業
の
入
居
も
受
け
入
れ
る

こ
と
で
、
安
定
し
た
基
盤
収
入
（
賃
料
）
を

獲
得
す
る
。
不
動
産
的
活
動
で
得
ら
れ
た
収

益
の
一
部
を
案
件
発
掘
や
起
業
支
援
活
動
に

充
て
る
こ
と
で
、
活
動
全
体
の
持
続
性
を
確

保
す
る
。
加
え
て
、
起
業
者
と
一
般
企
業
と

の
間
で
協
業
関
係
（
例
え
ば
、
事
業
提
携
や

サ
ー
ビ
ス
の
売
買
な
ど
）
が
実
現
で
き
れ
ば
、

拠
点
と
し
て
の
付
加
価
値
は
一
層
高
ま
る
。

　　
筆
者
は
、
５
年
ほ
ど
前
に
、
あ
る
会
社
に

お
い
て
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
立
ち
上
げ

前
号
の
振
り
返
り

近
年
の
変
化

に
奔
走
し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
は
、
起
業

を
取
り
囲
む
状
況
は
大
変
厳
し
く
、
残
念
な

が
ら
フ
ァ
ン
ド
の
設
立
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
今
日
の
状
況
を
見

る
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
近
年
、
日
本
に
お

い
て
も
起
業
活
動
は
大
き
く
活
性
化
し
て
き

た
。
し
か
し
、
今
日
の
活
況
が
い
つ
ま
で
も

続
く
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
活
況

で
あ
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
環
境
が
変
わ
っ
て

も
持
続
で
き
る
よ
う
な
活
動
基
盤
を
構
築
す

る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
思
い
か
ら
本
稿
で
は
、
米
国
の
状
況

を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
地
域

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
の
仕
組
み
を
提
案
し

た
。
本
稿
が
、
日
本
の
成
長
の
な
か
に
起
業

や
創
業
を
根
付
か
せ
る
た
め
の
検
討
の
一
助

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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出典：米国は“NVCA Yearbook 2015”、日本は「ベンチャー白書2014」ほか
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ま
と
め
た
も
の
をChart 1

に
示
す
。
基
本

モ
デ
ル
を
基
準
に
考
え
る
と
、
近
年
の
変
化

は
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
研
究
・
ア
イ
デ

ア
段
階
と
い
う
「
起
業
プ
ロ
セ
ス
の
初
期
段

階
」
ま
で
カ
バ
ー
し
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
で
は
共
に
「
活
動
ス
ケ
ー

ル
を
大
規
模
化
」
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
に
は
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

起
業
活
動
の
活
発
化
：
Ｉ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
の
充

実
や
低
コ
ス
ト
化
に
よ
り
起
業
へ
の
敷
居
が

低
下
し
た
。
さ
ら
に
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
な
ど

の
発
展
・
普
及
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
以
外
の

も
の
づ
く
り
分
野
で
の
起
業
も
活
発
化
し
た
。

Ｉ
Ｐ
Ｏ（
株
式
公
開
）
件
数
の
回
復
：
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で
落
ち
込
ん
だ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
件
数

が
回
復
し
（Chart 2

）、
ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資

の
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ（
投
資
し
た
株
式
を
市
場
で
売

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
、
公
募
で
参
加
者

を
集
め
、
採
択
時
点
で
一
定
の
活
動
資
金
を

支
給
す
る
。
応
募
時
点
で
は
、
具
体
的
な
事

業
計
画
な
ど
は
不
要
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ア
で

構
わ
な
い
。
提
供
す
る
活
動
資
金
額
は
、
当

初
は
１
〜
２
万
ド
ル
程
度
で
あ
っ
た
が
、
近

年
で
は
10
万
ド
ル
程
度
ま
で
増
額
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
資
金
と
引
き
換
え
に
起
業

会
社
の
６
〜
７
％
分
の
株
式
を
ア
ク
セ
ラ
レ

ー
タ
に
拠
出
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、

訓
練
期
間
中
は
、
活
動
場
所
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
環
境
な
ど
を
無
料
で
提
供
す
る
。
メ
ン

タ
ー
と
の
相
談
や
各
種
セ
ミ
ナ
ー
（
製
品
開

発
や
事
業
計
画
な
ど
）、
イ
ベ
ン
ト
参
加
も

無
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
期
間
の
最
後
に
は
、

デ
モ
・
デ
ー
が
設
け
ら
れ
、
投
資
家
の
前
で

事
業
プ
ラ
ン
や
試
作
品
、
デ
モ
シ
ス
テ
ム
を

ア
ピ
ー
ル
し
、
本
格
的
事
業
活
動
の
た
め
の

投
資
獲
得
を
目
指
す
。

　
応
募
者
の
選
別
状
況
は
厳
し
く
、
１
０
０

※研究・アイデア
　段階でも可だが、
　賃料を支払える
　ことが必要

商業化段階
（事業計画）

研究・
アイデア段階 成長段階

171

158

165

25

39

104
99

114

169

215

121

168

188

49

19
22

36

46

54

77



０
件
程
度
の
応
募
に
対
し
て
、
採
択
さ
れ
る

の
は
１
％
程
度
で
あ
る
。
マ
ス
チ
ャ
レ
ン
ジ

（M
assChallenge

）（
＊
３
）
の
よ
う
に
、

コ
ン
テ
ス
ト
形
式
で
案
件
を
選
別
す
る
も
の

も
あ
る
。

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と
基
本
モ
デ
ル
と
の
主

な
違
い
は
、「
商
業
化
の
前
段
階
も
対
象
」、

「
最
初
に
資
金
を
提
供
」、「
３
〜
４
カ
月
の

集
中
訓
練
を
無
料
で
実
施
」
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
な
お
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
利
用

者
か
ら
賃
料
等
は
取
ら
な
い
の
で
、
日
々
の

収
入
は
な
い
。
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
の
運
営
や

提
供
資
金
の
原
資
は
、
外
部
協
力
者
に
よ
る

寄
付
金
が
中
心
と
な
る
。

　
快
適
な
活
動
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
に
特
化
し

た
サ
ー
ビ
ス
を
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
サ
ー
ビ
ス

と
い
う
。
こ
れ
は
、
ホ
テ
ル
で
の
顧
客
サ
ー

ビ
ス
に
な
ぞ
ら
え
た
命
名
で
あ
る
。
マ
サ
チ

ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
あ
る
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、Ｃ
Ｉ
Ｃ
）（
＊
４
）
が
代
表
例
で
あ
る
。

　
提
供
す
る
の
は
、「
共
有
ス
ペ
ー
ス
」「
ブ

ー
ス
（
半
個
室
）」「
個
室
」
な
ど
の
事
務
所

ス
ペ
ー
ス
に
加
え
、
共
同
受
付
や
打
ち
合
わ

せ
ス
ペ
ー
ス
、
キ
ッ
チ
ン
、
コ
ピ
ー
機
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
利
用
は
有
料
で
あ
り
、
入
居
企
業

は
、
使
用
面
積
等
に
応
じ
て
毎
月
定
額
を
支

払
う
。
定
額
な
の
で
、
入
居
企
業
は
収
支
計

算
が
立
て
や
す
い
。
ま
た
Ｃ
Ｉ
Ｃ
も
、（
入

居
状
況
に
応
じ
て
）
毎
月
決
ま
っ
た
収
入
が

期
待
で
き
る
の
で
事
業
性
が
高
ま
り
、
ス
ト

ッ
ク
型
ビ
ジ
ネ
ス
（
＊
５
）
と
し
て
の
展
開

が
可
能
と
な
る
。

　
企
業
の
平
均
入
居
期
間
は
、
２
〜
３
年
で

あ
る
。
た
だ
し
、
入
居
期
間
に
制
限
は
な
い

た
め
、
10
年
を
超
え
て
い
る
企
業
も
あ
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
に
は
２
０
１
４
年
時
点
で
６
０
０
社

の
企
業
が
入
居
し
て
お
り
、
こ
れ
は
基
本
モ

デ
ル
の
数
十
倍
の
規
模
で
あ
る
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｃ
で
は
、
成
長
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
替

わ
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ン
チ
ャ

ー
カ
フ
ェ（V

enture Café

）で
は
、
入
居
企

業
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
と
の
出
会
い

の
場
を
創
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
入
居
企

業
に
と
っ
て
は
投
資
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ

り
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
等
投
資
家
に

と
っ
て
は
多
く
の
企
業
に
一
度
に
出
会
え
る

魅
力
的
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｃ
と
基
本
モ
デ
ル
と
の
主
な
違
い
は
、

「
活
動
ス
ペ
ー
ス
に
特
化
」
さ
れ
、「
多
く
の

入
居
企
業
」
が
あ
り
、
そ
し
て
「
事
業
性
を

高
め
て
い
る
」
点
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
紹
介
し
た
近
年
の
変
化
の
特
徴
を

　
本
稿
は
、
米
国
に
お
け
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
の
誕
生
と
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み

（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ポ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
）

の
分
析
を
通
じ
て
、
今
後
の
日
本
に
お
け
る

起
業
・
創
業
支
援
の
あ
り
様
を
考
察
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
前
号
で
は
、
２
０
０
７
年
時
点
の
仕
組
み

の
基
本
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
主
な
特
徴
は
、

「
各
機
関
を
数
人
で
運
営
し
、
入
居
企
業
数

は
各
機
関
10
〜
20
社
程
度
」、「
支
援
対
象
は

商
業
化
段
階
以
降
に
限
定
」、
そ
し
て
「
主

な
支
援
は
活
動
ス
ペ
ー
ス
と
成
長
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
」
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
近
年
の
変
化
を
概
観
し
、

続
い
て
日
本
に
お
け
る
仕
組
み
の
あ
り
姿
を

考
え
る
。

　　
こ
こ
で
は
、
米
国
に
お
い
て
、
こ
の
５
年

程
度
の
間
に
急
成
長
し
た
２
つ
の
仕
組
み
と

そ
の
背
景
、
そ
し
て
基
本
モ
デ
ル
の
基
と
な

っ
た
４
機
関
の
そ
の
後
の
状
況
を
紹
介
す
る
。

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と
は
、
一
定
期
間
（
通

常
３
〜
４
カ
月
）
に
集
中
し
て
起
業
希
望
者

を
訓
練
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
代
表
的
な
も

の
と
し
て
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
Ｙ
コ
ン
ビ

ネ
ー
タ
ー
（Y

 Com
binator

）（
＊
１
）
や

コ
ロ
ラ
ド
州
ボ
ル
ダ
ー
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

テ
ッ
ク
ス
タ
ー
ズ
（T

echstars

）（
＊
２
）

な
ど
が
あ
る
。
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却
し
て
収
益
を
得
る
こ
と
）
の
期
待
も
高
ま

っ
た
。

早
期
支
援
の
必
要
性
：
起
業
が
容
易
に
な
っ

た
分
、
従
来
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
投

資
を
獲
得
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
の
支
援
（
創

業
期
の
支
援
）
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　　
基
本
モ
デ
ル
で
分
析
し
た
サ
ン
ノ
ゼ
市
に

あ
る
４
機
関
（
Ｓ
Ｂ
Ｃ
、Ｅ
Ｂ
Ｃ
、Ｕ
Ｓ 
Ｍ

Ａ
Ｃ
、
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
）
は
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

機
関
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
９
年
に
第
三
者

に
よ
る
評
価
レ
ポ
ー
ト（
＊
６
）が
出
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
、
累
計
３
２
５
社
の
卒
業
企
業
と

２
６
１
５
人
の
雇
用
者
を
生
み
出
し
た
成
果

を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
サ

ン
ノ
ゼ
市
が
約
２
４
５
０
万
ド
ル
を
投
資
し

た
の
に
対
し
、
卒
業
後
も
サ
ン
ノ
ゼ
市
に
拠

点
を
設
け
て
い
る
企
業
は
32
社
、
雇
用
者
数

も
約
５
４
０
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
（
＊
７
）。
つ
ま
り
、
起
業

支
援
の
成
果
は
生
み
出
し
て
は
い
る
が
、
地

元
地
域
へ
の
貢
献
（
地
元
で
の
雇
用
数
、
卒

業
後
の
地
元
残
留
数
や
地
元
へ
の
税
収
）
に

は
課
題
が
あ
る
と
い
う
評
価
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
と
サ
ン
ノ
ゼ
市
の
組
織

