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ま
ず
、都
市
の
記
憶
を
語
り
た
い
。�

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
同
じ
よ
う
に
都
市
は
記
憶
装
置
を

内
蔵
し
て
い
て
、膨
大
な
デ
ー
タ
を
記
憶
し
て
い
る
。都

市
の
記
憶
装
置
に
は
、そ
の
都
市
に
生
き
て
い
た
人
び

と
の
思
想
や
行
為
が
す
べ
て
保
存
さ
れ
て
い
て
、そ
れ

が
都
市
の
現
在
を
機
能
さ
せ
て
い
る
。�

　
と
こ
ろ
が
、現
代
人
が
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い
る

都
市
の
記
憶
は
、記
憶
全
体
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
か
。そ
れ
は
主
に
生
産
と
消
費
に
か
か
わ

る
記
憶
で
、経
済
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
、あ
る
い
は
企
業

や
家
計
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
記

憶
で
あ
る
。
現
代
都
市
で
は
、経
済
に
か
か
わ
る
記
憶

が
都
市
の
大
部
分
を
占
拠
し
て
、他
の
記
憶
を
圧
倒

し
て
い
る
。�

　
実
際
に
都
市
と
は
、か
つ
て
は
生
産
都
市
の
こ
と
で

あ
り
、今
は
消
費
都
市
の
こ
と
を
い
う
。
都
市
生
活
は

そ
の
ま
ま
経
済
生
活
で
あ
る
。
経
済
生
活
は
貨
幣
生

活
で
あ
る
。都
市
で
は
娯
楽
で
あ
れ
休
息
で
あ
れ
、忠

義
で
あ
れ
裏
切
り
で
あ
れ
、純
愛
で
あ
れ
売
春
で
あ

れ
、い
つ
も
貨
幣
で
計
算
さ
れ
る
。�

　
貨
幣
は
現
在
価
値
で
あ
る
。だ
か
ら
都
市
も
、現
在

が
最
も
価
値
を
持
つ
。貨
幣
は
過
去
を
考
慮
し
な
い
。

だ
か
ら
現
代
都
市
も
過
去
を
遮
断
す
る
。
わ
れ
わ
れ

の
都
市
生
活
の
日
常
に
過
去
は
な
い
。貨
幣
は
客
観
的

で
あ
る
。だ
か
ら
現
代
都
市
も
ほ
と
ん
ど
主
観
が
ゆ
る

さ
れ
な
い
。�

�����

　
現
在
価
値
で
な
く
過
去
と
未
来
の
価
値
の
復
権
。

そ
れ
は
死
ん
だ
者
た
ち
と
、こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

者
た
ち
と
を
結
び
つ
け
る
作
業
で
あ
る
。主
観
の
主
張
、

そ
れ
は
公
然
と
客
観
性
を
唱
導
す
る
者
へ
の
抵
抗
で

あ
る
。そ
れ
ら
は
、今
あ
る
都
市
へ
の
反
逆
で
あ
る
。�

　
と
、こ
の
よ
う
に
肩
に
力
を
入
れ
て
言
葉
を
並
べ
る

の
は
、「
ま
ち
歩
き
」が
、と
も
す
れ
ば「
健
康
」の
た
め

や
「
観
察
」の
対
象
と
な
っ
て
軽
量
に
扱
わ
れ
て
い
る

こ
と
へ
の
、わ
た
し
の
不
満
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。�

　
人
間
は
今
ま
で
よ
く
歩
い
て
き
た
。江
戸
期
で
は
一

生
産
と
消
費
の
現
代
都
市�

「
ま
ち
歩
き
」
で
感
情
と�
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る
記
憶
で
、経
済
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
、あ
る
い
は
企
業

