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日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客
が
急
増
し
て
い
る
。
彼
ら
は
単
に
日
本
の
観
光
地
を
訪
れ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
文
化
や
食
、
暮
ら
し
と
いっ
た
日
本
的
な
も
の
に

興
味
を
持
ち
、
新
し
い
視
点
で
日
本
を
評
価
し
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
日
本
」
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
、
外
か
ら
の
視
点

に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
自
ら
を
見
直
し
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
号
で
は
、
過
去
お
よ
び
現
在
の
外
か
ら
の
視
点
を
と
お

し
て
「
日
本
」
を
見
直
し
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
姿
を
展
望
し
た
い
。

特
集
外
か
ら
「
日
本
」
を
見
直
す
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池
永

　ア
レ
ッ
ク
ス
・
カ
ー
さ
ん
は
徳
島
・

い祖
や谷

で
の
古
民
家
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
は
じ
め
、

景
観
保
存
活
動
や
講
演
、
あ
る
い
は
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
な
ど
幅
広
く
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。『
美
し
き
日
本
の
残
像
』『
犬
と
鬼
』
な
ど
の
ご
著
書
に
は
、
幅
広
い
日
本
の

文
化
的
な
知
識
や
社
会
背
景
、
そ
れ
に
根
ざ
し
た
深
い
提
言
な
ど
が
書
か
れ
て
い
て
、
改
め
て

私
た
ち
日
本
人
が
気
づ
か
さ
れ
た
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
現
在
、
日
本
に
興
味
を
も
っ
て
く
だ
さ
る
外
国
の
方
々
は
多
い
の
で
す
が
、「
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
」
の
よ
う
な
あ
る
種
限
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
も
う
少
し
本
質

的
な
と
こ
ろ
ま
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
も
い
て
、
二
極
化
の
現
象
が
み
ら
れ
る
よ
う
な
気
が

し
て
い
ま
す
。今
日
は
、カ
ー
さ
ん
ご
自
身
の
体
験
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
、過
去
・
現
在
・

未
来
の
日
本
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
ご
意
見
や
ご
提
案
な
ど
を
伺
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
最
初
に
古
民
家
再
生
を
さ
れ
た
徳
島
・
祖
谷
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
を
伺
え
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
私
は
１
９
６
４
年
、
ち
ょ
う
ど
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に
、
父
親
の
仕
事
の
都
合
で

来
日
し
ま
し
た
。
12
歳
の
と
き
で
す
が
、
横
浜
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
基
地
に
住
む
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
大
変
印
象
に
残
っ
た
の
が
「
家
」
だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
の
夫
人
た

ち
と
の
交
友
会
の
よ
う
な
も
の
に
母
が
参
加
し
て
お
り
、
毎
月
誰
か
の
家
を
訪
れ
る
の
で
す
が
、

一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
三
浦
半
島
の
三
崎
に
は
、
あ
る
外
国
人

が
つ
く
っ
た
別
荘
街
み
た
い
な
も
の
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
日
本
の
古
民
家
の
中
を
50
年
代
に

本
国
ア
メ
リ
カ
で
流
行
っ
た
ラ
ン
チ
ハ
ウ
ス
ス
タ
イ
ル
に
改
造
し
て
い
て
、
そ
の
ウ
ッ
デ
ィ
な

雰
囲
気
が
と
て
も
気
持
ち
良
か
っ
た
。
決
し
て
贅
沢
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ト
イ
レ
な
ど
の
設
備

を
き
ち
ん
と
調
え
て
居
心
地
の
い
い
空
間
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。

　
で
す
か
ら
、
す
で
に
そ
の
時
代
か
ら
外
国
人
が
古
民
家
を
新
し
く
リ
ノ
べ
ー
ト
す
る
と
い
う

発
想
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

池
永

　そ
の
後
は
、
本
国
と
行
き
来
さ
れ
な
が
ら
、
１
９
７
１
年
に
祖
谷
と
出
会
わ
れ
た
よ
う

で
す
が
、
廃
屋
と
な
っ
て
い
た
古
民
家
を
ご
自
身
の
手
で
ち篪
い
お
り庵

と
い
う
形
に
ま
で
完
成
さ
せ

よ
う
と
思
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
そ
の
子
ど
も
の
頃
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

美
し
き
良
き
日
本 

　
―
―
幼
き
日
に
見
た「
家
」へ
の
想
い

PartPart
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［ 総 論 ］

訪日観光客の急増が叫ばれる
現在よりもずっと以前から、
実に多くの外国人が日本を訪
れており、彼らに触発され、
その文化を取り入れることで、
日本文化もまた発展をしてき
た。日本に40年以上在住し日
本文化を研究しながら古民家
再生に尽力するアレックス・
カー氏は、母国アメリカだけ
でなくヨーロッパやアジア諸
国のまちづくりや文化にも造
詣が深い。カー氏ならではの
幅広い外の視点から我々日本
人が「今学ぶべきこと」につ
いて考える。
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Alex Kerr

Ikenaga Hiroaki

カ
ー
　
そ
う
で
す
ね
。
当
時
は
学
生
で
お
金
も
な
く
、
す
べ
て
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
で
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
始
め
た
ん
で
す
。腐
っ
た
部
分
を
直
し
、茅
葺
き
屋
根
を
葺
き
替
え
、ト
イ
レ
を
つ
く
り
、

照
明
を
入
れ
て…

…

さ
っ
と
手
を
入
れ
て
終
わ
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
40
年
以
上
ず
っ
と
続

け
て
い
た
ん
で
す
ね
。
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
は
３
年
前
で
す
。

池
永

　日
本
の
１
９
８
０
年
代
は
バ
ブ
ル
経
済
で
、
古
い
も
の
を
ど
ん
ど
ん
壊
し
、
新
し
い
建

物
を
次
々
と
建
て
て
い
た
時
代
で
す
。

カ
ー
　
今
も
そ
う
で
す
け
ど
ね
。
古
民
家
の
取
り
壊
し
は
、
バ
ブ
ル
の
と
き
よ
り
今
の
ほ
う
が

は
る
か
に
多
い
。

　
１
９
７
０
年
代
は
、
ま
だ
「
美
し
き
良
き
日
本
」
が
ぎ
り
ぎ
り
残
っ
て
い
た
時
代
で
、
そ
の

な
か
で
祖
谷
を
見
つ
け
ま
し
た
。
80
年
代
か
ら
変
わ
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
ま
り
、
90
年
代
は
急
ピ

ッ
チ
で
、
２
０
０
０
年
代
に
な
っ
て
さ
ら
に
加
速
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

池
永

　祖
谷
を
探
す
以
前
に
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
日
本
学
を
学
ば
れ
、『「
甘
え
」
の
構
造
』
な

ど
た
く
さ
ん
の
日
本
論
を
読
ま
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
の
日
本
で
の
実
体
験
と
の
違
い
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
。

カ
ー
　
あ
の
頃
の
日
本
論
は
日
本
の
学
者
が
一
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
書
い
て
い
る
も
の

が
多
く
て
、
日
本
の
優
越
性
を
訴
え
る
よ
う
な
も
の
が
流
行
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
私
は

そ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
当
時
、
中
国
美
術
の
専
門
家
で
伝
説
的
な
ア
ー
ト
デ
ィ
ー
ラ
ー
だ
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
キ
ッ

ド
と
い
う
人
に
日
本
の
こ
と
を
含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
で
す
が
、「
あ
ん
な

単
純
な
日
本
人
論
は
大
外
れ
だ
」
と
。
中
国
文
化
が
あ
っ
て
の
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
が
あ
っ
て

の
日
本
、
韓
国
が
あ
っ
て
の
日
本
。
も
っ
と
ア
ジ
ア
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

思
い
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
頃
の
日
本
論
に
対
し
て
は
、
違
和
感
ば
か
り
で
し
た
ね
。

池
永

　ご
著
書
に
も
、
そ
の
論
調
を
日
本
人
自
身
が
受
け
入
れ
が
ち
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

カ
ー
　「
日
本
は
世
界
一
」
の
よ
う
な
評
価
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
本
当
は
ど
こ
が
い
い
の

か
が
見
え
な
く
な
る
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
凄
い
と
思
っ
て
い
な
い
部
分
が
本
当
は
素
晴
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
　

池
永

　具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
９
月
に
京
都
に
つ
い
て
の
本（『
も
う
ひ
と
つ
の
京
都
』）を
出
し
た
ば
か
り
な
ん
で
す
が
、

そ
の
な
か
で
、
大
江
健
三
郎
の
『
あ
い
ま
い
な
日
本

の
私
』
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。
大
江
さ
ん
の
本
に

は
日
本
人
が
あ
い
ま
い
だ
と
い
う
こ
と
が
た
っ
ぷ
り

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
逆
な
ん
で
す
ね
。
た

と
え
ば
京
都
の
お
寺
や
家
の
つ
く
り
は
ピ
シ
ッ
と
線

を
ひ
い
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
門
の

外
と
中
は
別
で
、
次
の
間
は
ま
た
別
の
ラ
ン
ク
づ
け

の
よ
う
な
も
の
が
さ
れ
て
い
る
。
き
ち
ん
と
線
を
ひ

く
と
い
う
こ
と
が
日
本
文
化
の
根
源
に
は
あ
り
、
そ

こ
か
ら
美
し
い
、
面
白
い
こ
と
が
生
ま
れ
る
わ
け
で

す
ね
。
あ
い
ま
い
と
は
全
然
違
う
も
の
が
あ
り
、
そ

の
違
う
も
の
に
芸
術
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

特
に
茶
の
湯
は
、「
序
破
急
」
と
い
う
リ
ズ
ム
を
決
め
て
、
そ
の
な
か
に
独
自
の
世
界
を
つ
く

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
世
界
の
ど
こ
で
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

池
永

　確
か
に
あ
い
ま
い
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
と
こ
ろ
で
、
篪
庵
も
で
す
が
、
古
民

家
は
内
部
の
修
理
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
建
物
の
つ
く
り
自
体
は
そ
の
ま
ま
使
え
る
状
態
で
あ

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
よ
ね
。

カ
ー
　
そ
う
な
ん
で
す
。
日
本
の
古
い
家
屋
は
壁
ら
し
い
壁
が
な
い
。
全
部
が
建
具
で
、
障
子

な
ど
で
空
間
を
変
化
さ
せ
た
り
で
き
る
。
そ
れ
も
凄
い
知
恵
で
す
が
、
木
造
建
築
な
ら
で
は
の

つ
く
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
黒
柱
は
で
き
る
だ
け
動
か
さ
な
い
。
柱
は
部
屋
の
真
ん

中
に
そ
の
ま
ま
ぼ
ん
と
あ
っ
て
も
綺
麗

な
ん
で
す
ね
。
味
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、

古
い
家
の
基
本
的
な
空
間
感
覚
や
、
構

造
や
木
材
な
ど
の
材
質
は
で
き
る
だ
け

大
事
に
し
た
い
し
、
尊
重
し
た
い
。
古

民
家
の
魅
力
は
そ
う
い
う
も
の
に
あ
る

と
思
い
ま
す
か
ら
。
一
方
で
、
快
適
さ

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
、
あ
る
い
は

耐
震
や
建
築
基
準
法
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ

る
の
で
、
ど
こ
ま
で
変
え
る
べ
き
か
は
毎
回
熱
い
議
論
に
な
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
昔
の
ま
ま
の
民
家
を
再
生
す
る
だ
け
で
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
生
活
す
る
う
え
で

無
理
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
世
界
の
常
識
と
し
て
あ
る
の
が
、
古
い
家
の
直
し
を
今
の
時
代

に
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
。
残
念
な
が
ら
今
の
日
本
は
資
料
館
と
し
て
直
す
と
い
う
レ
ベ
ル

で
留
ま
っ
て
い
て
、
江
戸
が
こ
う
だ
っ
た
、
明
治
が
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
学
芸
員
的
な

発
想
し
か
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
コ
ン
セ
ン
ト
ひ
と
つ
変
え
ら
れ
な
い
と
か
、
昔
の
窓
が
こ
う

だ
っ
た
か
ら
変
え
ら
れ
な
い
と
か
言
う
。
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
家
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
完

全
に
今
の
設
備
に
転
換
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
仕
事
の
背
景
に
あ
り
ま
す
ね
。

池
永

　学
芸
員
的
発
想
で
保
存
し
て
昔
の
ま
ま
で
残
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
な
か
で
、
カ

ー
さ
ん
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
形
で
再
生
さ
せ
る
。

カ
ー
　
昔
の
家
に
生
活
し
な
が
ら
今
の
生
活
に
あ
っ
た
快
適
な
空
間
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
つ
い
壊
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

池
永

　古
民
家
に
は
床
暖
房
や
ペ
ア
ガ
ラ
ス
ま
で
調
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

カ
ー
　
最
新
の
技
術
も
取
り
入
れ
た
家
な
ん
で
す
ね
。
古
い
家
イ
コ
ー
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
な

い
、
原
始
的
で
自
然
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　大
阪
ガ
ス
で
は
、
22
年
前
に
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
21
」
と
い
う
実
験
住
宅
を
建
て
た
の
で
す
が
、

最
先
端
の
建
物
に
江
戸
時
代
の
住
ま
い
方
の
考
え
方
を
取
り
込
ん
で
い
ま
す
。
逆
に
新
し
い
も

の
に
古
い
昔
の
知
恵
を
入
れ
る
と
い
う
発
想
は
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。

カ
ー
　
確
か
に
江
戸
の
知
恵
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
捨
て
る
の
で
は
な

く
上
手
く
取
り
入
れ
な
が
ら
、
最
先
端
の
技
術
も
取
り
入
れ
て
、
今
の
時
代
に
生
き
て
い
る
家

に
も
っ
て
い
き
た
い
で
す
よ
ね
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
の
オ
フ
ィ
ス
に
は
自

治
体
か
ら
た
く
さ
ん
の
オ
フ
ァ
ー
が
く

る
と
思
い
ま
す
が
、
カ
ー
さ
ん
は
今
の

地
方
を
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
だ
い
た
い
ど
こ
の
地
方
へ
行
っ

て
も
駄
目
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
考
え
て

い
る
以
上
の
危
機
的
な
状
況
で
す
。
ど

ん
ど
ん
人
が
減
り
家
も
空
き
家
に
な
り
、

悲
惨
で
す
。
特
に
周
り
の
自
然
を
粗
末

に
扱
っ
た
り
、
古
い
町
を
つ
ぶ
し
た
り

し
た
と
こ
ろ
は
、
も
う
手
が
つ
け
ら
れ

な
い
。
で
す
が
、
ま
だ
綺
麗
な
自
然
が

残
っ
て
い
た
り
、
空
き
家
で
も
昔
の
家

が
残
っ
た
り
し
て
い
れ
ば
、
望
み
が
あ

り
ま
す
。
今
は
観
光
の
時
代
な
の
で
、

そ
れ
が
最
後
の
救
い
の
手
に
な
る
ん
で

す
ね
。
た
と
え
僻
地
で
も
、
き
ち
っ
と
受
け
皿
を
つ
く
る
と
人
が
来
て
く
れ
る
時
代
に
な
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
行
政
や
政
治
家
が
相
談
に
訪
れ
ま
す
。
私
た
ち
の
ほ
う
か
ら
プ
レ
ゼ

ン
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　そ
う
な
ん
で
す
ね
。

カ
ー
　
結
局
、
外
部
の
人
間
が
言
っ
て
も
駄
目
な
ん
で
す
。
地
元
の
思
い
が
あ
っ
て
こ
そ
で
、

そ
う
い
う
、
本
当
に
や
り
た
い
と
い
う
思
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
成
功
し
た
ケ
ー
ス
を
見
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
永

　地
方
創
生
の
目
的
で
国
か
ら
の
補
助
金
を
入
れ
て
も
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
お
金
が
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
で
す
か

ら
ね
。

池
永

　自
分
た
ち
の
町
や
地
域
の
真
の
良
さ
・
強
み
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

カ
ー
　
そ
う
、
プ
ラ
イ
ド
が
な
い
。
そ
れ
が
一
番
の
ネ
ッ
ク
で
、
自
分
た
ち
の
町
を
素
晴
ら
し

い
と
思
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
壊
し
て
新
し
い
建
物
を
つ
く
れ
ば
、
そ
れ
が
現
代
的
で
い
い
と

思
う
人
が
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
に
多
い
。

池
永

　古
い
も
の
を
す
ぐ
に
壊
し
て
新
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
日
本
が
こ
う
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

カ
ー
　
そ
も
そ
も
、
ビ
ル
を
建
て
る
と
か
、
道
路
を
通
す
と
い
う
の
は
発
展
途
上
国
的
な
発
想

な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
の
国
に
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
も
そ
う
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
有
名
な
ペ
ン
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
駅
舎
。も
う
泣
き
た
い
く
ら
い
美
し
か
っ
た
の
に
、

60
年
代
に
壊
し
て
し
ま
っ
て
、
殺
風
景
な
つ
ま
ら
な
い
ビ
ル
に
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
さ
ら

に
70
年
代
に
グ
ラ
ン
ド
セ
ン
ト
ラ
ル
駅
も
壊
そ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
猛
烈
な
反
対
運

動
が
起
こ
り
、
そ
れ
以
降
は
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
建
物
は
壊
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
共
通

認
識
が
生
ま
れ
た
ん
で
す
。

カー氏が徳島・祖谷の
古民家をリノベートした篪庵。

ち い お り

篪 庵

偏
っ
た
日
本
論 

　
―
―「
世
界
一
」に
囚
わ
れ
た
日
本
人

時
代
遅
れ
の
日
本
の
都
市
計
画 

　
―
―
大
切
な
自
国
へ
の
プ
ラ
イ
ド

古
民
家
再
生 

　
―
―「
学
芸
員
的
発
想
」を
超
え
て
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市に居を構え、書や古典
演劇、古美術など日本文
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Alex Kerr

アレックス・カー

　
つ
ま
り
、「
車
が
欲
し
い
」「
冷
蔵
庫
が
欲
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
時
代
が
ど
こ
の
国
で
も
あ

る
け
れ
ど
、あ
る
程
度
社
会
が
豊
か
に
な
る
と
卒
業
し
ち
ゃ
う
も
の
な
ん
で
す
ね
。そ
こ
で
、「
昔

の
良
さ
や
自
然
は
や
っ
ぱ
り
大
事
だ
」「
新
し
い
も
の
を
つ
く
り
な
が
ら
古
い
も
の
と
調
和
さ

せ
よ
う
」
と
い
う
思
い
に
切
り
替
え
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
先
進
国
の
な
か
で
唯

一
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
日
本
で
す
。
卒
業
せ
ず
に
留
年
の
ま
ま
み
た
い
な
こ
と
で
、
そ

こ
が
問
題
な
ん
で
す
。
経
済
が
進
ん
だ
国
で
、
こ
れ
ほ
ど
勝
手
に
古
い
町
や
自
然
を
壊
し
て
い

る
の
は
珍
し
い
。
世
界
の
動
き
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
て
い
ま
す
。

池
永

　日
本
の
都
市
計
画
は
海
外
に
比
べ
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

カ
ー
　
古
臭
い
。
私
か
ら
み
れ
ば
、
時
代
遅
れ
で
す
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
は
、
日
本
の
都
市
は
競
争
相
手
を
想
定
し
て
い
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す

ね
。
都
市
・
地
方
と
し
て
国
内
だ
け
で
な
く
世
界
が
競
争
相
手
の
は
ず
な
の
に
、
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
す
る
相
手
を
間
違
っ
て
い
る
と
。

カ
ー
　
東
京
か
ら
祖
谷
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
お
金
や
時
間
の
面
で
は
、
バ
リ
で
も
、
バ
ン
コ

ク
で
も
行
け
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
競
争
相
手
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

池
永

　ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
私
ど
も
大
阪
ガ
ス
の
供
給
エ
リ
ア
で
あ
る
近
畿
に
は
、
文
化
コ

ン
テ
ン
ツ
は
も
の
す
ご
く
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
行
政
の
ト
ッ
プ
に
「
ど
の
都
市
が
競
争
相
手
だ

と
思
っ
て
都
市
経
営
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
」
と
伺
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

カ
ー
　
確
か
に
近
畿
の
文
化
財
は
凄
い
で
す
ね
。

池
永

　た
と
え
ば
奈
良
は
、
中
国
語
で
ナ
ー
リ
ャ
ン
（nai liang

）
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、「
す

べ
て
が
良
い
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
そ
う
で
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

カ
ー
　
奈
良
は
、「
大
仏
商
法
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
よ
り
魅
力
的
に

し
よ
う
と
い
う
思
い
は
近
畿
の
な
か
で
一
番
薄
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

　
京
都
は
ず
っ
と
駄
目
だ
っ
た
け
れ
ど
、
最
近
は
景
観
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
２
年
前

に
屋
上
看
板
を
全
部
撤
去
し
ま
し
た
。
看
板
を
な
く
す
と
経
済
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
心
配
す

る
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
撤
去
後
に
影
響
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ゼ
ロ
で

す
ね
。
か
え
っ
て
街
の
環
境
、
美
観
に
お
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
た
。

池
永

　大
阪
も
、
近
代
建
築
物
を
「
生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
だ
と
捉
え
る
動
き
が
出
て

き
た
り
と
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
が
混
じ
り
合
う
ま
ち
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
動
き
始
め

て
い
ま
す
。

カ
ー
　
大
阪
は
も
っ
と
売
り
出
せ
ば
い
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
通
天
閣
の
あ
る
新

世
界
の
あ
た
り
が
好
き
で
す
。
近
代
的
な
も
の
と
し
て
、
非
常
に
面
白
い
。
昔
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ

ン
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
。

池
永

　一
方
で
江
戸
の
頃
の
風
情
も
残
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
近
畿
が
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う

ふ
う
に
生
き
延
び
る
か
と
い
う
議
論
を
す
る
な
か
で
、
強
み
で
あ
る
歴
史
・
文
化
を
核
と
し
た

都
市
魅
力
戦
略
の
議
論
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
。

カ
ー
　
と
は
い
え
、
大
阪
は
今
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
観
光
産
業
と
い
う
の
は

成
長
産
業
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。

池
永

　最
近
、
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。
湖
西
は
、
カ

ー
さ
ん
と
お
付
き
合
い
が
あ
っ
た
司
馬
遼
太
郎
さ
ん
が
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
な
か
で
、
日
本
人

の
祖
形
を
求
め
て
最
初
に
選
ん
だ
地
で
す
が
、
司
馬
さ
ん
と
の
話
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
。

カ
ー
　
司
馬
さ
ん
が
大
阪
に
つ
い
て
し
て
く
れ
た
話
が
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。
彼
い
わ
く
、
昔

は
運
河
が
多
か
っ
た
の
で
橋
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
役
所
が
つ
く
っ
た
も
の
は
少
な
く
て
、

大
半
の
橋
は
町
民
が
自
分
た
ち
で
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
だ
と
。
江
戸
時
代
頃
の
話
で
す
が
、
京

都
も
江
戸
も
し
っ
か
り
取
り
締
ま
り
が
あ
る
の
に
大
坂
だ
け
ノ
ー
マ
ン
ズ
ラ
ン
ド
で
、
結
構
好

き
勝
手
に
や
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
大
阪
人
の
自
由
な
発
想
が
生
ま
れ
て
、
独
特
な
大
阪
弁
や

大
阪
漫
才
、
そ
れ
か
ら
商
売
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
下
手
な
規
制
が
な
く
や
っ
て
き
た
人
た
ち

だ
か
ら
い
き
い
き
と
し
た
大
阪
文
化
が
生
ま
れ
た
。
そ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

池
永

　ほ
か
に
も
坂
東
玉
三
郎
さ
ん
や
白
洲
正
子
さ
ん
と
い
っ
た
そ
う錚
そ
う々

た
る
文
化
人
の
方
と
も

大
変
親
し
く
お
付
き
合
い
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
お
二
方
か
ら
は
い
か
が
で
す
か
。

カ
ー
　
玉
三
郎
さ
ん
と
は
凄
く
若
い
頃
に
知
り
合
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
通
訳
を
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
、
一
日
中
楽
屋
に
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
ば
に
い
る
だ
け
で
多
く
の
こ
と
を
学

べ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
し
ぐ
さ
や
セ
リ
フ
の
話
し
方
、
言
葉
を
話
す
と
き
の
「
間
」
も
そ
う
で
す
。

歌
舞
伎
の
世
界
で
は
「
間
」
は
と
て
も
大
切
な
問
題
で
す
か
ら
。

池
永

　そ
こ
か
ら
生
活
文
化
そ
の
も
の
も
歴
史
も
学
べ
る
ん
で
す
ね
。
歌
舞
伎
は
ま
さ
に
日
本

の
生
活
文
化
の
宝
庫
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。

カ
ー
　
玉
三
郎
さ
ん
は
、
古
い
も
の
を
非
常
に
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
深
い
と
こ

ろ
を
追
究
し
て
い
き
な
が
ら
、
非
常
に
現
代
的
な
目
で
見
て
い
ま
す
ね
。
昔
の
し
き
た
り
が
こ

う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
切
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
し

き
た
り
や
型
の
裏
に
何
が
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
い
つ
で
も
考
え
て
い
る
方
で
す
。
よ
く

私
た
ち
に
も
指
導
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
踊
り
で
東
山
と
い
っ
た
ら
東
山
を
見
て
い
な
け
れ
ば

い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
型
で
示
す
東
山
じ
ゃ
な
く
て
、
山
そ
の
も
の
を
見
な
さ
い
と
。

池
永

　や
は
り
深
く
追
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
表
面
的
な
こ
と
で
は
な
く
「
実
」
の
と
こ
ろ
に

行
き
つ
く
ん
で
し
ょ
う
ね
。

カ
ー
　
そ
し
て
面
白
い
こ
と
に
、
古
い
も
の
の
奥
に
た
ど
り
着
い
た
時
点
で
斬
新
さ
を
見
つ
け

る
わ
け
で
す
ね
。

池
永

　伝
統
を
追
究
す
る
と
新
し
い
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
。

カ
ー
　
そ
う
。
だ
か
ら
し
き
た
り
や
何
か
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
は
新
し
さ
も
な
い
。

池
永

　表
面
的
な
物
質
的
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
く
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
精
神
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
も
の
を
、
カ
ー
さ
ん
が
発
掘
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
カ
ー
さ
ん
が

古
民
家
で
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
同
じ
で
す
よ
ね
。
白
洲
正
子
さ
ん
の
ぶ武
あ
い相
そ
う荘

も
ま
さ
に
古
民

家
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
影
響
も
あ
り
ま
す
か
。

カ
ー
　
子
ど
も
の
頃
は
古
い
家
を
近
代
的
に
直
し
て
い
た
の
は
外
国
人
が
多
か
っ
た
で
す
が
、

で
も
白
洲
さ
ん
み
た
い
な
方
も
昔
か
ら
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
本
当
に
美
し
い
も
の
を
知

っ
た
日
本
人
は
や
っ
ぱ
り
い
た
ん
で
す
ね
。

池
永

　で
す
か
ら
我
々
は
そ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
も
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
、
本
当
の
日
本
の

良
さ
は
見
え
て
こ
な
い
し
、
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
も
見
え
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。

カ
ー
　
そ
う
思
い
ま
す
ね
。

池
永

　カ
ー
さ
ん
は
東
洋
文
化
研
究
者
の
顔
も
も
っ
て
い
ら
し
て
、
最
近
は
東
南
ア
ジ
ア
に
も

よ
く
行
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
著
書
に
は
歌
舞
伎
の
『
か
さ
ね累

』
に
な
ぞ
ら
え
て
、
移
転
を

考
え
な
が
ら
も
結
局
日
本
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
。

カ
ー
　
日
本
か
ら
離
れ
て
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
タ
イ
の
あ
た
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
か

ら
日
本
が
見
え
て
く
る
部
分
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
お
寺
な
ど
は
中
国
や
韓
国
ル
ー
ト
で
入
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
家
は
あ
き
ら
か
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
タ
イ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
あ
る
高
床
式
で
全
部
木
造
の
東
屋
の
よ
う
な
も
の
や
草
屋
根
も
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ

ん
日
本
だ
け
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
礼
儀
作
法
も
、
タ
イ
と
随
分
通
ず
る
も
の
が
あ

る
ん
で
す
よ
。

池
永

　奈
良
時
代
の
貴
族
な
ど
の
支
配
者
層
は
40
％
ぐ
ら
い
が
渡
来
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

平
安
時
代
の
初
期
頃
ま
で
、
渡
来
人
の
知
識
・
知
恵
を
活
か
し
な
が
ら
や
っ
て
い
た
と
い
う
歴

史
が
あ
り
ま
す
。

カ
ー
　
あ
の
頃
は
凄
く
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
し
た
ね
。
仏
教
に
し
て
も
、
日
本
の
仏
教
か

ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
ま
で
全
部
ひ
と
つ
で
し
た
。

池
永

　海
外
の
技
術
・
文
化
が
僧
侶
や
渡
来
人
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
日
本
的
な

も
の
を
ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

カ
ー
　
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

池
永

　そ
こ
が
日
本
の
良
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
結
局
日
本
人
は
古
く
か
ら
外
の
良
い
こ
と

に
学
び
、
吸
収
し
て
、
そ
れ
を
良
い
形
で
日
本
の
文
化
と
し
て
進
化
さ
せ
て
き
た
と
い
う
史
実

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
現
代
の
我
々
も
そ
れ
に
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

カ
ー
　
や
は
り
「
型
」
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
本
当
に
大
事
な
「
実
」
を
見
極
め
て
ほ
し
い
。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
残
念
な
が
ら
日
本
は
ず
っ
と
留
年
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
卒
業
で
き

て
初
め
て
古
い
町
の
活
か
し
方
が
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
成
功
す
れ
ば
、
新
し
い
町
に
も
良
い
発

想
が
生
ま
れ
る
。
高
層
ビ
ル
や
地
下
鉄
の
つ
く
り
方
と
い
っ
た
新
し
い
も
の
に
も
転
換
で
き
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
資
金
力
や
経
済
力
も

あ
る
、
教
養
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
支
え
る
、
活
性
化
さ
せ
る
知
恵
も
、
力
も
あ
る
の
で

す
か
ら
、
何
百
年
何
千
年
積
み
重
ね
て
き
た
風
景
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
壊
れ
て
し
ま

う
前
に
、
な
ん
と
か
し
っ
か
り
卒
業
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

大阪ガス㈱エネルギー・
文化研究所長。1982年
入社後、天然ガス転換部
にて人事勤労業務、営業
部門にてマーケティング
業務に携わる。日本ガス
協会企画部長、北東部
エネルギー営業部長、近
畿圏部長を経て2016年
より現職。

Ikenaga Hiroaki

池永  寛明

古
来
あ
っ
た
外
の
視
点 

　
―
―
今
こ
そ
取
り
入
れ
、古
い
考
え
か
ら
卒
業
を

日
本
文
化
を
知
る
日
本
人
と
の
出
会
い 

　
―
―「
型
」に
囚
わ
れ
ず「
実
」を
学
ぶ 
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ア
ー
ラ
ム
大
学
で
受
け
た
能
の
ゼ
ミ
で
、
英

語
能『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
』の
シ
テ
方（
主
人
公
）

に
抜
擢
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

「
振
付
は
ア
メ
リ
カ
で
も
有
名
な
モ
ダ
ン
ダ

ン
サ
ー
。
フ
ル
ー
ト
に
よ
る
笛
の
音
も
よ
く

研
究
さ
れ
た
も
の
で
、
能
ら
し
さ
を
出
そ
う

と
工
夫
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
振
り

返
る
と
、
あ
れ
が
厳
密
に
能
と
呼
べ
る
の
か

ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
自
身
も
そ
の

後
、
こ
れ
ほ
ど
能
に
の
め
り
込
む
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

　
２
度
目
の
来
日
を
果
た
し
た
１
９
７
３
年

の
秋
、
自
身
の
演
じ
た
『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
』

の
記
録
映
画
を
東
京
で
観
る
機
会
が
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
と
き
、
狂
言
方
和
泉
流
の
能

楽
師
で
あ
る
野
村
万
作
氏
の
も
と
で
稽
古
し

て
い
た
ダ
ン
・
ケ
ニ
ー
氏
か
ら
、東
京
で『
聖

フ
ラ
ン
シ
ス
』
を
や
り
た
い
と
協
力
を
求
め

ら
れ
た
そ
う
だ
。

「
や
る
な
ら
、
も
っ
と
能
を
き
ち
ん
と
習
い

た
い
！
　
咄
嗟
に
そ
う
思
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
か
ら
喜
多
流
の
松
井
彬
先
生
の
も
と
で
謡

と
仕
舞
を
習
い
は
じ
め
、
２
年
目
か
ら
は
笛

や
鼓
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
つ
い
て
習
い

は
じ
め
ま
し
た
」

　
能
の
世
界
を
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
よ
り

先
に
、
ま
ず
は
稽
古
に
打
ち
込
ん
だ
。

「
稽
古
が
始
ま
る
と
、
自
分
が
や
っ
て
い
る

こ
と
に
集
中
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
ど
う

す
れ
ば
す
り
足
が
き
れ
い
に
で
き
る
か
。
ど

う
体
を
動
か
す
か
。
発
声
は
ど
う
す
る
か
。

打
楽
器
の
リ
ズ
ム
や
掛
け
声
の
タ
イ
ミ
ン
グ

は
ど
う
す
る
か…

…

」。
静
か
な
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
動
き
の
な
か
に
も
大
き
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
込
め
て
い
く
。
そ
う
し
た
能
の
魅
力

に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
稽

古
事
な
ら
で
は
の
教
え
方
や
独
特
の
流
儀
と

い
っ
た
も
の
に
、
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

「
最
初
の
頃
、
私
と
ま
っ
た
く
目
を
合
わ
さ

な
い
先
生
も
い
て
、
あ
あ
、
外
国
人
に
慣
れ

て
い
な
い
の
か
な
あ
、
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
。
で
も
後
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
そ

の
先
生
は
ど
ん
な
生
徒
と
も
目
を
合
わ
さ
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
（
笑
）」。
そ
れ
ぞ
れ

の
先
生
の
違
い
を
個
性
と
し
て
感
じ
つ
つ
も
、

日
本
文
化
に
は
こ
う
い
う
特
徴
が
あ
る
、
と

い
っ
た
大
上
段
の
解
釈
を
あ
ま
り
し
な
い
の

が
、
い
か
に
も
エ
マ
ー
ト
さ
ん
ら
し
い
。

　
能
の
稽
古
と
並
行
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
に
も
取
り
組
ん
だ
。
な
か
で
も
、
能
の
音

楽
的
な
側
面
に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
や

歴
史
的
な
背
景
、
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
理
解

も
深
ま
っ
て
い
く
。

　
一
方
で
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
英
語
で
能
を

演
じ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
抱
き
続
け
て
き

た
。

「
80
年
代
か
ら
英
語
能
を
い
く
つ
か
手
が
け

て
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な

い
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
英
語
の
で
き
る
歌

手
を
起
用
す
る
と
能
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

謡
の
で
き
る
人
が
や
る
と
英
語
が
だ
め
に
な

っ
て
し
ま
う
。
能
で
あ
り
な
が
ら
、
英
語
と

し
て
生
き
て
く
る
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
た

の
で
す
」。
そ
こ
で
、
少
し
ず
つ
外
国
人
に

も
能
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
０
０
０

年
に
は
外
国
人
と
海
外
在
住
の
日
本
人
に
よ

る
「
シ
ア
タ
ー
能
楽
」
を
結
成
。
以
来
、
数
々

の
古
典
や
英
語
能
の
公
演
を
精
力
的
に
行
っ

て
い
る
。
能
は
、
翻
訳
の
難
し
い
詩
（
韻
文
）

の
よ
う
な
も
の
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
内

に
流
れ
る
言
葉
を
生
か
し
て
新
し
い
も
の
を

つ
く
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
自
分
の
な
か
で
最
初
に
流
れ
て
い
る
言
葉

と
い
う
の
は
、
や
は
り
英
語
な
ん
で
す
。
だ

か
ら
、
英
語
で
能
を
つ
く
る
こ
と
が
純
粋
に

楽
し
い
」
と
あ
く
ま
で
も
率
直
だ
。

　
と
は
い
え
、エ
マ
ー
ト
さ
ん
の
考
え
る「
英

語
能
」
の
定
義
は
か
な
り
厳
密
で
も
あ
る
。

単
に
能
の
雰
囲
気
を
も
っ
た
演
劇
と
い
う
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
能
の
技

法
や
様
式
、
舞
、
謡
や
囃
子
な
ど
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
で
も
、
英
語
能
と
い
う
呼
び
名
を
嫌

う
人
は
い
ま
す
。
日
本
人
の
な
か
に
も
、
外

国
人
の
な
か
に
も
、
能
は
決
し
て
英
語
に
な

ら
な
い
と
考
え
る
人
が
い
る
の
で
す
」

　
エ
マ
ー
ト
さ
ん
が
手
が
け
る
英
語
能
の
テ

ー
マ
は
、
現
代
的
で
魅
力
的
な
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
た
イ
ラ
ク
戦

争
の
帰
還
兵
を
描
い
た
『Zahdi D

ates 
and Poppies

（
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
と
ケ
シ
の
花
）』。

あ
る
い
は
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
エ
ル
ヴ
ィ

ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
の
孤
独
と
心
の
闇
を
描
い

た
『
ブ
ル
ー
・
ム
ー
ン
・
オ
ー
バ
ー
・
メ
ン

フ
ィ
ス
』
な
ど
。

「
能
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
場
所
を
描
く
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
、

自
分
が
い
る
と
こ
ろ
を
自
分
の
空
間
だ
と
思

っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
30
年
前
は
、
ど
う
だ

っ
た
か
？
　
そ
こ
は
昔
ど
ん
な
場
所
で
、
誰

が
そ
こ
に
い
て
、
何
が
起
き
て
い
た
の
か
？   

逆
に
、
30
年
後
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？   

た
と
え
ば
能
で
は
亡
霊
が
登
場
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
う
し
た
場
所
を
め
ぐ
る
深
い
記
憶

と
い
っ
た
も
の
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
」。
人
間
の
深
い
「
業
」
や
「
想
い
」
と

い
っ
た
も
の
が
、
時
空
を
こ
え
て
舞
台
に
描

か
れ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
時
代
劇
と
も
違

う
独
特
な
も
の
だ
と
い
う
。
能
な
ら
で
は
の

フ
レ
ー
ム
と
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
様
式
を

用
い
る
こ
と
で
、
イ
ラ
ク
戦
争
も
エ
ル
ヴ
ィ

ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
も
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も

の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

「
現
代
英
語
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
こ
う
い

う
テ
ー
マ
も
描
き
や
す
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
も
古
語
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
現
代

語
を
使
っ
た
新
作
能
に
挑
戦
す
る
人
が
い
た

ら
い
い
。
な
か
に
は
古
典
だ
け
で
十
分
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
私
は
さ
ま

ざ
ま
な
新
作
が
つ
く
ら
れ
て
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
私
が
来
日
し
た
当
時
は
、
新
作
能

も
数
年
に
１
曲
し
か
つ
く
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
近
は
そ
れ
が
増
え

て
き
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
新
作
能
を
試
み

る
時
代
に
な
っ
た
の
で
す
」

　
能
は
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
古
典
演

劇
と
し
て「
世
界
最
古
」と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

数
百
年
に
わ
た
り
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
力
と
古
い
も
の
を
守
る
努
力
が
、
常
に
せ

め
ぎ
合
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
エ
マ
ー

ト
さ
ん
の
取
り
組
み
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

ふ
た
つ
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

「
明
治
時
代
か
ら
、
日
本
の
音
楽
教
育
は
西

洋
音
楽
一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
の
学
ん
だ
東
京
藝
術
大
学
で
も
、
西
洋
音

楽
と
日
本
音
楽
の
割
合
は
だ
い
た
い
９
対
１
。

小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
音
楽
教
育
で
は
、

さ
ら
に
比
率
が
高
い
で
し
ょ
う
。
能
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
の
伝
統
芸
能
に
は
も
っ
と
大

き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
日
本
の
伝
統
音
楽
を
習
得
し
た
先
生
が