再
編
な
ど
が
相
ま
っ
て
、
結
果
と
し
て
、
サ

ン
ノ
ゼ
市
に
よ
る
こ
れ
ら
の
機
関
に
対
す
る

支
援
は
大
き
く
縮
小
し
た
（
＊
８
）。
今
日
、

各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
検
索
す
る
と
、Ｓ
Ｂ
Ｃ

は
見
つ
か
ら
ず
、Ｅ
Ｂ
Ｃ
は
ク
リ
ー
ン
テ
ッ

地域イノベーション拠点のイメージ
Chart 3

〈
４
機
関
の
そ
の
後
〉

ク
オ
ー
プ
ン
と
い
う
全
米
レ
ベ
ル
の
別
活
動

に
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
イ
オ
セ

ン
タ
ー
は
別
機
関
に
よ
る
運
営
と
な
り
名
称

も
「
サ
ン
ノ
ゼ
バ
イ
オ
キ
ュ
ー
ブ
」
に
変
更

さ
れ
た
。Ｕ
Ｓ 

Ｍ
Ａ
Ｃ
の
み
そ
の
名
前
を
今

日
ま
で
残
し
て
い
る
（
＊
９
）。

　　
こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま

え
て
、
日
本
に
お
け
る
同
様
の
仕
組
み
の
実

現
に
つ
い
て
考
え
る
。
日
本
に
お
け
る
起
業

支
援
で
は
、
基
本
モ
デ
ル
に
あ
る
よ
う
な
イ

ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設
や
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
個
別
の
活
動
は
活
性
化

し
て
き
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
ア
ク
セ
ラ
レ

ー
タ
の
よ
う
な
活
動
に
日
本
で
取
り
組
む
動

き
も
出
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
と
米

国
で
は
、
起
業
の
状
況
が
異
な
る
（
＊
10
）

の
で
、
米
国
の
仕
組
み
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー

し
て
も
日
本
で
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
米
国
の
事
例
に
学
び
つ
つ
、

日
本
流
に
加
工
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
示

す
。

　持
続
的
な
仕
組
み
を
作
る
：
サ
ン
ノ
ゼ
市
の

ケ
ー
ス
は
、
助
成
金
の
活
用
に
お
い
て
持
続

的
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。
助
成
金
を
最
大
限
に
活
用

し
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
成
果
を
出
す
こ

と
は
助
成
金
活
用
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。た
だ
し
、そ
の
助
成
金
が
な
く
な
れ
ば
、

活
動
自
身
も
白
紙
に
戻
る
と
い
う
の
は
も
っ

た
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
助
成
金
の
趣
旨
に

も
反
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
助
成
金
が
あ
る

間
に
、
足
元
の
成
果
を
出
し
つ
つ
、
将
来
の

活
動
を
持
続
的
に
行
え
る
よ
う
な
仕
組
み
を

企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
連
携
し
つ
つ
作
り
あ

げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

案
件
を
広
く
集
め
る
：
起
業
活
動
を
持
続
す

る
に
は
、
継
続
し
た
案
件
の
発
掘
が
必
須
で

あ
る
。
有
望
案
件
を
継
続
的
に
獲
得
す
る
に

は
、
間
口
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
で

は
ま
だ
起
業
者
と
投
資
家
と
の
距
離
が
離
れ

て
い
る
の
で
、
コ
ン
テ
ス
ト
を
き
っ
か
け
と

し
て
起
業
者
と
の
接
点
を
作
っ
て
い
く
こ
と

が
有
効
だ
ろ
う
。
コ
ン
テ
ス
ト
を
登
竜
門
と

し
て
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
に
有
望
案
件
を
つ

な
い
で
い
く
形
で
あ
る
。

収
益
基
盤
を
確
立
す
る
：
コ
ン
テ
ス
ト
や
ア

ク
セ
ラ
レ
ー
タ
の
運
営
、
そ
し
て
起
業
者
の

支
援
に
は
資
金
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、

コ
ン
テ
ス
ト
や
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
か
ら
収
益

を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
当
初
は
行
政
の
助

成
金
を
活
用
し
て
も
よ
い
が
、
持
続
的
な
活

動
に
は
安
定
収
入
が
必
要
だ
。
米
国
の
よ
う

に
寄
付
金
を
募
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
が
、

日
本
で
は
実
現
が
難
し
そ
う
で
あ
る
。
打
開

策
の
ヒ
ン
ト
は
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
事
例
に
あ
る
。
賃

料
収
入
の
活
用
だ
。
し
か
し
、Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
よ

う
に
数
百
社
も
起
業
者
を
集
め
る
こ
と
は
難

し
い
。
こ
こ
で
は
、
産
業
振
興
的
な
機
能
と

不
動
産
的
な
機
能
を
兼
ね
備
え
た
リ
サ
ー
チ

パ
ー
ク
の
よ
う
な
仕
組
み
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
（
＊
11
）。

機
能
を
つ
な
げ
る
：
日
本
で
の
起
業
は
、
米

国
の
よ
う
に
成
長
事
例
が
次
々
と
出
る
よ
う

な
状
況
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
各

活
動
を
米
国
の
よ
う
に
個
別
に
展
開
す
る
の

で
は
な
く
、
互
い
に
機
能
を
つ
な
げ
る
こ
と

で
有
望
案
件
を
着
実
に
成
長
さ
せ
る
よ
う
な

仕
組
み
が
重
要
と
な
る
。
案
件
の
発
掘
を
目

的
と
す
る
コ
ン
テ
ス
ト
、
起
業
の
初
期
段
階

を
支
援
す
る
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
、
そ
し
て
不

動
産
的
な
ス
ペ
ー
ス
提
供
と
い
う
各
機
能
を

「
つ
な
げ
る
」
こ
と
を
日
本
流
の
仕
組
み
と

し
て
提
案
し
た
い
。
そ
し
て
、
不
動
産
的
活

動
の
収
益
で
前
段
階
の
機
能
を
支
え
る
こ
と

で
、
持
続
的
な
活
動
が
行
え
る
仕
組
み
を
実

現
す
る
の
で
あ
る
。

　　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
「
地
域
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
（
＊
12
）」
の
実
現
イ
メ

ー
ジ
を
、Chart 3

に
示
す
。
こ
こ
で
の
拠

点
と
は
、
特
定
の
機
関
や
場
所
で
あ
っ
て
も

い
い
し
、
い
く
つ
か
の
機
関
が
連
携
し
た
も

の
で
も
よ
い
。

　
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
で
は
、
案
件

発
掘
を
目
的
と
し
た
コ
ン
テ
ス
ト
が
起
業
予

備
軍
（
起
業
に
関
心
の
あ
る
人
）
と
の
接
点

に
な
る
。
地
元
行
政
や
大
学
な
ど
と
連
携
し

て
案
件
を
集
め
る
。
コ
ン
テ
ス
ト
応
募
者
の

な
か
か
ら
有
望
案
件
を
選
別
し
、
ア
ク
セ
ラ

レ
ー
タ
で
短
期
集
中
的
に
初
期
の
立
ち
上
げ

を
行
う
。
そ
こ
で
は
外
部
専
門
家
の
協
力
を

得
る
と
と
も
に
、
金
融
関
連
機
関
か
ら
の
初

期
投
資
も
募
る
。
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
を
卒
業

し
、
成
長
が
見
込
め
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

拠
点
内
の
起
業
用
ス
ペ
ー
ス
で
活
動
（
前
号

で
述
べ
た
基
本
モ
デ
ル
の
活
動
）
を
展
開
す

る
。
起
業
者
の
支
払
い
が
発
生
す
る
の
は
こ

の
段
階
か
ら
と
す
る
。
一
方
、
不
動
産
的
活

動
で
は
、
一
般
企
業
の
入
居
も
受
け
入
れ
る

こ
と
で
、
安
定
し
た
基
盤
収
入
（
賃
料
）
を

獲
得
す
る
。
不
動
産
的
活
動
で
得
ら
れ
た
収

益
の
一
部
を
案
件
発
掘
や
起
業
支
援
活
動
に

充
て
る
こ
と
で
、
活
動
全
体
の
持
続
性
を
確

保
す
る
。
加
え
て
、
起
業
者
と
一
般
企
業
と

の
間
で
協
業
関
係
（
例
え
ば
、
事
業
提
携
や

サ
ー
ビ
ス
の
売
買
な
ど
）
が
実
現
で
き
れ
ば
、

拠
点
と
し
て
の
付
加
価
値
は
一
層
高
ま
る
。

　　
筆
者
は
、
５
年
ほ
ど
前
に
、
あ
る
会
社
に

お
い
て
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
立
ち
上
げ

日
本
への
応
用

に
奔
走
し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
は
、
起
業

を
取
り
囲
む
状
況
は
大
変
厳
し
く
、
残
念
な

が
ら
フ
ァ
ン
ド
の
設
立
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
今
日
の
状
況
を
見

る
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
近
年
、
日
本
に
お

い
て
も
起
業
活
動
は
大
き
く
活
性
化
し
て
き

た
。
し
か
し
、
今
日
の
活
況
が
い
つ
ま
で
も

続
く
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
活
況

で
あ
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
環
境
が
変
わ
っ
て

も
持
続
で
き
る
よ
う
な
活
動
基
盤
を
構
築
す

る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
思
い
か
ら
本
稿
で
は
、
米
国
の
状
況

を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
地
域

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
拠
点
の
仕
組
み
を
提
案
し

た
。
本
稿
が
、
日
本
の
成
長
の
な
か
に
起
業

や
創
業
を
根
付
か
せ
る
た
め
の
検
討
の
一
助

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（＊７）同レポート8頁の“Overview of Incubator 
Programs, as of January 2009”の表参照。
（＊８）サンノゼ州立大学研究財団（San José 
State University Research Foundation）の資
料によると、2013年の時点でこれらの機関への支
援は終了した。
（＊９）現在、サンノゼ市はバイオキューブのパート
ナーの一員としてのみ名前を残している。
（＊10）起業状況やIPO件数、先行事例の存在や
前号で述べた「シリコンバレーの土地・風土」など。
（＊11）リサーチパークとは、大学や研究機関など
の成果を事業化・産業化する拠点である。研究
機関と一般企業が隣接して拠点を設けることが
多い。米国におけるリサーチパークの仕組みにつ
いては拙稿を参照されたい。「米国における地域
イノベーション拠点の分析」『龍谷ビジネスレビュ
ー（第16号）』（奥田浩二著、2015年、 1～14頁）
（＊12）Chart 3に示すように、ここでは起業支援
以外の仕組みも加味している。そのため、起業支
援を対象とした「イノベーション・サポート・システ
ム」ではなく、「イノベーション拠点」という表現にし
た。

（＊１）同社のホームページを参照のこと。当機関
の活動は書籍でも紹介されている。『Yコンビネー
ター』（ランダル・ストロス著、滑川海彦・高橋信夫
訳、2013年［原著2012年］、日経BP社）

http://www.ycombinator.com

（＊２）同社のホームページを参照のこと。

http://www.techstars.com

（＊３）同社のホームページを参照のこと。米国マ
サチューセッツ州で2010年に活動を始め、現在は
イスラエルや英国にも進出。「IMPACT  
REPORT 2014」によると、2014年10月時点で
4802人の雇用を創出し、設立された企業等の総
収入は4億ドルを超える。

http://masschallenge.org/

（＊４）同社のホームページを参照のこと。

http://cic.us

（＊５）毎月一定の収入が期待できるビジネスをス
トック型ビジネスと呼び、取引の都度、売り上げが
発生するビジネスをフロー型ビジネスと呼ぶ。
（＊６）レポート名は“Assessment of Incubator 
Program”。詳細は下記参照。

http://www3.sanjoseca.gov/clerk/
CommitteeAgenda/CED/20110926/
CED20110926_d4att2.pdf

産学官金連携

活動資金や
少額投資など

起業
予備軍

一般企業

地元行政 大学 外部
専門家

金融関連
機関

起業用
スペース

一般企業用
スペース

不動産的活動

〈案件発掘〉
コンテスト

〈起業支援〉
アクセラレータ

起業支援プログラム

地域イノベーション拠点

活動資金や賞金など 活動資金や少額投資など

賃料収益の一部

ま
と
め
た
も
の
をChart 1

に
示
す
。
基
本

モ
デ
ル
を
基
準
に
考
え
る
と
、
近
年
の
変
化

は
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
研
究
・
ア
イ
デ

ア
段
階
と
い
う
「
起
業
プ
ロ
セ
ス
の
初
期
段

階
」
ま
で
カ
バ
ー
し
、
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
と

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
で
は
共
に
「
活
動
ス
ケ
ー

ル
を
大
規
模
化
」
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
に
は
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。

起
業
活
動
の
活
発
化
：
Ｉ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
の
充

実
や
低
コ
ス
ト
化
に
よ
り
起
業
へ
の
敷
居
が

低
下
し
た
。
さ
ら
に
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
な
ど

の
発
展
・
普
及
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
以
外
の

も
の
づ
く
り
分
野
で
の
起
業
も
活
発
化
し
た
。

Ｉ
Ｐ
Ｏ（
株
式
公
開
）
件
数
の
回
復
：
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で
落
ち
込
ん
だ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
件
数