や
家
計
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
記

都
市
生
活

常

過
去

貨
幣

客
観

で
あ
る
。だ
か
ら
現
代
都
市
も
ほ
と
ん
ど
主
観
が
ゆ
る

さ
れ
な
い
。�

こ
と
へ
の
、わ
た
し
の
不
満
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。�

　
人
間
は
今
ま
で
よ
く
歩
い
て
き
た
。江
戸
期
で
は
一

日
に
四
〜
五
里
は
歩
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
昔
の
大

坂
で
も
、船
場
か
ら
住
吉
大
社
く
ら
い
は
苦
も
な
く
往

復
し
た
。歩
く
こ
と
で
彼
ら
は
自
分
の
ま
ち
を
自
分
で

構
成
し
た
。自
分
で
日
常
に
歩
く
と
こ
ろ
が
自
分
の
ま

ち
で
あ
り
、そ
れ
が
商
圏
で
あ
り
、シ
マ
で
あ
り
、人
生

の
あ
り
か
で
あ
っ
た
。こ
の「
空
間
」こ
そ
自
分
の
存
在

そ
の
も
の
で
あ
る
。�

　
と
こ
ろ
が
現
代
人
は
、都
市
を「
点
」で
捉
え
て
い
る
。

住
居
、店
舗
、事
務
所
と
い
っ
た
点
を
結
ん
で
生
活
し

て
い
る
。
点
と
点
を
非
連
結
で（
デ
ジ
タ
ル
に
）移
動
す

る
か
ら
、現
代
人
に
と
っ
て
都
市
は
点
の
集
積
に
す
ぎ

な
い
。
点
は
無
数
に
増
え
て
も
空
間
を
構
成
し
な
い
。

だ
か
ら
現
代
の
都
市
に
空
間
は
な
い
。人
間
が
そ
れ
ぞ

れ
自
分
の
空
間
を
持
ち
得
ず
、都
市
は
地
図
上
に
バ
ー

チ
ャ
ル
に
存
在
す
る
の
み
に
な
っ
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
こ

と
だ
。�

　
「
ま
ち
歩
き
」は
、自
分
の
空
間
を
回
復
す
る
有
力

な
手
段
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。�

　
実
は
、都
市
に
は
、経
済
活
動
と
は
違
う
記
憶
も
保

存
さ
れ
て
い
る
。人
び
と
の
感
情
と
生
存
に
か
か
わ
る

記
憶
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、経
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
部
分

を
占
拠
し
て
し
ま
っ
た
都
市
生
活
で
、わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
隠
さ
れ
た
記
憶
に
ア
ク
セ
ス
す
る
能
力
を
退

化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。�

　
自
分
の
空
間
と
は
、「
感
情
と
生
存
」の
意
識
が
持

続
し
て
い
る
空
間（
あ
る
い
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
）の
こ

と
で
あ
り
、「
ま
ち
歩
き
」に
よ
っ
て
、そ
こ
へ
ア
ク
セ
ス

す
る
自
分
の
能
力
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

都
市
を「
自
分
の
空
間
」と
し
て
再
び
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。わ
た
し
は
そ
う
考
え
た
。�

����

　
今
、「
ま
ち
歩
き
」の
観
光
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。「
名

所
旧
跡
温
泉
宴
会
観
光
バ
ス
」か
ら
都
市
の
界
隈
の
お

も
し
ろ
さ
に
視
点
が
移
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
。し
か

し
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、都
市
の
流
行
や
過
去
の
記
憶
の

断
片
を
訪
ね
歩
い
て
、非
日
常
体
験
を
味
わ
お
う
と
い

う
も
の
だ
。し
か
し
こ
れ
だ
と
、社
寺
が
町
家
に
代
わ

り
、温
泉
が
シ
ョッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
代
わ
っ
た
の
に
す

ぎ
な
い
。「
ト
リ
ビ
ア
の
蘊
蓄
」
を
売
り
出
す
観
光
も

さ
か
ん
で「
観
光
検
定
」
も
ウ
ケ
て
い
る
が
、知
識
の
断

片
だ
け
で
は「
自
分
の
感
情
と
生
存
の
空
間
」が
回
復

す
る
と
も
思
え
な
い
。�

　
し
か
し
、ど
の
よ
う
な
形
で
も「
ま
ち
歩
き
」が
な
さ

れ
れ
ば
、点
の
集
合
の
中
に
空
間
が
生
じ
、現
在
の
中

か
ら
過
去
が
見
え
、好
き
嫌
い
に
も
っ
と
素
直
に
な
れ

る
自
分
が
、徐
々
に
で
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
期
待
が
あ
る
。�

　
そ
の
た
め
に
は
、自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
ま
ち
を
歩

く
、ま
た
は
愛
す
る
人
の
生
ま
れ
育
っ
た
ま
ち
を
、そ

の
人
に
代
わ
っ
て
歩
く
の
が
よ
い
。過
去
の
風
景
が
残
っ

て
い
れ
ば
、ま
た
残
っ
て
い
な
く
て
も
、自
分
と
ま
ち
の

変
化
を
重
ね
合
わ
せ
て
、自
分
自
身
を
時
間
の
流
れ

に
溶
け
込
ま
せ
る
。こ
れ
が
ま
ち
歩
き
の
至
上
の
楽
し

さ
だ
。時
間
と
空
間
を
わ
が
も
の
に
す
る
楽
し
さ
だ
。

ま
ち
が
自
分
と
一
体
化
し
て
い
る
。自
分
が
経
済
活
動

を
営
ん
で
い
る
日
常
的
な
ま
ち
の
中
を
、貨
幣
抜
き
で

歩
い
て
み
る
の
も
よ
い
。
貨
幣
抜
き
で
も
、ま
ち
に
自

分
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
う
れ
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。�

　
無
縁
の
ま
ち
を
歩
く
時
は
、そ
こ
で
生
き
た「
誰
か
」

に
な
っ
て
歩
く
。
歴
史
上
の
有
名
人
を
芝
居
が
か
っ
て

演
じ
る
の
も
よ
い
が
、市
井
の
老
人
や
町
娘
に
な
っ
て

歩
く
の
は
な
お
お
も
し
ろ
い
。そ
う
す
れ
ば
、そ
の
ま

ち
の
思
想
も
感
情
も
自
分
の
心
に
た
や
す
く
飛
び
込

ん
で
く
る
。�

　
大
阪
の
南
御
堂
前
に
芭
蕉
終
焉
の
地
の
碑
が
あ
る

が
、芭
蕉
は
近
く
の「
花
屋
」の
離
れ
で
息
を
引
き
取
っ

た
。そ
の
元
禄
の
こ
ろ
、浮
き
世
に
興
じ
て
い
た
大
坂
の

町
人
は
、こ
の
気
難
し
い
老
人
に
何
を
感
じ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。「
旅
に
病
ん
で
」と
詠
ん
だ
俳
人
は
、死
の

床
で
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
風
景
に
自
分

を
挿
入
し
て
み
る
。大
坂
の
船
場
の
空
間
が
一
気
に
自

分
に
近
づ
い
て
く
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
楽
し
み
を
得
る
に
は
、そ
の
ま
ち
に
生

き
た
人
間
の
生
き
様
を
少
し
は
学
ん
で
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。「
ま
ち
歩
き
」は
、知
的
ゲ
ー
ム
で
も
あ
る
の

だ
。�

　
こ
う
し
て
見
え
る
ま
ち
の
光
景
が
、「
自
分
の
原
風

景
」で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。日
本
の
都
市
は
経
済
効
率

か
ら
常
に
過
去
を
抹
消
し
て
き
た
の
で
、原
風
景
は
ほ

と
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
。記
憶
の
断
片
の
風
景
は
見

つ
か
る
が
、そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
し
て
も
、そ
れ
は
断
片

に
す
ぎ
な
い
。
都
市
の
原
風
景
が
見
え
る
の
は
自
分
の

脳
裏
に
だ
け
。自
分
の
感
情
と
生
存
の
空
間
で
あ
る「
自

分
の
原
風
景
」だ
け
な
の
だ
。�

　
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が『
モ
モ
』の
中
で
、道
路
掃
除

夫
ベ
ッ
ポ
に
言
わ
し
め
て
い
る
。「
む
か
し
の
わ
し
ら
に

ま
ち
歩
き
観
光�
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会
っ
た
よ
」「
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、暑
さ
の
中
で
な
に

も
か
も
眠
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
、ま
っ
ぴ
る
ま
の
こ
と

だ
―
―
世
界
が
透
き
通
っ
て
見
え
て
く
る
―
―
川
み
た

い
に
だ
、い
い
か
ね
？
―
―
底
ま
で
見
え
る
ん
だ
」「
そ

の
底
の
ほ
う
に
、ほ
か
の
時
代
が
し
ず
ん
で
い
る
、ず
っ

と
底
の
ほ
う
に
」（
大
島
か
お
り
訳
『
モ
モ
』
岩
波
書
店

　
一
九
七
六
）。�

�����

　
さ
あ
、現
実
に
戻
ろ
う
。�

　
観
光
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
。お
仕
着

せ
の
施
設
観
光
か
ら
、個
人
の
選
択
自
由
な
観
光（
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
）へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い