増
え
て
、
こ
の
割
合
が
半
分
か
そ
れ
以
上
に

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
」。
２
０
０
２

年
度
か
ら
中
学
校
の
音
楽
の
授
業
で
和
楽
器

を
教
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ

れ
で
も
、
ま
っ
た
く
足
り
な
い
と
も
強
調
す

る
。
日
本
文
化
に
お
け
る
基
礎
的
な
教
養
で

も
あ
る
伝
統
音
楽
の
役
割
を
、
も
っ
と
見
直

す
べ
き
だ
と
い
う
の
だ
。
確
か
に
能
は
、
日

本
人
に
と
っ
て
も「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」

「
難
し
い
も
の
」
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、

な
ぜ
学
校
で
教
え
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
か
つ
て
日
本
で
も
英
語
の
先
生
が
英
語
を

読
め
て
も
、
話
せ
な
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

今
は
話
せ
る
先
生
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
そ
れ
も
変
わ
っ
て
き
て
い
て
、
お

そ
ら
く
英
語
教
育
は
良
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

音
楽
教
育
も
、
も
っ
と
伝
統
音
楽
を
取
り
入

れ
て
、
少
し
ず
つ
良
く
な
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
」

　
伝
統
は
、
守
る
か
変
え
る
か
の
二
者
択
一

で
は
な
い
。
英
語
能
の
よ
う
な
試
み
に
対
し

て
、
ど
こ
か
そ
う
い
っ
た
目
で
ジ
ャ
ッ
ジ
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
２
０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
ど

う
や
っ
て
外
国
人
に
能
を
紹
介
す
る
べ
き
か
、

相
談
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
で
も
日

本
人
自
身
が
、
能
を
含
め
た
日
本
の
古
典
芸

能
一
般
に
対
し
て
も
っ
と
興
味
を
も
た
な
け

れ
ば
、
本
当
の
も
の
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
」

　
で
は
、
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
自
身
の
英
語

能
の
意
義
や
未
来
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
英
語
能
は
何
ら
か
の
形
で
能
を
知
っ
て
も

ら
う
き
っ
か
け
に
は
な
る
で
し
ょ
う
が
、
も

し
か
し
た
ら
、
た
だ
能
の
影
響
を
受
け
た
英

語
劇
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
自
身
は
も
う
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
か
ら
（
笑
）、
そ
れ
は
わ
か
ら

な
い
」。
確
か
に
新
作
能
は
、
つ
く
る
こ
と

よ
り
も
、
演
目
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
の

方
が
、
ず
っ
と
難
し
い
。
長
い
長
い
能
の
歴

史
の
な
か
で
、
私
た
ち
が
見
届
け
ら
れ
る
時

間
な
ど
、
ま
さ
に
舞
台
上
の
「
幻
」
で
し
か

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
古
典

と
し
て
磨
か
れ
、「
完
成
さ
れ
た
も
の
」
と

思
っ
て
い
た
能
が
、
再
び
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
場
面
に
立
ち
会
う

こ
と
は
で
き
る
。
私
た
ち
日
本
人
は
能
だ
け

で
な
く
伝
統
文
化
を
知
り
、
そ
の
可
能
性
を

広
げ
る
こ
と
に
そ
ろ
そ
ろ
目
を
向
け
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

リ
チ
ャ
ー
ド・エ
マ
ー
ト
／
１
９
４

９
年
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
。武
蔵
野

大
学
文
学
部
教
授
、喜
多
流
仕

舞
教
士
、「
シ
ア
タ
ー
能
楽
」芸
術

監
督
。ア
ー
ラ
ム
大
学
在
学
時
に

早
稲
田
大
学
国
際
部
に
留
学
。

さ
ら
に
東
京
藝
術
大
学
で
日
本

と
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
の
研
究
も

行
う
。英
語
能
の
作
曲
、演
出
を

数
多
く
手
が
け
、１
９
９
０
年
に

は
C
D『
英
語
能
』も
発
売
。現

在
は
国
内
外
で
能
の
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
や
公
演
な
ど
幅
広
く
活

躍
す
る
。

取
材
・
執
筆
／
脇
坂 

敦
史
　
撮
影
／
栗
林 

成
城

エマ
ー
ト
氏
が

手
が
け
る
新
作
英
語
能

『
ブ
ル
ー・ム
ー
ン・

オ
ー
バ
ー・メ
ン
フ
ィ
ス
』に
て
、

シ
テ
方
が
つ
け
る
プ
レ
ス
リ
ー
の
面
と

黒
人
の
面（
右
上
写
真
）。

奥
深
い
か
ら
こ
そ
革
新
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
で
き
る
能

　
歌
舞
伎
は
観
る
け
ど
能
は
ち
ょ
っ
と…

…

そ
ん
な
日
本
人
は
少
な
く
な
い
。
日
本
文
化

を
代
表
し
、
そ
の
奥
深
さ
を
象
徴
す
る
芸
能

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
能
の
魅

力
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
言
葉
に

は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ろ
く
に
何
も
知
ら

な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
歌
舞
伎
と
能
の
違
い
は
、
小
説
（
散
文
）

と
詩
（
韻
文
）
の
違
い
と
少
し
似
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
小
説
の
方
が
と
っ
つ
き

や
す
い
し
、
読
む
人
も
圧
倒
的
に
多
い
。
今
、

詩
集
を
読
む
人
は
少
な
い
け
れ
ど
、
詩
で
な

け
れ
ば
伝
え
ら
れ
な
い
、
深
い
世
界
や
ニ
ュ

ア
ン
ス
も
あ
る
で
し
ょ
う
」。
そ
う
語
る
リ

チ
ャ
ー
ド
・
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ

の
オ
ハ
イ
オ
州
生
ま
れ
。
日
本
で
40
年
以
上

に
も
わ
た
り
能
の
仕
舞
や
う
た
い謡
、囃
子
を
学
び
、

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
能
を
実
践
し
て
き
た
、

希
有
な
人
物
だ
。
現
在
は
、
日
本
の
大
学
で

能
を
中
心
に
日
本
と
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
を

教
え
な
が
ら
、「
シ
ア
タ
ー
能
楽
」
と
い
う

演
劇
集
団
を
率
い
、
英
語
能
の
制
作
と
上
演

も
行
っ
て
い
る
。

「
能
を
習
っ
て
い
る
、
能
を
勉
強
し
て
い
る

と
日
本
人
に
話
す
と
、
よ
く
驚
か
れ
ま
し
た
。

あ
な
た
に
能
が
わ
か
り
ま
す
か
？
と
い
う
反

応
で
す
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
は
能
の
ス
ト
ー
リ

ー
や
謡
（
台
詞
や
歌
）
が
言
葉
と
し
て
理
解

で
き
ま
す
か
？
と
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
能
は
た
だ
の
台
詞
劇
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
音
楽
や
所
作
、
衣
装
な
ど
、
感
動

し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
方
法
は
ひ
と
つ
で

は
な
い
の
で
す
」

　
言
葉
よ
り
も
先
に
、
ま
ず
は
身
体
表
現
や

音
楽
表
現
と
し
て
の
能
の
世
界
に
飛
び
込
ん

で
い
っ
た
。
初
め
て
「
能
を
演
じ
た
」
の
は
、

初
来
日
よ
り
前
の
１
９
７
０
年
。
早
稲
田
大

学
と
も
提
携
し
て
い
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
２

﹇
事
例
﹈

2
Part

言
葉
で
は
な
く
、

ま
ず
身
体
で
ぶ
つ
か
っ
た

能
と
の
出
会
い

Special Feature

Reframing
Japan
from
the

Outside

R
ichard E

m
m

ert

リ
チ
ャ
ー
ド・エマ
ー
ト

日
本
の
伝
統
芸
能
の
な
か
で
、
特
に

「
能
」
を
語
れ
る
日
本
人
が
果
た
し
て

ど
れ
ぐ
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。「
世
界

最
古
」
の
古
典
演
劇
と
い
わ
れ
る
能

に
は
、
実
は
奥
深
さ
だ
け
で
な
く
革

新
的
な
要
素
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。

そ
こ
で
40
年
以
上
能
を
勉
強
し
、
仕

舞
教
士
と
し
て
指
導
を
行
う
ほ
か
、

英
語
で
能
を
演
じ
る
演
劇
集
団
「
シ

ア
タ
ー
能
楽
」
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、

能
を
深
く
知
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
マ
ー

ト
氏
に
、
そ
の
歴
史
的
な
奥
深
さ
だ

け
で
は
な
い
現
代
の
能
の
あ
り
方
、

英
語
能
と
い
う
画
期
的
な
試
み
な
ど

に
つ
い
て
伺
っ
た
。
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ア
ー
ラ
ム
大
学
で
受
け
た
能
の
ゼ
ミ
で
、
英

語
能『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
』の
シ
テ
方（
主
人
公
）

に
抜
擢
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

「
振
付
は
ア
メ
リ
カ
で
も
有
名
な
モ
ダ
ン
ダ

ン
サ
ー
。
フ
ル
ー
ト
に
よ
る
笛
の
音
も
よ
く

研
究
さ
れ
た
も
の
で
、
能
ら
し
さ
を
出
そ
う

と
工
夫
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
振
り

返
る
と
、
あ
れ
が
厳
密
に
能
と
呼
べ
る
の
か

ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
自
身
も
そ
の

後
、
こ
れ
ほ
ど
能
に
の
め
り
込
む
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

　
２
度
目
の
来
日
を
果
た
し
た
１
９
７
３
年

の
秋
、
自
身
の
演
じ
た
『
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
』

の
記
録
映
画
を
東
京
で
観
る
機
会
が
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
と
き
、
狂
言
方
和
泉
流
の
能

楽
師
で
あ
る
野
村
万
作
氏
の
も
と
で
稽
古
し

て
い
た
ダ
ン
・
ケ
ニ
ー
氏
か
ら
、東
京
で『
聖

フ
ラ
ン
シ
ス
』
を
や
り
た
い
と
協
力
を
求
め

ら
れ
た
そ
う
だ
。

「
や
る
な
ら
、
も
っ
と
能
を
き
ち
ん
と
習
い

た
い
！
　
咄
嗟
に
そ
う
思
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
か
ら
喜
多
流
の
松
井
彬
先
生
の
も
と
で
謡

と
仕
舞
を
習
い
は
じ
め
、
２
年
目
か
ら
は
笛

や
鼓
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
に
つ
い
て
習
い

は
じ
め
ま
し
た
」

　
能
の
世
界
を
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
よ
り

先
に
、
ま
ず
は
稽
古
に
打
ち
込
ん
だ
。

「
稽
古
が
始
ま
る
と
、
自
分
が
や
っ
て
い
る

こ
と
に
集
中
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
ど
う

す
れ
ば
す
り
足
が
き
れ
い
に
で
き
る
か
。
ど

う
体
を
動
か
す
か
。
発
声
は
ど
う
す
る
か
。

打
楽
器
の
リ
ズ
ム
や
掛
け
声
の
タ
イ
ミ
ン
グ

は
ど
う
す
る
か…

…

」。
静
か
な
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
動
き
の
な
か
に
も
大
き
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
込
め
て
い
く
。
そ
う
し
た
能
の
魅
力

に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
稽

古
事
な
ら
で
は
の
教
え
方
や
独
特
の
流
儀
と

い
っ
た
も
の
に
、
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

「
最
初
の
頃
、
私
と
ま
っ
た
く
目
を
合
わ
さ

な
い
先
生
も
い
て
、
あ
あ
、
外
国
人
に
慣
れ

て
い
な
い
の
か
な
あ
、
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
。
で
も
後
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
そ

の
先
生
は
ど
ん
な
生
徒
と
も
目
を
合
わ
さ
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
（
笑
）」。
そ
れ
ぞ
れ

の
先
生
の
違
い
を
個
性
と
し
て
感
じ
つ
つ
も
、

日
本
文
化
に
は
こ
う
い
う
特
徴
が
あ
る
、
と

い
っ
た
大
上
段
の
解
釈
を
あ
ま
り
し
な
い
の

が
、
い
か
に
も
エ
マ
ー
ト
さ
ん
ら
し
い
。

　
能
の
稽
古
と
並
行
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
に
も
取
り
組
ん
だ
。
な
か
で
も
、
能
の
音

楽
的
な
側
面
に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
や

歴
史
的
な
背
景
、
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
理
解

も
深
ま
っ
て
い
く
。

　
一
方
で
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
英
語
で
能
を

演
じ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
抱
き
続
け
て
き

た
。

「
80
年
代
か
ら
英
語
能
を
い
く
つ
か
手
が
け

て
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な

い
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
英
語
の
で
き
る
歌

手
を
起
用
す
る
と
能
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

謡
の
で
き
る
人
が
や
る
と
英
語
が
だ
め
に
な

っ
て
し
ま
う
。
能
で
あ
り
な
が
ら
、
英
語
と

し
て
生
き
て
く
る
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
た

の
で
す
」。
そ
こ
で
、
少
し
ず
つ
外
国
人
に

も
能
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
０
０
０

年
に
は
外
国
人
と
海
外
在
住
の
日
本
人
に
よ

る
「
シ
ア
タ
ー
能
楽
」
を
結
成
。
以
来
、
数
々

の
古
典
や
英
語
能
の
公
演
を
精
力
的
に
行
っ

て
い
る
。
能
は
、
翻
訳
の
難
し
い
詩
（
韻
文
）

の
よ
う
な
も
の
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
内

に
流
れ
る
言
葉
を
生
か
し
て
新
し
い
も
の
を

つ
く
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
自
分
の
な
か
で
最
初
に
流
れ
て
い
る
言
葉

と
い
う
の
は
、
や
は
り
英
語
な
ん
で
す
。
だ

か
ら
、
英
語
で
能
を
つ
く
る
こ
と
が
純
粋
に

楽
し
い
」
と
あ
く
ま
で
も
率
直
だ
。

　
と
は
い
え
、エ
マ
ー
ト
さ
ん
の
考
え
る「
英

語
能
」
の
定
義
は
か
な
り
厳
密
で
も
あ
る
。

単
に
能
の
雰
囲
気
を
も
っ
た
演
劇
と
い
う
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
能
の
技

法
や
様
式
、
舞
、
謡
や
囃
子
な
ど
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
で
も
、
英
語
能
と
い
う
呼
び
名
を
嫌

う
人
は
い
ま
す
。
日
本
人
の
な
か
に
も
、
外

国
人
の
な
か
に
も
、
能
は
決
し
て
英
語
に
な

ら
な
い
と
考
え
る
人
が
い
る
の
で
す
」

　
エ
マ
ー
ト
さ
ん
が
手
が
け
る
英
語
能
の
テ

ー
マ
は
、
現
代
的
で
魅
力
的
な
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
た
イ
ラ
ク
戦

争
の
帰
還
兵
を
描
い
た
『Zahdi D

ates 
and Poppies

（
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
と
ケ
シ
の
花
）』。

あ
る
い
は
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
エ
ル
ヴ
ィ

ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
の
孤
独
と
心
の
闇
を
描
い

た
『
ブ
ル
ー
・
ム
ー
ン
・
オ
ー
バ
ー
・
メ
ン

フ
ィ
ス
』
な
ど
。

「
能
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
場
所
を
描
く
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
、

自
分
が
い
る
と
こ
ろ
を
自
分
の
空
間
だ
と
思

っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
30
年
前
は
、
ど
う
だ

っ
た
か
？
　
そ
こ
は
昔
ど
ん
な
場
所
で
、
誰

が
そ
こ
に
い
て
、
何
が
起
き
て
い
た
の
か
？   

逆
に
、
30
年
後
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？   

た
と
え
ば
能
で
は
亡
霊
が
登
場
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
う
し
た
場
所
を
め
ぐ
る
深
い
記
憶

と
い
っ
た
も
の
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
」。
人
間
の
深
い
「
業
」
や
「
想
い
」
と

い
っ
た
も
の
が
、
時
空
を
こ
え
て
舞
台
に
描

か
れ
る
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
時
代
劇
と
も
違

う
独
特
な
も
の
だ
と
い
う
。
能
な
ら
で
は
の

フ
レ
ー
ム
と
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
様
式
を

用
い
る
こ
と
で
、
イ
ラ
ク
戦
争
も
エ
ル
ヴ
ィ

ス
・
プ
レ
ス
リ
ー
も
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も

の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

「
現
代
英
語
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
こ
う
い

う
テ
ー
マ
も
描
き
や
す
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
も
古
語
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
現
代

語
を
使
っ
た
新
作
能
に
挑
戦
す
る
人
が
い
た

ら
い
い
。
な
か
に
は
古
典
だ
け
で
十
分
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
私
は
さ
ま

ざ
ま
な
新
作
が
つ
く
ら
れ
て
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
私
が
来
日
し
た
当
時
は
、
新
作
能

も
数
年
に
１
曲
し
か
つ
く
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
近
は
そ
れ
が
増
え

て
き
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
新
作
能
を
試
み

る
時
代
に
な
っ
た
の
で
す
」

　
能
は
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
古
典
演

劇
と
し
て「
世
界
最
古
」と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

数
百
年
に
わ
た
り
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
力
と
古
い
も
の
を
守
る
努
力
が
、
常
に
せ

め
ぎ
合
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
エ
マ
ー

ト
さ
ん
の
取
り
組
み
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

ふ
た
つ
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

「
明
治
時
代
か
ら
、
日
本
の
音
楽
教
育
は
西

洋
音
楽
一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
の
学
ん
だ
東
京
藝
術
大
学
で
も
、
西
洋
音

楽
と
日
本
音
楽
の
割
合
は
だ
い
た
い
９
対
１
。

小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
音
楽
教
育
で
は
、

さ
ら
に
比
率
が
高
い
で
し
ょ
う
。
能
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
の
伝
統
芸
能
に
は
も
っ
と
大

き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
日
本
の
伝
統
音
楽
を
習
得
し
た
先
生
が

増
え
て
、
こ
の
割
合
が
半
分
か
そ
れ
以
上
に

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
」。
２
０
０
２

年
度
か
ら
中
学
校
の
音
楽
の
授
業
で
和
楽
器

を
教
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ

れ
で
も
、
ま
っ
た
く
足
り
な
い
と
も
強
調
す

る
。
日
本
文
化
に
お
け
る
基
礎
的
な
教
養
で

も
あ
る
伝
統
音
楽
の
役
割
を
、
も
っ
と
見
直

す
べ
き
だ
と
い
う
の
だ
。
確
か
に
能
は
、
日

本
人
に
と
っ
て
も「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」

「
難
し
い
も
の
」
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、

な
ぜ
学
校
で
教
え
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
か
つ
て
日
本
で
も
英
語
の
先
生
が
英
語
を

読
め
て
も
、
話
せ
な
い
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

今
は
話
せ
る
先
生
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
そ
れ
も
変
わ
っ
て
き
て
い
て
、
お

そ
ら
く
英
語
教
育
は
良
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

音
楽
教
育
も
、
も
っ
と
伝
統
音
楽
を
取
り
入

れ
て
、
少
し
ず
つ
良
く
な
れ
ば
い
い
と
思
い

ま
す
」

　
伝
統
は
、
守
る
か
変
え
る
か
の
二
者
択
一

で
は
な
い
。
英
語
能
の
よ
う
な
試
み
に
対
し

て
、
ど
こ
か
そ
う
い
っ
た
目
で
ジ
ャ
ッ
ジ
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
２
０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
ど

う
や
っ
て
外
国
人
に
能
を
紹
介
す
る
べ
き
か
、

相
談
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
で
も
日

本
人
自
身
が
、
能
を
含
め
た
日
本
の
古
典
芸

能
一
般
に
対
し
て
も
っ
と
興
味
を
も
た
な
け

れ
ば
、
本
当
の
も
の
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
し
ょ
う
」

　
で
は
、
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
自
身
の
英
語

能
の
意
義
や
未
来
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
英
語
能
は
何
ら
か
の
形
で
能
を
知
っ
て
も

ら
う
き
っ
か
け
に
は
な
る
で
し
ょ
う
が
、
も

し
か
し
た
ら
、
た
だ
能
の
影
響
を
受
け
た
英

語
劇
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
自
身
は
も
う
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
か
ら
（
笑
）、
そ
れ
は
わ
か
ら

な
い
」。
確
か
に
新
作
能
は
、
つ
く
る
こ
と

よ
り
も
、
演
目
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
の

方
が
、
ず
っ
と
難
し
い
。
長
い
長
い
能
の
歴

史
の
な
か
で
、
私
た
ち
が
見
届
け
ら
れ
る
時

間
な
ど
、
ま
さ
に
舞
台
上
の
「
幻
」
で
し
か

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
古
典

と
し
て
磨
か
れ
、「
完
成
さ
れ
た
も
の
」
と

思
っ
て
い
た
能
が
、
再
び
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
場
面
に
立
ち
会
う

こ
と
は
で
き
る
。
私
た
ち
日
本
人
は
能
だ
け

で
な
く
伝
統
文
化
を
知
り
、
そ
の
可
能
性
を

広
げ
る
こ
と
に
そ
ろ
そ
ろ
目
を
向
け
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

©
D

avid Surtasky

自
分
の
な
か
に
あ
る

生
き
た
言
葉
で

能
を
つ
く
り
た
い

能
を
含
め
た
日
本
の

伝
統
芸
能
に
は

も
っ
と
可
能
性
が
あ
る

R
ichard E

m
m

ert

『
ブ
ル
ー・ム
ー
ン・オ
ー
バ
ー・

メ
ン
フ
ィ
ス
』は
、

米
国
ロッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の

エ
ル
ヴ
ィ
ス・プ
レ
ス
リ
ー
が

題
材
の
物
語
。

命
日
に
邸
宅
グ
レ
イ
ス
ラ
ン
ド
を

訪
れ
た
あ
る
女
性
が
、

プ
レ
ス
リ
ー
の

亡
霊（
精
神
）と
遭
遇
。

美
し
い
瞑
想
の
世
界
が

展
開
さ
れ
る
。

　
歌
舞
伎
は
観
る
け
ど
能
は
ち
ょ
っ
と…

…

そ
ん
な
日
本
人
は
少
な
く
な
い
。
日
本
文
化

を
代
表
し
、
そ
の
奥
深
さ
を
象
徴
す
る
芸
能

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
能
の
魅

力
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
言
葉
に

は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
ろ
く
に
何
も
知
ら

な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
歌
舞
伎
と
能
の
違
い
は
、
小
説
（
散
文
）

と
詩
（
韻
文
）
の
違
い
と
少
し
似
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
小
説
の
方
が
と
っ
つ
き

や
す
い
し
、
読
む
人
も
圧
倒
的
に
多
い
。
今
、

詩
集
を
読
む
人
は
少
な
い
け
れ
ど
、
詩
で
な

け
れ
ば
伝
え
ら
れ
な
い
、
深
い
世
界
や
ニ
ュ

ア
ン
ス
も
あ
る
で
し
ょ
う
」。
そ
う
語
る
リ

チ
ャ
ー
ド
・
エ
マ
ー
ト
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ

の
オ
ハ
イ
オ
州
生
ま
れ
。
日
本
で
40
年
以
上

に
も
わ
た
り
能
の
仕
舞
や
う
た
い謡
、囃
子
を
学
び
、

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
能
を
実
践
し
て
き
た
、

希
有
な
人
物
だ
。
現
在
は
、
日
本
の
大
学
で

能
を
中
心
に
日
本
と
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
を

教
え
な
が
ら
、「
シ
ア
タ
ー
能
楽
」
と
い
う

演
劇
集
団
を
率
い
、
英
語
能
の
制
作
と
上
演

も
行
っ
て
い
る
。

「
能
を
習
っ
て
い
る
、
能
を
勉
強
し
て
い
る

と
日
本
人
に
話
す
と
、
よ
く
驚
か
れ
ま
し
た
。

あ
な
た
に
能
が
わ
か
り
ま
す
か
？
と
い
う
反

応
で
す
。
た
ぶ
ん
、
そ
れ
は
能
の
ス
ト
ー
リ

ー
や
謡
（
台
詞
や
歌
）
が
言
葉
と
し
て
理
解

で
き
ま
す
か
？
と
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
、
能
は
た
だ
の
台
詞
劇
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
オ
ペ
ラ
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
音
楽
や
所
作
、
衣
装
な
ど
、
感
動

し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
方
法
は
ひ
と
つ
で

は
な
い
の
で
す
」

　
言
葉
よ
り
も
先
に
、
ま
ず
は
身
体
表
現
や

音
楽
表
現
と
し
て
の
能
の
世
界
に
飛
び
込
ん

で
い
っ
た
。
初
め
て
「
能
を
演
じ
た
」
の
は
、

初
来
日
よ
り
前
の
１
９
７
０
年
。
早
稲
田
大

学
と
も
提
携
し
て
い
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の

10CEL November 201611 CEL November 2016

外
国
人
に

教
え
る
場
合
、

日
本
の
古
典
能
で
は

台
詞
の
読
み
方
を

ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
、

新
作
英
語
能
の
場
合
は

特
殊
な
三
線
譜
の

仕
様
に
す
る
な
ど
の

工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

エマ
ー
ト
氏
は

能
を

舞
う
だ
け
で
な
く
、

能
管（
笛
）、小
鼓
、

大
鼓
、太
鼓
の

演
奏
も
行
う
。



右
／
古
い
酒
樽
を

再
利
用
し
た

商
品
展
示
台
。

中
／
１
本
１
本
、

丁
寧
に
ラ
ベ
ル
を

手
貼
り
す
る
。

左
／
仄
暗
い
酒
蔵
内
。

扉
の
奥
は
仕
込
蔵
。

上
／
天
保
13
年
創
業
の

木
下
酒
造
。軒
先
に
は

酒
の
神
様
に
感
謝
を
捧
げ
る

杉
玉
が
つ
り
さ
げ
ら
れ
て
い
る
。

左
／
穏
や
か
な
波
が
広
が
る

久
美
浜
湾
。

日
本
海
と
砂
州
で
隔
て
ら
れ
た

潟
湖（
せ
き
こ
）で
、

カ
キ
の
養
殖
で
も
知
ら
れ
る
。

Kinoshita Shuzo

　
ハ
ー
パ
ー
氏
の
来
日
は
、
昭
和
63
（
１
９

８
８
）
年
。
大
学
卒
業
後
、
一
度
は
海
外
に

住
み
た
い
と
考
え
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「
実
は
、
最
初
東
ド
イ
ツ
の
大
学
と
日
本
の

Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
語
学
指
導
等
を
行
う

外
国
青
年
招
致
事
業
）
の
二
つ
を
申
し
込
ん

で
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
先
に
日
本
か
ら
返

事
が
来
た
か
ら
行
こ
う
か
、
と
い
う
く
ら
い

の
気
持
ち
で
し
た
」
と
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
テ

ン
ポ
の
よ
い
関
西
弁
で
語
る
。

　
当
時
在
籍
し
て
い
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
の
先
輩
が
一
期
生
と
し
て
す
で
に
日
本

に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ

ラ
ム
応
募
の
動
機
と
な
っ
た
。
ま
た
、
英
語

以
外
に
仏
・
西
・
独
語
に
も
触
れ
た
経
験
の

あ
っ
た
ハ
ー
パ
ー
氏
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で

学
ん
だ
言
語
と
全
く
系
統
の
違
う
日
本
語
へ

の
関
心
も
高
く
「
新
し
い
言
葉
を
勉
強
で
き

る
」
と
思
っ
た
と
い
う
。

　
期
待
と
好
奇
心
を
胸
に
、
日
本
語
は
全
く

話
せ
な
い
、
日
本
と
い
う
国
の
知
識
も
「
時

代
劇
の
イ
メ
ー
ジ
」、
日
本
酒
は
「
日
本
特

有
の
製
法
で
造
る
、『
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
』
と
い
う

ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
る
と
い
う
知
識
だ
け
」
と

い
う
、
全
て
が
真
っ
白
な
状
態
で
来
日
し
た

の
で
あ
る
。

　
来
日
当
初
は
大
阪
の
公
立
高
校
で
教
え
な

が
ら
、
学
校
外
で
公
文
に
通
い
、
日
本
語
を

勉
強
し
た
。
日
本
語
、
特
に
大
阪
で
は
「
ぼ

ち
ぼ
ち
」
と
い
っ
た
擬
音
・
擬
態
語
が
多
く

使
わ
れ
る
の
が
面
白
い
と
感
じ
、
敬
語
の
難

し
さ
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

を
「
ど
の
国
の
言
葉
を
学
ぶ
と
き
も
必
ず
ぶ

つ
か
る
壁
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
。
新

し
い
言
語
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
も

含
め
て
全
て
が
楽
し
い
プ
ロ
セ
ス
で
す
」
と

笑
顔
で
語
る
。
困
難
も
楽
し
み
に
か
え
る
姿

勢
で
日
本
語
を
学
ん
だ
ハ
ー
パ
ー
氏
は
日
本

の
文
化
と
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　　
ハ
ー
パ
ー
氏
は
最
初
に
語
学
学
校
で
は
な

く
、
公
立
の
学
校
に
赴
任
し
た
こ
と
も
よ
か

っ
た
と
話
す
。

「
語
学
学
校
は
外
国
人
講
師
の
サ
ポ
ー
ト
に

力
を
入
れ
ま
す
が
、
そ
の
分
、
生
の
日
本
の

姿
に
触
れ
る
機
会
は
少
な
く
な
る
。
公
立
の

学
校
で
働
く
こ
と
で
一
般
的
な
日
本
人
の
暮

ら
し
に
じ
か
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」

　
そ
の
ひ
と
つ
が
職
場
の
宴
会
で
互
い
に
酒

を
注
ぎ
合
う
「
お
酌
」
と
い
う
習
慣
だ
。
当

初
同
僚
教
師
と
は
笑
顔
は
交
わ
せ
て
も
、
英

語
を
話
せ
る
人
が
少
な
か
っ
た
た
め
会
話
が

続
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宴
会
で
は
互
い

に
お
酒
を
注
ぎ
合
う
だ
け
で
そ
の
場
に
溶
け

込
め
た
。「
イ
ギ
リ
ス
で
は
互
い
に
酒
を
注

ぎ
合
う
習
慣
が
な
い
の
で
最
初
は
驚
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
言
葉
が
な
く
て
も
年
齢
や
先

輩
・
後
輩
の
別
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
で
き
る
道
具
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
話
す

ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
お
酌
を
通
し
た
非
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
体
験
し
、
自
然
と
日

本
酒
へ
も
興
味
を
寄
せ
て
い
く
。

　
ハ
ー
パ
ー
氏
が
日
本
酒
に
の
め
り
込
ん
だ

の
は
、
現
在
も
親
交
の
あ
る
ふ
た
り
の
友
人

の
存
在
が
大
き
い
と
い
う
。
同
じ
音
楽
好
き
、

酒
好
き
と
い
う
こ
と
で
気
の
合
っ
た
３
人
で

地
酒
専
門
の
居
酒
屋
に
通
い
、
個
性
豊
か
な

日
本
酒
の
奥
深
さ
を
知
っ
て
い
く
。
や
が
て

飲
む
だ
け
に
飽
き
足
ら
ず
、
滋
賀
や
奈
良
の

蔵
元
見
学
や
酒
造
り
体
験
、
酒
米
の
田
植
え

な
ど
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初

Ｊ
Ｅ
Ｔ
の
派
遣
期
間
２
年
の
滞
在
の
つ
も
り

が
、
終
了
後
も
昼
間
は
語
学
学
校
、
夜
は
居

酒
屋
で
働
き
な
が
ら
、
先
に
奈
良
の
蔵
元
に

く
ら蔵 

び
と人
と
し
て
就
職
し
て
い
た
酒
好
き
仲
間
の

ひ
と
り
の
伝
で
酒
蔵
を
手
伝
っ
た
。

　
す
で
に
清
酒
の
売
り
上
げ
は
減
少
傾
向
、

若
い
世
代
の
担
い
手
不
足
は
深
刻
に
な
っ
て

い
た
頃
だ
。
い
つ
し
か
ハ
ー
パ
ー
氏
の
中
で
、

日
本
が
誇
る
伝
統
産
業
に
対
す
る
危
機
感
が

膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
１
９
９
１
年
、

25
歳
で
奈
良
の
梅
乃
宿
酒
造
に
蔵
人
と
し
て

入
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
酒
の
仕
込
み
期
間
は
半
年
以
上
、
他

の
蔵
人
た
ち
と
寝
食
を
共
に
し
、
24
時
間
体

制
の
労
働
状
況
だ
。
さ
ら
に
は
慣
れ
ぬ
杜
氏

制
度
な
ど
、
戸
惑
い
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
仕
事
は
厳
し
い
で
す
が
、
酒
造
り
は
昔
な

が
ら
の
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
場
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
お
や
っ

さ
ん
（
杜
氏
）
は
絶
対
的
な
存
在
で
、
食
事

で
も
先
に
箸
を
と
る
ま
で
他
の
蔵
人
は
手
を

つ
け
な
い
と
い
っ
た
決
ま
り
も
、
階
級
が
は

っ
き
り
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
古
い
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
機
能
的
だ
と
思
い
ま
し

た
」

　
梅
乃
宿
酒
造
に
入
っ
て
10
年
と
な
る
２
０

０
１
年
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
合
格
率
５
割
と
い

う
南
部
杜
氏
資
格
選
考
試
験
に
合
格
す
る
。

外
国
人
初
の
資
格
取
得
を
「
当
時
の
お
や
っ

さ
ん
に
『
と
り
な
さ
い
』
と
言
わ
れ
る
と
、

や
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
笑
う
が
、
10
年
間

酒
造
り
一
筋
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
難
関
突

破
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
大
阪
の
だ
い大 

も
ん門
酒
造
で
杜
氏
補
佐
、

茨
城
の
須
藤
本
家
で
も
酒
造
り
に
携
わ
っ
た

後
、
再
び
大
門
酒
造
に
戻
り
杜
氏
と
な
っ
た
。

蔵
人
か
ら
杜
氏
へ
。
着
実
に
修
業
を
積
ん
だ

ハ
ー
パ
ー
氏
は
２
０
０
７
年
、
銘
柄
酒
「
玉

川
」
を
つ
く
る
京
丹
後
の
木
下
酒
造
に
杜
氏

と
し
て
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
初
対
面
の
私
に
、
ハ
ー
パ
ー
は
滔
々
と
日

本
酒
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
語
り
ま
し
た
。

そ
の
情
熱
た
る
や
す
ご
い
も
の
で
、
こ
の
人

な
ら
何
か
や
っ
て
く
れ
る
と
、『
あ
な
た
が

造
り
た
い
酒
を
造
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
言
い

ま
し
た
」
と
話
す
の
は
、
木
下
酒
造
11
代
目

当
主
の
木
下
善
人
氏
だ
。
40
年
以
上
酒
造
を

支
え
た
ベ
テ
ラ
ン
杜
氏
が
亡
く
な
り
、
天
保

13
（
１
８
４
２
）
年
よ
り
続
い
た
酒
蔵
の
廃

業
を
考
え
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。

　
そ
れ
を
受
け
て
ハ
ー
パ
ー
氏
が
提
案
し
た

商
品
の
ひ
と
つ
が
、
蔵
に
住
み
つ
い
た
家
付

き
酵
母
と
呼
ば
れ
る
酵
母
で
発
酵
さ
せ
る

「
自
然
仕
込
」
の
酒
だ
。
培
養
し
た
酵
母
を

添
加
す
る
よ
り
手
間
暇
と
高
い
技
術
を
要
し
、

製
造
リ
ス
ク
の
高
い
酵
母
無
添
加
の
酒
を
手

掛
け
る
蔵
は
、
全
国
で
も
僅
か
し
か
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
国
内
で
は
若
く
て
軽
い
味
わ

い
の
酒
が
主
流
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ハ
ー
パ

ー
氏
が
造
る
酒
は
苦
味
・
渋
み
な
ど
の
五
味

が
し
っ
か
り
あ
り
、
濃
い
の
が
特
徴
だ
。
木

下
氏
に
は
こ
の
時
代
に
そ
れ
が
受
け
る
の
か
、

と
い
う
不
安
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ハ
ー
パ
ー

氏
の
「
木
下
酒
造
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
向
け

た
酒
を
つ
く
り
た
い
の
で
す
か
。
２
、
３
割

で
あ
っ
て
も
確
実
に
こ
の
味
を
好
む
人
が
い

る
酒
を
目
指
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
熱

意
に
、
も
と
よ
り
廃
業
も
考
え
た
の
だ
か
ら

と
思
い
切
っ
て
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
結
果
、
酵
母
無
添
加
で
行
う
「
自
然
仕
込
」

の
酒
の
醸
造
は
１
年
目
か
ら
成
功
、
ま
た
た

く
間
に
売
れ
た
。「
自
然
仕
込
」
シ
リ
ー
ズ

の
商
品
を
含
め
、
ハ
ー
パ
ー
氏
が
手
掛
け
た

酒
は
、
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
外
国
へ
も
販

路
を
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
木

下
氏
が
「
と
に
か
く
勉
強
熱
心
、
日
本
酒
に

対
す
る
情
熱
も
知
識
も
業
界
の
歴
史
に
残
る

存
在
」
と
評
す
る
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
次
々
と

新
商
品
を
生
み
出
し
、
現
在
で
は
江
戸
時
代

の
製
造
法
を
再
現
し
た「
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
」

な
ど
数
十
種
に
上
る
と
い
う
。

　
ほ
か
に
も
木
下
酒
造
で
は
、
こ
の
10
年
で

出
荷
量
が
倍
増
し
た
海
外
向
け
の
日
本
酒
の

Ｐ
Ｒ
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
ハ
ー
パ
ー
氏

は
仕
込
み
の
な
い
夏
期
を
利
用
し
、
国
内
で

の
試
飲
会
や
イ
ベ
ン
ト
等
で
の
販
路
拡
大
に

留
ま
ら
ず
、
海
外
で
も
日
本
酒
の
セ
ミ
ナ
ー

を
行
っ
て
い
る
。し
か
し「
倍
増
と
い
っ
て
も
、

海
外
輸
出
量
は
全
出
荷
量
の
数
パ
ー
セ
ン
ト

に
過
ぎ
な
い
。
満
足
す
べ
き
レ
ベ
ル
で
は
な

い
」
と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
語
る
。

　
来
日
し
て
28
年
、
酒
造
歴
25
年
、
日
本
で

の
年
月
の
方
が
長
く
な
っ
た
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、

今
の
日
本
を
ど
う
感
じ
、
今
後
何
を
な
す
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
パ
ー
氏
自
身
が
な
す
べ
き
こ
と
は

「
当
然
、
日
本
が
誇
る
伝
統
的
な
日
本
酒
を

さ
ら
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
。
無
形
文
化
遺
産

で
あ
る
和
食
に
合
う
日
本
酒
は
、
日
本
を
知

っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
大
き
な
武
器
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と

伝
え
た
い
」
と
語
る
。

　
ま
た
、
海
外
か
ら
の
観
光
客
に
あ
ふ
れ
る

現
在
の
日
本
に
は
「
経
済
的
に
は
よ
い
で
し

ょ
う
が
、
例
え
ば
心
斎
橋
で
も
香
港
と
同
じ

よ
う
な
ブ
ラ
ン
ド
店
が
並
び
、
こ
こ
は
い
っ

た
い
ど
こ
の
国
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
昔
な

が
ら
の
日
本
の
風
景
が
な
く
な
っ
て
い
る
の

が
残
念
」
と
、
来
日
当
時
自
転
車
で
谷
町
や

茶
屋
町
な
ど
の
大
阪
市
街
を
走
り
な
が
ら
目

に
し
た
「
日
本
ら
し
さ
」
が
急
速
に
失
わ
れ

て
い
る
の
を
嘆
く
。

　
現
在
、
仕
込
み
の
な
い
時
期
は
、
今
も
豊

か
な
自
然
が
残
る
大
阪
府
北
部
に
住
ん
で
い

る
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、「
ま
だ
日
本
の
原
風
景

が
残
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
今
か
ら
で
も
、
残

す
べ
き
も
の
は
残
し
て
お
か
な
い
と
」
と
力

強
く
語
る
。

　
さ
ら
に
、
長
く
日
本
に
暮
ら
す
な
か
で
ハ

ー
パ
ー
氏
が
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

日
本
人
が
積
極
的
な
議
論
を
好
ま
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。

「
和
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
い
い
の
で
す
が
、

も
っ
と
い
い
意
味
で
の
話
し
合
い
を
し
て
い

く
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
互
い
に
つ

ぶ
し
合
う
の
で
は
な
く
、
思
っ
た
こ
と
を
き

ち
ん
と
話
し
合
う
機
会
が
も
っ
と
必
要
だ
と

思
い
ま
す
」

　
一
方
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

自
体
に
は
、
母
国
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。

「
関
西
は
、
会
話
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
法
が
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
似