が
回
復
し
（Chart 2

）、
ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資

の
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ（
投
資
し
た
株
式
を
市
場
で
売

　
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
で
は
、
公
募
で
参
加
者

を
集
め
、
採
択
時
点
で
一
定
の
活
動
資
金
を

支
給
す
る
。
応
募
時
点
で
は
、
具
体
的
な
事

業
計
画
な
ど
は
不
要
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ア
で

構
わ
な
い
。
提
供
す
る
活
動
資
金
額
は
、
当

初
は
１
〜
２
万
ド
ル
程
度
で
あ
っ
た
が
、
近

年
で
は
10
万
ド
ル
程
度
ま
で
増
額
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
こ
の
資
金
と
引
き
換
え
に
起
業

会
社
の
６
〜
７
％
分
の
株
式
を
ア
ク
セ
ラ
レ

ー
タ
に
拠
出
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、

訓
練
期
間
中
は
、
活
動
場
所
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
環
境
な
ど
を
無
料
で
提
供
す
る
。
メ
ン

タ
ー
と
の
相
談
や
各
種
セ
ミ
ナ
ー
（
製
品
開

発
や
事
業
計
画
な
ど
）、
イ
ベ
ン
ト
参
加
も

無
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
期
間
の
最
後
に
は
、

デ
モ
・
デ
ー
が
設
け
ら
れ
、
投
資
家
の
前
で

事
業
プ
ラ
ン
や
試
作
品
、
デ
モ
シ
ス
テ
ム
を

ア
ピ
ー
ル
し
、
本
格
的
事
業
活
動
の
た
め
の

投
資
獲
得
を
目
指
す
。

　
応
募
者
の
選
別
状
況
は
厳
し
く
、
１
０
０

お
わ
り
に



阪
」
に
関
連
す
る
題
材
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
都
市
の
将
来
に
向
け
て
、
そ
れ

ら
の
題
材
を
通
し
て
得
ら
れ
た
視
点
を
紹
介

し
た
い
。

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
の
大
阪
市
制
施

行
時
、
15
・
27
㎢
だ
っ
た
市
域
は
、
大
正
14

（
１
９
２
５
）
年
の
第
二
次
市
域
拡
張
で
１

８
１
・
68
㎢
に
一
気
に
広
が
り
、
当
初
の
約

12
倍
近
く
、
現
市
域
の
大
半
を
編
入
し
た
。

　
人
口
の
変
遷
を
追
っ
て
み
る
と
、
市
制
施

行
時
の
人
口
は
47
万
人
だ
が
、
第
二
次
市
域

拡
張
で
約
４
・
５
倍
の
２
１
１
万
人
に
達
し

て
い
る
。
こ
の
時
点
で
大
阪
市
は
面
積
・
人

口
と
も
全
国
最
大
の
都
市
と
な
り
、「
大
東

京
」
が
誕
生
す
る
昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年

10
月
ま
で
「
大
大
阪
」
と
呼
ば
れ
た
。

「
大
大
阪
」
を
生
ん
だ
第
二
次
市
域
拡
張
が
、

現
在
の
大
阪
市
の
構
造
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
大
阪
の
ま
ち
は
、
４
０
０
年
前
の

豊
臣
・
大
坂
城
の
落
城
の
後
、
近
世
に
築
き

あ
げ
ら
れ
た
大
坂
三
郷
（
北
・
南
・
天
満
）

を
核
と
し
つ
つ
、
明
治
後
期
か
ら
周
辺
地
域

を
急
速
に
合
併
・
開
発
し
、
近
代
化
の
ス
ピ

ー
ド
と
と
も
に
拡
張
し
て
い
っ
た
二
重
構
造

を
宿
し
て
い
る
。「
大
大
阪
」
と
い
う
時
代

を
振
り
返
る
と
い
う
営
み
は
、
か
つ
て
大
阪

が
急
成
長
を
遂
げ
、
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た

時
代
を
懐
か
し
む
情
緒
に
浸
る
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
将
来
に
向
け
て
、
歴
史
的
に

二
重
構
造
を
持
つ
都
市
が
、
自
ら
の
特
性
を

再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
。
今
後
、
人
口
減

少
に
と
も
な
う
縮
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

く
な
か
で
、
中
心
部
と
周
縁
部
の
役
割
や
関

　
大
阪
の
歴
史
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
、
都

心
部
を
南
北
に
貫
く
上
町
台
地
界
隈
に
軸
足

を
置
く
、
筆
者
も
研
究
活
動
の
一
環
で
発
行

に
携
わ
っ
て
い
る
『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ

ム
ズ
』（
＊
１
）
と
い
う
、
小
さ
な
壁
新
聞

が
あ
る
。
発
行
の
趣
旨
は
次
の
と
お
り
。〈
長

い
歴
史
の
な
か
で
、
天
災
や
政
変
や
戦
災
、

著
し
い
都
市
化
も
経
験
し
て
き
た
地
。
時
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
ま
ち
と
暮
ら
し
の

骨
格
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
自
然
の
恵

み
と
リ
ス
ク
の
と
ら
え
方
、
人
と
ま
ち
の
交

わ
り
方
、
次
世
代
へ
の
伝
え
方
（
中
略
）。

過
去
と
現
在
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
未
来
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
。（
後
略
）〉地
域
の
方
々

に
貴
重
な
資
料
や
コ
メ
ン
ト
を
提
供
し
て
い

た
だ
き
、
身
近
な
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る
歴

史
を
共
有
し
、
将
来
に
つ
な
が
る
種
と
し
て

い
く
試
み
で
あ
る
。

　
２
０
１
５
年
は
、
大
阪
に
と
っ
て
何
重
に

も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
年
と
な
っ
た
。「
戦
後

70
年
」
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
奇
し
く
も

「
大
坂
城
落
城
４
０
０
年
」
に
「
道
頓
堀
開

削
４
０
０
年
」。
さ
ら
に
大
阪
市
が
面
積
・

人
口
と
も
に
全
国
最
大
と
な
っ
た
大
正
末
期

の
「
だ
い大 

お
お大 

さ
か阪
誕
生
90
年
」
に
も
当
た
っ
た
。

特
定
の
周
年
の
み
に
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
を
機
に
日
常
的
に
歴
史
を
振

り
返
っ
て
考
え
る
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
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ー・文
化
研
究
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研
究
員

人
口
減
少
に
と
も
な
い
社
会
の
変
革
が
求
め
ら
れ
る
今
日
、

都
市
の
在
り
方
も
ま
た
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

近
世
か
ら
近
代
へ
、急
激
な
市
域
拡
張
が
田
園
を
飲
み
込
ん
で
、

当
時
日
本
最
大
の
都
市「
大
大
阪
」を
生
ん
だ
。

そ
の
変
遷
に
着
目
す
る
地
域
の
壁
新
聞

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』の
取
り
組
み
を
例
に
、

こ
れ
か
ら
の
都
市
再
編
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』と

「
大
大
阪
」の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
への

ま
な
ざ
し

未
来
への
記
憶
を
共
有
す
る

弘
本 

由
香
里

周
縁
部
に
集
積
し
、
交
通
網
の
整
備
に
呼
応

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
外
側
へ
と
広
が
っ
て
い

っ
た
。「
大
大
阪
」
の
誕
生
前
後
に
起
き
た

現
象
は
、
反
転
し
て
見
れ
ば
周
辺
に
広
が
る

数
々
の
村
の
消
失
、
豊
か
な
田
園
地
帯
の
市

街
地
化
と
い
う
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
失
わ

れ
た
村
々
や
田
園
は
、
ど
ん
な
姿
を
し
て
い

た
の
か
。
人
々
は
ど
ん
な
思
い
を
抱
え
、
変

わ
り
ゆ
く
風
土
と
対
話
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
ん
な
問
い
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
大
阪
の
近
代
の
風
景
に
接
近
し

て
い
く
た
め
に
、『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム

ズV
ol. 1

』（
２
０
１
３
年
秋
・
冬
号
）
で
は
、

「
鉄
道
史
か
ら
垣
間
見
え
る
、
近
現
代
・
大

阪
で
の
都
市
拡
大
」
を
取
り
上
げ
た
。
都
市

化
の
動
態
を
、
近
代
化
を
支
え
た
鉄
路
の
発

達
か
ら
明
快
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
明
治
時
代
、
大
正
時
代
、
昭
和
30
年
代
、

現
代
と
、
四
つ
の
時
代
の
地
図
を
ベ
ー
ス
に
、

ま
ち
は
ず
れ
の
駅
の
誕
生
か
ら
、
徐
々
に
市

街
地
へ
の
侵
入
、
郊
外
へ
の
延
伸
と
、
鉄
道

網
の
広
が
り
を
わ
か
り
や
す
く
段
階
的
に
描

い
た
。
同
時
に
、
車
窓
の
風
景
に
ま
つ
わ
る

地
域
の
方
々
の
記
憶
を
集
め
、
マ
ク
ロ
な
都

市
化
の
視
点
と
ミ
ク
ロ
な
生
活
実
感
の
視
点

を
接
続
し
、
果
て
し
な
く
拡
張
し
て
い
っ
た

市
街
地
の
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
を
リ
ア
ル
な
経

験
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
さ
ら
に
、
都
市
化
の
動
態
を
よ
り
具
体
的

に
捉
え
る
た
め
に
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

地
理
学
、
建
築
史
、
ま
ち
づ
く
り
の
各
分
野

か
ら
専
門
家
を
招
き
「
都
市
の
広
が
り
の
な

か
に
消
え
た
も
の
・
残
さ
れ
た
も
の
は
？
　

未
来
は
？
」
と
題
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

し
た
（
２
０
１
４
年
３
月
）。

　
ま
ず
、
立
命
館
大
学
准
教
授
の
加
藤
政
洋

氏
が
「
20
世
紀
大
阪 

都
市
化
の
空
間
文
化

誌
」
と
し
て
、
中
心
と
周
縁
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
大
阪
で
一
気
に

進
ん
だ
都
市
拡
大
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ひ
も
と

く
と
と
も
に
、
戦
前
の
雑
誌
『
大
大
阪
』
に

昭
和
７
（
１
９
３
２
）〜
８
（
１
９
３
３
）

年
に
か
け
て
「
大
大
阪
新
開
地
風
景
」
と
し

て
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
、
都
市
と
農
村
が

せ
め
ぎ
合
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
眺
め
、
居
住

階
層
の
分
化
、
新
た
に
生
ま
れ
た
消
費
・
娯

楽
の
景
観
、
花
街
な
ど
の
新
地
の
郊
外
化
と

い
っ
た
都
市
化
の
諸
相
を
紹
介
。

　
続
い
て
、
大
阪
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
酒

井
一
光
氏
が
、
都
市
化
の
波
に
洗
わ
れ
な
が

ら
、
今
な
お
田
園
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
古
民

家
、
一
方
で
近
代
化
を
象
徴
す
る
意
匠
が
施

さ
れ
た
銭
湯
や
長
屋
や
ア
パ
ー
ト
や
公
舎
な

ど
、具
体
例
を
ふ
ん
だ
ん
に
示
さ
れ
た
。ま
た
、

建
築
専
門
誌『
建
築
と
社
会
』で
、昭
和
４（
１

９
２
９
）
年
頃
か
ら
「
郷
土
建
築
」
特
集
が

組
ま
れ
は
じ
め
、
当
時
、
明
治
か
ら
60
〜
70

年
が
過
ぎ
て
失
わ
れ
て
い
く
建
物
（
江
戸
期

の
商
家
・
農
家
、
明
治
初
期
の
洋
風
建
築
な

遂
げ
て
い
く
と
き
。
楢
次
郎
氏
は
、
大
大
阪

の
表
面
の
華
や
ぎ
よ
り
も
、
そ
の
繁
栄
を
し

っ
か
り
支
え
る
生
業
や
交
通
の
あ
り
よ
う
に

注
意
を
払
い
、
発
展
の
一
方
で
失
わ
れ
ゆ
く

風
土
を
慈
し
み
、
両
者
を
後
世
に
伝
え
る
べ

き
対
象
と
見
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自

ら
の
役
割
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
、
記
録

画
家
と
し
て
生
き
る
、
清
廉
な
決
意
と
郷
土

へ
の
深
い
愛
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
近
世
・
近
代
の
日
本
文
化
史
の
研
究
者
で