う
。わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ば「
名
所
旧
跡
温
泉
宴
会
観

光
バ
ス
」か
ら「
ま
ち
歩
き
」へ
、と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、

こ
の
変
化
は
本
物
な
の
だ
ろ
う
か
。�

　
わ
た
し
は
今
、『
長
崎
さ
る
く
博
』と
い
う「
日
本
で

は
じ
め
て
の
ま
ち
歩
き
博
覧
会
」
を
自
称
す
る
企
画

を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
。「
さ
る
く
」と
は「
ぶ
ら
ぶ

ら
歩
く
」と
い
う
長
崎
弁
。長
崎
を
歩
い
て
、「
歩
く
人
」

と
こ
の
ま
ち
が
摺
り
合
っ
て
、そ
の
人
の
原
風
景
を
見

つ
け
て
欲
し
い
、そ
ん
な
観
光
を
し
て
欲
し
い
と
い
う
の

が
企
画
の
ね
ら
い
で
あ
る
。そ
れ
が
実
現
す
れ
ば「
ま

ち
歩
き
」
観
光
の
本
来
の
正
統
性
が
証
明
さ
れ
る
と
、

わ
た
し
は
意
気
込
ん
で
い
る
。
長
崎
の
原
風
景
は
、お

お
よ
そ
の
日
本
人
の
原
風
景
に
通
じ
る
の
で
、「
ま
ち

歩
き
」
を
観
光
の
素
材
に
す
る
に
は
長
崎
は
好
適
の

ま
ち
と
い
え
る
。�

長
崎
さ
る
く
博�
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「
長
崎
さ
る
く
博
」
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、関
西

学
院
大
学
社
会
学
部
非
常
勤
講
師
、（
財
）
兵
庫
県
園
芸
公
園

協
会
理
事
。
一
九
四
六
年
大
阪
生
ま
れ
。
六
九
年
早
稲
田
大
学

第
一
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
卒
業
、（
株
）
電
通
入
社
。
八
一

年
同
社
退
社
後
、（
株
）経
営
企
画
セ
ン
タ
ー
設
立
。
九
三
年
「
ア

ー
バ
ン
リ
ゾ
ー
ト
フ
ェ
ア
神
戸
'９３
」
を
は
じ
め
、九
四
年
「
世
界

リ
ゾ
ー
ト
博
」
、九
九
年
「
南
紀
熊
野
体
験
博
」
、同
年
「
し
ま

な
み
海
道
'９９�
」
な
ど
数
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
手

掛
け
、〇
四
年
か
ら
現
職
。
著
書
は
、『
イ
ベ
ン
ト
化
社
会:

実

践
的
イ
ベ
ン
ト
論
序
説
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
）。�

　
茶
谷
　
幸
治
（
ち
ゃ
た
に
・
こ
う
じ
）�

歩
き
」
を
観
光
の
素
材
に
す
る
に
は
長
崎
は
好
適
の

ま
ち
と
い
え
る
。�

　
た
と
え
ば
高
杉
晋
作
が
、幕
末
に
武
士
の
階
級
性

を
無
視
し
て「
国
民
軍
」で
あ
る「
奇
兵
隊
」
を
組
織

し
た
の
は
、長
崎
の
祟
福
寺
で
ム
リ
ヤ
ム
ス
と
い
う
米
国

人
と
会
い
南
北
戦
争
の
話
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
ア

メ
リ
カ
で
は
士
と
民
と
が
わ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。国
王（
大
統
領
）と
な
っ
て
も
ま
た
土
民（
市
民
）に

帰
る
も
の
が
お
り
、逆
に
土
民
か
ら
国
王
に
な
る
も
の

も
い
る
」（
松
本
健
一
『
地
の
記
憶
を
歩
く
』
中
央
公

論
社
　
二
〇
〇
一
）。つ
ま
り
政
治
的
平
等
と
い
う
思

想
が
、こ
の
ま
ち
で
具
体
的
に
語
ら
れ
た
。そ
れ
以
降

の
急
激
な
体
制
の
革
新
の
後
に
今
日
の
日
本
が
あ
る
。

出
島
の
医
師
シ
ー
ボ
ル
ト
や
ポ
ン
ペ
が
西
洋
医
学
を
教

授
し
て
近
代
医
学
が
は
じ
ま
っ
た
。海
軍
伝
習
所
の
軍

船
修
理
工
場
が
近
代
工
業
の
は
じ
ま
り
で
、工
業
大
国

日
本
を
形
成
し
て
い
っ
た
。長
崎
に
は
近
代
日
本
誕
生

期
の
記
憶
が
ま
ち
中
に
い
く
つ
も
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

幕
末
開
国
だ
け
で
な
く
、都
市
の
創
出
が
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
の
要
請
に
よ
る
と
い
う
希
有
な
も
の
で
あ
る
し
、鎖