て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
大
阪
で
は
営
業

マ
ン
は
い
き
な
り
商
談
に
入
る
の
で
は
な
く
、

少
し
笑
い
を
ま
じ
え
た
世
間
話
を
し
て
か
ら

本
題
に
入
る
の
が
一
般
的
で
す
。
常
に
ユ
ー

モ
ア
を
も
っ
て
会
話
を
す
る
関
西
の
文
化
に

は
イ
ギ
リ
ス
と
の
共
通
点
を
感
じ
、
東
京
は

む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
似
て
い
る
と
感
じ
ま
す

ね
」

　
相
手
と
の
関
係
構
築
か
ら
始
ま
る
関
西
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
が
母
国
の
そ
れ
と

近
い
こ
と
が
、日
本
に
な
じ
め
た
ひ
と
つ
の
要

因
か
も
し
れ
な
い
と
も
ハ
ー
パ
ー
氏
は
話
す
。

　
異
文
化
圏
で
あ
る
大
阪
と
母
国
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
が
通
底
す
る
こ
と
、
お
酌

を
通
し
た
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

日
本
に
親
し
み
、
酒
造
り
を
通
し
て
日
本
と

い
う
国
を
多
面
的
に
知
る
ハ
ー
パ
ー
氏
が
創

り
出
す
日
本
酒
は
、
世
界
と
日
本
を
結
ぶ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
そ
う
だ
。

未
知
な
る

「
日
本
語
」に
魅
か
れ
て

取
材
・
執
筆
／
加
藤 

し
の
ぶ
　
撮
影
／
宮
村 

政
徳

3
Part

お
酌
で
世
界
と
つ
な
が
る
日
本
酒

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
３
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無
形
文
化
遺
産
と
な
っ
た
「
和
食
」
と
最
も
相
性
の
よ
い
ア
ル
コ
ー
ル
と
い
え
ば
、

何
と
い
っ
て
も
日
本
酒
だ
。
し
か
し
、
ピ
ー
ク
時
に
１
７
０
万
㎘
を
超
え
て
い
た
日

本
酒
の
国
内
出
荷
量
は
、
約
３
分
の
１
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
京
都
府
京
丹
後
市
久
美
浜
町
に
あ
る
木
下
酒
造
は
、
こ
の
10

年
で
生
産
量
を
３
倍
に
伸
ば
し
、
世
界
各
国
へ
出
荷
す
る
な
ど
、
勢
い
の
あ
る
蔵

元
の
ひ
と
つ
だ
。
酒
造
の
立
役
者
で
杜
氏
を
務
め
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ

ー
パ
ー
氏
に
、
日
本
酒
造
り
に
携
わ
っ
た
経
緯
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
見
た
日
本
と

世
界
と
の
つ
な
が
り
方
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
っ
た
。

Philip H
arper

Philip H
arper

フ
ィ
リ
ッ
プ・ハ
ー
パ
ー

フ
ィ
リ
ッ
プ・ハ
ー
パ
ー
／
１
９
６
６
年
イ
ギ
リ
ス

生
ま
れ
。オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
。88
年

に
来
日
後
、奈
良
の
梅
乃
宿
酒
造
に
入
り
、２
０

０
１
年
に
南
部
杜
氏
資
格
選
考
試
験
に
合
格
。

大
阪
の
大
門
酒
造
を
経
て
木
下
酒
造
に
杜
氏

と
し
て
迎
え
ら
れ
、初
年
度
に
全
国
新
酒
鑑
評

会
で
金
賞
を
受
賞
。新
定
番
と
な
っ
た
玉
川
の

「
自
然
仕
込
」や
江
戸
時
代
の
製
法
で
造
っ
た

「
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
」な
ど
、挑
戦
的
な
酒
造
り
で

新
た
な
フ
ァ
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
。
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と
う
じ



　
ハ
ー
パ
ー
氏
の
来
日
は
、
昭
和
63
（
１
９

８
８
）
年
。
大
学
卒
業
後
、
一
度
は
海
外
に

住
み
た
い
と
考
え
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「
実
は
、
最
初
東
ド
イ
ツ
の
大
学
と
日
本
の

Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
語
学
指
導
等
を
行
う

外
国
青
年
招
致
事
業
）
の
二
つ
を
申
し
込
ん

で
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
先
に
日
本
か
ら
返

事
が
来
た
か
ら
行
こ
う
か
、
と
い
う
く
ら
い

の
気
持
ち
で
し
た
」
と
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
テ

ン
ポ
の
よ
い
関
西
弁
で
語
る
。

　
当
時
在
籍
し
て
い
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
の
先
輩
が
一
期
生
と
し
て
す
で
に
日
本

に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ

ラ
ム
応
募
の
動
機
と
な
っ
た
。
ま
た
、
英
語

以
外
に
仏
・
西
・
独
語
に
も
触
れ
た
経
験
の

あ
っ
た
ハ
ー
パ
ー
氏
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で

学
ん
だ
言
語
と
全
く
系
統
の
違
う
日
本
語
へ

の
関
心
も
高
く
「
新
し
い
言
葉
を
勉
強
で
き

る
」
と
思
っ
た
と
い
う
。

　
期
待
と
好
奇
心
を
胸
に
、
日
本
語
は
全
く

話
せ
な
い
、
日
本
と
い
う
国
の
知
識
も
「
時

代
劇
の
イ
メ
ー
ジ
」、
日
本
酒
は
「
日
本
特

有
の
製
法
で
造
る
、『
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
』
と
い
う

ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
る
と
い
う
知
識
だ
け
」
と

い
う
、
全
て
が
真
っ
白
な
状
態
で
来
日
し
た

の
で
あ
る
。

　
来
日
当
初
は
大
阪
の
公
立
高
校
で
教
え
な

が
ら
、
学
校
外
で
公
文
に
通
い
、
日
本
語
を

勉
強
し
た
。
日
本
語
、
特
に
大
阪
で
は
「
ぼ

ち
ぼ
ち
」
と
い
っ
た
擬
音
・
擬
態
語
が
多
く

使
わ
れ
る
の
が
面
白
い
と
感
じ
、
敬
語
の
難

し
さ
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

を
「
ど
の
国
の
言
葉
を
学
ぶ
と
き
も
必
ず
ぶ

つ
か
る
壁
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
。
新

し
い
言
語
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
も

含
め
て
全
て
が
楽
し
い
プ
ロ
セ
ス
で
す
」
と

笑
顔
で
語
る
。
困
難
も
楽
し
み
に
か
え
る
姿

勢
で
日
本
語
を
学
ん
だ
ハ
ー
パ
ー
氏
は
日
本

の
文
化
と
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　　
ハ
ー
パ
ー
氏
は
最
初
に
語
学
学
校
で
は
な

く
、
公
立
の
学
校
に
赴
任
し
た
こ
と
も
よ
か

っ
た
と
話
す
。

「
語
学
学
校
は
外
国
人
講
師
の
サ
ポ
ー
ト
に

力
を
入
れ
ま
す
が
、
そ
の
分
、
生
の
日
本
の

姿
に
触
れ
る
機
会
は
少
な
く
な
る
。
公
立
の

学
校
で
働
く
こ
と
で
一
般
的
な
日
本
人
の
暮

ら
し
に
じ
か
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」

　
そ
の
ひ
と
つ
が
職
場
の
宴
会
で
互
い
に
酒

を
注
ぎ
合
う
「
お
酌
」
と
い
う
習
慣
だ
。
当

初
同
僚
教
師
と
は
笑
顔
は
交
わ
せ
て
も
、
英

語
を
話
せ
る
人
が
少
な
か
っ
た
た
め
会
話
が

続
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宴
会
で
は
互
い

に
お
酒
を
注
ぎ
合
う
だ
け
で
そ
の
場
に
溶
け

込
め
た
。「
イ
ギ
リ
ス
で
は
互
い
に
酒
を
注

ぎ
合
う
習
慣
が
な
い
の
で
最
初
は
驚
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
言
葉
が
な
く
て
も
年
齢
や
先

輩
・
後
輩
の
別
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
で
き
る
道
具
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
話
す

ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
お
酌
を
通
し
た
非
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
体
験
し
、
自
然
と
日

本
酒
へ
も
興
味
を
寄
せ
て
い
く
。

　
ハ
ー
パ
ー
氏
が
日
本
酒
に
の
め
り
込
ん
だ

の
は
、
現
在
も
親
交
の
あ
る
ふ
た
り
の
友
人

の
存
在
が
大
き
い
と
い
う
。
同
じ
音
楽
好
き
、

酒
好
き
と
い
う
こ
と
で
気
の
合
っ
た
３
人
で

地
酒
専
門
の
居
酒
屋
に
通
い
、
個
性
豊
か
な

日
本
酒
の
奥
深
さ
を
知
っ
て
い
く
。
や
が
て

飲
む
だ
け
に
飽
き
足
ら
ず
、
滋
賀
や
奈
良
の

蔵
元
見
学
や
酒
造
り
体
験
、
酒
米
の
田
植
え

な
ど
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初

Ｊ
Ｅ
Ｔ
の
派
遣
期
間
２
年
の
滞
在
の
つ
も
り

が
、
終
了
後
も
昼
間
は
語
学
学
校
、
夜
は
居

酒
屋
で
働
き
な
が
ら
、
先
に
奈
良
の
蔵
元
に

く
ら蔵 

び
と人
と
し
て
就
職
し
て
い
た
酒
好
き
仲
間
の

ひ
と
り
の
伝
で
酒
蔵
を
手
伝
っ
た
。

　
す
で
に
清
酒
の
売
り
上
げ
は
減
少
傾
向
、

若
い
世
代
の
担
い
手
不
足
は
深
刻
に
な
っ
て

い
た
頃
だ
。
い
つ
し
か
ハ
ー
パ
ー
氏
の
中
で
、

日
本
が
誇
る
伝
統
産
業
に
対
す
る
危
機
感
が

膨
ら
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
１
９
９
１
年
、

25
歳
で
奈
良
の
梅
乃
宿
酒
造
に
蔵
人
と
し
て

入
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
酒
の
仕
込
み
期
間
は
半
年
以
上
、
他

の
蔵
人
た
ち
と
寝
食
を
共
に
し
、
24
時
間
体

制
の
労
働
状
況
だ
。
さ
ら
に
は
慣
れ
ぬ
杜
氏

制
度
な
ど
、
戸
惑
い
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
仕
事
は
厳
し
い
で
す
が
、
酒
造
り
は
昔
な

が
ら
の
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
場
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
お
や
っ

さ
ん
（
杜
氏
）
は
絶
対
的
な
存
在
で
、
食
事

で
も
先
に
箸
を
と
る
ま
で
他
の
蔵
人
は
手
を

つ
け
な
い
と
い
っ
た
決
ま
り
も
、
階
級
が
は

っ
き
り
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
古
い
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
機
能
的
だ
と
思
い
ま
し

た
」

　
梅
乃
宿
酒
造
に
入
っ
て
10
年
と
な
る
２
０

０
１
年
、
ハ
ー
パ
ー
氏
は
合
格
率
５
割
と
い

う
南
部
杜
氏
資
格
選
考
試
験
に
合
格
す
る
。

外
国
人
初
の
資
格
取
得
を
「
当
時
の
お
や
っ

さ
ん
に
『
と
り
な
さ
い
』
と
言
わ
れ
る
と
、

や
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
笑
う
が
、
10
年
間

酒
造
り
一
筋
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
難
関
突

破
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
大
阪
の
だ
い大 

も
ん門
酒
造
で
杜
氏
補
佐
、

茨
城
の
須
藤
本
家
で
も
酒
造
り
に
携
わ
っ
た

後
、
再
び
大
門
酒
造
に
戻
り
杜
氏
と
な
っ
た
。

蔵
人
か
ら
杜
氏
へ
。
着
実
に
修
業
を
積
ん
だ

ハ
ー
パ
ー
氏
は
２
０
０
７
年
、
銘
柄
酒
「
玉

川
」
を
つ
く
る
京
丹
後
の
木
下
酒
造
に
杜
氏

と
し
て
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
初
対
面
の
私
に
、
ハ
ー
パ
ー
は
滔
々
と
日

本
酒
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
語
り
ま
し
た
。

そ
の
情
熱
た
る
や
す
ご
い
も
の
で
、
こ
の
人

な
ら
何
か
や
っ
て
く
れ
る
と
、『
あ
な
た
が

造
り
た
い
酒
を
造
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
言
い

ま
し
た
」
と
話
す
の
は
、
木
下
酒
造
11
代
目

当
主
の
木
下
善
人
氏
だ
。
40
年
以
上
酒
造
を

支
え
た
ベ
テ
ラ
ン
杜
氏
が
亡
く
な
り
、
天
保

13
（
１
８
４
２
）
年
よ
り
続
い
た
酒
蔵
の
廃

業
を
考
え
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。

　
そ
れ
を
受
け
て
ハ
ー
パ
ー
氏
が
提
案
し
た

商
品
の
ひ
と
つ
が
、
蔵
に
住
み
つ
い
た
家
付

き
酵
母
と
呼
ば
れ
る
酵
母
で
発
酵
さ
せ
る

「
自
然
仕
込
」
の
酒
だ
。
培
養
し
た
酵
母
を

添
加
す
る
よ
り
手
間
暇
と
高
い
技
術
を
要
し
、

製
造
リ
ス
ク
の
高
い
酵
母
無
添
加
の
酒
を
手

掛
け
る
蔵
は
、
全
国
で
も
僅
か
し
か
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
国
内
で
は
若
く
て
軽
い
味
わ

い
の
酒
が
主
流
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ハ
ー
パ

ー
氏
が
造
る
酒
は
苦
味
・
渋
み
な
ど
の
五
味

が
し
っ
か
り
あ
り
、
濃
い
の
が
特
徴
だ
。
木

下
氏
に
は
こ
の
時
代
に
そ
れ
が
受
け
る
の
か
、

と
い
う
不
安
も
あ
っ
た
。
し
か
し
ハ
ー
パ
ー

氏
の
「
木
下
酒
造
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
向
け

た
酒
を
つ
く
り
た
い
の
で
す
か
。
２
、
３
割

で
あ
っ
て
も
確
実
に
こ
の
味
を
好
む
人
が
い

る
酒
を
目
指
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
熱

意
に
、
も
と
よ
り
廃
業
も
考
え
た
の
だ
か
ら

と
思
い
切
っ
て
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
結
果
、
酵
母
無
添
加
で
行
う
「
自
然
仕
込
」

の
酒
の
醸
造
は
１
年
目
か
ら
成
功
、
ま
た
た

く
間
に
売
れ
た
。「
自
然
仕
込
」
シ
リ
ー
ズ

の
商
品
を
含
め
、
ハ
ー
パ
ー
氏
が
手
掛
け
た

酒
は
、
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
外
国
へ
も
販

路
を
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
木

下
氏
が
「
と
に
か
く
勉
強
熱
心
、
日
本
酒
に

対
す
る
情
熱
も
知
識
も
業
界
の
歴
史
に
残
る

存
在
」
と
評
す
る
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、
次
々
と

新
商
品
を
生
み
出
し
、
現
在
で
は
江
戸
時
代

の
製
造
法
を
再
現
し
た「
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
」

な
ど
数
十
種
に
上
る
と
い
う
。

　
ほ
か
に
も
木
下
酒
造
で
は
、
こ
の
10
年
で

出
荷
量
が
倍
増
し
た
海
外
向
け
の
日
本
酒
の

Ｐ
Ｒ
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
ハ
ー
パ
ー
氏

は
仕
込
み
の
な
い
夏
期
を
利
用
し
、
国
内
で

の
試
飲
会
や
イ
ベ
ン
ト
等
で
の
販
路
拡
大
に

留
ま
ら
ず
、
海
外
で
も
日
本
酒
の
セ
ミ
ナ
ー

を
行
っ
て
い
る
。し
か
し「
倍
増
と
い
っ
て
も
、

海
外
輸
出
量
は
全
出
荷
量
の
数
パ
ー
セ
ン
ト

に
過
ぎ
な
い
。
満
足
す
べ
き
レ
ベ
ル
で
は
な

い
」
と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
語
る
。

　
来
日
し
て
28
年
、
酒
造
歴
25
年
、
日
本
で

の
年
月
の
方
が
長
く
な
っ
た
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、

今
の
日
本
を
ど
う
感
じ
、
今
後
何
を
な
す
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
パ
ー
氏
自
身
が
な
す
べ
き
こ
と
は

「
当
然
、
日
本
が
誇
る
伝
統
的
な
日
本
酒
を

さ
ら
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
。
無
形
文
化
遺
産

で
あ
る
和
食
に
合
う
日
本
酒
は
、
日
本
を
知

っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
大
き
な
武
器
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と

伝
え
た
い
」
と
語
る
。

　
ま
た
、
海
外
か
ら
の
観
光
客
に
あ
ふ
れ
る

現
在
の
日
本
に
は
「
経
済
的
に
は
よ
い
で
し

ょ
う
が
、
例
え
ば
心
斎
橋
で
も
香
港
と
同
じ

よ
う
な
ブ
ラ
ン
ド
店
が
並
び
、
こ
こ
は
い
っ

た
い
ど
こ
の
国
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
昔
な

が
ら
の
日
本
の
風
景
が
な
く
な
っ
て
い
る
の

が
残
念
」
と
、
来
日
当
時
自
転
車
で
谷
町
や

茶
屋
町
な
ど
の
大
阪
市
街
を
走
り
な
が
ら
目

に
し
た
「
日
本
ら
し
さ
」
が
急
速
に
失
わ
れ

て
い
る
の
を
嘆
く
。

　
現
在
、
仕
込
み
の
な
い
時
期
は
、
今
も
豊

か
な
自
然
が
残
る
大
阪
府
北
部
に
住
ん
で
い

る
ハ
ー
パ
ー
氏
は
、「
ま
だ
日
本
の
原
風
景

が
残
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
今
か
ら
で
も
、
残

す
べ
き
も
の
は
残
し
て
お
か
な
い
と
」
と
力

強
く
語
る
。

　
さ
ら
に
、
長
く
日
本
に
暮
ら
す
な
か
で
ハ

ー
パ
ー
氏
が
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

日
本
人
が
積
極
的
な
議
論
を
好
ま
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。

「
和
を
大
事
に
す
る
こ
と
は
い
い
の
で
す
が
、

も
っ
と
い
い
意
味
で
の
話
し
合
い
を
し
て
い

く
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
互
い
に
つ

ぶ
し
合
う
の
で
は
な
く
、
思
っ
た
こ
と
を
き

ち
ん
と
話
し
合
う
機
会
が
も
っ
と
必
要
だ
と

思
い
ま
す
」

　
一
方
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

自
体
に
は
、
母
国
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。

「
関
西
は
、
会
話
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
法
が
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
似

て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
大
阪
で
は
営
業

マ
ン
は
い
き
な
り
商
談
に
入
る
の
で
は
な
く
、

少
し
笑
い
を
ま
じ
え
た
世
間
話
を
し
て
か
ら

本
題
に
入
る
の
が
一
般
的
で
す
。
常
に
ユ
ー

モ
ア
を
も
っ
て
会
話
を
す
る
関
西
の
文
化
に

は
イ
ギ
リ
ス
と
の
共
通
点
を
感
じ
、
東
京
は

む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
似
て
い
る
と
感
じ
ま
す

ね
」

　
相
手
と
の
関
係
構
築
か
ら
始
ま
る
関
西
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
が
母
国
の
そ
れ
と

近
い
こ
と
が
、日
本
に
な
じ
め
た
ひ
と
つ
の
要

因
か
も
し
れ
な
い
と
も
ハ
ー
パ
ー
氏
は
話
す
。

　
異
文
化
圏
で
あ
る
大
阪
と
母
国
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
が
通
底
す
る
こ
と
、
お
酌

を
通
し
た
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

日
本
に
親
し
み
、
酒
造
り
を
通
し
て
日
本
と

い
う
国
を
多
面
的
に
知
る
ハ
ー
パ
ー
氏
が
創

り
出
す
日
本
酒
は
、
世
界
と
日
本
を
結
ぶ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
そ
う
だ
。

「
タ
イ
ムマ
シ
ー
ン
」を

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
に
か
け
た

人
気
商
品
。

濃
厚
で
芳
醇
な
甘
さ
に

驚
か
さ
れ
る
。

中
／
ハ
ー
パ
ー
氏
が

最
初
に
挑
戦
し
た
、

玉
川
の「
自
然
仕
込
」

シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
。

下
／
江
戸
期
の
製
法
に
よ
る

タ
イ
ムマ
シ
ー
ン
シ
リ
ー
ズ
。

ラ
ベ
ル
に
当
時
の
酒
蔵
を
描
い
た

「
１
７
１
２
」（
左
）と

３
年
熟
成
の「
ビ
ン
テ
ー
ジ
」。

日
本
の
伝
統
産
業
を

支
え
た
い

日
本
酒
業
界
の

歴
史
に
残
る
存
在

日
本
に
思
う
こ
と
、

今
後
な
す
べ
き
こ
と
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上
／
酒
蔵
に
眠
る
古
道
具
や

古
家
具
を
蘇
ら
せ

昨
年
新
装
さ
れ
た
店
舗
。

奥
に
は
試
飲
が
で
き
る

カ
ウ
ン
タ
ー
も
。

下
／
社
長
の
木
下
善
人
氏
。



　
フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
各
地
か
ら
20
万
人
を

超
え
る
来
場
者
が
あ
る
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
の
祭
典
、「
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
」
の
開

催
地
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
が
沸
騰
し

て
い
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
人
も
多
い
だ
ろ

う
。
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
ヒ
ッ
ト
し

た
日
本
ア
ニ
メ
は
？
　

「
そ
の
答
え
は
、
１
９
７
８
年
に
国
営
第
二

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
始
ま
っ
た
『
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ
　

グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
』
で
す
」
と
ブ
ル
ネ
氏
。

日
本
で
は
や
や
認
知
度
が
低
い
ア
ニ
メ
な
が

ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
Ｓ
Ｆ
ブ
ー
ム
の
波
に
も

乗
り
１
０
０
％
に
近
い
視
聴
率
す
ら
叩
き
だ

し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
ア
ニ
メ
の
快
進

撃
は
、
氏
の
著
書
『
水
曜
日
の
ア
ニ
メ
が
待

ち
遠
し
い
』
に
詳
し
い
。
70
年
代
後
半
、
全

国
放
送
の
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
国
営
第

一
・
第
二
の
２
つ
し
か
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

し熾 

れ
つ烈

な
視
聴
率
争
い
が
あ
っ
た
。『
グ
レ
ン

ダ
イ
ザ
ー
』
の
成
功
以
降
、
日
本
ア
ニ
メ
は

子
ど
も
に
受
け
る
と
判
断
し
た
両
局
は
、『
宇

宙
海
賊
キ
ャ
プ
テ
ン
ハ
ー
ロ
ッ
ク
』『
科
学

忍
者
隊
ガ
ッ
チ
ャ
マ
ン
』
な
ど
日
本
ア
ニ
メ

を
次
々
と
放
送
し
、
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
た
と

い
う
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
を
日
本
の
ア
ニ

メ
と
認
識
し
て
い
る
子
ど
も
が
ほ
と
ん
ど
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
登
場
人
物
や
必
殺

技
が
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
名
称
に
翻
訳
さ
れ
る

な
ど
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
工
夫
が
あ
っ
た
た
め
だ
。
ブ
ル
ネ
氏
は
著

書
で
そ
れ
を
、
つ
く
り
手
た
ち
は
何
ら
意
識

し
て
い
な
い
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は「
刷
り
込
み
」だ
っ
た
と
表
現
し
て
い
る
。

「
こ
の
時
期
の
子
ど
も
向
け
番
組
で
の
ア
ニ

メ
の
紹
介
が
、
現
在
に
ま
で
至
る
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
需
要

の
ビ
ッ
グ
バ
ン
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
一
種
の
刷
り

込
み
を
受
け
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
、
何
の

抵
抗
感
も
な
く
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を

楽
し
め
た
僕
ら
の
世
代
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

ん
で
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
す
。
日
本
ア

ニ
メ
が
丁
寧
に
描
き
込
ん
だ
登
場
人
物
の
精

神
的
背
景
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
向
け
ア

ニ
メ
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
し

た
。
私
た
ち
は
、
そ
こ
に
夢
中
に
な
り
ま
し

た
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
個
人
主
義
的
な
世
界
観
は
自

由
や
権
利
を
重
視
し
ま
す
が
、
時
に
そ
れ
は

自
分
た
ち
の
自
由
を
阻
む
も
の
を
否
応
な
し

に
敵
と
み
な
す
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

一
方
、
敵
味
方
関
係
な
く
共
感
性
を
大
事
に

す
る
日
本
ア
ニ
メ
か
ら
、
私
た
ち
は
世
界
の

多
面
性
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
自

覚
し
な
い
ま
ま
違
う
価
値
観
を
得
、
自
分
た

ち
の
価
値
観
を
再
考
す
る
よ
う
な
こ
の
体
験

は
、
ま
さ
に
奇
跡
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　
さ
ら
に
、
ブ
ル
ネ
氏
は
日
本
ア
ニ
メ
に
み

ら
れ
る
「
喪
失
感
」
に
も
注
目
す
る
。
著
書

に
は
こ
う
あ
る
。

「『
グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
』
で
は
、
戦
い
に
よ

っ
て
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
の
現
実
が
き
ち

ん
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
死
ん
だ
の
は

敵
だ
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
何
か

が
あ
る
、
敵
の
人
生
に
さ
え
も
価
値
が
あ
る
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
現
実
の
戦
争
で
は
誰
し
も
が
感
じ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
表
現
す
る
こ

と
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

子
ど
も
に
と
っ
て
影
響
が
強
す
ぎ
る
と
い
う

理
由
で
避
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
日
本
の
ア
ニ
メ
は
、
こ
う
し
た
事
実

や
感
情
に
共
感
で
き
る
存
在
と
し
て
、
子
ど

も
を
認
め
た
と
言
え
る
の
で
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
大
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に

見
せ
ま
い
と
し
て
い
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
複
雑

な
感
情
を
、
子
ど
も
た
ち
の
心
は
ち
ゃ
ん
と

捉
え
て
い
た
の
で
す
。
言
語
化
で
き
な
い
モ

ヤ
モ
ヤ
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
抱
え
な
が
ら

生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、
日
本
の
ア
ニ
メ
は

ピ
タ
リ
と
は
ま
っ
た
。
そ
れ
は
心
の
隙
間
を

埋
め
る
よ
う
な
行
為
だ
っ
た
の
だ
と
、
今
で

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
戦
後
ま
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

マ
ン
ガ
を
幼
児
向
け
と
大
人
向
け
に
分
け
、

大
人
向
け
の
マ
ン
ガ
を
芸
術
に
ま
で
昇
華
し

よ
う
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
児

向
け
は
単
純
明
快
で
面
白
く
、
大
人
向
け
は

芸
術
作
品
と
し
て
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ

ー
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
多

感
な
少
年
少
女
が
、
日
本
の
ア
ニ
メ
に
惹
き

こ
ま
れ
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
」

　
ブ
ル
ネ
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
に
お

い
て
も
、
こ
の
共
感
性
や
喪
失
感
が
ヒ
ッ
ト

の
か
な
め
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

「
他
国
の
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
と
接
し
て
い
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
、
日
本
ア
ニ
メ
が
神
話
と

な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が

存
在
す
る
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
日
本
ア
ニ

メ
に
惹
か
れ
る
理
由
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
、

す
な
わ
ち
喪
失
感
を
伴
う
共
感
性
で
す
。
終

戦
か
ら
、
い
わ
ば
完
全
民
主
化
に
至
る
ま
で

に
各
国
が
経
験
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
、
時

代
性
を
も
っ
た
世
界
共
通
の
感
情
と
し
て
日

本
ア
ニ
メ
に
象
徴
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
」

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
70
年
代
後
半
か
ら
の
ロ

ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
を
経
て
、
80
年
代
後

半
に
は
『
め
ぞ
ん
一
刻
』『
き
ま
ぐ
れ
オ
レ

ン
ジ
☆
ロ
ー
ド
』『
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
』
と
い

っ
た
、
日
本
の
若
者
の
日
常
を
描
く
ア
ニ
メ

が
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
頃
に
は

ま
ぎ
れ
も
な
く
「
日
本
の
ア
ニ
メ
」
と
し
て

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
世
界
観
や

価
値
観
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
た
ち
は
す

で
に
親
し
み
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
日

本
ア
ニ
メ
に
ま
す
ま
す
熱
中
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
90

年
代
に
か
け
て
起
こ
っ
た
ジ
ャ
パ
ン
バ
ッ
シ

ン
グ
の
な
か
で
、
日
本
の
ア
ニ
メ
も
や
り
玉

に
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
皮
肉
な
こ

と
に
、
若
者
た
ち
が
貪
欲
に
日
本
の
ア
ニ
メ
、

マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
へ
と
の
め
り
込
ん
で
い
く

契
機
と
な
り
、
２
０
０
０
年
に
「
ジ
ャ
パ
ン

エ
キ
ス
ポ
」
が
開
催
さ
れ
る
と
、
日
本
の
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
人
気
は
不
動
の
も
の
に
な
っ

て
ゆ
く
。

　
た
だ
、
ブ
ル
ネ
氏
は
こ
の
ブ
ー
ム
に
違
和

感
を
覚
え
る
と
い
う
。「
日
本
の
作
品
」
と

い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
性
が
、
純
粋
な
共
感
や
共

鳴
を
邪
魔
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
、
今
や

広
く
消
費
さ
れ
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
警
鐘
を
鳴

ら
す
。

「
日
本
の
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
に
共
感
し
て
交

流
を
始
め
た
私
た
ち
の
世
代
と
違
い
、
今
圧

倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
の
は
『
ク
ー
ル
な

日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
消
費
す
る

人
々
』
で
す
。
私
は
、『
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
』

と
い
う
呼
び
名
と
戦
略
性
が
、
逆
に
純
粋
な

フ
ァ
ン
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
惧
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
作

品
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
登
場
人

物
た
ち
へ
の
共
感
や
、
喪
失
感
と
い
っ
た
面

は
薄
れ
、
明
る
さ
や
ひ
た
む
き
さ
に
焦
点
を

当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

　
現
在
の
作
品
群
の
な
か
で
も
、
琴
線
に
触

れ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
学
園
Ｓ

Ｆ
ア
ク
シ
ョ
ン
マ
ン
ガ
の
『
ワ
ー
ル
ド
エ
ン

ブ
リ
オ
』
は
、
共
感
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る

作
品
だ
と
感
じ
て
大
好
き
に
な
り
、
私
自
身

が
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
を
手
掛
け
る
ほ
ど

の
め
り
込
み
ま
し
た
。
日
本
作
品
の
素
晴
ら

し
さ
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ブ
ー

ム
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、『
ク
ー
ル
ジ

ャ
パ
ン
』
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
飛
び
越
え

て
ヒ
ッ
ト
す
る
作
品
の
登
場
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
性
は
強
烈
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
乗

り
越
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
ブ

ル
ネ
氏
は
、
世
界
を
席
巻
す
る
作
品
が
生
ま

れ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う

え
で
、
ど
ん
な
作
品
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

か
を
教
え
て
く
れ
た
。

「
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
が

共
有
す
る
ひ
と
つ
の
時
代
性
を
理
解
し
、
か

つ
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
必

要
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
私

が
実
際
に
体
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
熱
狂
は
、

ま
さ
に
言
語
化
で
き
な
い
感
情
の
共
鳴
に
端

を
発
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
の

時
代
に
し
か
あ
り
え
な
い
精
神
性
と
作
品
の
、

奇
跡
の
よ
う
な
共
鳴
で
し
た
。
今
の
世
代
も
、

そ
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
可
能
性
は
十
分
に

あ
り
ま
す
」

　
も
う
ひ
と
つ
、
作
ら
れ
た
日
本
の
イ
メ
ー

ジ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
視
点
で
考
え
れ
ば
、

ま
だ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
ジ
ャ

ン
ル
に
可
能
性
を
見
い
だ
せ
る
と
い
え
る
。

ブ
ル
ネ
氏
は
そ
の
可
能
性
を
、
ボ
ー
ド
ゲ
ー

ム
に
見
て
い
る
。
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
愛
好
者
の

数
は
ほ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
見
れ
ば
か
な
り

少
な
い
が
、
日
本
の
作
品
は
評
判
が
と
て
も

高
い
。
つ
く
り
手
と
遊
び
手
と
の
距
離
感
が

近
い
の
が
特
徴
的
で
、
現
代
の
時
代
性
に
沿

う
新
た
な
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
日
本
に
い
て
は
発
見
で
き
な
い
ブ

ー
ム
の
芽
も
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
た

外
国
に
人
気
の
『D

A
RK
 SO
U
LS

』
と
い

う
日
本
発
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
が
、

日
本
で
は
存
在
感
が
薄
い
よ
う
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
新
し
い
現
象
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
違
和
感
を
覚
え
る

の
は
、
日
本
が
『
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
』
を
意

識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
外
国
人
の
興
味
か
ら

は
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
性
を
売
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
日
本
の

ア
ニ
メ
は
広
く
文
化
を
愛
す
る
人
の
た
め
の

も
の
で
は
な
く
、
日
本
フ
ァ
ン
だ
け
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
変
な
矛

盾
で
す
。
ま
ず
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
が
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
、

き
ち
ん
と
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

　
ブ
ル
ネ
氏
自
身
、
自
国
で
の
日
本
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考

察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
日
本
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
い
う
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
往
復
を
繰
り
返
し
て
、

「
共
感
」
の
裏
に
あ
る
も
の
が
少
し
ず
つ
見

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
を
出
な

け
れ
ば
、
曖
昧
に
感
じ
て
い
た
こ
と
を
言
語

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

と
い
う
氏
の
言
葉
に
、
一
番
の
ヒ
ン
ト
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ネ
氏
は
、

他
国
の
文
化
を
吸
収
し
た
う
え
で
遠
く
か
ら

自
国
を
見
つ
め
、
深
く
考
え
る
こ
と
で
自
ら

「
新
し
い
視
点
」
を
獲
得
し
た
。
同
じ
こ
と
が
、

今
の
日
本
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

取
材
・
執
筆
／
奥
山 

晶
子
　
撮
影
／
名
取 

和
久

け
る
オ
タ
ク
の
第
一
世
代
と
呼
び
得
る
存
在

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
」

　
日
本
の
ア
ニ
メ
は
、「
日
本
性
」
を
強
く

意
識
さ
せ
な
い
形
で
フ
ラ
ン
ス
に
登
場
し
た

の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ニ
メ
の
制
作
国

は
日
本
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
そ
の
な
か
で
特
に
日
本
ア
ニ
メ
が
ヒ

ッ
ト
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ブ
ル
ネ
氏
は

著
書
で
、
日
本
ア
ニ
メ
が
他
国
の
も
の
に
比

べ
て
安
く
輸
入
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
要
因

の
ひ
と
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
氏
は

語
る
。

「
日
本
ア
ニ
メ
の
魅
力
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
深
い
共
感
性
に
あ
り
ま
す
。
正
義
と
悪
の

戦
い
を
描
く
ロ
ボ
ッ
ト
ヒ
ー
ロ
ー
も
の
で
あ

っ
て
も
、
悪
役
は
単
に
憎
む
べ
き
対
象
で
は

な
く
、
心
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
登
場
し
ま

す
。
時
に
は
悪
役
側
に
、
自
分
の
理
想
を
求

め
て
戦
う
と
い
っ
た
共
感
可
能
な
心
理
が
潜

Tristan Brunet

ト
リ
ス
タ
ン・ブ
ル
ネ

ブ
ル
ネ
氏
も
度
々
訪
れ
て
い
る

オ
タ
ク
の
聖
地

「
ま
ん
だ
ら
け
」中
野
店
に
て
。

お
気
に
入
り
は
ビ
ン
テ
ー
ジ
マ
ン
ガ
や

関
連
雑
誌
が
並
ぶ
マニ
ア
館
。

4
Part

日
本
ア
ニ
メ
に
み
ら
れ
る

深
い
共
感
性

「
ク
ー
ル
ジ
ャパン
」の
イ
メ
ー
ジ
を
超
え
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
４

﹇
事
例
﹈
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Reframing
Japan
from
the

Outside

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
の
代
名
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
日
本
の
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
の
世
界
。

海
外
で
も
人
気
は
高
い
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
彼
ら
が
受
け
止
め
て
い
る
の
か
を

日
本
人
が
知
る
機
会
は
意
外
と
少
な
い
。
自
ら
「
オ
タ
ク
」
と
公
言
し
、
日
本
史

学
研
究
者
や
翻
訳
家
と
い
う
顔
も
も
つ
ト
リ
ス
タ
ン
・
ブ
ル
ネ
氏
に
、
母
国
フ
ラ
ン

ス
で
の
日
本
ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
ブ
ー
ム
を
軸
と
し
た
日
仏
両
国
の
社
会
情
勢
や
精
神

性
な
ど
幅
広
い
独
自
の
視
点
で
、
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
過
去
・
現
在
・
未
来

に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
。

ト
リ
ス
タ
ン
・
ブ
ル
ネ
／
１
９
７
６

年
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
。ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在

籍
。日
本
史
学
研
究
者
・
翻
訳
家
。

オ
タ
ク
。日
本
の
ア
ニ
メ
、マ
ン
ガ
な

ど
に
造
詣
が
深
く
、フ
ラ
ン
ス
語

版『
北
斗
の
拳
』な
ど
複
数
の
マ
ン

ガ
翻
訳
に
携
わ
る
。２
０
０
４
年

の
初
来
日
以
降
数
度
の
留
学
を

経
て
、現
在
は
日
本
に
在
住
。大

学
や
語
学
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
、

フ
ラ
ン
ス
思
想
の
講
師
を
つ
と
め

る
。

©
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
企
画
・
東
映
ア
ニ
メ
ー
シ
ョン

『
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ
　
グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
』

永
井
豪
原
作
の
マ
ン
ガ
お
よ
び
ア
ニ
メ
作
品

（
日
本
で
は
、１
９
７
５
年
10
月
５
日
〜

１
９
７
７
年
２
月
27
日
の
毎
週
日
曜
日
に
放
送
）。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
と
し
て
は

初
め
て
放
送
さ
れ
た
も
の
で
、子
ど
も
た
ち
に
大
人
気
と
な
っ
た
。
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フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
各
地
か
ら
20
万
人
を

超
え
る
来
場
者
が
あ
る
日
本
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
の
祭
典
、「
ジ
ャ
パ
ン
エ
キ
ス
ポ
」
の
開

催
地
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
が
沸
騰
し

て
い
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
人
も
多
い
だ
ろ

う
。
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
ヒ
ッ
ト
し

た
日
本
ア
ニ
メ
は
？
　

「
そ
の
答
え
は
、
１
９
７
８
年
に
国
営
第
二

チ
ャ
ン
ネ
ル
で
始
ま
っ
た
『
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ロ
ボ
　

グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
』
で
す
」
と
ブ
ル
ネ
氏
。

日
本
で
は
や
や
認
知
度
が
低
い
ア
ニ
メ
な
が

ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
Ｓ
Ｆ
ブ
ー
ム
の
波
に
も

乗
り
１
０
０
％
に
近
い
視
聴
率
す
ら
叩
き
だ

し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
日
本
ア
ニ
メ
の
快
進

撃
は
、
氏
の
著
書
『
水
曜
日
の
ア
ニ
メ
が
待

ち
遠
し
い
』
に
詳
し
い
。
70
年
代
後
半
、
全

国
放
送
の
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
国
営
第

一
・
第
二
の
２
つ
し
か
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

し熾 

れ
つ烈

な
視
聴
率
争
い
が
あ
っ
た
。『
グ
レ
ン

ダ
イ
ザ
ー
』
の
成
功
以
降
、
日
本
ア
ニ
メ
は

子
ど
も
に
受
け
る
と
判
断
し
た
両
局
は
、『
宇

宙
海
賊
キ
ャ
プ
テ
ン
ハ
ー
ロ
ッ
ク
』『
科
学

忍
者
隊
ガ
ッ
チ
ャ
マ
ン
』
な
ど
日
本
ア
ニ
メ

を
次
々
と
放
送
し
、
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
た
と

い
う
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
を
日
本
の
ア
ニ

メ
と
認
識
し
て
い
る
子
ど
も
が
ほ
と
ん
ど
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
登
場
人
物
や
必
殺

技
が
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
名
称
に
翻
訳
さ
れ
る

な
ど
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
工
夫
が
あ
っ
た
た
め
だ
。
ブ
ル
ネ
氏
は
著