大
阪
商
業
大
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
の
明

尾
圭
造
氏
は
、「
生
業
を
持
ち
な
が
ら
、
郷

土
の
研
究
、
作
画
に
余
念
が
な
か
っ
た
楢
次

郎
を
み
て
い
る
と
、
如
何
に
も
大
阪
的
な
画

家
を
想
起
さ
せ
る
。
大
正
期
、
博
覧
会
に
出

品
を
重
ね
、
様
々
な
賞
を
受
け
な
が
ら
、
地

域
の
研
究
や
定
点
作
画
に
喜
び
を
感
じ
る
楢

次
郎
は
、
も
は
や
展
覧
会
へ
の
出
品
と
そ
の

評
価
に
一
喜
一
憂
す
る
画
家
で
は
な
か
っ
た
。

自
ら
の
生
涯
を
か
け
て
、
描
く
（
調
査
す
る
）

対
象
を
定
め
た
楢
次
郎
に
人
生
の
潔
さ
を
感

じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
」
と
評
し
て

い
る
（
＊
２
）。

　　
人
が
つ
く
る
ま
ち
や
村
も
、
時
間
軸
を
持

っ
て
眺
め
て
み
れ
ば
、
成
長
と
衰
退
を
繰
り

返
し
て
い
く
、
生
命
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
、
都
市
の
将
来
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
と
、
戦
災
を
超
え
て
残
さ
れ

て
き
た
貴
重
な
作
品
や
資
料
、
証
言
の
数
々

が
語
り
か
け
て
く
れ
る
。
同
時
に
、
目
を
向

け
る
べ
き
豊
か
な
フ
ィ
ー
ル
ド
が
、
目
の
前

に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
。

　
高
度
経
済
成
長
期
に
一
般
化
し
た
職
住
分

離
の
時
代
か
ら
、
再
び
住
ま
い
と
商
い
、
人

と
人
、
人
と
ま
ち
の
関
係
の
在
り
方
を
組
み

立
て
直
し
て
い
く
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
都

市
の
中
心
と
周
縁
の
関
係
も
、
有
機
的
か
つ

重
層
的
に
編
ん
で
い
く
こ
と
で
、
縮
退
す
る

都
市
の
活
路
を
開
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
改
め
て
、
鉄
道
の
役
割
も
注
目

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
や
関
連
フ

ォ
ー
ラ
ム
は
、
地
域
の
方
々
を
は
じ
め
関
係

者
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
。

感
謝
と
と
も
に
、
制
作
を
通
し
た
考
察
を
今

後
も
折
々
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

る
な
ら
ば
、
シ
ン
ボ
ル
イ
ヤ
ー
も
無
駄
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
で
は
、
２

０
１
３
年
か
ら
２
０
１
５
年
に
か
け
て
近
世

大
坂
と
近
代
大
阪
の
境
目
と
も
な
る
「
大
大

ど
）
を
惜
し
み
、
記
録
を
残
そ
う
と
す
る
考

え
方
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
紹
介

さ
れ
た
。
関
東
大
震
災
に
よ
る
、
伝
統
的
な

建
築
や
景
観
の
喪
失
経
験
も
影
響
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
立
命
館
大
学
教
授
の
吉
田
友
彦

氏
は
、
上
町
台
地
の
東
に
広
が
る
生
野
・
東

成
界
隈
の
１
０
０
年
を
、
大
正
時
代
に
始
ま

る
耕
地
整
理
と
長
屋
住
宅
地
・
商
店
街
の
誕

生
と
変
化
か
ら
読
み
解
か
れ
た
。
時
を
経
て

現
在
の
賑
わ
い
に
至
る
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
の
形

成
や
、
新
た
な
世
代
の
商
い
の
展
開
な
ど
、

詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
店
舗
の
業
態
や
店

主
の
変
遷
を
追
い
、
都
市
の
縁
辺
部
に
宿
る

可
能
性
と
ま
ち
を
更
新
す
る
力
に
つ
い
て
語

ら
れ
た
。

　　
ま
さ
に
「
大
大
阪
」
誕
生
前
後
の
ま
ち
と

村
々
の
変
化
の
渦
中
に
生
き
、
記
録
に
努
め

た
人
物
が
い
た
。
明
治
29
（
１
８
９
６
）
年
、

大
阪
・
旧
・
鶴
橋
村
味
原
池
近
く
（
現
・
天

王
寺
区
味
原
あ
た
り
）
に
生
ま
れ
、
鶴
橋
・

い猪 

か
い飼 

の野
界
隈
に
暮
ら
し
て
、
印
刷
業
を
営
み

な
が
ら
絵
筆
を
ふ
る揮

っ
た
堤
な
ら楢 

じ次 

ろ
う郎

氏
だ
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズV

ol. 4

』（
２

０
１
５
年
春
・
夏
号
）
で
は
、「
文
画
人
・

堤
楢
次
郎
が
見
つ
め
た
大
阪
　
上
町
台
地
を

か
た
ど
っ
た 

水
辺
の
風
景
と
土
地
の
記
憶
」

と
題
し
て
、
日
本
画
家
・
郷
土
史
家
と
し
て

係
性
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
再
構
築
し
て
い
く

可
能
性
を
探
る
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
、
大
阪
の
近
代
化

を
捉
え
た
い
。

　
近
代
工
業
の
受
け
皿
と
な
っ
た
工
場
と
労

働
者
の
住
ま
い
や
盛
り
場
は
、
近
世
大
坂
の

『上町台地 今昔タイムズ Vol. 1』2013年秋・冬号1面。
記念すべき創刊号は、

鉄道史から見た大阪の都市変遷に着目し、
明治時代の近代化の波を伝える。

同
氏
が
残
し
た
貴
重
な
歴
史
資
料
と
も
い
う

べ
き
作
品
世
界
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
。
編

集
に
あ
た
っ
て
、
楢
次
郎
氏
の
作
品
や
足
跡

の
研
究
・
発
表
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
猪
飼
野

探
訪
会
の
あ足 

じ
ろ代
健
二
郎
氏
・
小
野
賢
一
氏
に

全
面
的
に
協
力
い
た
だ
き
、
楢
次
郎
氏
の
作

品
継
承
者
（
直
系
の
孫
）
堤
じ
よ
う條 

じ治
氏
の
快

諾
を
得
て
実
現
し
た
も
の
だ
。

　
上
町
台
地
の
東
に
広
が
り
実
り
を
運
ん
だ

よ
く沃 

や野
、
慣
れ
親
し
ん
だ
田
園
風
景
が
、
河
川

改
修
、耕
地
整
理
、鉄
道
網
の
発
達
と
と
も
に
、

住
宅
と
工
場
が
建
ち
並
ぶ
ま
ち
へ
と
変
貌
を

48CEL March 201649 CEL March 2016

都
市
拡
大
の

プ
ロ
セ
ス
を

リ
ア
ル
に
捉
え
る

身
近
な
暮
ら
し
の

な
か
の
歴
史
を

将
来
に
つ
な
ぐ

近
世
大
坂
と

近
代
大
阪
の
境
目

「
大
大
阪
」へ
の

ま
な
ざ
し



阪
」
に
関
連
す
る
題
材
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
都
市
の
将
来
に
向
け
て
、
そ
れ

ら
の
題
材
を
通
し
て
得
ら
れ
た
視
点
を
紹
介

し
た
い
。

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
の
大
阪
市
制
施

行
時
、
15
・
27
㎢
だ
っ
た
市
域
は
、
大
正
14

（
１
９
２
５
）
年
の
第
二
次
市
域
拡
張
で
１

８
１
・
68
㎢
に
一
気
に
広
が
り
、
当
初
の
約

12
倍
近
く
、
現
市
域
の
大
半
を
編
入
し
た
。

　
人
口
の
変
遷
を
追
っ
て
み
る
と
、
市
制
施

行
時
の
人
口
は
47
万
人
だ
が
、
第
二
次
市
域

拡
張
で
約
４
・
５
倍
の
２
１
１
万
人
に
達
し

て
い
る
。
こ
の
時
点
で
大
阪
市
は
面
積
・
人

口
と
も
全
国
最
大
の
都
市
と
な
り
、「
大
東

京
」
が
誕
生
す
る
昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年

10
月
ま
で
「
大
大
阪
」
と
呼
ば
れ
た
。

「
大
大
阪
」
を
生
ん
だ
第
二
次
市
域
拡
張
が
、

現
在
の
大
阪
市
の
構
造
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
大
阪
の
ま
ち
は
、
４
０
０
年
前
の

豊
臣
・
大
坂
城
の
落
城
の
後
、
近
世
に
築
き

あ
げ
ら
れ
た
大
坂
三
郷
（
北
・
南
・
天
満
）

を
核
と
し
つ
つ
、
明
治
後
期
か
ら
周
辺
地
域

を
急
速
に
合
併
・
開
発
し
、
近
代
化
の
ス
ピ

ー
ド
と
と
も
に
拡
張
し
て
い
っ
た
二
重
構
造

を
宿
し
て
い
る
。「
大
大
阪
」
と
い
う
時
代

を
振
り
返
る
と
い
う
営
み
は
、
か
つ
て
大
阪

が
急
成
長
を
遂
げ
、
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た

時
代
を
懐
か
し
む
情
緒
に
浸
る
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
将
来
に
向
け
て
、
歴
史
的
に

二
重
構
造
を
持
つ
都
市
が
、
自
ら
の
特
性
を

再
認
識
す
る
機
会
と
な
る
。
今
後
、
人
口
減

少
に
と
も
な
う
縮
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

く
な
か
で
、
中
心
部
と
周
縁
部
の
役
割
や
関

　
大
阪
の
歴
史
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
、
都

心
部
を
南
北
に
貫
く
上
町
台
地
界
隈
に
軸
足

を
置
く
、
筆
者
も
研
究
活
動
の
一
環
で
発
行

に
携
わ
っ
て
い
る
『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ

ム
ズ
』（
＊
１
）
と
い
う
、
小
さ
な
壁
新
聞

が
あ
る
。
発
行
の
趣
旨
は
次
の
と
お
り
。〈
長

い
歴
史
の
な
か
で
、
天
災
や
政
変
や
戦
災
、

著
し
い
都
市
化
も
経
験
し
て
き
た
地
。
時
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
ま
ち
と
暮
ら
し
の

骨
格
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
自
然
の
恵

み
と
リ
ス
ク
の
と
ら
え
方
、
人
と
ま
ち
の
交

わ
り
方
、
次
世
代
へ
の
伝
え
方
（
中
略
）。

過
去
と
現
在
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
未
来
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
。（
後
略
）〉地
域
の
方
々

に
貴
重
な
資
料
や
コ
メ
ン
ト
を
提
供
し
て
い

た
だ
き
、
身
近
な
暮
ら
し
の
な
か
に
あ
る
歴

史
を
共
有
し
、
将
来
に
つ
な
が
る
種
と
し
て

い
く
試
み
で
あ
る
。

　
２
０
１
５
年
は
、
大
阪
に
と
っ
て
何
重
に

も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
年
と
な
っ
た
。「
戦
後

70
年
」
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
奇
し
く
も

「
大
坂
城
落
城
４
０
０
年
」
に
「
道
頓
堀
開

削
４
０
０
年
」。
さ
ら
に
大
阪
市
が
面
積
・

人
口
と
も
に
全
国
最
大
と
な
っ
た
大
正
末
期

の
「
だ
い大 

お
お大 

さ
か阪
誕
生
90
年
」
に
も
当
た
っ
た
。

特
定
の
周
年
の
み
に
価
値
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
を
機
に
日
常
的
に
歴
史
を
振

り
返
っ
て
考
え
る
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き

周
縁
部
に
集
積
し
、
交
通
網
の
整
備
に
呼
応

し
な
が
ら
、
さ
ら
に
外
側
へ
と
広
が
っ
て
い

っ
た
。「
大
大
阪
」
の
誕
生
前
後
に
起
き
た

現
象
は
、
反
転
し
て
見
れ
ば
周
辺
に
広
が
る

数
々
の
村
の
消
失
、
豊
か
な
田
園
地
帯
の
市

街
地
化
と
い
う
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
失
わ

れ
た
村
々
や
田
園
は
、
ど
ん
な
姿
を
し
て
い

た
の
か
。
人
々
は
ど
ん
な
思
い
を
抱
え
、
変

わ
り
ゆ
く
風
土
と
対
話
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
ん
な
問
い
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
大
阪
の
近
代
の
風
景
に
接
近
し

て
い
く
た
め
に
、『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム

ズV
ol. 1

』（
２
０
１
３
年
秋
・
冬
号
）
で
は
、

「
鉄
道
史
か
ら
垣
間
見
え
る
、
近
現
代
・
大

阪
で
の
都
市
拡
大
」
を
取
り
上
げ
た
。
都
市

化
の
動
態
を
、
近
代
化
を
支
え
た
鉄
路
の
発

達
か
ら
明
快
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
明
治
時
代
、
大
正
時
代
、
昭
和
30
年
代
、