書
で
そ
れ
を
、
つ
く
り
手
た
ち
は
何
ら
意
識

し
て
い
な
い
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は「
刷
り
込
み
」だ
っ
た
と
表
現
し
て
い
る
。

「
こ
の
時
期
の
子
ど
も
向
け
番
組
で
の
ア
ニ

メ
の
紹
介
が
、
現
在
に
ま
で
至
る
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
需
要

の
ビ
ッ
グ
バ
ン
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
一
種
の
刷
り

込
み
を
受
け
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
、
何
の

抵
抗
感
も
な
く
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を

楽
し
め
た
僕
ら
の
世
代
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

ん
で
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
す
。
日
本
ア

ニ
メ
が
丁
寧
に
描
き
込
ん
だ
登
場
人
物
の
精

神
的
背
景
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
向
け
ア

ニ
メ
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
し

た
。
私
た
ち
は
、
そ
こ
に
夢
中
に
な
り
ま
し

た
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
個
人
主
義
的
な
世
界
観
は
自

由
や
権
利
を
重
視
し
ま
す
が
、
時
に
そ
れ
は

自
分
た
ち
の
自
由
を
阻
む
も
の
を
否
応
な
し

に
敵
と
み
な
す
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

一
方
、
敵
味
方
関
係
な
く
共
感
性
を
大
事
に

す
る
日
本
ア
ニ
メ
か
ら
、
私
た
ち
は
世
界
の

多
面
性
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
自

覚
し
な
い
ま
ま
違
う
価
値
観
を
得
、
自
分
た

ち
の
価
値
観
を
再
考
す
る
よ
う
な
こ
の
体
験

は
、
ま
さ
に
奇
跡
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　
さ
ら
に
、
ブ
ル
ネ
氏
は
日
本
ア
ニ
メ
に
み

ら
れ
る
「
喪
失
感
」
に
も
注
目
す
る
。
著
書

に
は
こ
う
あ
る
。

「『
グ
レ
ン
ダ
イ
ザ
ー
』
で
は
、
戦
い
に
よ

っ
て
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
の
現
実
が
き
ち

ん
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
死
ん
だ
の
は

敵
だ
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
何
か

が
あ
る
、
敵
の
人
生
に
さ
え
も
価
値
が
あ
る
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
現
実
の
戦
争
で
は
誰
し
も
が
感
じ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
表
現
す
る
こ

と
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

子
ど
も
に
と
っ
て
影
響
が
強
す
ぎ
る
と
い
う

理
由
で
避
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
日
本
の
ア
ニ
メ
は
、
こ
う
し
た
事
実

や
感
情
に
共
感
で
き
る
存
在
と
し
て
、
子
ど

も
を
認
め
た
と
言
え
る
の
で
す
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
大
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
に

見
せ
ま
い
と
し
て
い
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
複
雑

な
感
情
を
、
子
ど
も
た
ち
の
心
は
ち
ゃ
ん
と

捉
え
て
い
た
の
で
す
。
言
語
化
で
き
な
い
モ

ヤ
モ
ヤ
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
抱
え
な
が
ら

生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、
日
本
の
ア
ニ
メ
は

ピ
タ
リ
と
は
ま
っ
た
。
そ
れ
は
心
の
隙
間
を

埋
め
る
よ
う
な
行
為
だ
っ
た
の
だ
と
、
今
で

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
戦
後
ま
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

マ
ン
ガ
を
幼
児
向
け
と
大
人
向
け
に
分
け
、

大
人
向
け
の
マ
ン
ガ
を
芸
術
に
ま
で
昇
華
し

よ
う
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
児

向
け
は
単
純
明
快
で
面
白
く
、
大
人
向
け
は

芸
術
作
品
と
し
て
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ

ー
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
多

感
な
少
年
少
女
が
、
日
本
の
ア
ニ
メ
に
惹
き

こ
ま
れ
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
」

　
ブ
ル
ネ
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
に
お

い
て
も
、
こ
の
共
感
性
や
喪
失
感
が
ヒ
ッ
ト

の
か
な
め
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

「
他
国
の
ア
ニ
メ
フ
ァ
ン
と
接
し
て
い
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
、
日
本
ア
ニ
メ
が
神
話
と

な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が

存
在
す
る
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
日
本
ア
ニ

メ
に
惹
か
れ
る
理
由
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
、

す
な
わ
ち
喪
失
感
を
伴
う
共
感
性
で
す
。
終

戦
か
ら
、
い
わ
ば
完
全
民
主
化
に
至
る
ま
で

に
各
国
が
経
験
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
、
時

代
性
を
も
っ
た
世
界
共
通
の
感
情
と
し
て
日

本
ア
ニ
メ
に
象
徴
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
」

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
70
年
代
後
半
か
ら
の
ロ

ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
を
経
て
、
80
年
代
後

半
に
は
『
め
ぞ
ん
一
刻
』『
き
ま
ぐ
れ
オ
レ

ン
ジ
☆
ロ
ー
ド
』『
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
』
と
い

っ
た
、
日
本
の
若
者
の
日
常
を
描
く
ア
ニ
メ

が
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
頃
に
は

ま
ぎ
れ
も
な
く
「
日
本
の
ア
ニ
メ
」
と
し
て

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
世
界
観
や

価
値
観
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
た
ち
は
す

で
に
親
し
み
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
日

本
ア
ニ
メ
に
ま
す
ま
す
熱
中
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
90

年
代
に
か
け
て
起
こ
っ
た
ジ
ャ
パ
ン
バ
ッ
シ

ン
グ
の
な
か
で
、
日
本
の
ア
ニ
メ
も
や
り
玉

に
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
皮
肉
な
こ

と
に
、
若
者
た
ち
が
貪
欲
に
日
本
の
ア
ニ
メ
、

マ
ン
ガ
、
ゲ
ー
ム
へ
と
の
め
り
込
ん
で
い
く

契
機
と
な
り
、
２
０
０
０
年
に
「
ジ
ャ
パ
ン

エ
キ
ス
ポ
」
が
開
催
さ
れ
る
と
、
日
本
の
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
人
気
は
不
動
の
も
の
に
な
っ

て
ゆ
く
。

　
た
だ
、
ブ
ル
ネ
氏
は
こ
の
ブ
ー
ム
に
違
和

感
を
覚
え
る
と
い
う
。「
日
本
の
作
品
」
と

い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
性
が
、
純
粋
な
共
感
や
共

鳴
を
邪
魔
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
、
今
や

広
く
消
費
さ
れ
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
警
鐘
を
鳴

ら
す
。

「
日
本
の
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
に
共
感
し
て
交

流
を
始
め
た
私
た
ち
の
世
代
と
違
い
、
今
圧

倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
の
は
『
ク
ー
ル
な

日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
消
費
す
る

人
々
』
で
す
。
私
は
、『
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
』

と
い
う
呼
び
名
と
戦
略
性
が
、
逆
に
純
粋
な

フ
ァ
ン
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
い
う
危
惧
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
作

品
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
登
場
人

物
た
ち
へ
の
共
感
や
、
喪
失
感
と
い
っ
た
面

は
薄
れ
、
明
る
さ
や
ひ
た
む
き
さ
に
焦
点
を

当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

　
現
在
の
作
品
群
の
な
か
で
も
、
琴
線
に
触

れ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
学
園
Ｓ

Ｆ
ア
ク
シ
ョ
ン
マ
ン
ガ
の
『
ワ
ー
ル
ド
エ
ン

ブ
リ
オ
』
は
、
共
感
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る

作
品
だ
と
感
じ
て
大
好
き
に
な
り
、
私
自
身

が
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
を
手
掛
け
る
ほ
ど

の
め
り
込
み
ま
し
た
。
日
本
作
品
の
素
晴
ら

し
さ
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ブ
ー

ム
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、『
ク
ー
ル
ジ

ャ
パ
ン
』
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
飛
び
越
え

て
ヒ
ッ
ト
す
る
作
品
の
登
場
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
性
は
強
烈
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
乗

り
越
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
ブ

ル
ネ
氏
は
、
世
界
を
席
巻
す
る
作
品
が
生
ま

れ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う

え
で
、
ど
ん
な
作
品
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

か
を
教
え
て
く
れ
た
。

「
日
本
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
が

共
有
す
る
ひ
と
つ
の
時
代
性
を
理
解
し
、
か

つ
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
必

要
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
私

が
実
際
に
体
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
の
熱
狂
は
、

ま
さ
に
言
語
化
で
き
な
い
感
情
の
共
鳴
に
端

を
発
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
の

時
代
に
し
か
あ
り
え
な
い
精
神
性
と
作
品
の
、

奇
跡
の
よ
う
な
共
鳴
で
し
た
。
今
の
世
代
も
、

そ
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
可
能
性
は
十
分
に

あ
り
ま
す
」

　
も
う
ひ
と
つ
、
作
ら
れ
た
日
本
の
イ
メ
ー

ジ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
視
点
で
考
え
れ
ば
、

ま
だ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
ジ
ャ

ン
ル
に
可
能
性
を
見
い
だ
せ
る
と
い
え
る
。

ブ
ル
ネ
氏
は
そ
の
可
能
性
を
、
ボ
ー
ド
ゲ
ー

ム
に
見
て
い
る
。
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
愛
好
者
の

数
は
ほ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
見
れ
ば
か
な
り

少
な
い
が
、
日
本
の
作
品
は
評
判
が
と
て
も

高
い
。
つ
く
り
手
と
遊
び
手
と
の
距
離
感
が

近
い
の
が
特
徴
的
で
、
現
代
の
時
代
性
に
沿

う
新
た
な
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
日
本
に
い
て
は
発
見
で
き
な
い
ブ

ー
ム
の
芽
も
あ
る
。

「
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
た

外
国
に
人
気
の
『D

A
RK
 SO
U
LS

』
と
い

う
日
本
発
の
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
が
、

日
本
で
は
存
在
感
が
薄
い
よ
う
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
新
し
い
現
象
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
違
和
感
を
覚
え
る

の
は
、
日
本
が
『
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
』
を
意

識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
外
国
人
の
興
味
か
ら

は
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
性
を
売
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
日
本
の

ア
ニ
メ
は
広
く
文
化
を
愛
す
る
人
の
た
め
の

も
の
で
は
な
く
、
日
本
フ
ァ
ン
だ
け
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
変
な
矛

盾
で
す
。
ま
ず
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
が
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
、

き
ち
ん
と
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

　
ブ
ル
ネ
氏
自
身
、
自
国
で
の
日
本
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考

察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
日
本
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
い
う
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
往
復
を
繰
り
返
し
て
、

「
共
感
」
の
裏
に
あ
る
も
の
が
少
し
ず
つ
見

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
を
出
な

け
れ
ば
、
曖
昧
に
感
じ
て
い
た
こ
と
を
言
語

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

と
い
う
氏
の
言
葉
に
、
一
番
の
ヒ
ン
ト
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ネ
氏
は
、

他
国
の
文
化
を
吸
収
し
た
う
え
で
遠
く
か
ら

自
国
を
見
つ
め
、
深
く
考
え
る
こ
と
で
自
ら

「
新
し
い
視
点
」
を
獲
得
し
た
。
同
じ
こ
と
が
、

今
の
日
本
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を

「
社
会
性
と
個
人
性
の

間
に
あ
る
微
妙
な
揺
れ

と
創
造
力
」
と
い
う

独
自
の
視
点
で
捉
え
た

自
著
『
水
曜
日
の

ア
ニ
メ
が
待
ち
遠
し
い
』。

ブ
ル
ネ
氏
が

フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た

『
ワ
ー
ル
ド
エ
ン
ブ
リ
オ
』。

作
者
は
森
山
大
輔
。

巨
大
ロ
ボ
ッ
ト
作
品
の
な
か
で
も

特
に
憧
れ
た
『
機
動
戦
士
Z
ガ
ン
ダ
ム
』。

ア
ニ
メ
監
督
の
富
野
由
悠
季
に
よ
る
小
説
本
は

今
で
も
大
切
に
し
て
い
る
。

け
る
オ
タ
ク
の
第
一
世
代
と
呼
び
得
る
存
在

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
」

　
日
本
の
ア
ニ
メ
は
、「
日
本
性
」
を
強
く

意
識
さ
せ
な
い
形
で
フ
ラ
ン
ス
に
登
場
し
た

の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ニ
メ
の
制
作
国

は
日
本
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
そ
の
な
か
で
特
に
日
本
ア
ニ
メ
が
ヒ

ッ
ト
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
ブ
ル
ネ
氏
は

著
書
で
、
日
本
ア
ニ
メ
が
他
国
の
も
の
に
比

べ
て
安
く
輸
入
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
要
因

の
ひ
と
つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
氏
は

語
る
。

「
日
本
ア
ニ
メ
の
魅
力
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
深
い
共
感
性
に
あ
り
ま
す
。
正
義
と
悪
の

戦
い
を
描
く
ロ
ボ
ッ
ト
ヒ
ー
ロ
ー
も
の
で
あ

っ
て
も
、
悪
役
は
単
に
憎
む
べ
き
対
象
で
は

な
く
、
心
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
登
場
し
ま

す
。
時
に
は
悪
役
側
に
、
自
分
の
理
想
を
求

め
て
戦
う
と
い
っ
た
共
感
可
能
な
心
理
が
潜

Tristan Brunet

時
代
性
を

丁
寧
に
描
け
ば
ヒッ
ト
の

可
能
性
は
高
い

ア
ニ
メ
が
象
徴
す
る

世
界
共
通
の
感
情

自
国
を
離
れ
た

視
点
を
も
つ
べ
き

『
ヤ
ン
グ
キ
ン
グ
ア
ワ
ー
ズ
』

（
少
年
画
報
社
）に
て

２
０
０
５
年
６
月
号
〜

２
０
１
４
年
７
月
号
に

連
載
さ
れ
た
。

人
気
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
』の
続
編
。

日
本
で
は
１
９
８
５
年
３
月
２
日
〜

１
９
８
６
年
２
月
22
日
の

毎
週
土
曜
日
に
放
送
さ
れ
た
。



音
の
風
景
に
描
か
れ
た

生
活
の
な
か
の
宗
教

は
じ
め
に

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
肖
像

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧

ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳
の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳
え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の

や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万
の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥
す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。

「
怪
談
」の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
泉
八
雲
こ
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・ハ
ー
ン
。風
物
、文
化
、

民
俗
、
宗
教
を
織
り
込
ん
だ
そ
の
作
品
群
は
日
本
と
い
う
異
文
化
へ
の
深
い
共
感
か
ら

生
み
出
さ
れ
、
現
代
に
も
通
じ
る
視
点
を
内
包
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
が
見
た
日
本
人
の

信
仰
の
あ
り
よ
う
を
、ハ
ー
ン
作
品
と
他
の
訪
日
外
国
人
の
記
述
の
比
較
か
ら
描
き
出
す
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ・ハ
ー
ン
が
見
た
寺
と
神
社
の
風
景

牧
野 
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子
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ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に

ハ
ー
ン
が
記
し
た

ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
つい
て
の

ノ
ー
ト
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』２
巻
組

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。
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2

１
８
９
４
年
に

発
行
さ
れ
た

ハ
ー
ン
の
代
表
作
。

写
真
提
供
／
小
泉
八
雲
記
念
館

ハ
ー
ン
の
自
筆
原
稿
。

「
雪
女
」

（『
天
の
川
縁
起
』所
収

「
化
け
も
の
の
歌
」よ
り
）

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に

ハ
ー
ン
が
記
し
た

ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
つい
て
の

ノ
ー
ト
。



ハ
ー
ン
と
そ
の
家
族
。

左
か
ら
ハ
ー
ン
、

長
男
一
雄
、セ
ツ
夫
人
。

ハ
ー
ン
が
描
く

寺
と
神
社
の
風
景

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧

ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳

の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳

え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の
や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万

の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥

す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。

L
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さ
ま
ざ
ま
な〝
い
の
ち
〞の
つ
な
が
り

│
日
本
の
宗
教
的
感
性

ハ
ー
ン
は
日
本
の
風
景
を

ス
ケ
ッ
チ
で
も

数
多
く
残
し
た
。

「
稲
田
の
風
景
」に
は
、

鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
＊
）植
民
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
ヨ
ー
ロッ
パ
人
の
呼
称
。

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧
ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳

の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳

え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の
や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万
の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥
す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。
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数
多
く
残
し
た
。

鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
。



タ
ウ
ト
に
よ
り
、

日
本
的
な
美
を

代
表
す
る
建
築
と
し
て

絶
賛
さ
れ
た
。

桂
離
宮

住
宅
と
庭

つ
ま
り

外
部
環
境
と
の
関
係
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ッツ

大
規
模
住
宅
地
区
・

馬
蹄
型
住
宅

　
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 

づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
か
ら

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ムへ

桂
離
宮
と

郊
外
型
集
合
住
宅

『
日
本
美
の
再
発
見
』（
１
９
３
９
年
）な
ど
の
著
書
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
人
建
築
家
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
は
、20
世
紀
前
半
に
日
本
を
訪
れ
、伊
勢
神
宮
や
桂
離
宮
に
日
本
美
の
極
致
を

見
出
し
、当
時
の
人
々
を
驚
か
せ
た
。簡
素
さ
や
清
澄
さ
と
い
う
日
本
の
芸
術
的
・
文
化
的

特
質
は
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、今
日
な
お
古
び
る
こ
と
な
き
価
値
観
と
し
て
建

築
や
美
術
、工
芸
な
ど
の
分
野
に
浸
透
し
て
い
る
。い
ま
見
直
す
べ
き「
日
本
的
な
る
も
の
」

と
は
何
か
。タ
ウ
ト
の
視
点
に
そ
の
本
質
を
学
ぶ
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
日
本
文
化

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
6

B
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ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト
の
肖
像

出
典
：

『
国
際
建
築
１
９
３
９
年
２
月
号
』

１
９
３
９
年
２
月
10
日
、

国
際
建
築
協
会

写
真
提
供
：PIX

T
A

出
典
：Siedlungen der B

erliner M
oderne, 2009, Braun Publishing

太
田 

隆
士

O
ta T

akashi

﹇
論
考
﹈

Special Feature

Reframing
Japan
from
the

Outside

6Part

26CEL November 2016CEL November 201627



　
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 

づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

タ
ウ
ト
は
色
紙

（
し
き
し
）に
日
本
的
な

絵
を
好
ん
で
描
き
、

ド
イ
ツ
語
版
表
紙
に
は

「
仙
台
の
紅
葉
」が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
文
化
私
観
』

左
か
ら
村
岡
景
夫
、

柳
兼
子
、タ
ウ
ト
、

柳
宗
悦
、河
井
寛
次
郎
、

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ

（
１
９
３
４
年
）。

「kirei

」あ
る
い
は

『
装
飾
と
犯
罪
』

造
形
芸
術
か
ら
応
用
芸
術
へ

住
ま
い
と
生
活

B
ru

no T
aut

Bruno Taut

タ
ウ
ト
は
色
紙

出
典
：『
日
本
│
│
タ
ウ
ト
の
日
記 

１
９
３
５-

36
年
』

篠
田
英
雄
訳
、１
９
７
５
年
、岩
波
書
店

CEL November 2016CEL November 2016 2829

ド
ビ
ュッ
シ
ー
は

身
の
回
り
に

日
本
の
美
術
品
を

置
い
て
お
り
、北
斎
の

描
く
線
の
抽
象
表
現
に

魅
了
さ
れ
て
い
た
。

ド
ビ
ュッ
シ
ー

交
響
詩「
海
」

初
版
楽
譜
表
紙



※『
ニッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』そ
し
て『
日
本
の
家

屋
と
生
活
』の
邦
訳
は
参
照
し
た
が
、本
文
中
の
引
用
は

す
べ
て
原
文
か
ら
新
た
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
＊
１
）製
品
の
洗
練
を
求
め
、産
業
育
成
を
目
指
す
改

革
運
動
を
推
し
進
め
た
。イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン

は
そ
の
活
動
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。

（
＊
２
）工
芸
、デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
含
む
美
術
と
建
築
に
関

す
る
総
合
的
な
教
育
と
生
産
を
行
っ
た
機
関
で
あ
り
、

照
明
器
具
や
椅
子
等
の
デ
ザ
イ
ン
で
現
代
人
の
生
活
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。

（
＊
３
）鴨
居
が
長
く
な
る
場
合
に
、垂
れ
下
が
り
を
防

ぐ
た
め
に
上
か
ら
つ
り
支
え
る
柱
。

（
＊
４
）柱
を
水
平
方
向
に
つ
な
ぎ
固
定
す
る
も
の
。い
ま

で
は
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 
づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

右
／
竹
の
壁
面
と

楢
材
の
床
が
美
し
い

社
交
室
。

左
／
上
壇
の
間
を
も
つ

洋
間
。

旧
日
向
家
熱
海
別
邸

地
下
室

ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と

タ
ウ
ト
受
容

工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

B
ru

no T
aut

１
９
５
２
年
生
ま
れ
。慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
修
了（
独
文
学
）。１
９
９
７
〜
２
０
１
６
年
ま
で
、駿

河
台
大
学
教
授
を
務
め
る
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
向
家
熱
海

別
邸
保
存
会
元
副
理
事
長
。論
文
に「
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト

と
ジ
ャ
ポ
ニス
ム
」（
駿
河
台
大
学
論
叢
49
号
）な
ど
が
あ
る
。

O
ta T

akashi

地
下
部
分
の

平
面
図
か
ら
は
、

「
く
」の
字
型
に

曲
が
って
い
る
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。

旧
日
向
家
熱
海
別
邸

地
下
室
の
断
面
と

平
面
図

1/300

出
典
：
長
谷
川
堯『
建
築
│
│
雌
の
視
角
』１
９
７
３
年
、相
模
書
房

断
面
図

平
面
図

CEL November 2016CEL November 2016 3031



　
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
、
民

藝
運
動
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
宗
悦

（
１
８
８
９
〜
１
９
６
１
）
は
、
海
軍
少
将

で
あ
っ
た
父
・
楢
悦
と
、
母
・
勝
子
の
三
男

と
し
て
、
現
在
の
東
京
都
港
区
六
本
木
に
生

ま
れ
た
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
柳
は
、

母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
嘉
納
治
五
郎
の
庇
護

の
も
と
に
育
っ
た
。
嘉
納
は
教
育
者
で
、
講

道
館
柔
道
の
創
始
者
で
も
あ
る
。

　
柳
は
学
習
院
高
等
学
科
在
学
中
に
文
学
雑

誌
『
白
樺
』
の
創
刊
に
参
加
す
る
。
同
誌
は

武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
ら
が
中
心
と
な

り
、
１
９
１
０
年
に
創
刊
号
が
出
さ
れ
、
１

９
２
３
年
ま
で
に
計
１
６
０
号
が
発
行
さ
れ

た
。『
白
樺
』
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や

ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
な
ど
に
強
い
影
響
を
受

け
な
が
ら
、「
自
己
に
忠
実
に
生
き
」「
個
性

を
伸
ば
す
こ
と
」
を
主
張
し
た
。

　
柳
は
最
年
少
の
同
人
で
あ
り
な
が
ら
、
得

意
の
英
語
力
を
生
か
し
て
欧
米
の
書
物
を
渉

猟
し
、
宗
教
哲
学
の
研
究
や
西
洋
美
術
の
紹

介
に
努
め
る
一
方
で
、『
白
樺
』
主
催
の
洋

画
展
覧
会
な
ど
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
。
な

お
、
英
国
人
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
１
８

８
７
〜
１
９
７
９
）
と
も
、
こ
の
頃
か
ら
交

友
が
始
ま
っ
た
。

　
誌
上
で
は
同
人
た
ち
が
創
作
し
た
文
芸
作

品
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
美
術
作
品
も
積
極

的
に
紹
介
さ
れ
、
近
代
精
神
を
模
索
す
る
若

い
文
学
者
や
画
家
、
教
師
た
ち
を
強
く
惹
き

つ
け
て
い
っ
た
。

『
白
樺
』
が
西
洋
文
化
の
紹
介
に
大
き
な
影

響
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
ク
ー
ル
ベ
、
マ
ネ
、
ル
ノ

ア
ー
ル
、セ
ザ
ン
ヌ
、ゴ
ッ
ホ
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、

マ
テ
ィ
ス
ら
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た

の
は
『
白
樺
』
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
彫
刻
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
と
の
交
流
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ダ
ン
の
作
品
に

命
の
輝
き
と
魂
の
叫
び
を
感
得
し
た
彼
ら
は
、

そ
の
日
本
で
の
展
観
を
願
い
、
つ
い
に
は
そ

の
熱
意
が
ロ
ダ
ン
の
心
を
動
か
し
て
３
点
の

彫
刻
作
品
を
日
本
に
送
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
１
９
１
３
年
に
撮
影
さ
れ
た
柳
の
書
斎
の

写
真
に
は
、
ロ
ダ
ン
か
ら
贈
ら
れ
た
作
品
の

一
つ
「
ロ
ダ
ン
夫
人
胸
像
」
と
、
ゴ
ッ
ホ
の

「
二
本
の
糸
杉
」
の
複
製
画
が
写
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
柳
に
よ
っ
て
そ
の
才
を
見
出
さ
れ
、

後
に
世
界
的
な
版
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
棟

方
志
功
は
、
若
き
日
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ

れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
の
絵
を
見
て
感
激
し
、

画
家
を
志
し
て
青
森
か
ら
上
京
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
樺
』
の
周
辺
か
ら
は
多

く
の
芸
術
家
た
ち
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　『
白
樺
』
が
創
刊
さ
れ
た
頃
の
日
本
の
若
者

た
ち
の
知
的
関
心
は
、
西
洋
の
こ
と
に
の
み

向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
柳
は
そ
の
風
潮

に
い
た
ず
ら
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
東
洋
と

西
洋
の
文
化
を
常
に
相
対
視
す
る
視
座
を
か

ち
得
て
い
た
。

　
そ
れ
に
は
、
生
涯
の
友
と
な
る
バ
ー
ナ
ー

ド
・
リ
ー
チ
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
香
港
に
生
ま
れ
た
リ
ー
チ

は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
母
親
を
失
い
、
日

本
で
英
語
教
師
を
し
て
い
た
祖
父
に
引
き
取

ら
れ
て
、
幼
児
期
を
彦
根
や
京
都
で
過
ご
し

た
。
や
が
て
、
学
齢
期
を
迎
え
英
国
本
土
に

渡
り
、
美
術
学
校
で
絵
画
を
学
ぶ
こ
と
と
な

る
。
だ
が
、
父
の
死
去
に
よ
り
美
術
の
道
が

閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
旦
は
銀
行
員
と
し

て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
文

学
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
た
リ
ー
チ
は
、
美
術
へ

の
想
い
や
日
本
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
、
つ
い

に
は
銀
行
を
や
め
て
、
再
び
ロ
ン
ド
ン
の
美

術
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
学
校
で
日
本
か
ら
の
留
学
生
高
村
光
太
郎

と
め
ぐ
り
会
っ
た
こ
と
が
、
リ
ー
チ
の
運
命

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
１
９
０
９
年
、
高
村
か
ら
の
招
待
状
を
携

え
リ
ー
チ
は
再
来
日
を
果
た
し
、
東
京
に
到

着
後
は
、
発
足
し
て
間
も
な
い
『
白
樺
』
の

同
人
た
ち
と
交
際
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ

の
親
密
な
る
交
流
は
、
両
者
に
と
っ
て
実
に

幸
福
な
も
の
と
な
っ
た
。
西
洋
の
価
値
観
を

押
し
付
け
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
進
ん
で
日

本
の
文
化
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
リ
ー
チ
は
、

明
る
く
開
か
れ
た
「
西
洋
の
窓
」
と
な
り
、

瑞
々
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
な
か
で
も
、
柳
は
リ
ー
チ
と
の
親
交
を
通

し
て
「
美
と
宗
教
」
へ
の
思
索
を
深
化
さ
せ
、

１
９
１
４
年
に
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
期
の
詩

人
で
あ
り
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ

イ
ク
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
書
を
著
し
て

い
く
。
ブ
レ
イ
ク
を
柳
に
紹
介
し
た
の
は
、

ま
さ
に
リ
ー
チ
で
あ
り
、
知
識
よ
り
も
直
観

を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
柳
の
芸

術
に
対
す
る
眼
差
し
や
思
想
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
リ
ー
チ
も
柳
と
の
交
流
の
中
で
、

美
と
生
活
に
即
し
た
日
本
の
芸
術
観
や
美
意

識
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
成
長
の
糧

と
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
に
生
き
る

者
と
し
て
、
希
望
や
苦
悩
を
彼
ら
と
共
有
し
、

芸
術
と
生
活
と
の
融
合
と
い
う
新
た
な
道
を

模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　　　
画
家
と
し
て
出
発
し
た
リ
ー
チ
が
、
初
め

て
陶
芸
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は

１
９
１
１
年
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
に
誘
わ

れ
て
参
加
し
た
茶
会
の
席
で
、
楽
焼
を
体
験

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
早
速
、

東
京
・
入
谷
に
住
ん
で
い
た
陶
工
・
六
世
尾

形
乾
山
に
入
門
。
そ
の
時
に
通
訳
と
し
て
同

行
し
た
の
が
富
本
憲
吉
で
、
つ
い
に
は
後
に

富
本
も
陶
芸
家
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
と
な

る
。

　
東
洋
陶
磁
の
伝
統
に
倣
い
つ
つ
、
西
洋
陶

器
の
陶
技
や
意
匠
を
取
り
入
れ
た
リ
ー
チ
独

自
の
作
風
は
、
多
く
の
人
の
注
目
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の

意
識
を
保
持
し
な
が
ら
、
暮
ら
し
を
彩
る
器

造
り
を
模
索
す
る
姿
は
、
濱
田
庄
司
、
河
井

寛
次
郎
ら
陶
芸
家
を
志
す
者
た
ち
に
影
響
を

与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
チ
を
虜
に
し
た
の
は
、

祖
国
の
伝
統
的
陶
器
で
あ
る
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ

ア
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
と
は
、
色
の
異
な
る

ク
リ
ー
ム
状
の
化
粧
土
で
模
様
を
描
き
、

な
ま
り鉛 

ゆ
う釉
を
掛
け
て
低
火
度
で
焼
成
し
た
焼
物

で
あ
る
。
英
国
で
は
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
、
こ
の
手
法
に
よ
り
、
台
所
や
食
卓

で
使
う
実
用
的
で
簡
素
な
美
し
さ
を
持
っ
た

パ
イ
皿
や
水
差
な
ど
が
、
無
名
陶
工
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
数
多
く
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
産

業
革
命
が
起
こ
り
機
械
生
産
の
器
が
普
及
し

だ
す
と
、
し
だ
い
に
そ
の
存
在
は
忘
れ
去
ら

れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
手
作
り
に
よ
る
生
粋
の
英
国

陶
器
の
存
在
を
リ
ー
チ
に
教
え
た
の
は
、
他

な
ら
ぬ
日
本
人
の
友
で
あ
る
柳
と
富
本
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
１
９
１
３
年
に

『Q
uaint O

ld English Pottery

（
古
風
な

英
国
陶
器
）』（
１
９
０
９
年
）
と
い
う
本
の

中
で
こ
の
焼
物
を
発
見
し
、
そ
の
二
人
の
感

激
と
驚
き
が
リ
ー
チ
の
心
に
火
を
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
英
国
に
い
た
時
に
は

全
く
知
る
由
も
な
か
っ
た
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ー
チ
は
、
自
ら
の
作
品
に

そ
の
手
法
や
意
匠
を
取
り
入
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　　
英
国
の
伝
統
的
陶
器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
に

向
け
ら
れ
て
い
た
柳
の
眼
差
し
は
、
時
を
ほ

ぼ
同
じ
く
し
て
朝
鮮
半
島
の
器
物
に
も
注
が

れ
た
。
き
っ
か
け
は
１
９
１
４
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　
当
時
、
千
葉
県
我
孫
子
に
住
ん
で
い
た
柳

の
も
と
へ
、『
白
樺
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た

浅
川
の
り伯 

た
か教
が
、
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
見
る
た
め

に
、
ソ
ウ
ル
か
ら
朝
鮮
時
代
の
焼
物
を
手
土

産
に
訪
ね
て
き
た
。
浅
川
は
教
鞭
を
執
る
か

た
わ
ら
彫
刻
家
を
志
し
て
お
り
、
朝
鮮
陶
磁

史
の
研
究
に
も
情
熱
を
傾
け
て
い
た
。

　
す
る
と
柳
は
、
柔
和
な
表
情
を
持
つ
こ
の

朝
鮮
陶
磁
器
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま

う
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
の
時
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
用
い
る
た
め
に
作
ら
れ
た
器
物
が
、

な
ぜ
か
く
も
美
し
く
な
る
の
か
、
そ
の
美
の

神
秘
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
出
会
い
を
契
機
に
し
て
、
日
常
の
器

物
に
宿
る
、
豊
か
な
民
族
性
や
固
有
の
造
形

美
を
見
出
し
た
柳
は
、
１
９
２
１
年
に
は
日

本
で
最
初
の「
朝
鮮
民
族
美
術
展
」を
開
催
し
、

翌
年
に
は
『
朝
鮮
と
そ
の
芸
術
』
な
ど
の
出

版
物
を
刊
行
。
１
９
２
４
年
に
は
「
朝
鮮
民

族
美
術
館
」
を
ソ
ウ
ル
に
開
設
し
、
そ
の
美

の
紹
介
に
努
め
た
。

　
な
お
、
柳
の
関
心
は
「
器
物
の
美
」
に
止

ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
場
合
に
は

日
本
政
府
に
よ
る
植
民
地
政
策
へ
の
批
判
と

な
り
、
同
化
政
策
へ
の
異
議
申
し
立
て
や
民

族
文
化
の
擁
護
と
な
っ
て
表
れ
た
。
美
し
き

器
物
へ
の
愛
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々

に
注
が
れ
る
こ
と
は
、
柳
に
と
っ
て
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
柳
の
想
い
に
対
し
て
、

反
感
は
日
本
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
思
い

も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
朝
鮮
の
側
か
ら
も
起
こ
っ

た
。「
下
賎
な
民
の
作
っ
た
品
々
で
朝
鮮
の

美
な
ど
語
ら
れ
る
の
は
、誠
に
以
て
迷
惑
だ
」

（
柳
宗
悦
「
四
十
年
の
回
想
」
１
９
５
９
年
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

職
人
の
手
に
な
る
民
衆
の
日
常
の
器
物
に
美

を
見
出
し
、
そ
れ
を
美
の
対
象
と
し
て
評
価

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
革
命
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

　　 

　
　

　
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
や
朝
鮮
陶
磁
器
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、「
暮
ら
し
の
美
」

へ
の
眼
差
し
が
自
国
日
本
へ
と
向
け
ら
れ
た

時
、
ま
ず
柳
の
眼
を
引
き
つ
け
た
も
の
は
、

も
く木 

じ
き喰 

ぶ
つ仏

と
呼
ば
れ
る
江
戸
期
の
民
間
の
木
彫

仏
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
仏
教
彫
刻
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
奔
放
さ
と
独
創
性
を
持
っ
た
こ
の
仏
像

に
着
目
し
た
柳
は
、
１
９
２
４
年
か
ら
約
３

年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
調
査
の
た
め
に
日
本

国
中
を
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
縁

は
異
な
も
の
、
こ
の
木
喰
調
査
の
旅
は
同
時

に
日
本
各
地
の
手
仕
事
を
発
見
す
る
旅
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
柳
が
見
と
ど
け
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
「
極
め
て
地
方
的
な
郷
土
的
な
民
間
的
な

も
の
、
自
然
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
作
為
な

き
製
品
に
、
真
の
美
が
あ
り
法
則
が
あ
る
」

（
柳
宗
悦
「
木
喰
上
人
発
見
の
縁
起
」
１
９

２
５
年
）
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
濱
田
を
介
し
て
河
井
と
親
交
を

結
ん
だ
柳
は
、
木
喰
仏
調
査
の
旅
の
中
で
見

つ
け
た
日
本
各
地
の
手
仕
事
や
、
英
国
の
雑

器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
、
京
都
の
朝
市
で
買
い

求
め
た
げ下 

て手 

も
の物
と
呼
ば
れ
る
日
常
の
器
物
な

ど
を
通
し
て
、
民
衆
の
日
常
品
が
宿
す
美
に

対
す
る
認
識
や
共
感
を
、
彼
ら
と
深
め
合
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
３
人
に
よ
っ
て
、
民
衆
的
工
芸
の
意

か
ら
「
民
藝
」
と
い
う
新
し
い
語
が
生
み
出

さ
れ
た
の
は
、
１
９
２
５
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
民
藝
と
は
最
も
深
く
人
間
の
生
活
に
交

わ
る
品
物
の
分
野
で
あ
り
、
民
藝
品
と
は
生

活
の
知
恵
や
美
意
識
が
結
晶
化
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
　

　
濱
田
や
河
井
は
そ
こ
か
ら
美
の
滋
養
を
汲

み
取
り
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添

う
品
々
を
制
作
し
て
い
っ
た
。
一
方
の
リ
ー

チ
も
、
英
国
に
帰
国
し
た
後
も
た
び
た
び
日

本
を
訪
れ
、
柳
た
ち
と
お小 

ん鹿 

た田
焼
な
ど
の
窯

場
を
巡
り
、
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
陶
技
を

積
極
的
に
学
び
な
が
ら
、「
西
と
東
を
結
ぶ
」

新
し
い
造
形
の
道
を
拓
い
て
い
っ
た
。

　
柳
は
い
う
。「
真
に
国
民
的
な
郷
士
的
な

性
質
を
持
つ
も
の
は
、
お
互
に
形
こ
そ
違
え
、

そ
の
内
側
に
は
一
つ
に
触
れ
合
う
も
の
の
あ

る
の
を
感
じ
ま
す
」（
柳
宗
悦
『
手
仕
事
の

日
本
』
１
９
４
８
年
）
と
。

　
ま
さ
に
、
柳
を
は
じ
め
リ
ー
チ
た
ち
は
、

内
か
ら
の
視
点
と
外
か
ら
の
視
点
を
交
差
さ

せ
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
新

た
な
表
現
形
式
や
文
化
的
価
値
を
創
出
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 自

宅
書
斎
に
お
け
る

柳
宗
悦（
１
９
１
３
年
）。

当
時
24
歳
で
、こ
の
年
に

東
京
帝
国
大
学
を

卒
業
し
た
。

『
白
樺
』創
刊
10
周
年
記
念
写
真

（
１
９
１
９
年
）。

前
列
の
左
端
が
柳
宗
悦
、

右
か
ら
３
人
目
が
武
者
小
路
実
篤
。

後
列
の
左
か
ら
６
人
目
が
バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
、

右
か
ら
３
人
目
が
志
賀
直
哉
。

Yanagi MuneyoshiYanagi Muneyoshi

Bernard Leach

柳
と

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
の

出
会
い

西
洋
文
化
と
の
出
会
い

―
―『
白
樺
』同
人
と
し
て

 Y
an

agi M
u

neyosh
i and B

ern
ard L

each

暮
ら
し
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
手
仕
事
の
日
用
品
に「
美
」を
見
出
し
、物
質
的
な
豊

か
さ
だ
け
で
は
な
い
生
活
を
提
唱
し
、現
代
の
生
活
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け

て
い
る
民
藝
運
動
。そ
れ
は
、柳
宗
悦
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
を
中
心
に
、志
を
同
じ
く

す
る
人
々
と
の
交
流
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。柳
と
リ
ー
チ
の
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、内

外
の
視
点
や
東
西
の
価
値
観
の
交
流
が
新
し
い
文
化
を
生
み
出
す
過
程
を
考
察
す
る
。

「
暮
ら
し
の
美
」へ
の
眼
差
し

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
７

　民
藝
と
は
何
か

柳
宗
悦
と
バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
を
巡
っ
て

杉
山 

享
司

S
u

giyam
a T

ak
ash

i
﹇
論
考
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日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
、
民

藝
運
動
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
宗
悦

（
１
８
８
９
〜
１
９
６
１
）
は
、
海
軍
少
将

で
あ
っ
た
父
・
楢
悦
と
、
母
・
勝
子
の
三
男

と
し
て
、
現
在
の
東
京
都
港
区
六
本
木
に
生

ま
れ
た
。
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
柳
は
、

母
方
の
叔
父
に
あ
た
る
嘉
納
治
五
郎
の
庇
護

の
も
と
に
育
っ
た
。
嘉
納
は
教
育
者
で
、
講

道
館
柔
道
の
創
始
者
で
も
あ
る
。

　
柳
は
学
習
院
高
等
学
科
在
学
中
に
文
学
雑

誌
『
白
樺
』
の
創
刊
に
参
加
す
る
。
同
誌
は

武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
ら
が
中
心
と
な

り
、
１
９
１
０
年
に
創
刊
号
が
出
さ
れ
、
１

９
２
３
年
ま
で
に
計
１
６
０
号
が
発
行
さ
れ

た
。『
白
樺
』
の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や

ト
ル
ス
ト
イ
の
文
学
な
ど
に
強
い
影
響
を
受

け
な
が
ら
、「
自
己
に
忠
実
に
生
き
」「
個
性

を
伸
ば
す
こ
と
」
を
主
張
し
た
。

　
柳
は
最
年
少
の
同
人
で
あ
り
な
が
ら
、
得

意
の
英
語
力
を
生
か
し
て
欧
米
の
書
物
を
渉

猟
し
、
宗
教
哲
学
の
研
究
や
西
洋
美
術
の
紹

介
に
努
め
る
一
方
で
、『
白
樺
』
主
催
の
洋

画
展
覧
会
な
ど
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
。
な

お
、
英
国
人
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
（
１
８

８
７
〜
１
９
７
９
）
と
も
、
こ
の
頃
か
ら
交

友
が
始
ま
っ
た
。

　
誌
上
で
は
同
人
た
ち
が
創
作
し
た
文
芸
作

品
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
の
美
術
作
品
も
積
極

的
に
紹
介
さ
れ
、
近
代
精
神
を
模
索
す
る
若

い
文
学
者
や
画
家
、
教
師
た
ち
を
強
く
惹
き

つ
け
て
い
っ
た
。

『
白
樺
』
が
西
洋
文
化
の
紹
介
に
大
き
な
影

響
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
意
外
に
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
ク
ー
ル
ベ
、
マ
ネ
、
ル
ノ

ア
ー
ル
、セ
ザ
ン
ヌ
、ゴ
ッ
ホ
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、

マ
テ
ィ
ス
ら
を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た

の
は
『
白
樺
』
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
近
代
彫
刻
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
と
の
交
流
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ダ
ン
の
作
品
に

命
の
輝
き
と
魂
の
叫
び
を
感
得
し
た
彼
ら
は
、

そ
の
日
本
で
の
展
観
を
願
い
、
つ
い
に
は
そ

の
熱
意
が
ロ
ダ
ン
の
心
を
動
か
し
て
３
点
の

彫
刻
作
品
を
日
本
に
送
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
１
９
１
３
年
に
撮
影
さ
れ
た
柳
の
書
斎
の

写
真
に
は
、
ロ
ダ
ン
か
ら
贈
ら
れ
た
作
品
の

一
つ
「
ロ
ダ
ン
夫
人
胸
像
」
と
、
ゴ
ッ
ホ
の

「
二
本
の
糸
杉
」
の
複
製
画
が
写
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
柳
に
よ
っ
て
そ
の
才
を
見
出
さ
れ
、

後
に
世
界
的
な
版
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
棟

方
志
功
は
、
若
き
日
に
『
白
樺
』
に
掲
載
さ

れ
た
ゴ
ッ
ホ
の
向
日
葵
の
絵
を
見
て
感
激
し
、

画
家
を
志
し
て
青
森
か
ら
上
京
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
白
樺
』
の
周
辺
か
ら
は
多

く
の
芸
術
家
た
ち
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　『
白
樺
』
が
創
刊
さ
れ
た
頃
の
日
本
の
若
者

た
ち
の
知
的
関
心
は
、
西
洋
の
こ
と
に
の
み

向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
柳
は
そ
の
風
潮

に
い
た
ず
ら
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
東
洋
と

西
洋
の
文
化
を
常
に
相
対
視
す
る
視
座
を
か

ち
得
て
い
た
。

　
そ
れ
に
は
、
生
涯
の
友
と
な
る
バ
ー
ナ
ー

ド
・
リ
ー
チ
の
存
在
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
香
港
に
生
ま
れ
た
リ
ー
チ

は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
母
親
を
失
い
、
日

本
で
英
語
教
師
を
し
て
い
た
祖
父
に
引
き
取

ら
れ
て
、
幼
児
期
を
彦
根
や
京
都
で
過
ご
し

た
。
や
が
て
、
学
齢
期
を
迎
え
英
国
本
土
に

渡
り
、
美
術
学
校
で
絵
画
を
学
ぶ
こ
と
と
な

る
。
だ
が
、
父
の
死
去
に
よ
り
美
術
の
道
が

閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
旦
は
銀
行
員
と
し

て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
文

学
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
た
リ
ー
チ
は
、
美
術
へ

の
想
い
や
日
本
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
、
つ
い

に
は
銀
行
を
や
め
て
、
再
び
ロ
ン
ド
ン
の
美

術
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
学
校
で
日
本
か
ら
の
留
学
生
高
村
光
太
郎

と
め
ぐ
り
会
っ
た
こ
と
が
、
リ
ー
チ
の
運
命

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
１
９
０
９
年
、
高
村
か
ら
の
招
待
状
を
携

え
リ
ー
チ
は
再
来
日
を
果
た
し
、
東
京
に
到

着
後
は
、
発
足
し
て
間
も
な
い
『
白
樺
』
の

同
人
た
ち
と
交
際
を
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ

の
親
密
な
る
交
流
は
、
両
者
に
と
っ
て
実
に

幸
福
な
も
の
と
な
っ
た
。
西
洋
の
価
値
観
を

押
し
付
け
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら
進
ん
で
日

本
の
文
化
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
リ
ー
チ
は
、

明
る
く
開
か
れ
た
「
西
洋
の
窓
」
と
な
り
、

瑞
々
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
の
で

あ
る
。

　
な
か
で
も
、
柳
は
リ
ー
チ
と
の
親
交
を
通

し
て
「
美
と
宗
教
」
へ
の
思
索
を
深
化
さ
せ
、

１
９
１
４
年
に
は
英
国
ロ
マ
ン
主
義
期
の
詩

人
で
あ
り
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ

イ
ク
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
書
を
著
し
て

い
く
。
ブ
レ
イ
ク
を
柳
に
紹
介
し
た
の
は
、

ま
さ
に
リ
ー
チ
で
あ
り
、
知
識
よ
り
も
直
観

を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
柳
の
芸

術
に
対
す
る
眼
差
し
や
思
想
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、
リ
ー
チ
も
柳
と
の
交
流
の
中
で
、

美
と
生
活
に
即
し
た
日
本
の
芸
術
観
や
美
意

識
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
成
長
の
糧

と
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
近
代
に
生
き
る

者
と
し
て
、
希
望
や
苦
悩
を
彼
ら
と
共
有
し
、

芸
術
と
生
活
と
の
融
合
と
い
う
新
た
な
道
を

模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　　　
画
家
と
し
て
出
発
し
た
リ
ー
チ
が
、
初
め

て
陶
芸
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は

１
９
１
１
年
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
に
誘
わ

れ
て
参
加
し
た
茶
会
の
席
で
、
楽
焼
を
体
験

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
早
速
、

東
京
・
入
谷
に
住
ん
で
い
た
陶
工
・
六
世
尾

形
乾
山
に
入
門
。
そ
の
時
に
通
訳
と
し
て
同

行
し
た
の
が
富
本
憲
吉
で
、
つ
い
に
は
後
に

富
本
も
陶
芸
家
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
と
な

る
。

　
東
洋
陶
磁
の
伝
統
に
倣
い
つ
つ
、
西
洋
陶

器
の
陶
技
や
意
匠
を
取
り
入
れ
た
リ
ー
チ
独

自
の
作
風
は
、
多
く
の
人
の
注
目
す
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の

意
識
を
保
持
し
な
が
ら
、
暮
ら
し
を
彩
る
器

造
り
を
模
索
す
る
姿
は
、
濱
田
庄
司
、
河
井

寛
次
郎
ら
陶
芸
家
を
志
す
者
た
ち
に
影
響
を

与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
チ
を
虜
に
し
た
の
は
、

祖
国
の
伝
統
的
陶
器
で
あ
る
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ

ア
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
と
は
、
色
の
異
な
る

ク
リ
ー
ム
状
の
化
粧
土
で
模
様
を
描
き
、

な
ま
り鉛 

ゆ
う釉
を
掛
け
て
低
火
度
で
焼
成
し
た
焼
物

で
あ
る
。
英
国
で
は
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に

か
け
て
、
こ
の
手
法
に
よ
り
、
台
所
や
食
卓

で
使
う
実
用
的
で
簡
素
な
美
し
さ
を
持
っ
た

パ
イ
皿
や
水
差
な
ど
が
、
無
名
陶
工
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
数
多
く
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
産

業
革
命
が
起
こ
り
機
械
生
産
の
器
が
普
及
し

だ
す
と
、
し
だ
い
に
そ
の
存
在
は
忘
れ
去
ら

れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
手
作
り
に
よ
る
生
粋
の
英
国

陶
器
の
存
在
を
リ
ー
チ
に
教
え
た
の
は
、
他

な
ら
ぬ
日
本
人
の
友
で
あ
る
柳
と
富
本
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
人
は
、
１
９
１
３
年
に

『Q
uaint O

ld English Pottery

（
古
風
な

英
国
陶
器
）』（
１
９
０
９
年
）
と
い
う
本
の

中
で
こ
の
焼
物
を
発
見
し
、
そ
の
二
人
の
感

激
と
驚
き
が
リ
ー
チ
の
心
に
火
を
つ
け
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
英
国
に
い
た
時
に
は

全
く
知
る
由
も
な
か
っ
た
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア

に
魅
了
さ
れ
た
リ
ー
チ
は
、
自
ら
の
作
品
に

そ
の
手
法
や
意
匠
を
取
り
入
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　　
英
国
の
伝
統
的
陶
器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
に

向
け
ら
れ
て
い
た
柳
の
眼
差
し
は
、
時
を
ほ

ぼ
同
じ
く
し
て
朝
鮮
半
島
の
器
物
に
も
注
が

れ
た
。
き
っ
か
け
は
１
９
１
４
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　
当
時
、
千
葉
県
我
孫
子
に
住
ん
で
い
た
柳

の
も
と
へ
、『
白
樺
』
の
愛
読
者
で
あ
っ
た

浅
川
の
り伯 

た
か教
が
、
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
を
見
る
た
め

に
、
ソ
ウ
ル
か
ら
朝
鮮
時
代
の
焼
物
を
手
土

産
に
訪
ね
て
き
た
。
浅
川
は
教
鞭
を
執
る
か

た
わ
ら
彫
刻
家
を
志
し
て
お
り
、
朝
鮮
陶
磁

史
の
研
究
に
も
情
熱
を
傾
け
て
い
た
。

　
す
る
と
柳
は
、
柔
和
な
表
情
を
持
つ
こ
の

朝
鮮
陶
磁
器
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま

う
。
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
の
時
も
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
用
い
る
た
め
に
作
ら
れ
た
器
物
が
、

な
ぜ
か
く
も
美
し
く
な
る
の
か
、
そ
の
美
の

神
秘
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
出
会
い
を
契
機
に
し
て
、
日
常
の
器

物
に
宿
る
、
豊
か
な
民
族
性
や
固
有
の
造
形

美
を
見
出
し
た
柳
は
、
１
９
２
１
年
に
は
日

本
で
最
初
の「
朝
鮮
民
族
美
術
展
」を
開
催
し
、

翌
年
に
は
『
朝
鮮
と
そ
の
芸
術
』
な
ど
の
出

版
物
を
刊
行
。
１
９
２
４
年
に
は
「
朝
鮮
民

族
美
術
館
」
を
ソ
ウ
ル
に
開
設
し
、
そ
の
美

の
紹
介
に
努
め
た
。

　
な
お
、
柳
の
関
心
は
「
器
物
の
美
」
に
止

ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
場
合
に
は

日
本
政
府
に
よ
る
植
民
地
政
策
へ
の
批
判
と

な
り
、
同
化
政
策
へ
の
異
議
申
し
立
て
や
民

族
文
化
の
擁
護
と
な
っ
て
表
れ
た
。
美
し
き

器
物
へ
の
愛
が
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
人
々

に
注
が
れ
る
こ
と
は
、
柳
に
と
っ
て
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
柳
の
想
い
に
対
し
て
、

反
感
は
日
本
側
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
思
い

も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
朝
鮮
の
側
か
ら
も
起
こ
っ

た
。「
下
賎
な
民
の
作
っ
た
品
々
で
朝
鮮
の

美
な
ど
語
ら
れ
る
の
は
、誠
に
以
て
迷
惑
だ
」

（
柳
宗
悦
「
四
十
年
の
回
想
」
１
９
５
９
年
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

職
人
の
手
に
な
る
民
衆
の
日
常
の
器
物
に
美

を
見
出
し
、
そ
れ
を
美
の
対
象
と
し
て
評
価

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
革
命
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

　　 

　
　

　
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
や
朝
鮮
陶
磁
器
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、「
暮
ら
し
の
美
」

へ
の
眼
差
し
が
自
国
日
本
へ
と
向
け
ら
れ
た

時
、
ま
ず
柳
の
眼
を
引
き
つ
け
た
も
の
は
、

も
く木 

じ
き喰 

ぶ
つ仏

と
呼
ば
れ
る
江
戸
期
の
民
間
の
木
彫

仏
で
あ
っ
た
。

　
従
来
の
仏
教
彫
刻
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
、
奔
放
さ
と
独
創
性
を
持
っ
た
こ
の
仏
像

に
着
目
し
た
柳
は
、
１
９
２
４
年
か
ら
約
３

年
間
に
わ
た
り
、
そ
の
調
査
の
た
め
に
日
本

国
中
を
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
縁

は
異
な
も
の
、
こ
の
木
喰
調
査
の
旅
は
同
時

に
日
本
各
地
の
手
仕
事
を
発
見
す
る
旅
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
柳
が
見
と
ど
け
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
「
極
め
て
地
方
的
な
郷
土
的
な
民
間
的
な

も
の
、
自
然
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
作
為
な

き
製
品
に
、
真
の
美
が
あ
り
法
則
が
あ
る
」

（
柳
宗
悦
「
木
喰
上
人
発
見
の
縁
起
」
１
９

２
５
年
）
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
濱
田
を
介
し
て
河
井
と
親
交
を

結
ん
だ
柳
は
、
木
喰
仏
調
査
の
旅
の
中
で
見

つ
け
た
日
本
各
地
の
手
仕
事
や
、
英
国
の
雑

器
ス
リ
ッ
プ
ウ
ェ
ア
、
京
都
の
朝
市
で
買
い

求
め
た
げ下 

て手 

も
の物
と
呼
ば
れ
る
日
常
の
器
物
な

ど
を
通
し
て
、
民
衆
の
日
常
品
が
宿
す
美
に

対
す
る
認
識
や
共
感
を
、
彼
ら
と
深
め
合
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
３
人
に
よ
っ
て
、
民
衆
的
工
芸
の
意

か
ら
「
民
藝
」
と
い
う
新
し
い
語
が
生
み
出

さ
れ
た
の
は
、
１
９
２
５
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
民
藝
と
は
最
も
深
く
人
間
の
生
活
に
交

わ
る
品
物
の
分
野
で
あ
り
、
民
藝
品
と
は
生

活
の
知
恵
や
美
意
識
が
結
晶
化
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
　

　
濱
田
や
河
井
は
そ
こ
か
ら
美
の
滋
養
を
汲

み
取
り
な
が
ら
、
日
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添

う
品
々
を
制
作
し
て
い
っ
た
。
一
方
の
リ
ー

チ
も
、
英
国
に
帰
国
し
た
後
も
た
び
た
び
日

本
を
訪
れ
、
柳
た
ち
と
お小 

ん鹿 

た田
焼
な
ど
の
窯

場
を
巡
り
、
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
陶
技
を

積
極
的
に
学
び
な
が
ら
、「
西
と
東
を
結
ぶ
」

新
し
い
造
形
の
道
を
拓
い
て
い
っ
た
。

　
柳
は
い
う
。「
真
に
国
民
的
な
郷
士
的
な

性
質
を
持
つ
も
の
は
、
お
互
に
形
こ
そ
違
え
、

そ
の
内
側
に
は
一
つ
に
触
れ
合
う
も
の
の
あ

る
の
を
感
じ
ま
す
」（
柳
宗
悦
『
手
仕
事
の

日
本
』
１
９
４
８
年
）
と
。

　
ま
さ
に
、
柳
を
は
じ
め
リ
ー
チ
た
ち
は
、

内
か
ら
の
視
点
と
外
か
ら
の
視
点
を
交
差
さ

せ
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
新

た
な
表
現
形
式
や
文
化
的
価
値
を
創
出
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
暮
ら
し
の
美
」の
発
見

陶
芸
家

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
の

誕
生

西
洋
の
美
術
か
ら

東
洋
の
工
芸
へ

日
本
民
藝
館
学
芸
部
長
。
１
９
５
７
年
生
ま
れ
。
早

稲
田
大
学
卒
業
後
、
日
本
民
藝
館
に
学
芸
員
と
し
て

勤
務
。
２
０
０
８
年
よ
り
現
職
。『
N
H
K 

美
の
壺

―
柳
宗
悦
の
民
藝
』『
染
色
の
挑
戦 

芹
沢
銈
介
』『
柳

宗
悦 

民
藝
の
旅
』
等
への
寄
稿
が
あ
る
。

S
u

giyam
a T

ak
ash

i

CEL November 2016CEL November 2016 3435

「
染
付
秋
草
文
面
取
壺
」

朝
鮮
時
代

18
世
紀
前
半

浅
川
伯
教
か
ら

柳
に
贈
ら
れ
た

朝
鮮
の
壺
。

「
緑
釉
櫛
描
水
差
」

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
作

大
分
県・小
鹿
田

１
９
５
４
年

小
鹿
田
の
土
と
釉
薬
、

伝
統
的
な
技
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
。

リ
ー
チ
式
の
ハン
ド
ル
の
付
け
方
は

陶
工
た
ち
に
伝
授
さ
れ
、今
日
で
は

小
鹿
田
焼
の
新
し
い
伝
統
と
な
って
い
る
。

「
楽
焼
兎
文
皿
」

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
作

我
孫
子
窯

１
９
１
７
年

日
本
の
楽
焼
と

ス
リ
ッ
プ
ウ
ェア
の
手
法
や

意
匠
を
融
合
さ
せ
た

リ
ー
チ
初
期
の
代
表
作
。
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水
滴
の
よ
う
な
丸
く

ふっ
く
ら
し
た
デ
ザ
イ
ン
。

無
駄
な
デ
ィ
テ
ー
ル
を
削
ぎ
落
と
し
、

や
わ
ら
か
く
空
間
に
な
じ
む
。

２
０
０
３
年
の
発
売
以
来
、

６
代
目
と
な
るIN

FO
BA
R

。

携
帯
電
話
の
技
術
は
進
化
し
た
が
、

変
わ
ら
ぬ
モ
ノ
の
魅
力
を
保
つ
。

紐
を
引
く
と
、風
の
か
わ
り
に

音
楽
が
流
れ
出
る

換
気
扇
の
よ
う
な
形
の

壁
掛
式
Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
。

無
印
良
品
／

壁
掛
式

Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー

±
０
／
加
湿
器

CEL November 2016CEL November 2016 3637

１
９
５
６
年
生
ま
れ
。プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
。多
摩
美

術
大
学
教
授
。１
９
８
０
年
多
摩
美
術
大
学
プ
ロ
ダ
ク
ト

デ
ザ
イ
ン
科
卒
業
。１
９
８
９
年
渡
米
し
、Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｏ
入

社（
96
年
よ
り
東
京
支
社
長
）。２
０
０
３
年
、NA

O
T
O
 

FU
K
A
SA
W
A
 D
ESIGN

設
立
。２
０
１
２
年
よ
り
日

本
民
藝
館
館
長
に
就
任
。著
書
に『
デ
ザ
イ
ン
の
輪
郭
』、

作
品
集
に『N

A
O
T
O
 FU
K
A
SA
W
A

』な
ど
。

F
u

k
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aoto

生
活
の
な
か
の
デ
ザ
イ
ン
で

大
切
な
こ
と

民
藝
の「
愛
ら
し
さ
」と

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン

構
成
／
長
井 

美
暁

　
世
の
中
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
な
い
も
の

は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
見
栄
え
の
す
る

も
の
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
、
と
解
釈
す

る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
も
の
も
必

ず
、誰
か
が
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

こ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
、
と
多
く
の

人
が
認
め
る
も
の
は
、
そ
れ
な
り
の
努
力
が

見
て
と
れ
る
。
生
活
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
デ
ザ
イ
ン
に
同
等
の
努
力
が
注
ぎ
込
ま

れ
れ
ば
、
粗
悪
品
が
淘
汰
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

私
た
ち
の
生
活
全
体
の
水
準
が
向
上
す
る
で

し
ょ
う
。

　
も
の
の
使
い
勝
手
を
良
く
す
る
こ
と
も
デ

ザ
イ
ン
の
大
切
な
使
命
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

を
繰
り
返
す
よ
う
に
、
家
具
や
生
活
用
品
も

少
し
ず
つ
改
良
を
重
ね
て
い
く
。
新
し
い
も

の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
ば
か
り
が
デ

ザ
イ
ン
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
側
面
の
方
が

昨
今
は
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。

　
私
が
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
１
９
７
０
年
代

後
半
は
ま
だ
デ
ザ
イ
ン
が
自
己
表
現
の
一
種
、

ア
ー
ト
の
延
長
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。し
か
し
、社
会
に
出
て
か
ら
は
、い
や
、

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
反
発
す
る
気
持

ち
が
膨
ら
む
一
方
で
し
た
。
そ
ん
な
と
き
に

「
民
藝
」
の
思
想
と
出
会
っ
た
の
で
す
。
作

者
の
意
図
を
前
面
に
打
ち
出
す
の
で
は
な
く
、

人
々
の
生
活
に
有
用
な
も
の
を
つ
く
る
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
デ
ザ
イ
ン
に
向
き
合
い
た
い

と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
出
会

っ
た
瞬
間
に
ぴ
っ
た
り
符
合
す
る
も
の
を
感

じ
、
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
淡
々
と

つ
く
ら
れ
る
も
の
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
謙
虚

な
美
。
デ
ザ
イ
ン
が
目
指
す
べ
き
方
向
は
こ

れ
だ
と
開
眼
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に
渡
る

前
、
30
歳
を
過
ぎ
た
頃
の
こ
と
で
す
。

　
時
代
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ン
の
意
味
合
い
も

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
個
々
の
も
の
の
確
立
と
い
う
よ
り
、
総

合
的
な
生
活
の
雰
囲
気
だ
と
思
い
ま
す
。
椅

子
や
食
器
と
い
っ
た
も
の
は
あ
く
ま
で
生
活

の
雰
囲
気
を
な
し
て
い
る
分
子
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
ら
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
と
き
に
、
な

ん
か
い
い
ね
、
と
感
じ
る
雰
囲
気
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
デ
ザ
イ
ン
に
従
事
す
る

我
々
は
ふ俯 

か
ん瞰
し
た
目
を
も
ち
、
全
体
を
統
合

す
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
分
子
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
分

子
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
、

現
代
に
お
い
て
は
そ
こ
に
デ
ザ
イ
ン
の
極
み

が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
私
は
そ
の
よ
う
な
時

代
の
変
化
か
ら
も
、「
民
藝
」
の
思
想
に
通

じ
る
美
の
概
念
が
デ
ザ
イ
ン
の
送
り
手
側
に

も
受
け
手
側
に
も
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を
感

じ
ま
す
。

　
民
藝
運
動
は
日
常
の
道
具
に
ひ
そ
む
謙
虚

な
美
を
見
い
だ
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
私
は
柳
宗
悦
の
一
番
の
功
績
は
、

そ
れ
ら
の
「
愛
ら
し
さ
」
を
知
ら
し
め
た
こ

と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
柳
の
収
集
品
を
見

渡
す
と
、
ど
れ
も
実
に
愛
ら
し
い
。
彼
は
も

ち
ろ
ん
自
分
の
琴
線
に
触
れ
た
も
の
を
収
集

し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
品
々
を
目
に

し
た
と
き
、
わ
あ
、
可
愛
い
、
と
思
わ
ず
手

が
伸
び
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
愛
ら

し
さ
に
は
人
を
引
き
寄
せ
る
力
が
あ
り
ま
す
。

　
愛
ら
し
さ
と
い
え
ば
、
私
は
ア
ジ
ア
圏
の

狛
犬
を
集
め
て
い
ま
す
。
名
工
の
手
に
な
る

彫
刻
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
掌
に
の
る

大
き
さ
ま
で
の
素
朴
な
も
の
。
国
や
地
域
に

よ
っ
て
顔
が
ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
。
日
本

の
狛
犬
は
精
巧
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

た
と
え
ば
中
国
の
狛
犬
は
ほ
と
ん
ど
石
の
塊

で
、
よ
く
見
れ
ば
顔
が
あ
る
か
な
、
と
い
っ

た
程
度
。
で
も
、
す
ご
く
愛
ら
し
い
。
自
宅

の
棚
に
は
ほ
か
に
、
北
海
道
の
名
工
に
頼
ん

だ
木
彫
り
の
熊
や
、
イ
ン
ド
で
手
に
入
れ
た

象
の
置
物
な
ど
も
飾
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
も
の
の
愛
ら
し
さ
も「
民
藝
」

か
ら
私
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
。
愛

ら
し
さ
は
親
し
み
を
生
み
、
親
し
み
は
も
の

を
大
事
に
す
る
気
持
ち
を
育
み
ま
す
。
こ
れ

は
も
の
づ
く
り
に
お
い
て
と
て
も
重
要
な
こ

と
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
は
か
っ
こ
い
い
も
の
を

つ
く
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
か

っ
こ
い
い
も
の
に
は
冷
た
さ
が
あ
り
、
そ
れ

は
時
に
人
を
拒
絶
す
る
。
だ
か
ら
私
も
、
あ

ま
り
ク
ー
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
ど
こ
か

に
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン
を
い
つ
も

心
が
け
て
い
ま
す
。
美
を
突
き
詰
め
て
い
く

と
、
人
が
本
能
的
に
す
り
寄
っ
て
い
く
よ
う

な
魅
力
に
た
ど
り
着
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
で
の
こ
の
20
年
ほ
ど
の
顕
著
な
変
化
と

し
て
、
ク
ー
ル
な
デ
ザ
イ
ン
が
持
て
囃
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
逆
に
「
民

藝
」
は
ど
ん
ど
ん
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
人
々
の
美
の
意
識
が
一
段
上
が
っ
た

こ
と
の
表
れ
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

深
澤
氏
が

こ
れ
ま
で
に
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た

プ
ロ
ダ
ク
ト
の
一
部
。

生
活
の
幅
広
い
シ
ー
ン
で

親
し
ま
れ
て
い
る
。

水
滴
の
よ
う
な
丸
く
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深
澤
直
人
氏
に
聞
く

民
藝
運
動
の
精
神
は
、現
代
の
生
活
の
な
か
の
デ
ザ
イ
ン
に
、ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。世
界
的
に
活
躍
す
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、日
本
民

藝
館
館
長
で
も
あ
る
深
澤
直
人
氏
に
、民
藝
の
魅
力
と
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
哲
学
に
つ
い

て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

も
の
の
愛
ら
し
さ
を
「
民
藝
」に
見
る

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
７
　
民
藝
と
デ
ザ
イ
ン

﹇
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
﹈
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バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
景
気
低
迷
が
長
期
化
し
て
い
る
今
日
で
は
夢
物
語
の
よ
う
だ
が
、
戦
後
の

廃
墟
か
ら
１
９
５
０
年
代
の
高
度
経
済
成
長
を
経
て
、
１
９
７
０
年
代
に
は
「
20
世
紀
の
経
済

的
奇
跡
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
復
興
を
日
本
が
成
し
遂
げ
る
と
、
世
界
の
人
々
は
拍
手
喝
采
し
た
。

そ
し
て
、
多
く
の
海
外
の
学
者
が
日
本
の
成
功
の
秘
訣
を
探
ろ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
時
代
に

強
調
さ
れ
た
の
が
、
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
・
企
業
組
合
を
３
本
柱
と
す
る
「
日
本
的
経
営
」

で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
日
本
の
会
社
は
単
な
る
利
益
追
求
を
目
指
す
個
人
の
集
合
で
は
な
く
、

労
資
が
一
体
化
し
た
家
族
の
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
「
経
営
家
族
主
義
」
論
も
盛
ん
に
唱
え
ら

れ
た
。
会
社
を
家
族
に
な
ぞ
ら
え
る
経
営
家
族
主
義
に
は
、
全
体
の
た
め
の
自
己
犠
牲
を
厭
わ

な
い
日
本
人
的
性
格
も
含
意
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
こ
そ
が
欧
米
の
個
人
主
義
に
対
す
る
日
本
的

集
団
主
義
の
極
み
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
議
論
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
、ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ア
ベ
グ
レ
ン
の『
日
本
の
経
営
』（
原

著
１
９
５
８
年
）
で
あ
る
。
原
副
題
「
そ
の
社
会
組
織
の
分
析
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼

の
力
点
は
経
営
の
社
会
的
側
面
に
あ
っ
た
。
ア
ベ
グ
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
使
い
捨
て
の
ア
メ
リ
カ

の
労
働
者
と
は
対
照
的
に
、
日
本
で
は
大
企
業
の
社
員
も
ま
る
で
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
て
、
退
職
ま
で
仕
事
は
保
障
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
給
与
体
系
は
生
産
性
と
直
接
関
係

な
い
社
員
の
年
齢
や
家
族
構
成
と
い
っ
た
社
会
的
考
慮
に
基
づ
い
て
い
る
う
え
に
、
福
利
厚
生

38CEL November 201639 CEL November 2016

策
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
や
一
体
感
が
自
然
と
養
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

日
本
の
会
社
は
「
価
値
、
先
祖
、
信
仰
を
共
有
す
る
拡
大
家
族
」
な
の
だ
、
と
ア
ベ
グ
レ
ン
は

論
じ
た
。
彼
は
無
条
件
に
日
本
を
賞
賛
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が

日
本
の
企
業
文
化
を
認
め
た
こ
と
に
、
多
く
の
日
本
人
は
自
負
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
た
。

　
こ
の
手
の
議
論
に
は
、
明
治
以
降
の
度
重
な
る
労
働
争
議
や
労
使
の
対
立
を
看
過
し
て
い
る

と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
英
語
圏
で
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
は
、『
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
・
日
本
の
工
場
』（
原
著
１
９
７
３

年
）
の
中
で
、
両
者
の
根
本
的
相
違
は
イ
ギ
リ
ス
的
個
人
主
義
と
日
本
的
集
団
主
義
に
あ
る
と

説
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
社
と
社
員
の
利
益
が
反
す
る
場
合
、
日
本
人
な
ら
ば
多
少
の
自
己

犠
牲
を
厭
わ
ず
会
社
の
た
め
に
尽
く
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
そ
う
し
た
期
待
を
す
る
の
は
ま
ず

無
理
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
は
斜
陽
で
、
日
本
は
成
長
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ド
ー
ア
は
、
日
本
人
は
「
会
社
と
い
う
家
族
」
の
た
め
に
自
分
の
家
族
を
犠
牲
に
し
が
ち
で
あ

る
と
警
告
す
る
一
方
で
、「
逆
収
斂
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
、
近
代
化
の
遅
れ

た
日
本
が
欧
米
先
進
諸
国
に
収
斂
す
る
（
＝
い
ず
れ
同
化
す
る
）
の
で
は
な
く
、
近
代
化
に
遅

れ
た
か
ら
こ
そ
日
本
に
は
「
後
発
効
果
」
が
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
欧
米
が
日
本
に
収
斂
す
る
と

い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
欧
米
を
発
展
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
化
論
の
逆
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
の
日
本
経
済
が
絶
頂
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
１
９
７
９
年
、
１
冊
の
衝
撃
的
な
タ
イ
ト

ル
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
が
そ
れ
で
、
著
者
は
ハ
ー
ヴ
ァ

ー
ド
大
学
教
授
の
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
大
企
業
が
国
際

的
成
功
を
収
め
た
の
は
、
集
団
へ
の
忠
誠
心
が
日
本
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

は
な
く―

―

海
外
で
は
日
本
の
「
侍
」
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
る―

―

、
個
と
全

体
の
調
和
を
重
視
す
る
日
本
の
組
織
風
土
が
社
員
の
帰
属
意
識
を
強
め
、
そ
れ
が
高
い
生
産
性

に
寄
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
は
１
９
６
０
年
代
に
東
京
近
郊
の
自
治
体
を
調
査
し

た
硬
派
の
社
会
学
者
で
あ
っ
た
が
、
一
般
向
け
の
こ
の
本
で
は
、
日
本
の
成
功
を
鏡
と
し
て
自

己
満
足
に
陥
り
が
ち
な
ア
メ
リ
カ
人
に
反
省
を
迫
っ
た
。
副
題
が
「
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
」
と

な
っ
て
い
た
所
以
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
多
く
の
読
者
は
『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
に
酔
っ
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
が
世
界
を
席
巻
す
る
中
で
、
日
本
の
学
者
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

だ
ろ
う
か
。
一
見
、
海
外
の
論
調
は
日
本
国
内
の
議
論
と
無
関
係
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

は
陰
に
陽
に
日
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
後
述
の
よ
う
に
経
営
家
族
主
義
そ
の

も
の
が
明
治
日
本
で
生
ま
れ
た
概
念
な
の
だ
が
、
日
本
の
会
社
を
家
族
に
比
し
た
外
国
人
学
者

の
多
く
は
、
産
業
社
会
学
者
で
『
日
本
的
経
営
』（
１
９
８
４
年
）
を
著
し
た
尾
高
邦
雄
や
、

社
会
人
類
学
者
で
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
中
根
千
枝
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
特
に
、
中
根
の

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』（
１
９
６
７
年
）
は
、
１
９
７
０
年
にJapanese Society
と
し
て

英
訳
さ
れ
、
海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
の
必
読
書
と
な
っ
た
程
で
あ
る
（
た
だ
し
原
典
と
英
語

版
で
は
構
成
と
表
現
が
か
な
り
違
う
）。

　
私
の
専
門
は
文
化
人
類
学
な
の
で
、
中
根
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
彼
女
は

「
場
」
と
「
資
格
」
と
い
う
対
概
念
を
提
示
し
て
、
日
本
に
お
け
る
場
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

大
学
を
例
に
と
れ
ば
、
教
授
や
事
務
員
や
学
生
と
い
っ
た
資
格
の
差
を
乗
り
越
え
て
、
同
じ
大

学
と
い
う
場
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
醸
し
出
さ
れ
る
一
体
感
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
。
場
を

共
有
す
る
者
は
「
ウ
チ
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
「
ヨ
ソ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日

本
的
場
の
原
型
は
生
活
の
場
と
し
て
の
イ
エ
（
家
）
に
あ
り―

―

イ
エ
は
家
族
の
他
に
同
居
す

る
親
族
や
住
み
込
み
の
従
業
員
な
ど
を
含
む
生
活
集
団
と
し
て
理
解
さ
れ
る―

―

、
会
社
を
含

む
す
べ
て
の
日
本
の
組
織
は
イ
エ
の
構
造
的
拡
大
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
中
根
の
主
張

で
あ
っ
た
。Ｊ
Ｒ
が
「
国
鉄
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
「
国
鉄
一
家
」
と
い
う
標
語
が
あ
っ
た
が
、

中
根
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
イ
エ
意
識
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
海
外
の
経
営
家
族
主

義
論
者
に
と
っ
て
、
中
根
の
著
作
は
日
本
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
（
主
流
派
）
か
ら
の

格
好
の
お
墨
付
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
墨
付
き
を
与
え
た
の
は
学
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
経
営
者
も
日
本
の
伝
統
と
し
て
の
経

営
家
族
主
義
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
た
。
そ
の
代
表
が
ソ
ニ
ー
の
盛
田
昭
夫
で
、
彼
は

M
ade in Japan

（
１
９
８
６
年
）
と
い
う
外
国
人
読
者
向
け
の
著
書
で
、「
日
本
の
経
営
者
の

も
っ
と
も
重
要
な
使
命
は
、
企
業
内
に
家
族
的
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
で
あ
る
」
と
公
言
し
た
。

日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
研
究
し
た
吉
野
耕
作
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
論
・
日

本
文
化
論
の
最
大
の
消
費
者
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
特
に
海
外
進
出
を
果
た
し
た
大
企
業
の
戦
士

で
あ
っ
た
と
い
う
。
異
文
化
折
衝
の
現
場
に
立
た
さ
れ
た
彼
ら
は
、
盛
田
の
よ
う
な
発
言
を
携

え
て
外
国
人
と
交
流
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
経
営
家
族
主
義
は
明
治
以
降
の
家
族
国
家
観
と
深
い
関
係
が

あ
る
。
家
族
国
家
観
と
は
、
日
本
を
１
つ
の
大
家
族
と
み
な
し
て
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
を
「
家

欧
米
的
個
人
主
義
vs
日
本
的
集
団
主
義

K
uw

ayam
a T

akam
i

桑
山 

敬
己

日
本
の

自
画
像
の

系
譜

ル
ー
ス・ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の『
菊
と
刀
』を
は
じ
め
、日
本
論
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
あ
る
が
、そ
れ
ら
国
内
外
の
交
錯
す
る
眼
差
し
か
ら
確
立
さ

れ
た
日
本
の「
自
画
像
」と
は
い
か
な
る
も
の
か
。「
欧
米
的
個
人
主
義

　日
本
的
集
団
主
義
」と
い
う
観
点
を
軸
に
、日
本
の
在
り
方
を
規
定
し

て
き
た
知
ら
れ
ざ
る
語
り
の
系
譜
を
辿
り
直
す
こ
と
で
、自
文
化
の
前

提
を
問
い
直
し
、新
た
な
自
己
発
見
の
可
能
性
を
探
る
。

日
本
人
学
者
と
経
営
者
の
影
響

戦
後
日
本
の
復
興
と
日
本
的
集
団
主
義

経
営
家
族
主
義
と
家
族
国
家
観

海
外
の
代
表
的「
経
営
家
族
主
義
」論

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
８

﹇
論
考
﹈
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長
と
赤
子
」
お
よ
び
「
本
家
と
分
家
」
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
親
に
孝
を

尽
く
す
よ
う
に
天
皇
に
忠
を
尽
く
し
、
家
の
先
祖
を
貴
ぶ
よ
う
に
皇
室
の
神
を
貴
ぶ
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
。
家
族
国
家
論
は
明
治
20
年
代
か
ら
説
か
れ
始
め
た
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
、
学
校

で
は
修
身
の
授
業
を
通
じ
て
全
国
的
に
浸
透
し
、
第
２
次
世
界
大
戦
敗
戦
ま
で
猛
威
を
振
る
っ

た
。
そ
の
法
的
基
盤
は
家
制
度
を
規
定
し
た
明
治
民
法
（
１
８
９
８
年
施
行
）
に
あ
っ
た
。
会

社
を
家
族
に
な
ぞ
ら
え
る
経
営
家
族
主
義
は
、
国
家
を
家
族
に
な
ぞ
ら
え
る
家
族
国
家
論
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
版
で
あ
る
。

　
経
営
家
族
主
義
を
早
く
か
ら
標
榜
し
た
官
営
企
業
は
国
鉄
で
あ
っ
た
。
鉄
道
院
初
代
総
裁
の

後
藤
新
平
は
、
従
業
員
に
対
し
て
「
鉄
道
従
業
員
は
す
べ
て
家
族
た
る
の
精
神
を
も
っ
て
」「
常

に
家
の
名
誉
利
益
の
た
め
に
活
動
す
べ
き
」
と
説
き
、「
国
鉄
一
家
」
意
識
を
植
え
付
け
た
。

１
９
０
８
（
明
治
41
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
大
正
時
代
が
近
く
な
る
と
、
資
本
家
は
盛
ん
に
経

営
家
族
主
義
を
持
ち
出
し
て
、
労
働
者
の
待
遇
改
善
要
求
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
典
型