現
代
と
、
四
つ
の
時
代
の
地
図
を
ベ
ー
ス
に
、

ま
ち
は
ず
れ
の
駅
の
誕
生
か
ら
、
徐
々
に
市

街
地
へ
の
侵
入
、
郊
外
へ
の
延
伸
と
、
鉄
道

網
の
広
が
り
を
わ
か
り
や
す
く
段
階
的
に
描

い
た
。
同
時
に
、
車
窓
の
風
景
に
ま
つ
わ
る

地
域
の
方
々
の
記
憶
を
集
め
、
マ
ク
ロ
な
都

市
化
の
視
点
と
ミ
ク
ロ
な
生
活
実
感
の
視
点

を
接
続
し
、
果
て
し
な
く
拡
張
し
て
い
っ
た

市
街
地
の
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス
を
リ
ア
ル
な
経

験
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
さ
ら
に
、
都
市
化
の
動
態
を
よ
り
具
体
的

に
捉
え
る
た
め
に
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

地
理
学
、
建
築
史
、
ま
ち
づ
く
り
の
各
分
野

か
ら
専
門
家
を
招
き
「
都
市
の
広
が
り
の
な

か
に
消
え
た
も
の
・
残
さ
れ
た
も
の
は
？
　

未
来
は
？
」
と
題
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

し
た
（
２
０
１
４
年
３
月
）。

　
ま
ず
、
立
命
館
大
学
准
教
授
の
加
藤
政
洋

氏
が
「
20
世
紀
大
阪 
都
市
化
の
空
間
文
化

誌
」
と
し
て
、
中
心
と
周
縁
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
大
阪
で
一
気
に

進
ん
だ
都
市
拡
大
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ひ
も
と

く
と
と
も
に
、
戦
前
の
雑
誌
『
大
大
阪
』
に

昭
和
７
（
１
９
３
２
）〜
８
（
１
９
３
３
）

年
に
か
け
て
「
大
大
阪
新
開
地
風
景
」
と
し

て
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
、
都
市
と
農
村
が

せ
め
ぎ
合
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
眺
め
、
居
住

階
層
の
分
化
、
新
た
に
生
ま
れ
た
消
費
・
娯

楽
の
景
観
、
花
街
な
ど
の
新
地
の
郊
外
化
と

い
っ
た
都
市
化
の
諸
相
を
紹
介
。

　
続
い
て
、
大
阪
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
酒

井
一
光
氏
が
、
都
市
化
の
波
に
洗
わ
れ
な
が

ら
、
今
な
お
田
園
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
古
民

家
、
一
方
で
近
代
化
を
象
徴
す
る
意
匠
が
施

さ
れ
た
銭
湯
や
長
屋
や
ア
パ
ー
ト
や
公
舎
な

ど
、具
体
例
を
ふ
ん
だ
ん
に
示
さ
れ
た
。ま
た
、

建
築
専
門
誌『
建
築
と
社
会
』で
、昭
和
４（
１

９
２
９
）
年
頃
か
ら
「
郷
土
建
築
」
特
集
が

組
ま
れ
は
じ
め
、
当
時
、
明
治
か
ら
60
〜
70

年
が
過
ぎ
て
失
わ
れ
て
い
く
建
物
（
江
戸
期

の
商
家
・
農
家
、
明
治
初
期
の
洋
風
建
築
な

遂
げ
て
い
く
と
き
。
楢
次
郎
氏
は
、
大
大
阪

の
表
面
の
華
や
ぎ
よ
り
も
、
そ
の
繁
栄
を
し

っ
か
り
支
え
る
生
業
や
交
通
の
あ
り
よ
う
に

注
意
を
払
い
、
発
展
の
一
方
で
失
わ
れ
ゆ
く

風
土
を
慈
し
み
、
両
者
を
後
世
に
伝
え
る
べ

き
対
象
と
見
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自

ら
の
役
割
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
、
記
録

画
家
と
し
て
生
き
る
、
清
廉
な
決
意
と
郷
土

へ
の
深
い
愛
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
近
世
・
近
代
の
日
本
文
化
史
の
研
究
者
で

大
阪
商
業
大
学
総
合
経
営
学
部
准
教
授
の
明

尾
圭
造
氏
は
、「
生
業
を
持
ち
な
が
ら
、
郷

土
の
研
究
、
作
画
に
余
念
が
な
か
っ
た
楢
次

郎
を
み
て
い
る
と
、
如
何
に
も
大
阪
的
な
画

家
を
想
起
さ
せ
る
。
大
正
期
、
博
覧
会
に
出

品
を
重
ね
、
様
々
な
賞
を
受
け
な
が
ら
、
地

域
の
研
究
や
定
点
作
画
に
喜
び
を
感
じ
る
楢

次
郎
は
、
も
は
や
展
覧
会
へ
の
出
品
と
そ
の

評
価
に
一
喜
一
憂
す
る
画
家
で
は
な
か
っ
た
。

自
ら
の
生
涯
を
か
け
て
、
描
く
（
調
査
す
る
）

対
象
を
定
め
た
楢
次
郎
に
人
生
の
潔
さ
を
感

じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
」
と
評
し
て

い
る
（
＊
２
）。

　　
人
が
つ
く
る
ま
ち
や
村
も
、
時
間
軸
を
持

っ
て
眺
め
て
み
れ
ば
、
成
長
と
衰
退
を
繰
り

返
し
て
い
く
、
生
命
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
、
都
市
の
将
来
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
と
、
戦
災
を
超
え
て
残
さ
れ

て
き
た
貴
重
な
作
品
や
資
料
、
証
言
の
数
々

が
語
り
か
け
て
く
れ
る
。
同
時
に
、
目
を
向

け
る
べ
き
豊
か
な
フ
ィ
ー
ル
ド
が
、
目
の
前

に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
。

　
高
度
経
済
成
長
期
に
一
般
化
し
た
職
住
分

離
の
時
代
か
ら
、
再
び
住
ま
い
と
商
い
、
人

と
人
、
人
と
ま
ち
の
関
係
の
在
り
方
を
組
み

立
て
直
し
て
い
く
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
都

市
の
中
心
と
周
縁
の
関
係
も
、
有
機
的
か
つ

重
層
的
に
編
ん
で
い
く
こ
と
で
、
縮
退
す
る

都
市
の
活
路
を
開
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
改
め
て
、
鉄
道
の
役
割
も
注
目

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
や
関
連
フ

ォ
ー
ラ
ム
は
、
地
域
の
方
々
を
は
じ
め
関
係

者
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
。

感
謝
と
と
も
に
、
制
作
を
通
し
た
考
察
を
今

後
も
折
々
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

る
な
ら
ば
、
シ
ン
ボ
ル
イ
ヤ
ー
も
無
駄
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』
で
は
、
２

０
１
３
年
か
ら
２
０
１
５
年
に
か
け
て
近
世

大
坂
と
近
代
大
阪
の
境
目
と
も
な
る
「
大
大

ど
）
を
惜
し
み
、
記
録
を
残
そ
う
と
す
る
考

え
方
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
紹
介

さ
れ
た
。
関
東
大
震
災
に
よ
る
、
伝
統
的
な

建
築
や
景
観
の
喪
失
経
験
も
影
響
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
立
命
館
大
学
教
授
の
吉
田
友
彦

氏
は
、
上
町
台
地
の
東
に
広
が
る
生
野
・
東

成
界
隈
の
１
０
０
年
を
、
大
正
時
代
に
始
ま

る
耕
地
整
理
と
長
屋
住
宅
地
・
商
店
街
の
誕

生
と
変
化
か
ら
読
み
解
か
れ
た
。
時
を
経
て

現
在
の
賑
わ
い
に
至
る
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
の
形

成
や
、
新
た
な
世
代
の
商
い
の
展
開
な
ど
、

詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
店
舗
の
業
態
や
店

主
の
変
遷
を
追
い
、
都
市
の
縁
辺
部
に
宿
る

可
能
性
と
ま
ち
を
更
新
す
る
力
に
つ
い
て
語

ら
れ
た
。

　　
ま
さ
に
「
大
大
阪
」
誕
生
前
後
の
ま
ち
と

村
々
の
変
化
の
渦
中
に
生
き
、
記
録
に
努
め

た
人
物
が
い
た
。
明
治
29
（
１
８
９
６
）
年
、

大
阪
・
旧
・
鶴
橋
村
味
原
池
近
く
（
現
・
天

王
寺
区
味
原
あ
た
り
）
に
生
ま
れ
、
鶴
橋
・

い猪 

か
い飼 

の野
界
隈
に
暮
ら
し
て
、
印
刷
業
を
営
み

な
が
ら
絵
筆
を
ふ
る揮

っ
た
堤
な
ら楢 

じ次 

ろ
う郎

氏
だ
。

『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズV

ol. 4

』（
２

０
１
５
年
春
・
夏
号
）
で
は
、「
文
画
人
・

堤
楢
次
郎
が
見
つ
め
た
大
阪
　
上
町
台
地
を

か
た
ど
っ
た 

水
辺
の
風
景
と
土
地
の
記
憶
」

と
題
し
て
、
日
本
画
家
・
郷
土
史
家
と
し
て

係
性
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
再
構
築
し
て
い
く

可
能
性
を
探
る
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
、
大
阪
の
近
代
化

を
捉
え
た
い
。

　
近
代
工
業
の
受
け
皿
と
な
っ
た
工
場
と
労

働
者
の
住
ま
い
や
盛
り
場
は
、
近
世
大
坂
の

同
氏
が
残
し
た
貴
重
な
歴
史
資
料
と
も
い
う

べ
き
作
品
世
界
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
。
編

集
に
あ
た
っ
て
、
楢
次
郎
氏
の
作
品
や
足
跡

の
研
究
・
発
表
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
猪
飼
野

探
訪
会
の
あ足 

じ
ろ代
健
二
郎
氏
・
小
野
賢
一
氏
に

全
面
的
に
協
力
い
た
だ
き
、
楢
次
郎
氏
の
作

品
継
承
者
（
直
系
の
孫
）
堤
じ
よ
う條 

じ治
氏
の
快

諾
を
得
て
実
現
し
た
も
の
だ
。

　
上
町
台
地
の
東
に
広
が
り
実
り
を
運
ん
だ

よ
く沃 

や野
、
慣
れ
親
し
ん
だ
田
園
風
景
が
、
河
川

改
修
、耕
地
整
理
、鉄
道
網
の
発
達
と
と
も
に
、

住
宅
と
工
場
が
建
ち
並
ぶ
ま
ち
へ
と
変
貌
を

堤楢次郎「東横堀　丸町の浜にて」大正4（1915）年。
都心部でも川で染物屋が布を洗い、

風が干し場の染め布をなびかせる光景は、
初夏の水都の風物詩だった。

堤楢次郎「平野川　東成郡鶴橋町の
北端（三枚橋）」大正4（1915）年。

市街化の過程で
急激に失われゆく田園風景を記録した作品は、
忘れられた当時の様子を今に伝える。

（
＊
１
） 『
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
』（
発
行
：
大

阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
、企
画
・
編

集
：U

-C
oR
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・ワ
ー
キ
ン
グ
）。プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
経
緯
や
、発
行
物
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
等

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。

（
＊
２
） 

明
尾
圭
造
氏
論
稿「
絵
筆
を
持
っ
た
郷
土

史
家
　
堤
楢
次
郎
」『
あ
し
た
づ
』第
15
号（
２
０
１

３
年
２
月
、河
内
の
郷
土
文
化
サ
ー
ク
ル
セ
ン
タ
ー
）

掲
載
か
ら
。

http://w
w
w
.og-cel.jp/project/ucoro/

event2_kon.htm
l

2014年3月に開催された上町台地今昔フォーラムVol. 1
「都市の広がりのなかに消えたもの・残されたものは？
未来は？」の様子。右から加藤氏、酒井氏、吉田氏。
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堤
楢
次
郎
の
画
業
と

作
品
に
宿
る

メ
ッ
セ
ー
ジ

未
来
への
記
憶
を

呼
び
覚
ま
す
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SNSの利用状況のうち、特に性別・年齢別の差が著しいLINEの利
用状況をグラフ化した。若い世代ほど、LINEは日常生活に欠かせな
いものになっていることが分かる。

LINEの性別・年齢別利用状況

男性

Chart 2

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

機会が
あるときは
必ず行っている

しばしば行った

何度か行った

一度だけ行った

「あなたはこの１年で町内会（自治会）活動を行いましたか」という質
問を行い、回答者の参加頻度別の年齢分布を見た。参加度が高くな
るほど、50歳代、60歳以上が占める割合が高いことが分かる。