が
工
場
法
（
１
８
８
２
年
立
案
、
１
９
１
１
年
成
立
）
に
ま
つ
わ
る
論
争
で
、
多
く
の
有
力
資

本
家
は
、
権
利
と
義
務
を
中
心
と
す
る
欧
米
の
個
人
主
義
に
由
来
す
る
工
場
法
は
、
家
族
主
義

を
美
徳
と
す
る
日
本
に
は
合
わ
な
い
と
い
う
論
陣
を
張
っ
た
。
同
様
の
論
法
は
労
働
組
合
法
に

も
見
ら
れ
た
。
法
案
は
１
９
２
０
年
頃
に
起
草
さ
れ
た
が
、
日
本
の
「
醇
風
美
俗
」
を
説
く
資

本
家
に
よ
っ
て
幾
度
と
な
く
阻
ま
れ
、
法
律
制
定
は
終
戦
後
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
日
本
人
論
・
日
本
文
化
論
の
観
点
か
ら
注
目
す
べ
き
こ
と
が
１
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、

欧
米
的
個
人
主
義
と
日
本
的
集
団
主
義
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
既
に
明
治
大
正
の
日
本
人
の

言
説
に
見
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
集
団
主
義
（
こ
の
場
合
は
経
営
家
族
主
義
）

は
常
に
個
人
主
義
と
対
峙
す
る
形
で
語
ら
れ
て
い
て
、
欧
米
と
の
差
異
を
正
当
化
し
日
本
の
独

自
性
を
主
張
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
欧
米
の
個
人

主
義
は
所
与
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
実
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
ほ
と
ん
ど

な
い
。
た
だ
、
日
本
の
政
府
や
資
本
家
が
個
人
主
義
を
警
戒
し
た
の
は
、
労
働
運
動
の
背
後
に

は
共
産
主
義
思
想
が
あ
り
、
共
産
主
義
は
究
極
的
に
欧
米
の
個
人
主
義
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ

て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
事
実
は
覚
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
い
っ
た
い
、
欧
米
的
個
人
主
義
と
日
本
的
集
団
主
義
と
い
う
語
り
は
、
い
つ
誰
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
の
ご
と
の
起
源
を
問
う
ほ
ど
難
し
い
こ
と
は
な
い
が
、
私
の
見
立

て
で
は
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
ロ
ー
エ
ル
の
『
極
東
の
魂
』（
原
著
１
８
８
８
年
）
に
１
つ
の
原
点

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
日
で
は
内
外
と
も
に
注
目
度
は
低
い
が
、
か
の
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
が
日
本
を
訪
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
本
と
言
え
ば
、
関
心
は

一
気
に
高
ま
る
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
ロ
ー
エ
ル
は
大
森
貝
塚
を
発
見
し
た
エ
ド

ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
の
ア
メ
リ
カ
で
の
講
演
に
触
発
さ
れ
て
訪
日
し
た
と
い
う
。
以
下
、
個
人
主

義
と
集
団
主
義
を
中
心
に
海
外
の
日
本
人
論
・
日
本
文
化
論
の
系
譜
を
簡
単
に
辿
る
が
、
年
代

順
に
流
れ
を
追
う
の
で
は
な
く
、
読
者
に
馴
染
み
の
深
い
戦
後
の
著
作
か
ら
明
治
時
代
に
遡
っ

て
記
す
。

１
　
Ｒ
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
『
菊
と
刀
』（
原
著
１
９
４
６
年
）

　
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
文
化
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』
は
、
世
界

で
も
っ
と
も
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
日
本
論
の
１
つ
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
女
は
日
本
研
究
の

専
門
家
で
は
な
く
、
日
本
と
関
わ
り
を
も
っ
た
の
は
戦
時
中
に
ア
メ
リ
カ
政
府
の
情
報
機
関
に

配
属
さ
れ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
を
訪
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
事
実
誤
認
や

誤
解
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
歴
史
に
名
を
残
し
た
の
は
、
情
報
機
関
の
同
僚

の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
大
方
の
解
説
書
と
は
裏
腹
に
、
実
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
日
本
人
の
集
団
主
義
に
触
れ
た
箇
所

は
ご
く
僅
か
で
、
第
３
章
「
各
々
其
ノ
所
ヲ
得
」
に
多
少
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
章
の

焦
点
は
ア
メ
リ
カ
の
自
由
平
等
と
日
本
の
階
層
制
度
の
比
較
に
あ
り
、
出
自
や
地
位
の
差
に
よ

る
束
縛
を
嫌
う
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
、
日
本
人
は
「
分
相
応
」
に
振
る
舞
う
と
さ
れ
た
。
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
行
動
を
学
ぶ
場
が
イ
エ
で
あ
り
、
家
長
は
イ
エ
の
代
表
と

し
て
そ
の
名
誉
を
守
り
、
家
人
は
各
々
の
地
位
（
嫡
子
の
長
男
と
次
三
男
以
下
、
実
子
と
養
子

な
ど
の
区
分
）に
従
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。日
本
で
は「
イ
エ
の
意
志
へ
の
服
従
」

が
「
共
同
の
忠
誠
の
名
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
主
張
で
、
そ

れ
は
全
体
が
個
に
優
先
す
る
集
団
主
義
の
言
説
と
一
致
す
る
。

２
　
Ｊ
・
Ｆ
・
エ
ン
ブ
リ
ーT

he Japanese N
ation

（
１
９
４
５
年
）

　
同
じ
く
文
化
人
類
学
者
の
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
エ
ン
ブ
リ
ー
は
、
戦
前
に
熊
本
の
農
村
を
調
査
し

て
『
日
本
の
村
　
須
恵
村
』（
原
著
１
９
３
９
年
）
と
い
う
貴
重
な
記
録
を
残
し
た
。
そ
の
彼

が
書
い
た
本
書
（nation

に
は
民
族
・
国
民
・
国
の
意
味
が
あ
る
）
は
、
今
日
で
こ
そ
知
る
人

ぞ
知
る
存
在
だ
が
、
占
領
期
に
は
軍
関
係
者
を
含
む
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
広
く
読
ま
れ
た
。

一
般
書
な
の
で
日
本
の
社
会
文
化
的
特
徴
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
あ
り
、
所
々
に
ア
メ
リ

40CEL November 201641 CEL November 2016

策
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
や
一
体
感
が
自
然
と
養
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

日
本
の
会
社
は
「
価
値
、
先
祖
、
信
仰
を
共
有
す
る
拡
大
家
族
」
な
の
だ
、
と
ア
ベ
グ
レ
ン
は

論
じ
た
。
彼
は
無
条
件
に
日
本
を
賞
賛
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が

日
本
の
企
業
文
化
を
認
め
た
こ
と
に
、
多
く
の
日
本
人
は
自
負
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
た
。

　
こ
の
手
の
議
論
に
は
、
明
治
以
降
の
度
重
な
る
労
働
争
議
や
労
使
の
対
立
を
看
過
し
て
い
る

と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
英
語
圏
で
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
は
、『
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
・
日
本
の
工
場
』（
原
著
１
９
７
３

年
）
の
中
で
、
両
者
の
根
本
的
相
違
は
イ
ギ
リ
ス
的
個
人
主
義
と
日
本
的
集
団
主
義
に
あ
る
と

説
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
社
と
社
員
の
利
益
が
反
す
る
場
合
、
日
本
人
な
ら
ば
多
少
の
自
己

犠
牲
を
厭
わ
ず
会
社
の
た
め
に
尽
く
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
そ
う
し
た
期
待
を
す
る
の
は
ま
ず

無
理
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
は
斜
陽
で
、
日
本
は
成
長
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ド
ー
ア
は
、
日
本
人
は
「
会
社
と
い
う
家
族
」
の
た
め
に
自
分
の
家
族
を
犠
牲
に
し
が
ち
で
あ

る
と
警
告
す
る
一
方
で
、「
逆
収
斂
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
、
近
代
化
の
遅
れ

た
日
本
が
欧
米
先
進
諸
国
に
収
斂
す
る
（
＝
い
ず
れ
同
化
す
る
）
の
で
は
な
く
、
近
代
化
に
遅

れ
た
か
ら
こ
そ
日
本
に
は
「
後
発
効
果
」
が
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
欧
米
が
日
本
に
収
斂
す
る
と

い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
欧
米
を
発
展
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
化
論
の
逆
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
の
日
本
経
済
が
絶
頂
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
１
９
７
９
年
、
１
冊
の
衝
撃
的
な
タ
イ
ト

ル
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
が
そ
れ
で
、
著
者
は
ハ
ー
ヴ
ァ

ー
ド
大
学
教
授
の
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
大
企
業
が
国
際

的
成
功
を
収
め
た
の
は
、
集
団
へ
の
忠
誠
心
が
日
本
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

は
な
く―

―

海
外
で
は
日
本
の
「
侍
」
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
る―

―

、
個
と
全

体
の
調
和
を
重
視
す
る
日
本
の
組
織
風
土
が
社
員
の
帰
属
意
識
を
強
め
、
そ
れ
が
高
い
生
産
性

に
寄
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
は
１
９
６
０
年
代
に
東
京
近
郊
の
自
治
体
を
調
査
し

た
硬
派
の
社
会
学
者
で
あ
っ
た
が
、
一
般
向
け
の
こ
の
本
で
は
、
日
本
の
成
功
を
鏡
と
し
て
自

己
満
足
に
陥
り
が
ち
な
ア
メ
リ
カ
人
に
反
省
を
迫
っ
た
。
副
題
が
「
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
」
と

な
っ
て
い
た
所
以
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
多
く
の
読
者
は
『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
に
酔
っ
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
が
世
界
を
席
巻
す
る
中
で
、
日
本
の
学
者
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

だ
ろ
う
か
。
一
見
、
海
外
の
論
調
は
日
本
国
内
の
議
論
と
無
関
係
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

は
陰
に
陽
に
日
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
後
述
の
よ
う
に
経
営
家
族
主
義
そ
の

も
の
が
明
治
日
本
で
生
ま
れ
た
概
念
な
の
だ
が
、
日
本
の
会
社
を
家
族
に
比
し
た
外
国
人
学
者

の
多
く
は
、
産
業
社
会
学
者
で
『
日
本
的
経
営
』（
１
９
８
４
年
）
を
著
し
た
尾
高
邦
雄
や
、

社
会
人
類
学
者
で
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
中
根
千
枝
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
特
に
、
中
根
の

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』（
１
９
６
７
年
）
は
、
１
９
７
０
年
にJapanese Society

と
し
て

英
訳
さ
れ
、
海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
の
必
読
書
と
な
っ
た
程
で
あ
る
（
た
だ
し
原
典
と
英
語

版
で
は
構
成
と
表
現
が
か
な
り
違
う
）。

　
私
の
専
門
は
文
化
人
類
学
な
の
で
、
中
根
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
彼
女
は

「
場
」
と
「
資
格
」
と
い
う
対
概
念
を
提
示
し
て
、
日
本
に
お
け
る
場
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

大
学
を
例
に
と
れ
ば
、
教
授
や
事
務
員
や
学
生
と
い
っ
た
資
格
の
差
を
乗
り
越
え
て
、
同
じ
大

学
と
い
う
場
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
醸
し
出
さ
れ
る
一
体
感
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
。
場
を

共
有
す
る
者
は
「
ウ
チ
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
「
ヨ
ソ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日

本
的
場
の
原
型
は
生
活
の
場
と
し
て
の
イ
エ
（
家
）
に
あ
り―

―

イ
エ
は
家
族
の
他
に
同
居
す

る
親
族
や
住
み
込
み
の
従
業
員
な
ど
を
含
む
生
活
集
団
と
し
て
理
解
さ
れ
る―

―

、
会
社
を
含

む
す
べ
て
の
日
本
の
組
織
は
イ
エ
の
構
造
的
拡
大
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
中
根
の
主
張

で
あ
っ
た
。Ｊ
Ｒ
が
「
国
鉄
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
「
国
鉄
一
家
」
と
い
う
標
語
が
あ
っ
た
が
、

中
根
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
イ
エ
意
識
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
海
外
の
経
営
家
族
主

義
論
者
に
と
っ
て
、
中
根
の
著
作
は
日
本
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
（
主
流
派
）
か
ら
の

格
好
の
お
墨
付
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
墨
付
き
を
与
え
た
の
は
学
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
経
営
者
も
日
本
の
伝
統
と
し
て
の
経

営
家
族
主
義
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
た
。
そ
の
代
表
が
ソ
ニ
ー
の
盛
田
昭
夫
で
、
彼
は

M
ade in Japan

（
１
９
８
６
年
）
と
い
う
外
国
人
読
者
向
け
の
著
書
で
、「
日
本
の
経
営
者
の

も
っ
と
も
重
要
な
使
命
は
、
企
業
内
に
家
族
的
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
で
あ
る
」
と
公
言
し
た
。

日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
研
究
し
た
吉
野
耕
作
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
論
・
日

本
文
化
論
の
最
大
の
消
費
者
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
特
に
海
外
進
出
を
果
た
し
た
大
企
業
の
戦
士

で
あ
っ
た
と
い
う
。
異
文
化
折
衝
の
現
場
に
立
た
さ
れ
た
彼
ら
は
、
盛
田
の
よ
う
な
発
言
を
携

え
て
外
国
人
と
交
流
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
経
営
家
族
主
義
は
明
治
以
降
の
家
族
国
家
観
と
深
い
関
係
が

あ
る
。
家
族
国
家
観
と
は
、
日
本
を
１
つ
の
大
家
族
と
み
な
し
て
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
を
「
家

ルース・ベネディクト

『菊と刀』
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カ
人
の
個
人
主
義
と
日
本
人
の
集
団
主
義
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
エ
ン
ブ
リ
ー
曰
く
、「
日
本

の
政
治
構
造
全
体
の
根
底
に
は
多
く
の
伝
統
的
観
念
が
潜
ん
で
い
る
。
社
会
は
個
人
よ
り
重
要

で
あ
る
と
い
う
考
え
は
そ
の
１
つ
だ
」「
日
本
文
化
は
個
人
よ
り
集
団
の
価
値
を
重
視
す
る
。

日
本
人
は
自
分
の
た
め
で
は
な
く
家
族
や
国
の
た
め
に
働
く
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
個
人
主
義
は
罪
で
あ
る
」「
日
本
人
は
集
団
的
連
帯
を
強
調
す
る
。

そ
れ
は
自
集
団
へ
の
忠
誠
と
い
う
義
務
を
含
む
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
雇
用
者
や
家
族
の
利
益

を
は
じ
め
、
自
分
が
所
属
す
る
す
べ
て
の
集
団
の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
」。

３
　
Ｌ
・
ハ
ー
ン『
日
本
』（
原
著
１
９
０
４
年
）

　
江
戸
時
代
末
期
の
開
国
か
ら
明
治
中
期
に
か

け
て
、「
お
雇
い
外
国
人
教
師
」
を
含
む
多
く

の
知
識
人
が
欧
米
か
ら
訪
れ
て
日
本
の
風
俗
に

つ
い
て
語
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
国
際
情

勢
の
変
化
に
よ
っ
て
訪
問
者
数
も
報
告
数
も
減

っ
て
い
っ
た
。
明
治
後
期
の
著
作
が
多
い
ハ
ー

ン
は
、
い
わ
ば
第
２
世
代
に
属
す
る
。
今
日
、

彼
は
日
本
人
の
間
で
『
怪
談
』
の
作
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
西
洋
で
は
卓
越
し

た
日
本
文
化
の
紹
介
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い

た
。
本
書
は
彼
の
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
の
日
本
観
の
１
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、

日
本
の
歴
史
は
日
本
の
宗
教
の
歴
史
そ
の
も
の

だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
家
族
を

論
じ
る
に
せ
よ
共
同
体
を
論
じ
る
に
せ
よ
、
ハ
ー
ン
は
日
本
人
の
信
仰
な
か
ん
ず
く
祖
先
崇
拝

に
注
目
し
た
。
ま
た
、
意
外
に
も
彼
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
に
影
響
を

受
け
て
い
て
、
家
族
内
の
祖
先
崇
拝
が
共
同
体
内
の
氏
神
信
仰
に
発
展
し
、
そ
れ
が
国
家
の
皇

祖
神
信
仰
に
発
展
し
た
と
主
張
し
た
。『
日
本
』
の
第
５
章
「
日
本
の
家
族
」
に
お
け
る
ハ
ー

ン
の
叙
述
は
、
古
代
と
現
代
の
区
別
が
曖
昧
だ
と
い
う
欠
点
が
あ
る
が
、
家
族
全
体
の
利
益
が

個
人
の
自
由
に
優
先
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
点
で
、
日
本
的
集
団
主
義
を
説
い
た
と
理
解
し
て

よ
い
。
ハ
ー
ン
曰
く
、「
ど
れ
ほ
ど
個
人
は
宗
教
的
集
団
と
し
て
の
家
族
の
犠
牲
に
な
っ
た
こ

と
か
」「
祖
先
崇
拝
は
個
人
の
自
由
を
認
め
な
か
っ
た
。
誰
も
自
分
の
快
楽
の
ま
ま
に
生
き
る

こ
と
は
で
き
ず
、
誰
も
が
規
則
に
従
っ
て
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」「
個
人
に
法
的
地
位
は

な
く
、
家
族
が
社
会
の
単
位
で
あ
っ
た
」「
家
長
で
さ
え
法
的
に
は
家
族
の
代
表
者
と
し
て
の

み
存
在
し
た
」。
そ
し
て
、
続
く
第
６
章
「
共
同
体
の
祭
祀
」
で
は
、
家
族
は
地
域
共
同
体
（
村
）

の
意
志
に
従
属
し
た
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

４
　
Ｐ
・
ロ
ー
エ
ル
『
極
東
の
魂
』（
原
著
１
８
８
８
年
）

　
天
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
た
ロ
ー
エ
ル
は
19
世
紀
末
に
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
訪
れ
、
同
地
域
の

精
神
文
化
に
関
す
る
著
作
を
い
く
つ
か
残
し
た
。
本
書
の
主
題
は
、「
極
東
人
」
と
し
て
一
括

さ
れ
た
日
本
人
・
朝
鮮
人
・
中
国
人
の
「
没
個

性
」（im

personality

）
で
、
そ
の
家
族
生
活
・

言
語
芸
術
・
宗
教
に
お
け
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
没
個
性
の
対
比
概
念
は
西
洋
の
「
個
我
」

（individuality

）
で
あ
る
。

　
冒
頭
で
西
洋
と
極
東
は
す
べ
て
が
真
逆
だ
と

し
た
ロ
ー
エ
ル
は
、
第
１
章
「
個
我
」
で
「
自

我
が
西
洋
人
の
心
の
本
質
で
あ
る
な
ら
、
極
東

の
魂
は
没
個
性
で
あ
る
」
と
説
い
た
。
そ
し
て
、

続
く
第
２
章
「
家
族
」
と
第
３
章
「
養
子
」
で
は
、

以
下
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
。（
１
）
極

東
の
社
会
単
位
は
個
人
で
は
な
く
家
族
で
あ
る
。

（
２
）
自
己
を
中
心
に
人
間
関
係
が
回
る
西
洋

人
の
社
会
観
は
天
動
説
的
で
あ
り
、
極
東
人
の

そ
れ
は
家
族
を
回
転
軸
と
す
る
。（
３
）
極
東

の
帝
国
は
１
つ
の
大
家
族
に
、
家
族
は
１
つ
の

小
帝
国
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
４
）
家
長
の
権
限
は
彼
個
人
の
力
で
は
な
く
、
家

族
の
代
表
と
し
て
の
地
位
に
由
来
す
る
。（
５
）
個
々
の
家
族
成
員
の
生
活
は
家
族
全
体
の
生

活
と
不
可
分
で
あ
る
。（
６
）
養
子
を
と
る
の
は
子
ど
も
へ
の
愛
情
か
ら
で
は
な
く
、
家
族
の

系
譜
を
永
続
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
極
東
で
は
成
人
の
婿
養
子
が
多
い
、
等
々
。

そ
の
う
え
で
、
ロ
ー
エ
ル
は
極
東
の
家
族
生
活
を
誕
生
か
ら
結
婚
ま
で
概
観
し
、
個
人
の
行
動

が
家
族
の
名
の
も
と
に
規
制
さ
れ
て
い
る
様
を
描
い
た
。

　
対
象
を
日
本
に
限
る
と
、
家
族
国
家
観
が
登
場
す
る
前
に
、「
帝
国
は
１
つ
の
大
家
族
」
と

指
摘
し
た
こ
と
は
卓
見
で
あ
る
。
ま
た
、
西
洋
の
個
我
と
明
確
に
対
比
す
る
形
で
極
東
の
没
個

性
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
後
の
個
人
主
義
と
集
団
主
義
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
形
成
に
大

き
く
寄
与
し
た
。
た
だ
、
ロ
ー
エ
ル
に
は
社
会
進
化
論
者
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
て
、
人
間
の

精
神
は
個
人
の
成
長
と
と
も
に
発
達
す
る
の
で
、
没
個
性
を
特
徴
と
す
る
極
東
は
滅
び
る
運
命

に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
当
時
の
欧
米
列
強
の
圧
倒
的
力
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
考
え
を
一

笑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
西
洋
文
明
の
お
ご驕
り
が
個
人
主
義
を
集
団
主
義
の
上
に
置
い
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
経
営
家
族
主
義
を
中
心
に
、
内
外
の
代
表
的
な
日
本
人
論
・
日
本
文
化
論
の
系
譜
を

辿
っ
た
。
最
後
に
３
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
本
論
を
閉
じ
た
い
。

　
第
一
は
、
海
外
の
文
化
人
類
学
者
の
間
で
は
、
エ
ン
ブ
リ
ー
や
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
日
本
研
究

の
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。実
は
か
く
言
う
私
も
無
関
心
だ
っ
た
の
だ
が
、10
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
の『
心
』（
原

著
１
８
９
６
年
）
を
読
ん
で
い
た
と
き
、
彼
の
日
本
人
の
祖
先
崇
拝
の
描
写
が
、『
菊
と
刀
』

で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
恩
と
義
理
の
部
分
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
（
詳
し
く

は
桑
山
編
『
日
本
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
』
の
序
論
を
参
照
）。『
菊
と
刀
』
に
は
参
考
文

献
が
ほ
と
ん
ど
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
日
本
観
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
た
か
は
長
ら
く
謎
だ
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
上
述
の
情
報
機
関
の
同
僚―

―

特
に
『
日
本

人
の
性
格
構
造
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』（
原
著
１
９
４
２
年
）
の
著
者
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー

―
―

の
研
究
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は

ハ
ー
ン
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
試
み
た
よ
う
に
、
明
治
大
正
期
に
日
本
を

訪
れ
た
外
国
人
の
著
作
を
丹
念
に
読
み
込
め
ば
、
見
失
わ
れ
た
戦
前
と
戦
後
の
接
点
が
見
つ
か

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
二
は
、
モ
ー
ス
が
活
躍
し
た
明
治
初
期
か
ら
、
日
本
の
知
識
人
や
指
導
者
は
、
時
と
し
て

欧
米
人
の
日
本
論
に
感
銘
を
受
け
な
が
ら
、
時
と
し
て
彼
ら
に
反
発
し
な
が
ら
自
画
像
を
描
い

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
戦
後
直
後
に
出
版
さ
れ
た
『
菊
と
刀
』
が
、
い

ま
だ
に
多
く
の
日
本
人
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
明
治
大
正
期
に
経
営
家
族
主
義
を
説
い
た
日
本
の
資
本
家
は
、
そ
れ
を
欧
米
の
個

人
主
義
と
対
峙
さ
せ
て
日
本
の
独
自
性
を
主
張
し
た
。
同
様
の
構
図
は
、
経
営
家
族
主
義
の
基

と
な
っ
た
家
族
国
家
観
に
も
言
え
る
。
祖
先
／
皇
祖
神
崇
拝
の
重
要
性
を
説
い
た
彼
ら
が
意
識

し
て
い
た
の
は
、
個
人
の
信
仰
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
（
と
想
定

さ
れ
た
）
個
人
主
義
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
人
が
展
開
し
た
集
団
主
義
論
は
、
近
現
代

の
覇
権
を
握
っ
た
欧
米
へ
の
「
反
覇
権
的
言
説
」
で
あ
っ
た
。
当
初
、
そ
れ
は
欧
米
の
学
者
に

よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
日
本
経
済
の
復
興
を
き
っ
か
け
に
肯
定
的
に
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
が
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
て
多
く
の
日
本
人
自
身
の
自
画
像
に
取
り
込

ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
自
己
像
は
他
者
像
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
は
他
者
と
の
関
係
で
の
み
存
在
す
る
、
と
い
う
事
実

か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
他
者
が
自
己
に
と
っ
て
同
じ
意
味

を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
自
画
像
を
描
く
際
の
「
重
要
な
他
者
」
と
は
、
肯
定
的
に
せ
よ
否
定

的
に
せ
よ
、
自
己
が
比
較
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
相
手
で
あ
る
。
近
現
代
の
日
本
に
と
っ
て
、

こ
の
重
要
な
他
者
と
は
欧
米
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
欧
米
人
の
日
本
に
対
す
る
眼
差
し
は
、

日
本
人
の
自
画
像
に
決
定
的
な
重
み
を
も
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
日
本
的
集

団
主
義
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
措
定
さ
れ
た
欧
米
的
個
人
主
義
は
、
き
わ
め
て
一
般
化
か
つ

理
念
化
さ
れ
た
他
者
像
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
実
が
十
分
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
実
は
、
家
族
国
家
観
を
提
唱
し
た
日
本
の
知
識
人
の
欧
米
理
解
が
浅
薄
で
あ
る
と
い
う
批

判
は
、
彼
ら
の
論
敵
に
よ
っ
て
度
々
な
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
事
実
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
生
き
る
我
々
に
与
え
る
教
訓
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

国
内
外
で
頻
繁
に
接
触
す
る
よ
う
に
な
っ
た
外
国
人―

―

人
類
学
者
は
彼
ら
の
こ
と
を
「
異
質

の
他
者
」
と
呼
ぶ―

―

に
対
す
る
深
い
理
解
が
な
け
れ
ば
、
十
全
な
自
己
理
解
は
有
り
得
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
完
全
な
他
者
像
に
基
づ
く
教
条
化
し
た
自
己
像
は
、
戦
前

の
皇
国
史
観
を
支
え
た
家
族
国
家
観
の
よ
う
に
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
排
外
主
義
を
も

た
ら
す
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
説
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
が
、
健
全
で
等
身
大

の
自
画
像
を
描
く
た
め
に
は
、
鏡
像
と
し
て
の
他
者
を
注
意
深
く
観
察
し
て
描
く
必
要
が
あ
る

の
だ
。
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策
も
充
実
し
て
い
る
の
で
、
会
社
へ
の
忠
誠
心
や
一
体
感
が
自
然
と
養
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

日
本
の
会
社
は
「
価
値
、
先
祖
、
信
仰
を
共
有
す
る
拡
大
家
族
」
な
の
だ
、
と
ア
ベ
グ
レ
ン
は

論
じ
た
。
彼
は
無
条
件
に
日
本
を
賞
賛
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が

日
本
の
企
業
文
化
を
認
め
た
こ
と
に
、
多
く
の
日
本
人
は
自
負
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
た
。

　
こ
の
手
の
議
論
に
は
、
明
治
以
降
の
度
重
な
る
労
働
争
議
や
労
使
の
対
立
を
看
過
し
て
い
る

と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
英
語
圏
で
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
は
、『
イ
ギ
リ
ス
の
工
場
・
日
本
の
工
場
』（
原
著
１
９
７
３

年
）
の
中
で
、
両
者
の
根
本
的
相
違
は
イ
ギ
リ
ス
的
個
人
主
義
と
日
本
的
集
団
主
義
に
あ
る
と

説
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
会
社
と
社
員
の
利
益
が
反
す
る
場
合
、
日
本
人
な
ら
ば
多
少
の
自
己

犠
牲
を
厭
わ
ず
会
社
の
た
め
に
尽
く
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
そ
う
し
た
期
待
を
す
る
の
は
ま
ず

無
理
だ
と
い
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
は
斜
陽
で
、
日
本
は
成
長
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ド
ー
ア
は
、
日
本
人
は
「
会
社
と
い
う
家
族
」
の
た
め
に
自
分
の
家
族
を
犠
牲
に
し
が
ち
で
あ

る
と
警
告
す
る
一
方
で
、「
逆
収
斂
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
、
近
代
化
の
遅
れ

た
日
本
が
欧
米
先
進
諸
国
に
収
斂
す
る
（
＝
い
ず
れ
同
化
す
る
）
の
で
は
な
く
、
近
代
化
に
遅

れ
た
か
ら
こ
そ
日
本
に
は
「
後
発
効
果
」
が
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
欧
米
が
日
本
に
収
斂
す
る
と

い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
欧
米
を
発
展
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
化
論
の
逆
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
の
日
本
経
済
が
絶
頂
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
１
９
７
９
年
、
１
冊
の
衝
撃
的
な
タ
イ
ト

ル
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
』
が
そ
れ
で
、
著
者
は
ハ
ー
ヴ
ァ

ー
ド
大
学
教
授
の
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
大
企
業
が
国
際

的
成
功
を
収
め
た
の
は
、
集
団
へ
の
忠
誠
心
が
日
本
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

は
な
く―

―

海
外
で
は
日
本
の
「
侍
」
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
る―

―

、
個
と
全

体
の
調
和
を
重
視
す
る
日
本
の
組
織
風
土
が
社
員
の
帰
属
意
識
を
強
め
、
そ
れ
が
高
い
生
産
性

に
寄
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
は
１
９
６
０
年
代
に
東
京
近
郊
の
自
治
体
を
調
査
し

た
硬
派
の
社
会
学
者
で
あ
っ
た
が
、
一
般
向
け
の
こ
の
本
で
は
、
日
本
の
成
功
を
鏡
と
し
て
自

己
満
足
に
陥
り
が
ち
な
ア
メ
リ
カ
人
に
反
省
を
迫
っ
た
。
副
題
が
「
ア
メ
リ
カ
へ
の
教
訓
」
と

な
っ
て
い
た
所
以
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
多
く
の
読
者
は
『
ジ
ャ
パ
ン
ア
ズ
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
に
酔
っ
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
が
世
界
を
席
巻
す
る
中
で
、
日
本
の
学
者
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

だ
ろ
う
か
。
一
見
、
海
外
の
論
調
は
日
本
国
内
の
議
論
と
無
関
係
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実

は
陰
に
陽
に
日
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
後
述
の
よ
う
に
経
営
家
族
主
義
そ
の

も
の
が
明
治
日
本
で
生
ま
れ
た
概
念
な
の
だ
が
、
日
本
の
会
社
を
家
族
に
比
し
た
外
国
人
学
者

の
多
く
は
、
産
業
社
会
学
者
で
『
日
本
的
経
営
』（
１
９
８
４
年
）
を
著
し
た
尾
高
邦
雄
や
、

社
会
人
類
学
者
で
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
中
根
千
枝
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
特
に
、
中
根
の

『
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
』（
１
９
６
７
年
）
は
、
１
９
７
０
年
にJapanese Society

と
し
て

英
訳
さ
れ
、
海
外
に
お
け
る
日
本
研
究
の
必
読
書
と
な
っ
た
程
で
あ
る
（
た
だ
し
原
典
と
英
語

版
で
は
構
成
と
表
現
が
か
な
り
違
う
）。

　
私
の
専
門
は
文
化
人
類
学
な
の
で
、
中
根
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
、
彼
女
は

「
場
」
と
「
資
格
」
と
い
う
対
概
念
を
提
示
し
て
、
日
本
に
お
け
る
場
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

大
学
を
例
に
と
れ
ば
、
教
授
や
事
務
員
や
学
生
と
い
っ
た
資
格
の
差
を
乗
り
越
え
て
、
同
じ
大

学
と
い
う
場
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
醸
し
出
さ
れ
る
一
体
感
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
。
場
を

共
有
す
る
者
は
「
ウ
チ
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
「
ヨ
ソ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日

本
的
場
の
原
型
は
生
活
の
場
と
し
て
の
イ
エ
（
家
）
に
あ
り―

―

イ
エ
は
家
族
の
他
に
同
居
す

る
親
族
や
住
み
込
み
の
従
業
員
な
ど
を
含
む
生
活
集
団
と
し
て
理
解
さ
れ
る―

―

、
会
社
を
含

む
す
べ
て
の
日
本
の
組
織
は
イ
エ
の
構
造
的
拡
大
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
中
根
の
主
張

で
あ
っ
た
。Ｊ
Ｒ
が
「
国
鉄
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
「
国
鉄
一
家
」
と
い
う
標
語
が
あ
っ
た
が
、

中
根
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
イ
エ
意
識
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
海
外
の
経
営
家
族
主

義
論
者
に
と
っ
て
、
中
根
の
著
作
は
日
本
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
（
主
流
派
）
か
ら
の

格
好
の
お
墨
付
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
墨
付
き
を
与
え
た
の
は
学
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
経
営
者
も
日
本
の
伝
統
と
し
て
の
経

営
家
族
主
義
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
た
。
そ
の
代
表
が
ソ
ニ
ー
の
盛
田
昭
夫
で
、
彼
は

M
ade in Japan

（
１
９
８
６
年
）
と
い
う
外
国
人
読
者
向
け
の
著
書
で
、「
日
本
の
経
営
者
の

も
っ
と
も
重
要
な
使
命
は
、
企
業
内
に
家
族
的
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
で
あ
る
」
と
公
言
し
た
。

日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
研
究
し
た
吉
野
耕
作
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
論
・
日

本
文
化
論
の
最
大
の
消
費
者
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
特
に
海
外
進
出
を
果
た
し
た
大
企
業
の
戦
士

で
あ
っ
た
と
い
う
。
異
文
化
折
衝
の
現
場
に
立
た
さ
れ
た
彼
ら
は
、
盛
田
の
よ
う
な
発
言
を
携

え
て
外
国
人
と
交
流
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
経
営
家
族
主
義
は
明
治
以
降
の
家
族
国
家
観
と
深
い
関
係
が

あ
る
。
家
族
国
家
観
と
は
、
日
本
を
１
つ
の
大
家
族
と
み
な
し
て
、
天
皇
と
臣
民
の
関
係
を
「
家

１
９
５
５
年
生
ま
れ
。
文
化
人
類
学
者
。
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
博
士
課
程
修
了
。
米
国
ヴ

ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
大
学
助
教
授
な
ど
を
経

て
、
現
在
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
。

著
書
にN

ative A
nthropology

（T
rans Pacific 

Press

）、『
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
人
類
学
と
民
俗
学
』（
弘

文
堂
）、
編
著
に
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
い
か
に
生

き
る
か
』（
平
凡
社
）、『
日
本
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

た
か
』（
昭
和
堂
）
な
ど
。

Kuwayama Takami

他
者
の
眼
差
し
が
も
た
ら
す
も
の



『日本奥地紀行』

文明開化期の明治日本を訪
れたイギリス人女性イザベ
ラ・バードによる、東京か
ら北海道までの旅行記。正
確な観察眼と精緻なスケッ
チで習俗や風物を克明に描
き出した貴重な資料である
とともに、日本文化への感
嘆と批判が入り交じったバ
ードの文章からは、当時の
日本への視点をもくみ取れ
る。

イザベラ・バード著、
高梨 健吉訳
平凡社ライブラリー／2000年

『日本人と日本文化
〈対談〉司馬遼太郎、
ドナルド・キーン』

日本文学の優れた研究者で
あるキーン氏と雄大な構想
で歴史と人物を描いた作家
司馬氏による対談。平安か
ら江戸の文化、日本人の宗
教観、モラル、戦争観など
幅広い知識をもつ両氏が、
「双方の体温で感じ取った
日本文化」を語る。海外の
視点と歴史の視点両方が絶
妙にからみあい、興趣がつ
きない。

司馬 遼太郎、
ドナルド・キーン著
中公文庫／1984年

『外国人による 
日本論の名著
ゴンチャロフから
パンゲまで』
幕末開国前後以降に外国人
によって書かれた、優れた
日本人論42篇を選んで解説
する。「謎と神秘の国」と
して異国人を魅了した開国
直後の時代から、世界を驚
かせた日露戦争を経て、敗
戦から驚異的な復興を遂げ
世界第二の経済大国に成長
した「奇蹟」の70年代に至
るまでの、日本への眼差し
の変遷が綴られる。

佐伯 彰一、芳賀 徹編著
中公新書／1987年

19世紀末から20世紀を通
して、世界が発見した「日
本」と、日本人が視覚化し
て伝えた「ジャパネスク」
の構造を、日本近代の文化
表象の特色と捉える著者が、
かつての、さらにこれから
の「日本的なものとは何
か」を問う。文芸や美術、
建築など、日本を象徴する
さまざまな作品の成り立ち
をたどり見えてくるものと
は？

柴崎 信三著
筑摩選書／2015年

『〈日本的なもの〉
とは何か
ジャポニスムから
クール・ジャパンへ』

1930年代の日本に滞在した
ドイツ人建築家による日本
文化論の名著。「一切は清
純であり、それ故にまた限
りなく美しい」──桂離宮
や伊勢神宮、飛驒白川の農
家など、その装飾を省いた
簡素さにこそ日本美の極致
を見出すタウトの視点は、
私たちが見慣れた光景を今
なお価値あるものとして再
発見させてくれる。

ブルーノ・タウト著、
篠田 英雄訳
岩波新書／1962年

『日本美の再発見
〔増補改訳版〕』

7

『風土の日本
 自然と文化の通態』

フランス日本学の第一人者
である著者が、日本の風土
を「milieu（ミリュー）＝間
の場所」という独自の概念
で位置づけた、新たな自然
観念を提唱。日本の気象や
植生などを詳細に記し、ヨ
ーロッパの哲学や地理学を
照らし合わせ、さらに独自
の風土観念も加えた哲学的
思考により、高度な日本論
としても読める一冊。

オギュスタン・ベルク著、
篠田 勝英訳
ちくま学芸文庫／1992年

6

『「日本人論」再考』

明治以降150年に及ぶ日本
人論の歴史を総括する。『武
士道』から『菊と刀』『「甘え」
の構造』まで、日本人論が
近代化とともに量産されて
きた背景には、ナショナリ
ズムの高揚や敗戦、高度経
済成長など、日本人として
のアイデンティティを揺る
がす危機があったと説く一
冊。

船曳 建夫著
講談社学術文庫／2010年

5

『茶の本』

美術研究家、思想家の岡倉
天心が米国滞在中に英語を
駆使し、本名の覚三名義で
著した本書は、「茶」から
日本文化の読み解きを試み
た文明論。宗教的起源をも
ち、芸術的感受性にまで影
響を及ぼしてきた「茶」の
精神を西洋文化と対比させ
た本書は、日本文化の啓発
書として世界で読み継がれ
ている。

岡倉 覚三著、村岡 博訳
岩波文庫／1929年

3

『新編 日本の面影』

ハーンの代表作『知られぬ
日本の面影』より、来日時
から最初の赴任地松江を去
るまでの文章を収録。当時
の訪日外国人を戸惑わせた
日本のアニミズム的な宗教
観やあいまいな微笑を、ハ
ーンは日本人の豊かな精神
性と捉える。文化の多元性
を尊重したハーンの視点は、
今なお色褪せることがない。

ラフカディオ・ハーン著、
池田 雅之訳
角川ソフィア文庫／2000年

『逝きし世の面影』

開国当時の来日外国人によ
る記録をもとに、西洋化す
る前の失われた日本文明の
姿を鮮明に描き出した一冊。
人々の無欲ぶりや無邪気さ、
剝き出しの性、子どもへの
寛容さなど、外国人という
鏡に映し出された在りし日
の民衆の「豊かさ」が甦る
とき、西洋化の道へと突き
進んだ近代の意味が逆説的
に浮かび上がる。

渡辺 京二著
平凡社ライブラリー／2005年
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外から「日本」を見直すための10冊
特集／外から「日本」を見直す／その9

Special Feature

Reframing
Japan
from
the

Outside
9Part

日本はどのように外から見られ、また自分自身を見てきたのでしょうか。
過去から現在に至るまで、実に多くの日本論や日本人論が

外国人や日本人によって著されています。
そのなかから、時代や切り口の異なる10冊を選びました。

これらの視点を踏まえて改めて見直したとき、
どのような「日本」が浮かび上がってくるでしょうか？
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晃
子

き
も
の
の
力
、恐
る
べ
し
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ふ
か
い・あ
き
こ
／
服
飾
史
研
究
家
。京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
理
事・

名
誉
キ
ュレ
ー
タ
ー
。フ
ァッ
シ
ョン
に
関
す
る
展
覧
会
を
国
内
外
で
企
画・

開
催
。主
な
企
画
展
に「
華
麗
な
革
命
」展（
１
９
８
９
年
）、「
モ
ー
ド
の
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
」展（
１
９
９
４
年
）、「Future Beauty

日
本
フ
ァッ
シ
ョン
の

未
来
性
」展（
２
０
１
２
年
）な
ど
が
あ
る
。著
書
に『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
イ
ン
フ