自治会活動参加頻度の年齢別分布

Chart 1

20.3 9.8 19.6 22.4 10.5 17.5

34.5 10.9 22.9 16.0 5.8 9.8

43.1 12.5 12.9 18.5 4.8 8.1

50.5 10.2 17.2 14.2 5.3
2.6

2.7

4.4

1.9

2.2

3.0
0.9

54.7 15.6 12.1 11.3 3.5

57.8 15.1 11.6 9.2
2.0

67.2 6.9 12.0 8.5 3.5

71.5 7.0 10.5 6.1 2.6

83.1 8.3 4.3 0.4

女性

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

7.4 11.6 16.5 26.4 11.6 26.4

17.9 6.3 16.5 33.3 9.8 16.1

31.9 8.4 19.4 27.0 5.3 8.0

41.8 5.5 18.5 20.7 7.65.8

2.6

2.1

1.6

1.7

5.0
0.4

56.4 8.6 16.2 12.4 3.8

60.2 7.6 12.7 14.0 3.4

66.7 8.2 10.2 11.0 2.4

72.8 4.6 7.5 11.7 1.7

86.4 3.4 4.2 0.7

20歳代
30歳代
40歳代

50歳代
60歳以上

アカウントを持っていない（全く使っていない）
アカウントは持っているが、ほとんど使わない
週に1～6日程度、ログインする（見に行く）程度
毎日1～5回はログインする（見に行く）
毎日6～10回はログインする（見に行く）
毎日11回以上ログインする（見に行く）

18.1

8.4

9.7

2.8

20.9

13.8

11.2

9.1

17.3

20.3

19.3

15.1

21.7

25.7

24.2

26.7

22.0

31.8

35.6

46.2

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
幸
せ
な
地
域
・
成
熟

社
会
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
の
幸
せ
を
測

る
た
め
の
、
全
て
の
人
が
納
得
す
る
尺
度
は
存

在
し
な
い
。
そ
の
地
域
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
、

自
ら
の
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
（
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
）
た
め
に
、
地
域
の
幸

せ
と
は
何
か
を
議
論
し
「
定
義
」
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
の
姿
勢
を
本
稿
で
は
と
っ
て
い

る
（『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』
１
１
０
号
「
な
ぜ
、
い
ま
、『
幸

福
感
』
な
の
か
？
」
参
照
）。

　
今
回
の
調
査
デ
ー
タ
（
＊
）
を
用
い
て
、
生

活
者
個
人
の
幸
福
度
判
断
（
主
観
的
幸
福
度
）

か
ら
計
算
し
た
地
域
別
幸
福
度
の
平
均
値
を
比

較
し
て
も
、
統
計
的
に
意
味
の
あ
る
地
域
差
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
幸
せ
な
地
域

と
は
、
他
地
域
と
の
比
較
で
と
ら
え
る
も
の
で

は
な
く
、
あ
り
た
い
姿
を
考
え
、
取
り
組
む
こ

と
で
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
の

参
考
に
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待
し
、
５
つ

の
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
以
下
で
取
り
上
げ
考
察
を
行

っ
た
。

　
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
並
行
し
て
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
変
化
し
続
け
て
い
る
。
地
域
内

交
流
は
希
薄
に
な
り
、
地
域
差
は
あ
れ
ど
昔
な

が
ら
の
深
い
つ
き
あ
い
は
徐
々
に
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
自
治
会
は
ま
だ

機
能
し
て
い
る
数
少
な
い
地
域
の
仕
組
み
で
あ

は
じ
め
に

答
者
の
人
数
割
合
が
約
20
％
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
非
常
に
高
い
数
値
で
あ
る
。
こ
れ
を
典

型
例
と
し
て
、
自
治
会
活
動
へ
の
参
加
度
が
高

く
な
る
に
従
っ
て
、
60
歳
以
上
や
50
歳
代
と
い

う
年
齢
層
の
高
い
人
た
ち
の
シ
ェ
ア
が
高
ま
っ

て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
自
治
会
を
支
え
て
い

る
の
は
高
年
齢
者
層
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
労
働
市
場
か
ら
リ
タ
イ
ア
し
た
（
し
つ
つ

あ
る
）
人
の
活
躍
の
場
と
し
て
自
治
会
が
機
能

す
る
の
で
あ
れ
ば
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
若
年
者
層
、
中
年
者
層
は
日
々
の
暮
ら

し
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
影
響
し

て
い
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
わ
り
の
年
齢
層
が

偏
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
動
内
容
に
多
様
な
意
見

が
反
映
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
改
善
の
余
地

は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
交
流
の
場
や
手
段
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
に
思
い

つ
く
の
はFacebook

やT
w
itter

な
ど
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・

サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
ネ
ッ

こ
ろ
、
年
齢
、
性
別
で
極
端
な
違
い
が
見
ら

れ
た
。
特
に
顕
著
で
あ
っ
たLIN
E

に
つ
い

て
表
し
た
の
がChart 2

で
あ
る
。「
ア
カ
ウ

ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い
（
全
く
使
っ
て
い
な

い
）」
20
歳
代
前
半
の
男
性
は
５
人
に
１
人

し
か
い
な
い
の
に
対
し
、
60
歳
以
上
の
男
性

で
は
７
人
中
６
人
程
度
が
該
当
す
る
。
よ
り

極
端
な
の
が
女
性
で
、
20
歳
代
前
半
の
女
性

でLIN
E

の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い

の
は
わ
ず
か
７
・
４
％
、
一
方
60
歳
以
上
の

女
性
で
は
86
・
４
％
で
あ
る
。

　
利
用
頻
度
の
違
い
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
20

歳
代
前
半
の
女
性
は
「
毎
日
11
回
以
上
ロ
グ

イ
ン
す
る
（
見
に
行
く
）」
を
選
択
し
た
回

答
者
が
最
も
多
く
26
・
４
％
、
４
人
に
１
人

以
上
が
該
当
す
る
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
日

常
生
活
に
か
け
が
え
の
な
い
道
具
と
な
っ
て

い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
回

幸
せ
な
地
域
・
成
熟
社
会

豊
田 

尚
吾

Toyota Shogo

こ
の
よ
う
な
利
用
方
法
が
今
後
、
高
年
齢
層

に
も
広
が
っ
て
い
く
の
か
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ

ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
こ
の
状
況
が
維
持
さ

れ
る
の
か
は
、
地
域
の
幸
せ
と
い
う
こ
と
を

展
望
す
る
際
の
考
慮
事
項
と
し
て
も
大
変
興

味
深
い
。

　
人
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
自
分
と
地
域
を
結

び
付
け
て
い
る
。
状
況
に
応
じ
て
、
例
え
ば

自
ら
を
神
戸
市
民
と
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
兵
庫
県
民
、
日
本
人
、
ア
ジ
ア
人
と
い

う
形
で
意
識
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
で

範
囲
が
広
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
地
域
全
体
の

情
報
を
知
っ
て
い
る
程
度
は
低
く
、
町
内
の

こ
と
は
い
ろ
い
ろ
と
知
っ
て
い
る（
つ
も
り
）

だ
が
、
市
内
だ
と
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

県
内
な
ら
な
お
さ
ら
と
い
う
よ
う
に
。

　
当
然
、
個
人
の
意
識
の
中
で
も
「
そ
の
地

域
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
は
、

範
囲
が
広
く
な
る
に
つ
れ
て
希
薄
に
な
っ
て

い
く
だ
ろ
う
。
で
は
個
人
は
「
地
域
の
幸
せ
」

を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
調

査
で
は
自
分
自
身
の
幸
せ
の
他
に
、「
周
り

に
住
ん
で
い
る
人
々
」「
住
ん
で
い
る
市
区

町
村
の
人
々
」「
住
ん
で
い
る
都
道
府
県
の

人
々
」
の
幸
福
の
水
準
イ
メ
ー
ジ
を
尋
ね
て

い
る
。
そ
の
結
果
がChart 3

で
あ
る
。

　
予
想
通
り
、
地
域
の
範
囲
が
広
が
る
に
つ

人
の
所
得
の
帰
属
に
対
す
る
意
識
に
強
く
影

響
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
た
め
、
所
得

に
対
す
る
意
識
と
格
差
に
対
す
る
意
識
の
関

係
を
見
た
。
ま
ず
「
個
人
の
所
得
は
周
囲
の

人
々
の
お
か
げ
で
あ
っ
て
、
自
分
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
」
と
い
う
質
問
を
行
っ
た
結
果

がChart 4

で
あ
る
。
過
半
数
の
回
答
者
が

周
囲
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
意
識
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
こ
の
回
答
と
「
社
会
の
格
差
が
広
が
っ
て

階
層
化
し
つ
つ
あ
る
」「
現
在
の
社
会
は
格

差
が
拡
大
し
す
ぎ
て
個
人
の
尊
厳
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
質
問
結
果
と

の
関
係
を
見
た
（
紙
幅
の
都
合
で
詳
細
な
結

果
は
省
略
す
る
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
格
差

が
広
が
っ
て
い
る
、
尊
厳
が
確
保
で
き
て
い

な
い
と
い
う
意
見
を
持
つ
人
ほ
ど
、
個
人
の

所
得
は
周
囲
の
お
か
げ
と
回
答
す
る
、
非
常

に
強
い
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
や
は
り
、
所

得
の
社
会
性
、
公
共
性
を
意
識
す
る
ほ
ど
、

そ
れ
が
偏
っ
た
配
分
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

考
え
が
強
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
現
象

を
見
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
感
じ
る
か
は
、
背

景
に
あ
る
価
値
意
識
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
生
活
者
は
地
域
の
発
展
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
展
望
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

発
展
＝
幸
福
・
成
熟
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ

も
地
域
の
発
展
の
定
義
は
様
々
な
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
発
展
が
地
域
の
幸
福
の
一
要

素
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
分
の
住
ん
で
い
る
地

域
は
「
政
策
的
な
支
援
な
し
で
も
発
展
し
て

い
け
る
」「
政
策
的
な
支
援
が
あ
れ
ば
発
展

し
て
い
け
る
」「
政
策
的
な
支
援
が
あ
っ
て

も
発
展
し
そ
う
に
な
い
」
と
い
う
質
問
を
行

っ
た
。
結
果
はChart 5

に
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
都
道
府
県
単
位
で
見
る
と
、
支
援

な
し
で
も
発
展
で
き
る
と
い
う
自
信
度
の
高

か
っ
た
の
は
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
愛
知
県
、

埼
玉
県
、
福
岡
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。
支
援

が
あ
れ
ば
発
展
で
き
る
と
答
え
た
上
位
県
は
、

沖
縄
県
、
滋
賀
県
、
富
山
県
、
京
都
府
、
石

川
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。
支
援
が
あ
っ
て
も

発
展
し
そ
う
に
な
い
と
回
答
し
た
上
位
県
は
、

山
梨
県
、
徳
島
県
、
福
島
県
、
秋
田
県
、
長

崎
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。

　
回
答
結
果
を
見
る
と
、「
発
展
」
の
イ
メ

ー
ジ
が
経
済
的
豊
か
さ
と
強
く
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
経

済
面
は
重
要
で
あ
る
が
、安
全
・
安
心
、健
康
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
絆
）、
落
ち
着
き
な
ど
、

生
活
の
質
を
高
め
る
要
素
は
他
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
る
。
経
済
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
よ
り

幅
広
く
「
発
展
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い

く
こ
と
が
、
地
域
独
自
の
価
値
を
見
つ
け
る

こ
と
に
な
る
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
今
回
の
テ

ー
マ
で
あ
る
地
域
の
幸
福
や
成
熟
し
た
社
会

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。

高
年
齢
者
に

支
え
ら
れ
て
い
る

自
治
会
活
動

そ
の
1

れ
て
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
増
え
、

そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
減
っ
て
い
く
、
あ
る

い
は
フ
ラ
ッ
ト
に
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

（「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幸
福
で
は
な
い
」
を

除
く
）。
こ
の
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
は
、

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
判
断
が
難
し
い
と
い
う
よ

り
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
に
近
い
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
４
問
の
相
関
係
数
を
見
る
と
、
個
人

の
幸
福
度
と
の
相
関
は
、
エ
リ
ア
が
広
が
る

に
つ
れ
、
0
・
58
⇩
0
・
49
⇩
0
・
47
と
徐
々

に
減
少
し
て
い
く
。「
地
域
の
幸
せ
」
と
何

気
な
く
言
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
そ

の
地
域
と
は
ど
こ
ま
で
を
指
す
の
か
と
い
う

定
義
を
、
考
察
す
る
テ
ー
マ
ご
と
に
明
確
に

し
な
い
と
意
味
の
な
い
も
の
に
な
り
か
ね
な

い
。
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
社
会
的
な
格
差
の
拡
大
が
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
近
年
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
や
高
齢

者
の
貧
困
問
題
、
多
様
な
家
庭
環
境
の
問
題

と
と
も
に
そ
れ
が
一
層
深
刻
化
し
て
い
る
と

の
声
が
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
是
正
す
べ
き
で

あ
る
な
ら
ば
、
経
済
成
長
と
と
も
に
自
然
に

問
題
が
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き

ず
、
何
ら
か
の
「
政
策
」
の
実
施
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
策
は
所
得
再
分
配
に

つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
、
国
民
の
合
意
が

必
要
に
な
る
。
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
、
個

生

活者の

意
識 を 探

る

2No.