ァッ
シ
ョン
』『
フ
ァッ
シ
ョン
か
ら
名
画
を
読
む
』な
ど
。

　Ｎ
Ｙ
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
でK

IM
O
N
O

展
が
開
催
さ
れ
た
の
は
２
年
ほ
ど
前
。
レ
ク
チ
ャ
ー

に
呼
ば
れ
た
。
驚
い
た
こ
と
に
は
、
会
場
は
８
０
０

人
も
の
聴
衆
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
通
常
、
私

関
連
の
地
味
で
、
少
し
専
門
的
な
講
演
会
に
こ
れ
ほ

ど
の
聴
衆
者
が
集
ま
る
こ
と
は
、〝
絶
対
に
〞
あ
り

え
な
い
。「
き
も
の
」
の
力
、
恐
る
べ
し
！
で
あ
る
。

　私
は
、
き
も
の
の
欧
米
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
過

去
か
ら
現
状
ま
で
を
話
し
た
。
お
気
づ
き
か
も
し
れ

な
い
が
、
最
近
、
国
内
だ
け
で
な
く
、
国
外
で
も
、

き
も
の
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
き

も
の
繋
が
り
の
デ
ザ
イ
ン
や
技
法
が
た
び
た
び
登
場

す
る
。
伝
統
が
ど
う
に
も
古
臭
く
感
じ
ら
れ
た
時
代

か
ら
、
今
、
振
り
子
は
反
対
方
向
に
振
れ
て
い
る
。

　き
も
の
が
、
西
欧
の
人
た
ち
を
と
り
こ虜

に
し
た
時
期
は
、

過
去
に
２
回
あ
る
。
最
初
は
江
戸
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
で
海
外
に
渡
っ
た
き
も
の
が
、
男

性
の
お
し
ゃ
れ
な
室
内
着
と
し
て
着
ら
れ
た
時
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
絵
に
見
え
る
。

　次
が
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
初
め
。
１
８
５
４
年
、
日
本
が
開
国
す
る
と
、
浮
世
絵
を

は
じ
め
日
本
品
は
海
外
で
人
気
と
な
る
。
き
も
の
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
ら

の
絵
画
に
登
場
し
、
パ
リ
・
モ
ー
ド
に
も
影
響
し
て
い
く
。

　多
く
の
西
欧
の
人
が
き
も
の
を
目
に
し
た
の
は
、
１
８
６
７
年
の
パ
リ
万
博
だ
っ
た
。
正

式
に
参
加
し
た
日
本
か
ら
、３
人
の
日
本
人
女
性
が
派
遣
さ
れ
た
。き
も
の
姿
の
彼
女
た
ち
は
、

特
設
さ
れ
た
日
本
家
屋
で
見
物
客
た
ち
に
お
茶
の
接
待
を
し
て
、
大
変
な
人
気
を
博
し
た
と

い
う
。
こ
の
時
、
日
本
女
性
の
き
も
の
姿
は
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
こ
の
万
博
を

視
察
し
た
後
の
実
業
家
、
渋
沢
栄
一
は
、
日
記
に
「
蟻
が
群
が
る
よ
う
に
」
彼
女
た
ち
を
見

よ
う
と
集
ま
っ
た
見
物
客
の
こ
と
や
、
き
も
の
を
買

い
た
い
と
い
う
若
い
女
性
が
大
勢
い
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
現
地
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト
か

ら
も
、
彼
が
記
し
た
情
景
が
彷
彿
さ
れ
る
。

　女
性
雑
誌
に
は
、「
日
本
風
」
と
称
す
る
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
が
登
場
す
る
。
以
後
、
き
も
の
の
影
響
が
パ

リ
・
モ
ー
ド
に
現
わ
れ
、
き
も
の
は
モ
ネ
や
マ
ネ
の

絵
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
や
が
て
、
欧
米
に
は

K
IM
O
N
O

と
い
う
語
が
定
着
し
て
い
く
。
こ
の
時

の
日
本
熱
は
、
後
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
呼
ば
れ
、
特

に
浮
世
絵
が
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
啓
示
を
与
え
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
き
も
の
も
ま
た
、
欧
米
の

生
活
文
化
に
興
味
深
い
影
響
を
残
し
た
。

　フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
美
術
館
を
調
査
し
た
時
、

19
世
紀
後
半
に
海
外
に
多
く
の
き
も
の
が
渡
り
、
そ

れ
が
今
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
。
欧
米
は
異
国
風
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
き

も
の
の
高
い
美
意
識
と
品
質
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

　そ
れ
か
ら
ず
っ
と
後
、
１
９
８
０
年
代
に
三
宅
一
生
、
川
久
保
玲
、
山
本
耀
司
ら
に
よ
る

日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
評
価
を
受
け
る
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身

の
優
れ
た
才
能
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
た
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
き

も
の
文
化
の
伝
統
、
と
り
わ
け
そ
こ
に
携
わ
っ
た
多
く
の
無
名
の
作
り
手
た
ち
の
繊
細
な
感

性
に
対
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　レ
ク
チ
ャ
ー
の
最
後
を
、「
き
も
の
文
化
の
レ
ガ
シ
ー
は
、
日
本
の
若
い
デ
ザ
イ
ナ
ー
た

ち
に
間
違
い
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
く
」
と
結
ん
だ
。
そ
の
時
の
大
き
な
拍
手
は
「
納
得
」

と
言
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
た
。

パ
リ
万
国
博
覧
会

（
１
８
６
７
年
）の
様
子
。

「
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド・

ロ
ン
ド
ン
･
ニュ
ー
ス
」紙

　

１
８
６
７
年
11
月
16
日
号
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研
究
レ
ポ
ー
ト
そ
の
1

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所 

所
長
代
理

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
や

環
境
性
の
向
上
が
進
む
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
。

一
方
、生
活
者
は
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
に
何
を
求
め
る
の
か
、

世
界
に
先
例
の
な
い
超
高
齢
化
、単
身
化
な
ど
が
進
む
将
来
の

社
会
像
を
見
据
え
、ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
と
な
る
の
か
。

生
活
者
の
視
点
か
ら
、心
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
す
る

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

住
む
価
値
が
実
感
で
き
、

超
少
子
高
齢
社
会
に
対
応
で
き
る

コ
ミュニ
テ
ィ
を
目
指
し
て

生
活
者
の

視
点
か
ら
考
え
る

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ

加
賀
城 

俊
正

た
め
、Lively Collaborator

と
い
う
課
題

把
握
力
な
ど
の
研
修
を
受
け
た
生
活
者
と
、

Chart 1

の
プ
ロ
セ
ス
で
ニ
ー
ズ
を
導
い
た
。

36
件
の
ニ
ー
ズ
が
得
ら
れ
た
が
、
次
の
点
が

浮
か
び
あ
が
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄

化
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
大
阪
の
よ
う
な
都

市
部
の
生
活
者
で
も
、
個
人
の
取
り
組
み
に

は
限
界
を
感
じ
、
地
域
の
人
々
と
連
携
し
て

Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め
た
い
意
向
が
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
隣
で
空
巣
が
頻
発
し

て
も
全
く
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多

く
、
防
犯
は
個
人
で
は
限
界
が
あ
り
、
地
域

で
取
り
組
み
、
よ
り
安
全
に
暮
ら
し
た
い
、

ひ
と
り
で
は
負
担
だ
が
地
域
で
協
力
し
て
高

齢
者
を
見
守
り
た
い
、
地
域
で
子
ど
も
を
見

守
り
た
い
な
ど
の
ニ
ー
ズ
が
示
さ
れ
た
。
新

設
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
入
居
者
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
30
・
40
代
で
、
京
阪
神

在
住
の
一
般
生
活
者
２
０
０
人
に
よ
っ
て
ニ

ー
ズ
の
重
要
度
を
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
を
重
要
と
し
た
人
は
１
６
０
〜
１
８
０
人

と
最
上
位
の
ニ
ー
ズ
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
現
在
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ（
＊
２
）（
家
庭
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム
）
な
ど
の
個
人
向

け
サ
ー
ビ
ス
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー

ズ
を
実
現
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り

と
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
あ
れ

ば
、
生
活
者
に
と
っ
て
新
た
な
価
値
が
生
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
あ
る
講
演
会
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
大
使
館
の

方
が
、「
日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
ス
マ
ー
ト

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
写
真
を
比
較
し
て
何
が
違

う
か
？
」
と
問
い
か
け
た
。
そ
の
答
え
は

人
〞
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
ど
の
ま
ち
も

整
然
と
し
た
施
設
の
写
真
。
一
方
、
デ
ン
マ

ー
ク
は
住
む
人
の
姿
が
常
に
写
っ
て
い
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
思
想
の
違
い
が
垣
間
見
え
た
。

　
国
内
各
地
で
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

実
証
・
導
入
が
進
み
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
に
活
用
す
る
こ
と
で
30
％
程
度
の
省

エ
ネ
・
省
Ｃ
Ｏ
２
の
目
途
も
立
ち
、
そ
の
社

会
的
意
義
は
大
き
い
。
一
方
、
人
や
暮
ら
し

が
潤
う
姿
が
見
え
る
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
が
実
現
す
れ
ば
、
生
活
者
が
そ
の
ま
ち
に

住
む
こ
と
の
価
値
を
実
感
で
き
る
。
世
界
に

先
例
の
な
い
超
高
齢
社
会
で
心
豊
か
に
暮
ら

し
た
り
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
の
合
意
も
踏
ま
え
た
環

境
問
題
な
ど
に
道
を
拓
く
こ
と
も
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
検

討
は
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

中
心
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
し

て
、
人
を
ベ
ー
ス
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り

方
を
さ
ぐ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
目
的
に
向
け
た
検
討
を
始

め
て
い
る
。

・〝
生
活
者
〞
の
視
点
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
捉
え
、心
の
豊
か
さ
、暮
ら
し
の
質（
Ｑ

た
ま
ち
づ
く
り
や
、
地
域
の
生
活
情
報
の
提

供
等
の
利
便
性
に
関
わ
る
も
の
が
上
位
と
な

っ
た
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
新
し
い
絆
づ
く
り
」
と

「
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
に
よ
り
、
個
人

の
限
界
を
超
え
た
価
値
を
生
ん
で
い
く
、〝
つ

な
が
り
が
新
た
な
価
値
を
生
む
ス
マ
ー
ト
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〞
が
中
長
期
的
に
も
有
効
に
な

る
の
で
は
、と
の
仮
説
を
立
て
た（Chart 3

）。

将
来
の
超
高
齢
社
会
や
、
孤
立
し
や
す
い
ひ

と
り
親
世
帯
な
ど
が
増
加
す
る
な
か
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
（
共
助
）
の
実
現
、
シ
ェ

ア
す
る
暮
ら
し
、
地
域
の
人
々
で
連
携
し
た

省
エ
ネ
行
動
な
ど
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が

あ
る
。
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
、
人
と
の
結

び
つ
き
や
、
利
他
に
幸
福
感
を
覚
え
る
と
の

報
告
も
あ
る
。
本
点
か
ら
も
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
以
前
訪
問
し
た
岐
阜
県
の
あ
く
た芥 

み見 

ひ
が
し東
自
治

会
連
合
会
で
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
用
い
て
い
な
い

が
、
２
４
０
０
軒
の
全
世
帯
で
高
齢
者
の
見

守
り
や
生
活
支
援
を
始
め
て
い
た
。
個
人
を

尊
重
し
、
大
き
な
手
助
け
は
断
る
な
ど
の
理

念
を
共
有
し
、
緩
や
か
な
つ
な
が
り
が
実
現

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
と
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
結
び
つ
け
ば
、
接

点
を
持
ち
に
く
い
都
市
部
で
も
実
効
が
期
待

で
き
る
。
人
の
欲
求
は
段
階
的
に
、
社
会
と

の
関
わ
り
や
自
己
実
現
な
ど
に
向
か
う
と
も

言
わ
れ
て
お
り
、
近
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
社
会
参
加
が
増
え
て
い
る
。
将
来
に
向

け
て
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
京
阪
神
在
住
の
生
活
者
か
ら
、
高
齢
者
を

見
守
り
た
い
け
れ
ど
も
今
は
声
掛
け
で
き
る

関
係
が
な
い
、
子
ど
も
を
見
守
り
た
い
け
れ

ど
も
顔
も
知
ら
な
い
な
ど
の
実
情
も
示
さ
れ

た
。
一
方
、
今
回
の
検
討
で
、
公
園
の
イ
ベ

ン
ト
等
で
触
れ
合
い
た
い
、
シ
ス
テ
ム
キ
ッ

チ
ン
の
あ
る
施
設
で
料
理
を
作
り
合
い
た
い

な
ど
の
ニ
ー
ズ
も
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
本
仮
説
の
実
現
に
は
、
次
の
視
点
を

持
つ
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。①
イ
ベ

ン
ト
等
を
通
じ
、
互
い
の
顔
を
そ
れ
と
な
く

知
る
↓
②
そ
れ
ら
を
機
に
、
料
理
を
作
り
合

う
な
ど
の
行
動
を
共
に
す
る
人
が
増
え
て
い

く
↓
③
災
害
時
の
共
助
や
見
守
り
な
ど
、
必

要
な
と
き
に
地
域
で
連
携
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
よ
う
に
個
別
の
ニ
ー
ズ
を
満
た

し
つ
つ
、
将
来
に
向
け
て
つ
な
が
り
を
育
ん

で
い
く
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

の
視
点
で
あ
る
。

　
地
域
で
連
携
し
た
防
犯
、
高
齢
者
や
子
ど

も
の
見
守
り
な
ど
の
個
別
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

具
体
的
内
容
も
生
活
者
と
検
討
し
、
約
30
の

取
り
組
み
を
創
出
し
て
い
る
。
高
齢
者
の
見

守
り
の
一
例
をChart 4

に
示
す
。本
例
で
も
、

単
身
高
齢
者
は
見
守
ら
れ
た
い
、
一
方
30
・

40
代
女
性
は
見
守
り
た
い
人
が
多
い
な
ど
、

各
取
り
組
み
の
実
現
可
能
性
が
う
か
が
え
た
。

今
後
は
、
実
践
に
向
け
た
課
題
や
必
要
な
施

策
な
ど
も
示
し
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
人
の
価
値
観
は
多
様
で
あ
る
。
つ

な
が
り
を
望
ま
な
い
人
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
志
が
尊
重
さ
れ
、
自
由
な
参
加
形
態
や
、

地
域
の
事
情
に
応
じ
て
何
を
行
う
か
な
ど
が

柔
軟
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
高
齢
化
の
進
展
や
、
２

０
５
０
年
ま
で
に
80
％
の
温
室
効
果
ガ
ス
を

削
減
す
る
想
定
、
世
界
の
人
口
が
１
９
９
０

年
の
53
億
人
か
ら
２
０
５
０
年
に
97
億
人
と

な
り
、
食
料
な
ど
の
資
源
を
い
か
に
有
効
利

用
し
て
い
く
か
な
ど
の
諸
課
題
が
あ
る
。
技

術
だ
け
で
は
課
題
解
決
は
難
し
く
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
住
む
人
に
と
っ
て
の
新
し
い
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
そ
こ
で
、
東
北
大
学
大
学
院
環
境
科
学

研
究
科
の
古
川
研
究
室
と
検
討
を
開
始
し
て

い
る
。
古
川
研
究
室
で
は
、
将
来
の
環
境
制

約
や
社
会
課
題
か
ら
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン

グ
し
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
検
討
す

る
手
法
と
、
全
国
各
地
の
90
歳
前
後
の
人
に

戦
前
の
暮
ら
し
振
り
を
聴
き
、
継
承
す
べ
き

心
豊
か
に
暮
ら
す
知
恵
を
抽
出
す
る
手
法
を

構
築
し
て
い
る
。
両
手
法
を
も
と
に
、
２
０

３
０
年
頃
を
想
定
し
て
、
省
エ
ネ
・
省
資
源

や
少
子
高
齢
化
な
ど
に
役
立
ち
、
か
つ
心
豊

か
に
で
き
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
づ
く
り
の
検

討
を
始
め
て
い
る
（Chart 5

）。
本
結
果
も

今
後
発
信
し
て
い
き
た
い
。

　
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
未
来
を
拓

く
場
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
新
し
い
挑
戦

を
実
現
し
、
そ
の
成
果
を
既
存
の
地
域
に
も

広
げ
て
い
き
た
い
。
並
行
し
て
、
得
ら
れ
る

知
見
を
活
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
も
、
順
次
導
入
を
検
討
し
た
い
。
成

熟
社
会
で
は
、
暮
ら
し
の
質
が
求
め
ら
れ
、

本
点
か
ら
も
重
要
な
検
討
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。

　
最
後
に
私
事
で
あ
る
が
、
昨
年
マ
ン
シ
ョ

ン
の
理
事
長
を
務
め
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

多
様
な
価
値
観
や
事
情
の
あ
る
人
々
の
生
き

た
暮
ら
し
の
集
ま
り
で
あ
る
。
決
し
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
外
か
ら
き
れ
い
な
絵
姿
を
お
し

つ
け
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

実
感
し
た
。
紹
介
し
た
内
容
は
、
あ
く
ま
で

も
ひ
と
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
地
域
ご
と
に

住
民
が
何
が
課
題
で
自
ら
何
を
す
べ
き
か
を

考
え
て
、
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
重
要

と
考
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
人
が
中
心
の
ス

マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
と
言
え
る
。

　
大
阪
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
け
る
課
題
の

実
例
をChart 2

に
示
す
が
、
高
齢
者
の
孤

独
死
や
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
ひ
と
り
で
外

で
遊
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
切
実

な
現
状
と
、
孤
立
化
が
懸
念
さ
れ
る
中
高
年

単
身
者
や
ひ
と
り
親
世
帯
が
増
え
つ
つ
あ
る

変
化
な
ど
が
見
て
と
れ
、
社
会
課
題
の
面
か

ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　
他
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
は
、
安
全
を
意
識
し

Ｏ
Ｌ
）（
＊
１
）
を
高
め
る

・
少
子
高
齢
化
な
ど
の
社
会
課
題
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
環
境
問
題
の
進
展
に
対
応
す
る

　
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、Ｉ

Ｃ
Ｔ
だ
け
で
は
限
界
も
あ
る
た
め
、

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方

②
住
む
人
に
と
っ
て
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

あ
り
方

に
つ
い
て
具
体
的
に
提
案
し
て
い
く
。

　
生
活
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
何
を
求
め
る

の
か
。
心
の
う
ち
を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る

人
を
中
心
と
し
て

スマ
ー
ト
コ
ミュニティ

を
考
え
る

1
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大阪のニュータウンにおける課題の実例
Chart 2

生活者がコミュニティで感じる課題・ニーズ
Chart 1

〈
生
活
者
の
ニ
ー
ズ
か
ら

浮
か
ん
で
き
た
こ
と
〉

課題例 実態・生の声
●単身者が増加し、地域で年間20～30件の孤独死が発生
●足が悪く、団地の上階への回覧板の持参等が辛く、

  親戚が来るときに手伝いをお願いしている　など

高齢者 ●見守り
●生活支援

●親が安心して子どもを育てられない子ども ●居場所

●顔なじみだが、3年間顔を合わせたことがない人もいる
●同じ棟では交流があるが、他はない　など

コミュニティ ●希薄化への対応

●中高年単身者の入居も増えており、孤立しやすい
●ひとり親世帯も増えている
●新規転入者はコミュニティとの断絶が起きやすい　など

中高年単身、
ひとり親世帯等

●孤立の抑止

出典：「大阪府住宅供給公社　団地滞在型コミュニティ支援活動報告書」

・子どもの居場所がない
・団地は死角も多く、子どもを安心して遊ばせられない　など

1）課題把握力などの研修を受けた、大阪ガスグループの行動観察研究所の生活者ネットワーク。
　大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、泉南市、尼崎市の在住者がワークショップに参加。
2）京阪神在住の30・40代男女各100人

「コミュニティのつながり」と「それをサポートするICT」が
新たな価値を生む可能性

個々の取り組みには限界を感じ、地域で取り組むことでQOLを高めたい

● 防犯は個人では限界があり、地域で取り組み、より安全に暮らしたい

● ひとりでは負担だが、地域で協力して高齢者を見守りたい

● 災害時は、近隣や地域で助け合いたい

● 子どもを地域全体で見守り、育てたい　

生活者（Lively Collaborator1））とのワークショップで検討

生活者が
感じる課題を、
事実に基づき
160件抽出

Step1

一般の生活者200人２）でニーズの重要度を評価

浮かんできた生活者のニーズ

Step2

裏にある
気持ちの
仮説を策定

36件の
ニーズを導出

ニ
ー
ズ
か
ら
の
検
討

2

―
―
生
活
者
が

価
値
を
感
じ
る

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
と
は

〝

　

など
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た
め
、Lively Collaborator

と
い
う
課
題

把
握
力
な
ど
の
研
修
を
受
け
た
生
活
者
と
、

Chart 1

の
プ
ロ
セ
ス
で
ニ
ー
ズ
を
導
い
た
。

36
件
の
ニ
ー
ズ
が
得
ら
れ
た
が
、
次
の
点
が

浮
か
び
あ
が
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄

化
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
大
阪
の
よ
う
な
都

市
部
の
生
活
者
で
も
、
個
人
の
取
り
組
み
に

は
限
界
を
感
じ
、
地
域
の
人
々
と
連
携
し
て

Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
高
め
た
い
意
向
が
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
近
隣
で
空
巣
が
頻
発
し

て
も
全
く
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多

く
、
防
犯
は
個
人
で
は
限
界
が
あ
り
、
地
域

で
取
り
組
み
、
よ
り
安
全
に
暮
ら
し
た
い
、

ひ
と
り
で
は
負
担
だ
が
地
域
で
協
力
し
て
高

齢
者
を
見
守
り
た
い
、
地
域
で
子
ど
も
を
見

守
り
た
い
な
ど
の
ニ
ー
ズ
が
示
さ
れ
た
。
新

設
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
入
居
者
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
30
・
40
代
で
、
京
阪
神

在
住
の
一
般
生
活
者
２
０
０
人
に
よ
っ
て
ニ

ー
ズ
の
重
要
度
を
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
を
重
要
と
し
た
人
は
１
６
０
〜
１
８
０
人

と
最
上
位
の
ニ
ー
ズ
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
現
在
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
、Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ（
＊
２
）（
家
庭
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム
）
な
ど
の
個
人
向

け
サ
ー
ビ
ス
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー

ズ
を
実
現
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り

と
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
あ
れ

ば
、
生
活
者
に
と
っ
て
新
た
な
価
値
が
生
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
あ
る
講
演
会
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
大
使
館
の

方
が
、「
日
本
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
ス
マ
ー
ト

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
写
真
を
比
較
し
て
何
が
違

う
か
？
」
と
問
い
か
け
た
。
そ
の
答
え
は

人
〞
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
ど
の
ま
ち
も

整
然
と
し
た
施
設
の
写
真
。
一
方
、
デ
ン
マ

ー
ク
は
住
む
人
の
姿
が
常
に
写
っ
て
い
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
思
想
の
違
い
が
垣
間
見
え
た
。

　
国
内
各
地
で
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

実
証
・
導
入
が
進
み
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
に
活
用
す
る
こ
と
で
30
％
程
度
の
省

エ
ネ
・
省
Ｃ
Ｏ
２
の
目
途
も
立
ち
、
そ
の
社

会
的
意
義
は
大
き
い
。
一
方
、
人
や
暮
ら
し

が
潤
う
姿
が
見
え
る
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
が
実
現
す
れ
ば
、
生
活
者
が
そ
の
ま
ち
に

住
む
こ
と
の
価
値
を
実
感
で
き
る
。
世
界
に

先
例
の
な
い
超
高
齢
社
会
で
心
豊
か
に
暮
ら

し
た
り
、Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
の
合
意
も
踏
ま
え
た
環

境
問
題
な
ど
に
道
を
拓
く
こ
と
も
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
検

討
は
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

中
心
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
し

て
、
人
を
ベ
ー
ス
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り

方
を
さ
ぐ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
目
的
に
向
け
た
検
討
を
始

め
て
い
る
。

・〝
生
活
者
〞
の
視
点
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
捉
え
、心
の
豊
か
さ
、暮
ら
し
の
質（
Ｑ

た
ま
ち
づ
く
り
や
、
地
域
の
生
活
情
報
の
提

供
等
の
利
便
性
に
関
わ
る
も
の
が
上
位
と
な

っ
た
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
新
し
い
絆
づ
く
り
」
と

「
サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
に
よ
り
、
個
人

の
限
界
を
超
え
た
価
値
を
生
ん
で
い
く
、〝
つ

な
が
り
が
新
た
な
価
値
を
生
む
ス
マ
ー
ト
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〞
が
中
長
期
的
に
も
有
効
に
な

る
の
で
は
、と
の
仮
説
を
立
て
た（Chart 3

）。

将
来
の
超
高
齢
社
会
や
、
孤
立
し
や
す
い
ひ

と
り
親
世
帯
な
ど
が
増
加
す
る
な
か
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
（
共
助
）
の
実
現
、
シ
ェ

ア
す
る
暮
ら
し
、
地
域
の
人
々
で
連
携
し
た

省
エ
ネ
行
動
な
ど
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が

あ
る
。
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
、
人
と
の
結

び
つ
き
や
、
利
他
に
幸
福
感
を
覚
え
る
と
の

報
告
も
あ
る
。
本
点
か
ら
も
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
以
前
訪
問
し
た
岐
阜
県
の
あ
く
た芥 

み見 

ひ
が
し東
自
治

会
連
合
会
で
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
用
い
て
い
な
い

が
、
２
４
０
０
軒
の
全
世
帯
で
高
齢
者
の
見

守
り
や
生
活
支
援
を
始
め
て
い
た
。
個
人
を

尊
重
し
、
大
き
な
手
助
け
は
断
る
な
ど
の
理

念
を
共
有
し
、
緩
や
か
な
つ
な
が
り
が
実
現

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
と
、

サ
ポ
ー
ト
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
結
び
つ
け
ば
、
接

点
を
持
ち
に
く
い
都
市
部
で
も
実
効
が
期
待

で
き
る
。
人
の
欲
求
は
段
階
的
に
、
社
会
と

の
関
わ
り
や
自
己
実
現
な
ど
に
向
か
う
と
も

言
わ
れ
て
お
り
、
近
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
社
会
参
加
が
増
え
て
い
る
。
将
来
に
向

け
て
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
京
阪
神
在
住
の
生
活
者
か
ら
、
高
齢
者
を

見
守
り
た
い
け
れ
ど
も
今
は
声
掛
け
で
き
る

関
係
が
な
い
、
子
ど
も
を
見
守
り
た
い
け
れ

ど
も
顔
も
知
ら
な
い
な
ど
の
実
情
も
示
さ
れ

た
。
一
方
、
今
回
の
検
討
で
、
公
園
の
イ
ベ

ン
ト
等
で
触
れ
合
い
た
い
、
シ
ス
テ
ム
キ
ッ

チ
ン
の
あ
る
施
設
で
料
理
を
作
り
合
い
た
い

な
ど
の
ニ
ー
ズ
も
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
本
仮
説
の
実
現
に
は
、
次
の
視
点
を

持
つ
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。①
イ
ベ

ン
ト
等
を
通
じ
、
互
い
の
顔
を
そ
れ
と
な
く

知
る
↓
②
そ
れ
ら
を
機
に
、
料
理
を
作
り
合

う
な
ど
の
行
動
を
共
に
す
る
人
が
増
え
て
い

く
↓
③
災
害
時
の
共
助
や
見
守
り
な
ど
、
必

要
な
と
き
に
地
域
で
連
携
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
よ
う
に
個
別
の
ニ
ー
ズ
を
満
た

し
つ
つ
、
将
来
に
向
け
て
つ
な
が
り
を
育
ん

で
い
く
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

の
視
点
で
あ
る
。

　
地
域
で
連
携
し
た
防
犯
、
高
齢
者
や
子
ど

も
の
見
守
り
な
ど
の
個
別
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

具
体
的
内
容
も
生
活
者
と
検
討
し
、
約
30
の

取
り
組
み
を
創
出
し
て
い
る
。
高
齢
者
の
見

守
り
の
一
例
をChart 4

に
示
す
。本
例
で
も
、

単
身
高
齢
者
は
見
守
ら
れ
た
い
、
一
方
30
・

40
代
女
性
は
見
守
り
た
い
人
が
多
い
な
ど
、

各
取
り
組
み
の
実
現
可
能
性
が
う
か
が
え
た
。

今
後
は
、
実
践
に
向
け
た
課
題
や
必
要
な
施

策
な
ど
も
示
し
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
人
の
価
値
観
は
多
様
で
あ
る
。
つ

な
が
り
を
望
ま
な
い
人
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
志
が
尊
重
さ
れ
、
自
由
な
参
加
形
態
や
、

地
域
の
事
情
に
応
じ
て
何
を
行
う
か
な
ど
が

柔
軟
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
高
齢
化
の
進
展
や
、
２

０
５
０
年
ま
で
に
80
％
の
温
室
効
果
ガ
ス
を

削
減
す
る
想
定
、
世
界
の
人
口
が
１
９
９
０

年
の
53
億
人
か
ら
２
０
５
０
年
に
97
億
人
と

な
り
、
食
料
な
ど
の
資
源
を
い
か
に
有
効
利

用
し
て
い
く
か
な
ど
の
諸
課
題
が
あ
る
。
技

術
だ
け
で
は
課
題
解
決
は
難
し
く
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
住
む
人
に
と
っ
て
の
新
し
い
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
そ
こ
で
、
東
北
大
学
大
学
院
環
境
科
学

研
究
科
の
古
川
研
究
室
と
検
討
を
開
始
し
て

い
る
。
古
川
研
究
室
で
は
、
将
来
の
環
境
制

約
や
社
会
課
題
か
ら
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン

グ
し
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
検
討
す

る
手
法
と
、
全
国
各
地
の
90
歳
前
後
の
人
に

戦
前
の
暮
ら
し
振
り
を
聴
き
、
継
承
す
べ
き

心
豊
か
に
暮
ら
す
知
恵
を
抽
出
す
る
手
法
を

構
築
し
て
い
る
。
両
手
法
を
も
と
に
、
２
０

３
０
年
頃
を
想
定
し
て
、
省
エ
ネ
・
省
資
源

や
少
子
高
齢
化
な
ど
に
役
立
ち
、
か
つ
心
豊

か
に
で
き
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
づ
く
り
の
検

討
を
始
め
て
い
る
（Chart 5

）。
本
結
果
も

今
後
発
信
し
て
い
き
た
い
。

　
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
未
来
を
拓

く
場
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
新
し
い
挑
戦

を
実
現
し
、
そ
の
成
果
を
既
存
の
地
域
に
も

広
げ
て
い
き
た
い
。
並
行
し
て
、
得
ら
れ
る

知
見
を
活
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
も
、
順
次
導
入
を
検
討
し
た
い
。
成

熟
社
会
で
は
、
暮
ら
し
の
質
が
求
め
ら
れ
、

本
点
か
ら
も
重
要
な
検
討
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。

　
最
後
に
私
事
で
あ
る
が
、
昨
年
マ
ン
シ
ョ

ン
の
理
事
長
を
務
め
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

多
様
な
価
値
観
や
事
情
の
あ
る
人
々
の
生
き

た
暮
ら
し
の
集
ま
り
で
あ
る
。
決
し
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
外
か
ら
き
れ
い
な
絵
姿
を
お
し

つ
け
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

実
感
し
た
。
紹
介
し
た
内
容
は
、
あ
く
ま
で

も
ひ
と
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
地
域
ご
と
に

住
民
が
何
が
課
題
で
自
ら
何
を
す
べ
き
か
を

考
え
て
、
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
重
要

と
考
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
人
が
中
心
の
ス

マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
と
言
え
る
。

　
大
阪
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
け
る
課
題
の

実
例
をChart 2

に
示
す
が
、
高
齢
者
の
孤

独
死
や
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
ひ
と
り
で
外

で
遊
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
切
実

な
現
状
と
、
孤
立
化
が
懸
念
さ
れ
る
中
高
年

単
身
者
や
ひ
と
り
親
世
帯
が
増
え
つ
つ
あ
る

変
化
な
ど
が
見
て
と
れ
、
社
会
課
題
の
面
か

ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　
他
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
は
、
安
全
を
意
識
し

Ｏ
Ｌ
）（
＊
１
）
を
高
め
る

・
少
子
高
齢
化
な
ど
の
社
会
課
題
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
環
境
問
題
の
進
展
に
対
応
す
る

　
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、Ｉ

Ｃ
Ｔ
だ
け
で
は
限
界
も
あ
る
た
め
、

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方

②
住
む
人
に
と
っ
て
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

あ
り
方

に
つ
い
て
具
体
的
に
提
案
し
て
い
く
。

　
生
活
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
何
を
求
め
る

の
か
。
心
の
う
ち
を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る

スマ
ー
ト
コ
ミュニティ

を
超
え
た
展
開
へ

4

〈
仮
説
―
―

つ
な
が
り
が
新
た
な
価
値
を
生
む

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
〉

〈
仮
説
の
実
現
に
向
け
て
〉

（
＊
１
）Ｑ
Ｏ
Ｌ
：Q

uality of Life

（
＊
２
）Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
：H

om
e Energy 

M
anagem

ent System

1）生活者（Ｌｉｖｅｌｙ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｏｒ）とのワークショップで創出した取り組み
2）京阪神在住の30・40代、60代の男女各100人の一般生活者の評価結果
　（30・40代は、自分が高齢化するまでを考慮して評価）

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

30・40代男性
30・40代女性
60代男性
60代女性
単身高齢者

協力したい住民が、
ボタンひとつで話せるシステムで
高齢者とつながり、体調を確認したり、
会話をして心の支えになる

評価結果2）：利用したいか

取り組み1）：地域で高齢者を見守る

ぜひ利用したい あれば利用したい 利用したくない

見守る側で利用したい 見守られる側で利用したい どちら側でも利用したい

27.556.056.0

29.055.0

23.060.0

27.050.050.0

22.562.5

27.031.1

28.2

40.2

22.5

29.9

45.2

52.0 19.0

一定の利用意向がある

ニーズをもとに検討した
取り組みと利用意向の例

Chart 4
社会課題からのアプローチ
新しいライフスタイルの創出

Chart 5

＊東北大学古川研究室が構築した手法を活用 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

30・40代男性
30・40代女性
60代男性
60代女性
単身高齢者

31.1

22.5

見守る人、見守られたい人が同じ割合でいる

2030年頃の環境制約、社会課題を想定

将来の環境問題などに役立ち、
かつ心豊かな
ライフスタイル

戦前の暮らし方から、
心豊かに暮らす知恵を抽出

90歳ヒアリング
手法

環境制約などに資する
新しいライフスタイルを検討

バックキャスティング
手法

利用したい場合、
どの立場で
利用したいか

「コミュニティの新しい絆づくり」と、
「それをサポートするICT」により、

個々の取り組みの限界を超えた価値を段階的に創出

サポートするICT

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
新
し
い
絆
づ
く
り

新しいつながりが生まれ
サステナブルなコミュニティへ

地域がつながり
個々の取り組みの限界を超えた

価値を創出

● 地域全体で防犯に取り組み、より安全に暮らす

● 地域で高齢者を見守る

● 地域で子どもを見守る

● 災害時に地域で支援しあう

近隣の事件情報を迅速に共有、連携して監視　など

高齢者を地域住民が日頃から見守り、心の支えとなる　など

地域で子どもを知り、危険から守る　など

災害時に弱者を含めて地域で助け合う　など
など

など

● 次世代に向けたシェアする暮らし
● 公共サービスに代わるコミュニティケア（共助）
● 地域の資源循環を活かしたつながり
● 地域の人々で連携した省エネ行動

短期 中期 長期

将
来
の
社
会
像

か
ら
の
課
題
検
討

3

―
―
次
世
代
に
向
け
た

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

目
指
し
て

仮説　つながりが新たな価値を生むスマートコミュニティ
Chart 3

41.9

49.3

29.9

29.0

24.7 30.130.1
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16.0

17.0

23.0

15.0
　



時
期
が
あ
っ
た
。
各
地
で
団
塊
世
代
の
社
会

参
加
を
見
込
ん
で
地
域
デ
ビ
ュ
ー
プ
ロ
グ
ラ

ム
な
ど
が
盛
ん
に
企
画
さ
れ
た
の
だ
が
、
現

在
も
働
い
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、

結
果
と
し
て
団
塊
世
代
の
地
域
社
会
へ
の
参

加
は
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
60

代
の
参
加
者
が
少
な
く
、
70
代
80
代
の
方
々

が
活
動
の
主
力
と
な
り
後
継
者
不
足
で
活
動

の
先
行
き
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
地
域
団
体

を
よ
く
目
に
す
る
。
内
閣
府
「
団
塊
の
世
代

の
意
識
に
関
す
る
調
査
」（
２
０
１
２
年
）

で
は
、参
加
が
最
も
多
い
社
会
活
動
は「
趣
味
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
」
で
15
・
1
％
、
次
い
で
「
自

治
体
・
町
内
会
・
老
人
倶
楽
部
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
等
の
役
員
、
事
務
局
活
動
」
が
13
・
8
％
、

「
祭
り
な
ど
地
域
行
事
を
支
援
す
る
活
動
」

が
11
・
5
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。反
面
、「
社

会
活
動
に
は
参
加
し
て
い
な
い
」
が
53
・
4

％
と
半
数
以
上
を
占
め
る
。

　し
か
し
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
（
75
歳

以
上
）
に
な
る
２
０
２
５
年
頃
ま
で
に
は
、

団
塊
世
代
の
人
た
ち
の
多
く
は
再
雇
用
や
再

就
職
先
か
ら
離
職
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　高
齢
期
に
健
康
自
立
度
を
損
な
っ
て
い
く

要
因
と
し
て
、
最
近
、
生
活
不
活
発
病
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

　生
活
不
活
発
病
と
は
、
文
字
通
り
生
活
の

不
活
発
が
原
因
、つ
ま
り〝
動
か
さ
な
い
か
ら

動
け
な
く
な
る
〞〝
使
わ
な
い
か
ら
使
え
な

く
な
る
〞
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
の
産
業
技
術
総
合
研
究
所 

大
川
弥
生
医
師
が
、“disuse syndrom

e”

が
廃
用
症
候
群
と
訳
さ
れ
て
い
た
も
の
を
そ

の
本
来
の
意
味
が
理
解
で
き
る
よ
う
名
称
を

提
案
し
た
も
の
で
、
介
護
予
防
重
視
の
な
か

で
注
目
さ
れ
、
ま
た
東
日
本
大
震
災
で
同
時

多
発
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
言
葉
が
定
着
し
た
。

震
災
の
後
、
そ
れ
ま
で
日
課
で
あ
っ
た
庭
い

じ
り
や
農
作
業
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
散

歩
や
運
動
、
趣
味
の
活
動
な
ど
を
し
な
く
な

っ
た
り
外
出
す
る
機
会
が
減
っ
た
結
果
、
南

三
陸
町
で
は
震
災
前
に
健
常
だ
っ
た
高
齢
者

の
3
割
近
く
が
震
災
1
年
7
カ
月
後
に
歩
く

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
と
の
報
告
が
な

さ
れ
て
い
る
。
生
活
不
活
発
病
の
症
状
は

Chart 1

に
あ
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
心
身
機

能
に
関
わ
っ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
は
高
齢
期

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
骨
折
等
で
入
院

し
動
か
な
い
生
活
を
し
て
い
る
と
い
つ
の
間

に
か
筋
肉
が
落
ち
た
り
、
股
関
節
や
肩
関
節

な
ど
身
体
の
各
部
を
使
わ
な
い
こ
と
で
そ
の

部
位
が
動
か
し
に
く
く
な
る
と
い
う
、
日
常

生
活
で
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
飛

行
士
が
無
重
力
状
態
で
の
宇
宙
生
活
を
4
〜

5
日
続
け
て
地
上
に
戻
っ
た
際
、
重
力
に
逆

ら
っ
て
立
っ
て
い
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る

こ
と
は
こ
の
典
型
例
で
あ
る
。

　生
活
不
活
発
病
の
特
徴
は
、
普
通
の
病
気

が
生
物
と
し
て
何
ら
か
の
異
常
が
原
因
で
生

じ
る
の
に
対
し
、
そ
の
原
因
が
「
生
活
の
変

化
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
違
う
。
病
後

な
ど
で
の
安
静
の
と
り
過
ぎ
の
ほ
か
、
定
年

後
や
、
ひ
と
り
暮
ら
し
に
な
る
こ
と
で
活
動

量
が
大
き
く
低
下
し
た
場
合
も
生
活
不
活
発

病
に
な
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。
ま
た
、
70
歳

を
過
ぎ
て
の
転
居
は
高
齢
者
に
と
っ
て
大
き

な
生
活
の
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
生
活
不
活

発
病
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
震
災
後
東
北

の
一
部
の
高
齢
者
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
起
き

な
い
と
も
限
ら
な
い
。
高
齢
女
性
が
嫁
と
一

緒
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
り
、
嫁
に
対
す
る
遠

慮
の
た
め
家
事
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
結

果
と
し
て
不
活
動
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
が

あ
り
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
は
、
民

家
を
改
造
し
、
利
用
者
の
調
理
な
ど
へ
の
参

加
も
含
め
、
で
き
る
だ
け
自
宅
に
居
る
よ
う

な
生
活
活
動
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。

　23
年
前
、
宝
塚
で
「
高
齢
者
問
題
を
考
え

行
動
す
る
会
」
に
参
加
し
て
以
来
、
デ
イ
・

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
支
援

し
、
ま
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス

な
ど
の
市
民
の
社
会
参
加
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
中
間
支
援
団
体
の
経
営
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
が
ら
関
わ
っ
て
き
た
。
自
ら
の
体
験
も

踏
ま
え
な
が
ら
こ
れ
か
ら
の
長
寿
社
会
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　日
本
の
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
比
率
は
２

０
０
５
年
に
20
％
を
超
え
先
進
諸
国
の
な
か

で
最
も
高
い
水
準
に
な
っ
た
が
、
２
０
１
５

年
に
は
26
％
を
超
え
た
。
さ
ら
に
団
塊
ジ
ュ

ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
65
歳
を
超
え
る

２
０
４
０
年
頃
ま
で
高
齢
者
の
絶
対
数
は
増

加
し
続
け
、
少
子
化
と
相
ま
っ
て
そ
の
比
率

は
２
０
６
０
年
頃
ま
で
上
昇
し
て
い
く
こ
と

が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
急
速
な
高
齢
化
に
よ

り
年
金
や
医
療
・
介
護
な
ど
の
高
齢
者
関
係

社
会
保
障
給
付
費
が
激
増
し
て
お
り
、
２
０

１
３
年
度
に
は
75
兆
円
を
超
え
、
わ
が
国
の

国
民
所
得
の
二
十
数
％
を
占
め
る
に
至
っ
て

い
る
。
将
来
世
代
は
今
後
の
負
担
の
大
き
さ

に
自
分
た
ち
の
将
来
へ
の
諦
め
さ
え
抱
い
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　今
回
は
、
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
対

し
、
高
齢
者
の
健
康
自
立
に
つ
い
て
、
生
活

が
変
化
す
る
際
生
じ
や
す
い
生
活
不
活
発
病

と
社
会
参
加
の
効
用
と
い
う
視
点
で
概
観
し

ら
い
元
気
だ
が
、
70
代
後
半
か
ら
自
立
度
が

徐
々
に
落
ち
て
い
く
群
。
そ
し
て
第
三
の
パ

タ
ー
ン
は
90
歳
近
く
で
も
元
気
に
自
立
し
て

い
る
約
1
割
の
人
た
ち
の
群
で
あ
る

（Chart 2

）。
こ
の
1
割
の
人
た
ち
と
7
割

の
人
た
ち
と
の
違
い
は
、
概
ね
社
会
参
加
の

有
無
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　た
だ
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
健
康
だ
か
ら

社
会
参
加
し
た
の
か
、
社
会
参
加
し
た
か
ら

健
康
で
い
ら
れ
た
の
か
の
因
果
関
係
は
判
ら

な
い
。
し
か
し
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン

タ
ー
研
究
所
「
中
年
か
ら
の
老
化
予
防
・
総

合
的
長
期
追
跡
研
究
（
Ｔ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
│

Ｌ
Ｉ
Ｓ

Ａ
）」
で
は
、
仕
事
・
社
会
参
加
が
活
発
な

こ
と
が
健
康
長
寿
の
大
き
な
促
進
要
因
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
（Chart 3

）。

ま
た
、
そ
の
後
の
同
研
究
所
が
行
っ
た
全
国

３
つ
の
自
治
体
で
の
高
齢
者
の
児
童
に
対
す

る
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
て

行
わ
れ
た
介
入
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
り
ぷ

り
ん
と
」
や
、
地
域
に
憩
い
の
サ
ロ
ン
を
多

数
設
け
実
施
さ
れ
た
愛
知
老
年
学
的
評
価
研

究
（
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ
）
の
一
部
で
あ
る
介
護
予
防

地
域
介
入
「
た
け武 

と
よ豊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
高

齢
者
の
社
会
参
加
が
身
体
・
認
知
機
能
の
低

下
を
抑
制
し
健
康
へ
の
好
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
高
齢
者
の
社
会
参

加
が
、
そ
の
健
康
自
立
を
維
持
増
進
す
る
の

に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
研
究
者
の
間
で
概
ね

支
持
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　し
か
し
課
題
は
、
引
き
こ
も
っ
て
い
る
多

数
の
人
が
い
か
に
社
会
参
加
す
る
よ
う
に
で

き
る
か
、
本
人
の
意
欲
喚
起
と
行
動
へ
の
き

っ
か
け
づ
く
り
で
あ
る
。
地
域
で
も
ア
ク
テ

ィ
ブ
な
人
た
ち
に
よ
る
参
加
の
場
づ
く
り
は

い
ろ
い
ろ
と
な
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
で
不
活
動
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
多
く
の
引
き
こ
も
り
が
ち
な
人
に
一
歩
踏

み
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
苦
労
し
て
い
る
。

福
祉
国
家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
国
・
県
・

地
方
レ
ベ
ル
ま
で
す
べ
て
の
段
階
で
の
公
衆

衛
生
政
策
の
基
礎
と
な
る
最
も
重
要
な
基
準

に
つ
い
て
、
感
染
症
に
対
す
る
保
護
や
食
生

活
と
食
品
、
タ
バ
コ
・
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
11

分
野
の
目
標
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
目
標

分
類
の
ト
ッ
プ
に
「
社
会
へ
の
参
加
と
社
会

へ
の
影
響
」
が
、
９
番
目
に
「
身
体
の
活
動
」

が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（Chart 4

）。

　働
く
世
代
は
目
の
前
の
仕
事
や
生
活
に
追

わ
れ
、
次
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
考

る
。
社
会
参
加
を
含
め
自
分
の
役
割
に
つ
い

て
考
え
、
役
割
を
見
出
し
、
そ
れ
を
担
っ
て

い
く
力
、
生
涯
を
通
じ
自
分
の
人
生
を
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
く
自
律
的
態
度
を
培
っ
て
い
く

こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
余
暇
活
動
を

も
含
め
た
真
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
も

の
で
あ
る
。
今
後
、
高
齢
期
の
さ
ま
ざ
ま
な

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
乗
り
越
え
健
康
に
自
立

し
て
生
き
抜
く
た
め
、
そ
の
準
備
に
つ
い
て

自
ら
の
実
践
も
踏
ま
え
な
が
ら
探
っ
て
い
き

た
い
（Chart 7

）。

て
み
る
。

　　総
務
省
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
れ
ば
65
歳

以
上
で
働
い
て
い
る
人
は
２
０
１
５
年
に
７

４
４
万
人
、
高
齢
者
全
体
３
３
９
２
万
人
の

21
・
9
％
で
、
こ
れ
は
全
労
働
力
人
口
の

11
・
3
％
を
占
め
る
。
そ
の
う
ち
雇
用
者
は

４
５
８
万
人
で
、
団
塊
の
世
代
が
こ
の
年
齢

層
に
到
達
し
た
た
め
こ
の
５
年
間
で
約
１
・

5
倍
に
増
加
し
た
。
同
省
の
「
就
業
構
造
基

本
調
査
」（
２
０
１
２
年
）に
よ
れ
ば
、
自
営

業
や
役
員
も
含
め
る
と
65
〜
69
歳
で
男
性
は

49
・
0
％
、女
性
は
29
・
8
％
が
働
い
て
い
る
。

　か
つ
て
団
塊
世
代
の
大
量
定
年
退
職
を
め

ぐ
る
2
0
0
7
年
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た

え
る
こ
と
が
少
な
い
。
定
年
自
体
が
目
的
に

な
っ
て
い
る
人
も
多
い
。
２
０
１
５
年
12
月

に
Ｃ
Ｅ
Ｌ
で
実
施
し
た
３
５
０
０
人
を
対
象

と
し
た
ネ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
50

代
で
今
の
仕
事
を
定
年
し
た
後
に
つ
い
て
具

体
的
に
考
え
て
い
る
人
は
４
人
に
ひ
と
り
に

過
ぎ
な
か
っ
た
（Chart 5

）。
ま
た
、「
定

年
後
に
し
て
い
る
こ
と
」
を
聞
い
た
調
査
で

は
、
収
入
と
生
活
の
活
発
度
と
の
間
に
関
係

が
見
ら
れ
た
（Chart 6

）。
格
差
社
会
の
拡

大
は
健
康
面
に
お
い
て
も
危
惧
さ
れ
る
。

　人
生
90
年
時
代
と
言
わ
れ
る
。
高
齢
期
の

人
生
は
長
い
。
1
日
の
う
ち
９
〜
18
時
（
９

時
間
）
を
自
由
時
間
と
仮
定
す
る
と
25
年
間

で
８
万
２
１
２
５
時
間
あ
る
。
年
間
総
労
働

時
間
２
０
０
０
時
間
の
40
年
分
＝
８
万
時
間

よ
り
長
い
。
定
年
後
の
過
ご
し
方
、
特
に
70

代
の
過
ご
し
方
は
健
康
自
立
度
に
大
き
く
影

響
す
る
。
定
年
後
の
地
域
社
会
で
の
活
動
は

　健
康
自
立
度
と
社
会
参
加
に
関
し
、
興
味

深
い
調
査
が
あ
る
。
全
国
約
６
０
０
０
人
の

60
歳
以
上
の
人
を
無
作
為
に
抽
出
し
３
年
ご

と
に
訪
問
面
接
し
た
結
果
、
生
活
の
健
康
自

立
度
と
年
齢
の
関
係
に
つ
い
て
大
き
く
パ
タ

ー
ン
化
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
男
性

の
場
合
は
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
た
。

第
一
の
パ
タ
ー
ン
は
生
活
習
慣
病
な
ど
で
70

歳
に
な
る
ま
で
に
急
激
に
自
立
度
を
失
っ
て

い
く
約
２
割
の
人
た
ち
の
群
。
第
二
の
パ
タ

ー
ン
は
約
７
割
の
人
た
ち
で
、
70
代
の
半
ば

あ
た
り
ま
で
は
ひ
と
り
暮
ら
し
が
で
き
る
ぐ

そ
れ
ま
で
経
験
の
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
参

加
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、
人
生
の
セ
カ
ン
ド

ス
テ
ー
ジ
、
サ
ー
ド
ス
テ
ー
ジ
へ
の
準
備
は

早
く
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に

は
本
人
の
意
識
お
よ
び
参
加
を
支
援
す
る
環

境
、
仕
組
み
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
。

　高
齢
者
に
対
す
る
社
会
的
活
動
へ
の
参
加

の
場
づ
く
り
・
き
っ
か
け
づ
く
り
に
つ
い
て

は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
な
ど
が
取
り
組
ん
で
お
り
行
政
も

そ
れ
を
支
援
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
シ

ニ
ア
層
を
形
成
し
て
い
く
中
年
層
の
、
特
に

心
の
準
備
に
関
す
る
各
方
面
で
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
よ
う
に
思
わ
れ
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研
究
員

第
一
線
で
忙
し
く
働
く
世
代
は
、

自
身
の
老
後
に
つい
て
考
え
、準
備
す
る
余
裕
は
な
か
な
か
な
い
。

し
か
し
、定
年
退
職
後
の
人
生
は
長
く
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。

い
か
に
健
康
的
に
、い
か
に
社
会
と
関
わ
り
な
が
ら

充
実
し
た
老
後
を
過
ご
し
て
い
け
る
の
か
―
―

高
齢
者
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
結
果
か
ら
検
証
す
る
。

高
齢
者
の
社
会
参
加
と

健
康
長
寿
の

関
連
性
に
つい
て

遠
座 

俊
明

52CEL November 201653 CEL November 2016

高
齢
者
の
就
労・

社
会
参
加
の
状
況
と

団
塊
世
代
の
動
向

健
康
自
立
と

社
会
参
加
の
関
係

　

は
じ
め
に

生
活
不
活
発
病（
＊
）

大川弥生『生活不活発病（廃用症候群）－
ICF（国際生活機能分類）の「生活機能モデル」で理解する』より

体の一部に起こるもの

全身に影響するもの

精神や神経の働きに
起こるもの

関節拘縮 

廃用性筋萎縮・筋力低下 

廃用性骨萎縮 

皮膚萎縮（短縮） 

褥瘡 

静脈血栓症→肺塞栓症

心肺機能低下 

起立性低血圧 

消化機能低下　a.食欲不振　b.便秘 

尿量の増加→血液量の減少（脱水）

うつ状態 

知的活動低下 

周囲への無関心 

自律神経不安定 

姿勢・運動、調節機能低下

高
齢
者
の
た
め
の

よ
り
良
い
生
き
方
を

考
え
る

生活不活発病（心身機能低下の例）
Chart 1

お
ん

ざ



時
期
が
あ
っ
た
。
各
地
で
団
塊
世
代
の
社
会

参
加
を
見
込
ん
で
地
域
デ
ビ
ュ
ー
プ
ロ
グ
ラ

ム
な
ど
が
盛
ん
に
企
画
さ
れ
た
の
だ
が
、
現

在
も
働
い
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、

結
果
と
し
て
団
塊
世
代
の
地
域
社
会
へ
の
参

加
は
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
60

代
の
参
加
者
が
少
な
く
、
70
代
80
代
の
方
々

が
活
動
の
主
力
と
な
り
後
継
者
不
足
で
活
動

の
先
行
き
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
地
域
団
体

を
よ
く
目
に
す
る
。
内
閣
府
「
団
塊
の
世
代

の
意
識
に
関
す
る
調
査
」（
２
０
１
２
年
）

で
は
、参
加
が
最
も
多
い
社
会
活
動
は「
趣
味
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
」
で
15
・
1
％
、
次
い
で
「
自

治
体
・
町
内
会
・
老
人
倶
楽
部
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
等
の
役
員
、
事
務
局
活
動
」
が
13
・
8
％
、

「
祭
り
な
ど
地
域
行
事
を
支
援
す
る
活
動
」

が
11
・
5
％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。反
面
、「
社

会
活
動
に
は
参
加
し
て
い
な
い
」
が
53
・
4

％
と
半
数
以
上
を
占
め
る
。

　
し
か
し
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
（
75
歳

以
上
）
に
な
る
２
０
２
５
年
頃
ま
で
に
は
、

団
塊
世
代
の
人
た
ち
の
多
く
は
再
雇
用
や
再

就
職
先
か
ら
離
職
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
高
齢
期
に
健
康
自
立
度
を
損
な
っ
て
い
く

要
因
と
し
て
、
最
近
、
生
活
不
活
発
病
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

　
生
活
不
活
発
病
と
は
、
文
字
通
り
生
活
の

不
活
発
が
原
因
、つ
ま
り〝
動
か
さ
な
い
か
ら

動
け
な
く
な
る
〞〝
使
わ
な
い
か
ら
使
え
な

く
な
る
〞
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
の
産
業
技
術
総
合
研
究
所 

大
川
弥
生
医
師
が
、“disuse syndrom

e”

が
廃
用
症
候
群
と
訳
さ
れ
て
い
た
も
の
を
そ

の
本
来
の
意
味
が
理
解
で
き
る
よ
う
名
称
を

提
案
し
た
も
の
で
、
介
護
予
防
重
視
の
な
か

で
注
目
さ
れ
、
ま
た
東
日
本
大
震
災
で
同
時

多
発
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
言
葉
が
定
着
し
た
。

震
災
の
後
、
そ
れ
ま
で
日
課
で
あ
っ
た
庭
い

じ
り
や
農
作
業
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
散

歩
や
運
動
、
趣
味
の
活
動
な
ど
を
し
な
く
な

っ
た
り
外
出
す
る
機
会
が
減
っ
た
結
果
、
南

三
陸
町
で
は
震
災
前
に
健
常
だ
っ
た
高
齢
者

の
3
割
近
く
が
震
災
1
年
7
カ
月
後
に
歩
く

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
と
の
報
告
が
な

さ
れ
て
い
る
。
生
活
不
活
発
病
の
症
状
は

Chart 1

に
あ
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
心
身
機

能
に
関
わ
っ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
は
高
齢
期

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
骨
折
等
で
入
院

し
動
か
な
い
生
活
を
し
て
い
る
と
い
つ
の
間

に
か
筋
肉
が
落
ち
た
り
、
股
関
節
や
肩
関
節

な
ど
身
体
の
各
部
を
使
わ
な
い
こ
と
で
そ
の

部
位
が
動
か
し
に
く
く
な
る
と
い
う
、
日
常

生
活
で
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
飛

行
士
が
無
重
力
状
態
で
の
宇
宙
生
活
を
4
〜

5
日
続
け
て
地
上
に
戻
っ
た
際
、
重
力
に
逆

ら
っ
て
立
っ
て
い
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る

こ
と
は
こ
の
典
型
例
で
あ
る
。

　
生
活
不
活
発
病
の
特
徴
は
、
普
通
の
病
気

が
生
物
と
し
て
何
ら
か
の
異
常
が
原
因
で
生

じ
る
の
に
対
し
、
そ
の
原
因
が
「
生
活
の
変

化
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
違
う
。
病
後

な
ど
で
の
安
静
の
と
り
過
ぎ
の
ほ
か
、
定
年

後
や
、
ひ
と
り
暮
ら
し
に
な
る
こ
と
で
活
動

量
が
大
き
く
低
下
し
た
場
合
も
生
活
不
活
発

病
に
な
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。
ま
た
、
70
歳

を
過
ぎ
て
の
転
居
は
高
齢
者
に
と
っ
て
大
き

な
生
活
の
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
生
活
不
活

発
病
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
震
災
後
東
北

の
一
部
の
高
齢
者
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
起
き

な
い
と
も
限
ら
な
い
。
高
齢
女
性
が
嫁
と
一

緒
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
り
、
嫁
に
対
す
る
遠

慮
の
た
め
家
事
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
結

果
と
し
て
不
活
動
に
な
っ
た
と
い
う
事
例
が

あ
り
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
は
、
民

家
を
改
造
し
、
利
用
者
の
調
理
な
ど
へ
の
参

加
も
含
め
、
で
き
る
だ
け
自
宅
に
居
る
よ
う

な
生
活
活
動
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
23
年
前
、
宝
塚
で
「
高
齢
者
問
題
を
考
え

行
動
す
る
会
」
に
参
加
し
て
以
来
、
デ
イ
・

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
支
援

し
、
ま
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス

な
ど
の
市
民
の
社
会
参
加
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
中
間
支
援
団
体
の
経
営
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
が
ら
関
わ
っ
て
き
た
。
自
ら
の
体
験
も

踏
ま
え
な
が
ら
こ
れ
か
ら
の
長
寿
社
会
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
日
本
の
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）
比
率
は
２

０
０
５
年
に
20
％
を
超
え
先
進
諸
国
の
な
か

で
最
も
高
い
水
準
に
な
っ
た
が
、
２
０
１
５

年
に
は
26
％
を
超
え
た
。
さ
ら
に
団
塊
ジ
ュ

ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
65
歳
を
超
え
る

２
０
４
０
年
頃
ま
で
高
齢
者
の
絶
対
数
は
増

加
し
続
け
、
少
子
化
と
相
ま
っ
て
そ
の
比
率

は
２
０
６
０
年
頃
ま
で
上
昇
し
て
い
く
こ
と

が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
急
速
な
高
齢
化
に
よ

り
年
金
や
医
療
・
介
護
な
ど
の
高
齢
者
関
係

社
会
保
障
給
付
費
が
激
増
し
て
お
り
、
２
０

１
３
年
度
に
は
75
兆
円
を
超
え
、
わ
が
国
の

国
民
所
得
の
二
十
数
％
を
占
め
る
に
至
っ
て

い
る
。
将
来
世
代
は
今
後
の
負
担
の
大
き
さ

に
自
分
た
ち
の
将
来
へ
の
諦
め
さ
え
抱
い
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
今
回
は
、
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に
対

し
、
高
齢
者
の
健
康
自
立
に
つ
い
て
、
生
活

が
変
化
す
る
際
生
じ
や
す
い
生
活
不
活
発
病

と
社
会
参
加
の
効
用
と
い
う
視
点
で
概
観
し

ら
い
元
気
だ
が
、
70
代
後
半
か
ら
自
立
度
が

徐
々
に
落
ち
て
い
く
群
。
そ
し
て
第
三
の
パ

タ
ー
ン
は
90
歳
近
く
で
も
元
気
に
自
立
し
て

い
る
約
1
割
の
人
た
ち
の
群
で
あ
る

（Chart 2

）。
こ
の
1
割
の
人
た
ち
と
7
割

の
人
た
ち
と
の
違
い
は
、
概
ね
社
会
参
加
の

有
無
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
こ
の
デ
ー
タ
だ
け
で
は
健
康
だ
か
ら

社
会
参
加
し
た
の
か
、
社
会
参
加
し
た
か
ら

健
康
で
い
ら
れ
た
の
か
の
因
果
関
係
は
判
ら

な
い
。
し
か
し
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン

タ
ー
研
究
所
「
中
年
か
ら
の
老
化
予
防
・
総

合
的
長
期
追
跡
研
究
（
Ｔ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
│

Ｌ
Ｉ
Ｓ

Ａ
）」
で
は
、
仕
事
・
社
会
参
加
が
活
発
な

こ
と
が
健
康
長
寿
の
大
き
な
促
進
要
因
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
（Chart 3

）。

ま
た
、
そ
の
後
の
同
研
究
所
が
行
っ
た
全
国

３
つ
の
自
治
体
で
の
高
齢
者
の
児
童
に
対
す

る
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
て

行
わ
れ
た
介
入
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
り
ぷ

り
ん
と
」
や
、
地
域
に
憩
い
の
サ
ロ
ン
を
多

数
設
け
実
施
さ
れ
た
愛
知
老
年
学
的
評
価
研

究
（
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ
）
の
一
部
で
あ
る
介
護
予
防

地
域
介
入
「
た
け武 

と
よ豊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
も
高

齢
者
の
社
会
参
加
が
身
体
・
認
知
機
能
の
低

下
を
抑
制
し
健
康
へ
の
好
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
高
齢
者
の
社
会
参

加
が
、
そ
の
健
康
自
立
を
維
持
増
進
す
る
の

に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
研
究
者
の
間
で
概
ね

支
持
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
課
題
は
、
引
き
こ
も
っ
て
い
る
多

数
の
人
が
い
か
に
社
会
参
加
す
る
よ
う
に
で

き
る
か
、
本
人
の
意
欲
喚
起
と
行
動
へ
の
き

っ
か
け
づ
く
り
で
あ
る
。
地
域
で
も
ア
ク
テ

ィ
ブ
な
人
た
ち
に
よ
る
参
加
の
場
づ
く
り
は

い
ろ
い
ろ
と
な
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
で
不
活
動
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
多
く
の
引
き
こ
も
り
が
ち
な
人
に
一
歩
踏

み
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
苦
労
し
て
い
る
。

福
祉
国
家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
国
・
県
・

地
方
レ
ベ
ル
ま
で
す
べ
て
の
段
階
で
の
公
衆

衛
生
政
策
の
基
礎
と
な
る
最
も
重
要
な
基
準

に
つ
い
て
、
感
染
症
に
対
す
る
保
護
や
食
生

活
と
食
品
、
タ
バ
コ
・
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
11

分
野
の
目
標
が
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
目
標

分
類
の
ト
ッ
プ
に
「
社
会
へ
の
参
加
と
社
会

へ
の
影
響
」
が
、
９
番
目
に
「
身
体
の
活
動
」

が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（Chart 4

）。

　
働
く
世
代
は
目
の
前
の
仕
事
や
生
活
に
追

わ
れ
、
次
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
考

る
。
社
会
参
加
を
含
め
自
分
の
役
割
に
つ
い

て
考
え
、
役
割
を
見
出
し
、
そ
れ
を
担
っ
て

い
く
力
、
生
涯
を
通
じ
自
分
の
人
生
を
デ
ザ

イ
ン
し
て
い
く
自
律
的
態
度
を
培
っ
て
い
く

こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
余
暇
活
動
を

も
含
め
た
真
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
指
す
も

の
で
あ
る
。
今
後
、
高
齢
期
の
さ
ま
ざ
ま
な

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
乗
り
越
え
健
康
に
自
立

し
て
生
き
抜
く
た
め
、
そ
の
準
備
に
つ
い
て

自
ら
の
実
践
も
踏
ま
え
な
が
ら
探
っ
て
い
き

た
い
（Chart 7

）。

て
み
る
。

　　
総
務
省
「
労
働
力
調
査
」
に
よ
れ
ば
65
歳

以
上
で
働
い
て
い
る
人
は
２
０
１
５
年
に
７

４
４
万
人
、
高
齢
者
全
体
３
３
９
２
万
人
の

21
・
9
％
で
、
こ
れ
は
全
労
働
力
人
口
の

11
・
3
％
を
占
め
る
。
そ
の
う
ち
雇
用
者
は

４
５
８
万
人
で
、
団
塊
の
世
代
が
こ
の
年
齢

層
に
到
達
し
た
た
め
こ
の
５
年
間
で
約
１
・

5
倍
に
増
加
し
た
。
同
省
の
「
就
業
構
造
基

本
調
査
」（
２
０
１
２
年
）に
よ
れ
ば
、
自
営

業
や
役
員
も
含
め
る
と
65
〜
69
歳
で
男
性
は

49
・
0
％
、女
性
は
29
・
8
％
が
働
い
て
い
る
。

　
か
つ
て
団
塊
世
代
の
大
量
定
年
退
職
を
め

ぐ
る
2
0
0
7
年
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た

え
る
こ
と
が
少
な
い
。
定
年
自
体
が
目
的
に

な
っ
て
い
る
人
も
多
い
。
２
０
１
５
年
12
月

に
Ｃ
Ｅ
Ｌ
で
実
施
し
た
３
５
０
０
人
を
対
象

と
し
た
ネ
ッ
ト
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
50

代
で
今
の
仕
事
を
定
年
し
た
後
に
つ
い
て
具

体
的
に
考
え
て
い
る
人
は
４
人
に
ひ
と
り
に

過
ぎ
な
か
っ
た
（Chart 5

）。
ま
た
、「
定

年
後
に
し
て
い
る
こ
と
」
を
聞
い
た
調
査
で

は
、
収
入
と
生
活
の
活
発
度
と
の
間
に
関
係

が
見
ら
れ
た
（Chart 6

）。
格
差
社
会
の
拡

大
は
健
康
面
に
お
い
て
も
危
惧
さ
れ
る
。

　
人
生
90
年
時
代
と
言
わ
れ
る
。
高
齢
期
の

人
生
は
長
い
。
1
日
の
う
ち
９
〜
18
時
（
９

時
間
）
を
自
由
時
間
と
仮
定
す
る
と
25
年
間

で
８
万
２
１
２
５
時
間
あ
る
。
年
間
総
労
働

時
間
２
０
０
０
時
間
の
40
年
分
＝
８
万
時
間

よ
り
長
い
。
定
年
後
の
過
ご
し
方
、
特
に
70

代
の
過
ご
し
方
は
健
康
自
立
度
に
大
き
く
影

響
す
る
。
定
年
後
の
地
域
社
会
で
の
活
動
は

　
健
康
自
立
度
と
社
会
参
加
に
関
し
、
興
味

深
い
調
査
が
あ
る
。
全
国
約
６
０
０
０
人
の

60
歳
以
上
の
人
を
無
作
為
に
抽
出
し
３
年
ご

と
に
訪
問
面
接
し
た
結
果
、
生
活
の
健
康
自

立
度
と
年
齢
の
関
係
に
つ
い
て
大
き
く
パ
タ

ー
ン
化
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
男
性

の
場
合
は
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
た
。

第
一
の
パ
タ
ー
ン
は
生
活
習
慣
病
な
ど
で
70

歳
に
な
る
ま
で
に
急
激
に
自
立
度
を
失
っ
て

い
く
約
２
割
の
人
た
ち
の
群
。
第
二
の
パ
タ

ー
ン
は
約
７
割
の
人
た
ち
で
、
70
代
の
半
ば

あ
た
り
ま
で
は
ひ
と
り
暮
ら
し
が
で
き
る
ぐ

そ
れ
ま
で
経
験
の
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
参

加
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、
人
生
の
セ
カ
ン
ド

ス
テ
ー
ジ
、
サ
ー
ド
ス
テ
ー
ジ
へ
の
準
備
は

早
く
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に

は
本
人
の
意
識
お
よ
び
参
加
を
支
援
す
る
環

境
、
仕
組
み
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
。

　
高
齢
者
に
対
す
る
社
会
的
活
動
へ
の
参
加

の
場
づ
く
り
・
き
っ
か
け
づ
く
り
に
つ
い
て

は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
な
ど
が
取
り
組
ん
で
お
り
行
政
も

そ
れ
を
支
援
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
シ

ニ
ア
層
を
形
成
し
て
い
く
中
年
層
の
、
特
に

心
の
準
備
に
関
す
る
各
方
面
で
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
と
め

―
―
社
会
参
加
の

個
人
と
し
て
の
準
備
、

そ
の
環
境
づ
く
り
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11の目標とする分類

社会への参加と社会への影響

経済的社会的必要条件

幼少期および青年期の環境

職場における健康

環境と製品

健康増進サービス

感染症に対する保護

性と生殖に関する健康

身体の活動

食生活と食品

中年期（準備期）

● ライフ･キャリアデザイン
● レジリエンス力の強化

東京都健康長寿医療センター研究所
「中年からの老化予防･
総合的長期追跡研究（TMIG-LISA）」より

生活習慣

体力

心理

検査

身体

飲酒（適量）
喫煙（吸う）
睡眠時間（長い）
仕事・社会活動（活発）
健康度自己評価（よい）
抑ウツ傾向（あり）
筋力（強い）
バランス能力（高い）
歩行速度（速い）
聴力（落ちる）
視力（落ちる）
そしゃく力（落ちる）
通院（過去1カ月あり）
入院（過去１カ月あり）
慢性疾患（あり）
アルブミン（高い方）
コレステロール（高い方）
血圧

…促進要因 …阻害要因 ※矢印2本は影響力が強いもの。

定年退職後のセカンドライフについて
概ねこうしたいと
考えている人の割合
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文
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動
か
な
い
」と
人
は
病
む
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生
活
不
活
発
病
と
は
何
か
』大
川
弥
生
著
、講
談

社
現
代
新
書

内的･心的側面

● 参加への意欲喚起
内的･心的側面

● プロボノなどのＮＰＯ活動
● ソーシャル･ネットワークづくり

外的･環境的側面

● 社会的な活動の場と
  参加へのきっかけづくり

外的･環境的側面

高齢期

タバコ、アルコール、違法薬物、
ドーピングとギャンブル
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100万～300万円未満 300万～500万円未満 500万円以上

収入の少ない人に
特別なことは
していないと
答えた人が多い

… 自治会･ボランティア･NPO活動（有償ボランティア含む）
… 地域のサークル・趣味の活動
… 家事･介護
… 特別なことはしていない／普通に過ごす
… その他

（個人年収別／複数回答／55歳以上）
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26.1

41.9%

6.4

12.7

23.4

27.7

29.8%

5.7

12.3

21.0

24.8

36.2%

高齢者の健康長寿の要因
Chart 3

定年退職後の活動状況と
収入の関係

Chart 6

健康長寿･生涯現役に向けた
今後の活動

Chart 7
定年退職後の

セカンドライフについて

Chart 5

スウェーデンの公衆衛生政策
Chart 4

多くの人は
定年退職後の
生活について
よく考えていない

40-49歳 50-59歳 60-69歳

秋山弘子 
長寿時代の科学と社会の構想
『科学』岩波書店、2010 より（一部加筆）

第二のパターン
70.1%

第一のパターン
19.0%

第三のパターン
10.9%

① 死亡

③ 自立

② 手段的
　 日常生活
　 動作に
　 援助が必要

（年齢）

① 基本的＆
　 手段的
　 日常生活
　 動作に
　 援助が必要

63-65 66-68 69-71 72-74 75-77 78-80 81-83 84-86 87-89

男性の自立度の変化パターン
─全国高齢者20年の追跡調査─

Chart 2
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「生徒の４割が外国人になりました」と、大阪の
繁華街に立地する中学校の校長から伺った。
　コロッセウムやモンサンミシェルに立った時に
覚えた感覚──世界中から訪ねる人々とともに人
種、言葉を超えて一体化した感覚がよみがえった。
この世界的な名所で経験した感覚を、東京、大阪、
京都でも感じはじめるようになった。日本なの
か？と感じるほど世界中の方々が歩いている。
　約1260年前の平城京・東大寺。五色の

はた

幡が春風
にたなびき、

とう

唐
がく

樂、
こ

高
ま

麗
がく

樂、ベトナム
がく

樂が舞われ
るなか、752年に

る

廬
しや

舎
な

那
ぶつ

仏
かい

開
げん

眼
ほう

法
え

会が開かれた。
開眼導師はインド出身の僧。聖武上皇など政府参
列者に加え、唐、朝鮮、ベトナム、ペルシア、ト
ルキスタンなどからの来賓が参列。飛鳥時代・白
鳳時代に続き、唐文化にシルクロードを渡ってき
た西方文化が融合し、国際色豊かな

てん

天
ぴよう

平 文化が
花ひらいた。この文化を担った高度技術者におけ
る渡来人比率は５割、平安時代初期の貴族に占め
る割合は３割と、日本は元来グローバルで多様性
ある国だったのである。
　奈良時代いや日本仏像彫刻の原点であり最高傑
作といわれる中宮寺の

はん

半
か

跏
し

思
ゆい

惟像は、それまでの
仏像とは異なる日本的な慈悲あふれる仕種、微笑
が表現され、見る人を魅了する。当初大陸から持
ち込まれ、その後渡来人がつくっていた仏像から
約１世紀を経て、グローバルな文化をつつみこみ、
日本の自然、四季、風土、価値観と調和・融合して、
独創的な「日本的な仏像」が制作された。写実的
な「物質的なデザイン」に「日本的なるもの」を
精神性のデザインとして混じり合わせ、渡来した
仏像とは一線を画する新たなる価値を生みだし
た。この精神性のデザインが日本文化の本質だ。
「混じり合う」という言葉が浮かんだ。「混」と
いう文字は「水」と「まるくまとまる」でできて
いる。さまざまなものがひとところに集まり、水
に混じり合い溶け込みまとまっていく。西洋的で
も東洋的でもあり、古くもあり新しくもあること、
日本人が大切にしてきたにもかかわらず忘れてし
まっていることを、海外の方々に発掘していただ
き、気づかされた。

Message from CEL

Ikenaga Hiroaki

CELからのメッセージ

混じり合うということ

池永 寛明
大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所
所長
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二
十
四
節
気
と
は
、太
陽
の
通
り
道「
黄
道
」を
十
五
度
ず
つ
二
十
四
に
区
切
り
、

そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
節
気
を
配
し
て
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
表
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、二
十
四
節
気
を
さ
ら
に
三
区
分
し
、季
節
の
風
物
を
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
が
七
十
二
候
で
す
。

季
節
の
う
つ
ろ
い
を
暮
ら
し
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
、古
く
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

く
ら
し
の
こ
よ
み

二
十
四
節
気

七
十
二
候
の

旬
を
味
わ
う

第
二
回

http://www.kurashikata.com/

日
本
人
が
古
く
か
ら

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で

実
践
し
て
き
た
こ
と

や
、暮
ら
し
の
中
に
あ

っ
た
考
え
方
に
改
め
て

注
目
し
、現
代
に
も

受
容
さ
れ
う
る「
う
つ

く
し
い
く
ら
し
か
た
」

を
提
案
す
る
。編
著
に

『
く
ら
し
の
こ
よ
み
』

『
く
ら
し
の
こ
よ
み

　

七
十
二
候
の
料
理
帖
』

が
あ
る
。

文
／
う
つ
く
し
い

く
ら
し
か
た

研
究
所

『
日
本
植
物
誌
』

（
Ｐ・Ｆ・フ
ォ
ン・シ
ー
ボ
ル
ト
）よ
り

「
イ
チ
ョ
ウ
」

銀
杏

ぎ
ん
な
ん

い
ち
よ
う

公
孫
樹
の
種
子
の
こ
と
。

　
近
世
に
は
公
孫
樹
そ
の

も
の
を
指
し
た
が
、
今
は

種
子
の
み
を
い
う
。

　
葉
が
黄
色
く
町
を
彩
る

頃
に
な
る
と
、
熟
し
た
実

が
落
ち
て
道
路
を
覆
い
、
強
烈
な
臭
い
が
漂
う
。
こ

れ
は
外
種
皮
に
含
ま
れ
る
イ
チ
ョ
ウ
酸
や
ビ
ル
ボ
ー

ル
に
よ
る
も
の
。
殻
の
中
に
あ
る
黄
緑
色
の
胚
乳
組

織
の
み
が
食
用
部
分
な
の
で
、
土
に
し
ば
ら
く
埋
め

て
か
ら
掘
り
出
し
て
洗
い
、
臭
い
の
強
い
外
種
皮
部

分
を
す
っ
か
り
落
と
し
て
か
ら
食
用
に
す
る
と
よ
い
。

　
独
特
の
風
味
は
和
食
に
は
必
須
の
材
。
殻
の
ま
ま

炒
っ
て
酒
の
肴
に
し
た
り
、
割
っ
て
か
ら
加
熱
し
て
、

茶
碗
蒸
し
の
具
材
、
鍋
物
の
あ
し
ら
い
に
。

11
月
8
日
〜
22
日
頃

立
冬

暦
の
う
え
で
は
、
ま
さ
に
今
が
冬
の

始
ま
り
。
北
国
か
ら
初
雪
の
便
り
が

届
い
た
り
、
冬
の
季
節
風
が
吹
き
始

め
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。「
今
朝

の
冬
」と
い
う
季
語
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
立
冬
の
日
の
朝
の
こ
と
で

す
。

り
つ
と
う

に
じ
ゅ
う
し
せ
つ
き

二
十
四
節
気

し
ち
じ
ゆ
う
に
こ
う

七
十
二
候

11
月
8
日
〜
12
日
頃

山
茶
始
開

ツ
バ
キ
科
の
花
に
は
大
き
く
分
け
て

ツ
バ
キ
と
サ
ザ
ン
カ
の
種
が
あ
り
ま

す
が
、
冬
の
初
め
に
先
駆
け
と
し
て

咲
く
の
は
、
山
茶
花
（
さ
ざ
ん
か
）

で
す
。
垣
根
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
花

を
つ
け
始
め
、
見
る
者
に
冬
の
訪
れ

を
予
感
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

つ
ば
き
は
じ
め
て
ひ
ら
く

11
月
13
日
〜
17
日
頃

地
始
凍

ぴ
ん
と
張
り
詰
め
た
冷
気
の
も
と
、

地
面
の
土
が
固
く
凍
て
つ
く
朝
も
あ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
冬
に
な
っ
た
こ

と
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
時
節
で
す
。

季
語
の
世
界
で
も
「
海
凍
る
」「
川

凍
る
」「
月
こ
お
る
」と
、豊
富
な「
こ

お
り
」に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ち
は
じ
め
て
こ
お
る

11
月
18
日
〜
22
日
頃

金
盞
香

「
き
ん
せ
ん
か
」
は
、
冬
の
花
で
も

香
り
高
い
こ
と
で
人
気
の
あ
る
水
仙

の
こ
と
。
昔
中
国
で
、
花
の
黄
色
い

と
こ
ろ
を
黄
金
の
杯
（
金
盞
）
に
、

白
い
花
弁
を
銀
の
台
（
銀
台
）
に
た

と
え
て
「
金
盞
銀
台
」
と
呼
び
慣
ら

わ
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

き
ん
せ
ん
か
さ
く
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