社
会
を
構
成
す
る
最
小
単
位
は
、ひ
と
り
ひ
と
り
の「
生
活
者
」で
あ
り
、

そ
の
姿
を
知
る
こ
と
は
、社
会
を
知
る
こ
と
に
も
通
じ
る
。

本
連
載
で
は
、「
生
活
者
」の
意
識
や
行
動
を
測
定
し
た
デ
ー
タ
の

様
々
な
分
析
を
も
と
に
、現
代
の
生
活
者
の
多
様
な
姿
に
迫
る
。

第
二
回
の
テ
ー
マ
は「
幸
せ
な
地
域
・
成
熟
社
会
」。

そ
の
地
域
に
合
っ
た
幸
せ
と
は
何
か
を
考
え
る
手
が
か
り
と
す
る
べ
く
、

生
活
者
の
意
識
、行
動
を
探
る
。

生活者
アンケートの
結果から

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子

大
学
人
間
生
活
学
部
教

授
。大
阪
ガ
ス
㈱
入
社
後
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア

研
究
所
フ
ェロ
ー
、学
習
院

大
学
特
別
客
員
教
授
、エ

ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所

研
究
員
な
ど
を
経
て
２
０

１
５
年
よ
り
現
職
。専
門

は
生
活
経
済
学
。著
作
に

『
地
球
温
暖
化
と
グ
リ
ー

ン
経
済
』な
ど
。

（
＊
）大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
が
行
っ
た
ネ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
」の
デ
ー
タ
。約
５
０
０
０
人
を
対
象
に
、２
０
１
５
年
２
月
に
実
施
。調
査
主
体
は
㈱
マ
ク
ロ
ミ
ル
。
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ト
上
の
交
流
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が

き
っ
か
け
で
地
元
の
同
窓
会
が
開
か
れ
る
な

ど
、
実
際
の
対
面
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

LIN
E

な
ど
は
若
者
を
中
心
に
、
実
生
活
と

不
可
分
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
地
域
の
幸
せ
を
考
え
る
に
あ

た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
適
切

に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
状
況
を
尋
ね
た
と

る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
興
の
住
宅
地
や
賃
貸
の
集

合
住
宅
で
は
自
治
会
が
機
能
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
ま
だ
一
定
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
地
域
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
自

治
会
活
動
を
支
え
て
い
る
の
は
誰
な
の
だ
ろ
う

か
。

「
あ
な
た
は
こ
の
1
年
で
町
内
会
（
自
治
会
）

活
動
を
行
い
ま
し
た
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し

て
、約
62
％
が「
行
っ
て
い
な
い
」と
回
答
し
た
。

し
か
し
逆
に
い
え
ば
３
分
の
１
以
上
が
何
ら
か

の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ

で
年
齢
階
層
別
の
活
動
状
況
を
見
る
と
、

Chart 1
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。

「
機
会
が
あ
る
と
き
は
必
ず
行
っ
て
い
る
」
と

い
う
積
極
的
な
回
答
者
は
全
回
答
者
の
6
％
強

し
か
い
な
い
が
、
そ
の
中
で
60
歳
以
上
の
人
が

占
め
る
割
合
が
半
数
近
く
（
46
・
２
％
）
に
な

っ
て
い
る
。
全
回
答
者
に
占
め
る
60
歳
以
上
回

そ
の
2

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
み
る

世
代
ギ
ャッ
プ（277人）

（990人）

（331人）

（318人）

※Chart 1～5は表章単位未満を四捨五入している。そのため、合計値の計は必ずしも100ではない。



地域別の幸福水準

Chart 3

所得の帰属に対する意識について

Chart 4

あなたの住んでいる
都道府県の（人々の）幸福の
水準はどれに当てはまると
思いますか

個人の所得は周囲の
人々のおかげであって、
自分だけのものではない

あなたの住んでいる
市区町村の（人々の）幸福の
水準はどれに当てはまると思いますか

あなたの周りに住んでいる人々の
幸福の水準は「総じて」
どれに当てはまると思いますか

あなた自身は幸福ですか

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

21.6 34.5 19.8 9.5 6.7 4.5

10.9 36.4 43.5 5.1

1.3

7.3 32.1 51.1 6.2

1.2

6.6

3.3

1

0.5

0.6

29.9 52.9 7.1

1.8

1.5

1.8 1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

13.74.5 40.4 29.4 7.7 4.2

地域の発展に対する展望

Chart 5

自分の住んでいる地域は
政策的な支援があっても
発展しそうにない

自分の住んでいる地域は
政策的な支援があれば
発展していける

自分の住んでいる地域は
政策的な支援なしでも
発展していける

「地域の幸せ」をどう評価している
かを知るために、個人の幸福度評
価に加え、「周り」「市区町村」「都
道府県」と地域の範囲別に幸福
かどうかを聞いた。範囲が広くな
るほど「どちらともいえない」の割
合が増加している。

所得の帰属に対する意識を知る
ために、「個人の所得は周囲の
人々のおかげであって、自分だけ
のものではない」かどうかを問い、
回答別の割合を見た。

非常に幸福である
幸福である
どちらかといえば幸福である
どちらともいえない

どちらかといえば幸福ではない
幸福ではない
全く幸福ではない

非常にそう思う
そう思う
どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない
そう思わない
全くそう思わない

地域の幸福の一要素としての「発
展」に着目し、自分の住んでいる地
域がどのような発展をしていける
かを「政策的な支援」の有無を含
めて聞き、回答別の割合を見た。

非常にそう思う
そう思う
どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない
そう思わない
全くそう思わない
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今
回
の
テ
ー
マ
は
「
幸
せ
な
地
域
・
成
熟

社
会
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
の
幸
せ
を
測

る
た
め
の
、
全
て
の
人
が
納
得
す
る
尺
度
は
存

在
し
な
い
。
そ
の
地
域
で
暮
ら
す
人
た
ち
が
、

自
ら
の
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
（
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
実
現
）
た
め
に
、
地
域
の
幸

せ
と
は
何
か
を
議
論
し
「
定
義
」
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
の
姿
勢
を
本
稿
で
は
と
っ
て
い

る
（『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』
１
１
０
号
「
な
ぜ
、
い
ま
、『
幸

福
感
』
な
の
か
？
」
参
照
）。

　
今
回
の
調
査
デ
ー
タ
（
＊
）
を
用
い
て
、
生

活
者
個
人
の
幸
福
度
判
断
（
主
観
的
幸
福
度
）

か
ら
計
算
し
た
地
域
別
幸
福
度
の
平
均
値
を
比

較
し
て
も
、
統
計
的
に
意
味
の
あ
る
地
域
差
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
幸
せ
な
地
域

答
者
の
人
数
割
合
が
約
20
％
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
非
常
に
高
い
数
値
で
あ
る
。
こ
れ
を
典

型
例
と
し
て
、
自
治
会
活
動
へ
の
参
加
度
が
高

く
な
る
に
従
っ
て
、
60
歳
以
上
や
50
歳
代
と
い

う
年
齢
層
の
高
い
人
た
ち
の
シ
ェ
ア
が
高
ま
っ

て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
自
治
会
を
支
え
て
い

る
の
は
高
年
齢
者
層
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
労
働
市
場
か
ら
リ
タ
イ
ア
し
た
（
し
つ
つ

あ
る
）
人
の
活
躍
の
場
と
し
て
自
治
会
が
機
能

す
る
の
で
あ
れ
ば
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
若
年
者
層
、
中
年
者
層
は
日
々
の
暮
ら

し
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
影
響
し

て
い
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
わ
り
の
年
齢
層
が

偏
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
動
内
容
に
多
様
な
意
見

が
反
映
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
改
善
の
余
地

は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
交
流
の
場
や
手
段
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
に
思
い

つ
く
の
はFacebook

やT
w
itter

な
ど
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・

サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
ネ
ッ

こ
ろ
、
年
齢
、
性
別
で
極
端
な
違
い
が
見
ら

れ
た
。
特
に
顕
著
で
あ
っ
たLIN

E

に
つ
い

て
表
し
た
の
がChart 2

で
あ
る
。「
ア
カ
ウ

ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い
（
全
く
使
っ
て
い
な

い
）」
20
歳
代
前
半
の
男
性
は
５
人
に
１
人

し
か
い
な
い
の
に
対
し
、
60
歳
以
上
の
男
性

で
は
７
人
中
６
人
程
度
が
該
当
す
る
。
よ
り

極
端
な
の
が
女
性
で
、
20
歳
代
前
半
の
女
性

でLIN
E

の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い

の
は
わ
ず
か
７
・
４
％
、
一
方
60
歳
以
上
の

女
性
で
は
86
・
４
％
で
あ
る
。

　
利
用
頻
度
の
違
い
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
20

歳
代
前
半
の
女
性
は
「
毎
日
11
回
以
上
ロ
グ

イ
ン
す
る
（
見
に
行
く
）」
を
選
択
し
た
回

答
者
が
最
も
多
く
26
・
４
％
、
４
人
に
１
人

以
上
が
該
当
す
る
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
日

常
生
活
に
か
け
が
え
の
な
い
道
具
と
な
っ
て

い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
利
用
方
法
が
今
後
、
高
年
齢
層

に
も
広
が
っ
て
い
く
の
か
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ

ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
こ
の
状
況
が
維
持
さ

れ
る
の
か
は
、
地
域
の
幸
せ
と
い
う
こ
と
を

展
望
す
る
際
の
考
慮
事
項
と
し
て
も
大
変
興

味
深
い
。

　
人
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
自
分
と
地
域
を
結

び
付
け
て
い
る
。
状
況
に
応
じ
て
、
例
え
ば

自
ら
を
神
戸
市
民
と
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
兵
庫
県
民
、
日
本
人
、
ア
ジ
ア
人
と
い

う
形
で
意
識
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
で

範
囲
が
広
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
地
域
全
体
の

情
報
を
知
っ
て
い
る
程
度
は
低
く
、
町
内
の

こ
と
は
い
ろ
い
ろ
と
知
っ
て
い
る（
つ
も
り
）

だ
が
、
市
内
だ
と
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

県
内
な
ら
な
お
さ
ら
と
い
う
よ
う
に
。

　
当
然
、
個
人
の
意
識
の
中
で
も
「
そ
の
地

域
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
は
、

範
囲
が
広
く
な
る
に
つ
れ
て
希
薄
に
な
っ
て

い
く
だ
ろ
う
。
で
は
個
人
は
「
地
域
の
幸
せ
」

を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
調

査
で
は
自
分
自
身
の
幸
せ
の
他
に
、「
周
り

に
住
ん
で
い
る
人
々
」「
住
ん
で
い
る
市
区

町
村
の
人
々
」「
住
ん
で
い
る
都
道
府
県
の

人
々
」
の
幸
福
の
水
準
イ
メ
ー
ジ
を
尋
ね
て

い
る
。
そ
の
結
果
がChart 3

で
あ
る
。

　
予
想
通
り
、
地
域
の
範
囲
が
広
が
る
に
つ

人
の
所
得
の
帰
属
に
対
す
る
意
識
に
強
く
影

響
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
た
め
、
所
得

に
対
す
る
意
識
と
格
差
に
対
す
る
意
識
の
関

係
を
見
た
。
ま
ず
「
個
人
の
所
得
は
周
囲
の

人
々
の
お
か
げ
で
あ
っ
て
、
自
分
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
」
と
い
う
質
問
を
行
っ
た
結
果

がChart 4

で
あ
る
。
過
半
数
の
回
答
者
が

周
囲
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
を
意
識
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
こ
の
回
答
と
「
社
会
の
格
差
が
広
が
っ
て

階
層
化
し
つ
つ
あ
る
」「
現
在
の
社
会
は
格

差
が
拡
大
し
す
ぎ
て
個
人
の
尊
厳
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
質
問
結
果
と

の
関
係
を
見
た
（
紙
幅
の
都
合
で
詳
細
な
結

果
は
省
略
す
る
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
格
差

が
広
が
っ
て
い
る
、
尊
厳
が
確
保
で
き
て
い

な
い
と
い
う
意
見
を
持
つ
人
ほ
ど
、
個
人
の

所
得
は
周
囲
の
お
か
げ
と
回
答
す
る
、
非
常

に
強
い
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
や
は
り
、
所

得
の
社
会
性
、
公
共
性
を
意
識
す
る
ほ
ど
、

そ
れ
が
偏
っ
た
配
分
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

考
え
が
強
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
現
象

を
見
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
感
じ
る
か
は
、
背

景
に
あ
る
価
値
意
識
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

　
生
活
者
は
地
域
の
発
展
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
展
望
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

発
展
＝
幸
福
・
成
熟
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ

も
地
域
の
発
展
の
定
義
は
様
々
な
可
能
性
が

あ
る
。
し
か
し
発
展
が
地
域
の
幸
福
の
一
要

素
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
分
の
住
ん
で
い
る
地

域
は
「
政
策
的
な
支
援
な
し
で
も
発
展
し
て

い
け
る
」「
政
策
的
な
支
援
が
あ
れ
ば
発
展

し
て
い
け
る
」「
政
策
的
な
支
援
が
あ
っ
て

も
発
展
し
そ
う
に
な
い
」
と
い
う
質
問
を
行

っ
た
。
結
果
はChart 5

に
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
都
道
府
県
単
位
で
見
る
と
、
支
援

な
し
で
も
発
展
で
き
る
と
い
う
自
信
度
の
高

か
っ
た
の
は
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
愛
知
県
、

埼
玉
県
、
福
岡
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。
支
援

が
あ
れ
ば
発
展
で
き
る
と
答
え
た
上
位
県
は
、

沖
縄
県
、
滋
賀
県
、
富
山
県
、
京
都
府
、
石

川
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。
支
援
が
あ
っ
て
も

発
展
し
そ
う
に
な
い
と
回
答
し
た
上
位
県
は
、

山
梨
県
、
徳
島
県
、
福
島
県
、
秋
田
県
、
長

崎
県
の
順
番
で
あ
っ
た
。

　
回
答
結
果
を
見
る
と
、「
発
展
」
の
イ
メ

ー
ジ
が
経
済
的
豊
か
さ
と
強
く
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
経

済
面
は
重
要
で
あ
る
が
、安
全
・
安
心
、健
康
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
絆
）、
落
ち
着
き
な
ど
、

生
活
の
質
を
高
め
る
要
素
は
他
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
る
。
経
済
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
よ
り

幅
広
く
「
発
展
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い

く
こ
と
が
、
地
域
独
自
の
価
値
を
見
つ
け
る

こ
と
に
な
る
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
今
回
の
テ

ー
マ
で
あ
る
地
域
の
幸
福
や
成
熟
し
た
社
会

に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。

幸
せ
な
地
域・

成
熟
社
会
と
は

そ
の
5

お
か
げ
さ
ま
意
識
と

格
差
意
識
は

つ
な
が
って
い
る

そ
の
4

れ
て
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
増
え
、

そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
減
っ
て
い
く
、
あ
る

い
は
フ
ラ
ッ
ト
に
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

（「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幸
福
で
は
な
い
」
を

除
く
）。
こ
の
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
は
、

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
判
断
が
難
し
い
と
い
う
よ

り
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
に
近
い
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
４
問
の
相
関
係
数
を
見
る
と
、
個
人

の
幸
福
度
と
の
相
関
は
、
エ
リ
ア
が
広
が
る

に
つ
れ
、
0
・
58
⇩
0
・
49
⇩
0
・
47
と
徐
々

に
減
少
し
て
い
く
。「
地
域
の
幸
せ
」
と
何

気
な
く
言
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
そ

の
地
域
と
は
ど
こ
ま
で
を
指
す
の
か
と
い
う

定
義
を
、
考
察
す
る
テ
ー
マ
ご
と
に
明
確
に

し
な
い
と
意
味
の
な
い
も
の
に
な
り
か
ね
な

い
。
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
社
会
的
な
格
差
の
拡
大
が
指
摘
さ
れ
て
久

し
い
。
近
年
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
や
高
齢

者
の
貧
困
問
題
、
多
様
な
家
庭
環
境
の
問
題

と
と
も
に
そ
れ
が
一
層
深
刻
化
し
て
い
る
と

の
声
が
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
是
正
す
べ
き
で

あ
る
な
ら
ば
、
経
済
成
長
と
と
も
に
自
然
に

問
題
が
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き

ず
、
何
ら
か
の
「
政
策
」
の
実
施
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
策
は
所
得
再
分
配
に

つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
、
国
民
の
合
意
が

必
要
に
な
る
。
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
、
個

ト
上
の
交
流
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が

き
っ
か
け
で
地
元
の
同
窓
会
が
開
か
れ
る
な

ど
、
実
際
の
対
面
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

LIN
E

な
ど
は
若
者
を
中
心
に
、
実
生
活
と

不
可
分
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
地
域
の
幸
せ
を
考
え
る
に
あ

た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
適
切

に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
状
況
を
尋
ね
た
と

そ
の
3

幸
せ
な

地
域
イ
メ
ー
ジ
に
は

距
離
感
が
重
要



「昔はよかったなぁ」――。人生の経験を積み重
ねた諸先輩方が時に口にするあのセリフ。これを、
時代の流れについていけない自らに対する嘆きの
表れだと思っている人たちも多いのでは？　とこ
ろがそれは大きな間違い。“昔”に学ぶべきこと
がどれほど多いことか、そのことを今号の編集を
通じてあらためて認識することができました。
　何よりも昔の暮らしには、その時々の厳しい時
代を生き抜いてきた「生活と結びついた逞しい知
恵」があります。暮らしのベースとなる街並みや
路地には、豊かに生きていこうという切なる願い
や、コミュニティを大切にする工夫がありました。
伝統芸能には、いわゆるしきたりや作法がつきも
のですが、「どうしてこんな面倒くさいことを」
と思われる所作のなかにも、合理的で無駄のない
動きが息づいています。そして市民思想として広
まった心学は、「先も立ち、我も立つ」という共
生の倫理を説き、それは地域社会や企業が掲げる
理念として現代でも十分に通用します。
「変革に向けての飽くなきチャレンジ」にも学ぶ
べき多くの示唆があります。300年以上も続く老
舗企業の歴史は、実はたゆまぬ変革の積み重ねで
した。続けることは自らを変えていくこと、そし
て新しいものを常に創造していくことであるとい
う考え方は、今も企業経営の根幹であります。
「次代を担う人材を育てること」、これこそ私た
ちが最も学ぶべきことかもしれません。能楽に見
られる、個々人の目標達成状況に合わせた育成手
法、促成栽培ではなく長期的な視点で育てていこ
うという息の長い取り組みは、教育界や産業界が
是非とも実践すべきではないでしょうか。
“昔”という言葉には、「いにしえ」に「むかう」
という意味があると言われています。この言葉の
意味を、「向うのは過去だけではなく未来にも」
と捉えれば、“昔”は未来へ向うスタート地点だ
と言えます。前号では未来のスマート社会を展望
しましたが、まさにスマートの原点が“昔”には
あるのです。そうした“昔”の知恵や教えを確実
に伝えていくことが、私たち現代人の大きな責務
だということを、今一度肝に銘じたいと思います。

Message from CEL

Konishiike Tooru

CELからのメッセージ

昔の学びを未来につなげる

小西池 透
大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
所長
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備
え
る
た
め
の
端
午
の
節
供

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報
工

学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、北

海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術
大

学
非
常
勤
講
師
。節
供
の
会

「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
供
の
饗
応
」

を
は
じ
め
、伝
統
儀
礼
や
風
習

の
意
味
を
民
俗
学
的
に
解
明

し
今
に
具
現
化
す
る
提
案
を

行
う
。著
書
に『
暦
・
し
き
た

り・ア
エ
ノ
コ
ト
　
日
本
人
が
大

切
に
し
た
い
う
つ
く
し
い
暮
ら

し
』な
ど
。

渓
斎
英
泉『
十
二
ヶ
月
の
内 

五
月 

く
す
玉
』

け
い
さ
い
え
い
せ
ん

所
蔵
／
国
立
国
会
図
書
館

　
端
午
の
節
供
は
、
今
や
男
の
子

が
元
気
に
育
つ
よ
う
に
と
、
武
者

人
形
を
飾
り
、
鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ

て
祝
う
日
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

か
つ
て
端
午
は
女
性
の
成
長
を
祝

う
日
で
し
た
。
旧
暦
５
月
は
古
名

で
は

さ皐
　つ

き月
。
こ
の
月
、
早
乙
女
と

呼
ば
れ
る
田
植
え
を
す
る
少
女
た

ち
が
稲
の
穀
霊
を
迎
え
る
た
め
、

こ
も菰

を
敷
き
詰
め
た
納
屋
に
籠
っ
て

身
を
清
め
ま
す
。
ま
た
、
早
乙
女

以
外
の
少
女
た
ち
も
衣
食
住
に
関

わ
る
作
物
な
ど
が
実
る
力
・
技
術

を
神
か
ら
い
た
だ
き
、
丈
夫
な
子

供
が
産
め
る
よ
う
に
、
と
そ
の
成

長
を
祈
っ
た
の
で
す
。

　
暦
に
お
い
て
の
「
端
午
」
は
「

う
ま午

の
月
の
端
（
は
じ
め
）
の
午
の
日
」。
旧
暦
５

月
は
新
暦
で
は
梅
雨
と
重
な
り
ま
す
。「
梅
雨
」
は
中
国
で
は
「

ば
い黴 

う雨
」
と
表
記
さ

れ
る
程
、
湿
度
の
高
さ
や

か
び黴

の
発
生
が
人
々
を
悩
ま
せ
ま
し
た
が
、
梅
雨
は
秋
の

収
穫
に
と
っ
て
大
切
な
恵
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
常
日
頃
、
季
節
を
愛

で
る
習
慣
を
も
つ
日
本
人
は
、「
梅
の
実
が
熟
す
」
頃
と
し
て
「
黴
」
と
同
じ
音
を

も
つ
「
梅
」
の
文
字
を

あ充
て
、「
ば
い
う
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き
ま
し
た
。
季
節
を

美
し
く
捉
え
る
日
本
人
は
「
黴
」
の
文
字
を
使
う
こ
と
を

は
ば
か憚

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
長
雨
は
様
々
な
湿
病
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
こ
で
中
国
の
思
想
を
取

り
入
れ
て
き
た
貴
族
社
会
で
は
特
に
こ
の
端
午
の
正
午
に
、
薬
効
の
高
い
生
薬
を

求
め
、
山
へ
分
け
入
る
「
薬
狩
り
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
五
行
思
想
で
は
「
午
」

の
重
な
る
日
・
時
間
は
「
火
」
の
性
質
が
よ
り
強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
、
水
気
の

多
い
時
期
に
お
い
て
端
午
は
特
別
な

日
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
得
た
「
端
午
の
生
薬
」

の
う
ち
、最
も
重
用
さ
れ
た
の
が

し
よ
う菖

　ぶ蒲
で
す
。た
だ
、こ
こ
で
い
う
菖
蒲
は
、

華
や
か
な
花
を
咲
か
せ
る
ア
ヤ
メ
科

の
花
菖
蒲
や

か
き
つ
ば
た

杜
若
と
は
異
な
る
植

物
で
、
黄
色
い
筒
状
の
花
を
つ
け
る

サ
ト
イ
モ
科
の
植
物
で
す
。
そ
の
葉

は
強
い
香
り
を
放
ち
、
尖
っ
た
葉
の

形
を
剣
に
見
立
て
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

邪
気
を
祓
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
や
が
て
、
こ
の
魔
除

け
の
草
は
「
菖
蒲
」
の
音
読
み
と
し

て
の
「

し
よ
う尚 

ぶ武
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、

武
家
社
会
に
な
る
と
、
端
午
の
節
供
に
お
い
て
の
供
物
と
し
て
使
わ
れ
、
男
の
子

の
祝
い
の
日
と
し
て
定
着
し
た
の
で
す
。

　
さ
て
、
端
午
の
生
薬
・
菖
蒲
は
今
で
も
菖
蒲
湯
と
し
て
お
風
呂
に
使
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
時
期
特
有
の
生
薬
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
梅
雨
」
に
縁
の
あ
る

梅
の
実
。
梅
干
、
梅
酒
、
黒
梅
な
ど
、
疲
労
回
復
、
抗
酸
化
作
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
効
用
が
認
め
ら
れ
、
各
地
で
多
様
な
伝
統
食
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
、
日
本
人

の
食
文
化
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
漢
方
で
十
薬
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
多
く
の
効
能
を
も
つ
ド
ク
ダ
ミ
は
、
体
内
の
水
分
量
や
皮
膚
の
汗
腺
の
調
節

を
し
、
老
廃
物
を
取
り
除
く
な
ど
、
夏
に
最
大
限
に
そ
の
力
を
発
揮
し
ま
す
。

　
端
午
。
こ
の
日
摘
ん
だ
薬
草
で
人
々
は
火
の
力
を
取
り
込
み
、

け
が穢

れ
た
水
の
力

を
祓
い
、
次
の
季
節
に
身
体
を
備
え
る
の
で
す
。
ま
さ
に
旬
の
力
を
知
り
得
た
上

で
の
賢
い
養
生
法
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

文
　
井
戸 

理
恵
子

第
六
回

菖
蒲
な
ど
で

飾
っ
た
く
す
玉
は
、

端
午
の
節
供
に

柱
や
簾
に
か
け
て

邪
気
を
祓
っ
た
。

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り
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