国
時
代
の
幕
府
貿
易
の
独
占
や
、そ
れ
に
よ
る
都
市
バ

ブ
ル（
元
禄
バ
ブ
ル
）の
発
生
、キ
リ
ス
ト
教
迫
害
と
殉

教
と
復
活
、そ
の
歴
史
を
象
徴
す
る
大
浦
天
主
堂
の
、

そ
の
上
空
で
の
原
爆
の
炸
裂
と
、現
在
の
日
本
人
を
語

る
上
で
、忘
れ
て
は
な
ら
な
い
積
年
の
記
憶
を
長
崎
は

抱
え
込
ん
で
い
る
。現
代
日
本
に
浮
か
れ
て
い
る
人
も
、

疲
れ
て
い
る
人
も
、日
本
人
と
し
て
の
自
分
の
空
間
を

こ
の
長
崎
で
見
つ
め
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。�

　「
長
崎
さ
る
く
博
」は
博
覧
会
と
名
乗
っ
て
い
る
が
、

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。
他
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
異

な
る
と
こ
ろ
は
、単
な
る
宣
伝
だ
け
で
な
く
、具
体
的

な
仕
組
み
を
新
し
く
提
示
し
て
そ
れ
を
実
現
し
て
い

こ
う
と
い
う
行
動
計
画
に
あ
る
。�

　
そ
の
仕
組
み
と
は
、い
く
つ
も
の
ま
ち
歩
き
コ
ー
ス
を

設
定
し
て
、長
崎
を
し
て「
ま
ち
歩
き
の
ま
ち
」に
す

る
こ
と
。
長
崎
の
記
憶
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
、観

光
客
に
選
択
し
や
す
い
よ
う
に
ま
ち
歩
き
の
メ
ニ
ュ
ー

を
提
供
す
る
。
博
覧
会
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
代
わ
り
に
コ

ー
ス
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。実
際
は
四
十

二
コ
ー
ス
に
の
ぼ
る
。そ
の
コ
ー
ス
を
案
内
す
る
市
民
ガ

イ
ド
も
養
成
し
た
。観
光
客
を
案
内
し
て
、長
崎
の
記

憶
に
自
分
の
記
憶
を
交
え
て
長
崎
を
堪
能
さ
せ
る
役

割
で
あ
る
。ガ
イ
ド
は
老
若
男
女
七
百
名
近
い
集
団
で
、

た
っ
た
ひ
と
り
の
観
光
客
の
た
め
に
で
も
役
目
を
果
た

す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
地
図
を
頼
り
に
自

分
勝
手
に
歩
く
の
が
知
的
ゲ
ー
ム
の
醍
醐
味
。そ
の
た

め
の
地
図
に
は
長
崎
人
の
意
を
つ
く
し
た
。�

　
博
覧
会
な
の
だ
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
も
あ

り
、特
別
に
企
画
さ
れ
た
仕
掛
け
も
あ
る
が
、基
本
構

造
は
単
純
に「
ま
ち
歩
き
」で
、こ
れ
を
こ
の
都
市
の
未

来
へ
受
け
継
い
で
い
く
。�

　
二
年
前
か
ら
準
備
を
は
じ
め
て
、二
度
の
予
行
演
習

を
行
い
、こ
の
博
覧
会
の
仕
組
み
が
徐
々
に
市
民
に
認

知
さ
れ
て
き
て
解
っ
た
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
、観
光
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
り
な
が
ら
、そ
れ
以
前
に
、こ
の
企
画

に
市
民
が
乗
り
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。す
べ
て

の
コ
ー
ス
を
設
定
し
て
地
図
を
作
成
し
た
の
は
、地
元

住
民
と
約
百
名
の
市
民
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
。イ
ベ
ン
ト
出
演
者
も
す
べ
て
市
民
で
、博
覧

会
に
か
か
わ
る
市
民
は
総
数
八
千
名
程
度
に
な
る
。こ

の
人
た
ち
が
、今
、自
分
た
ち
の
ま
ち
と
濃
密
に
絡
み

合
っ
て
企
画
を
進
め
て
い
る
。�

　
「
ま
ち
が
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
と
は
」か
ら「
住
ん

で
い
て
し
あ
わ
せ
だ
」ま
で
、自
分
た
ち
の「
感
情
と
生

存
の
空
間
」と
し
て
長
崎
が
市
民
の
間
で
認
識
さ
れ
つ

つ
あ
る
。長
崎
が
よ
り
い
っ
そ
う
長
崎
人
の
も
の
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
が
、そ
う
で
あ
れ
ば「
ま
ち
歩
き
」の

仕
掛
け
は
す
で
に
半
ば
成
功
し
て
い
る
。�

　
今
年
の
四
月
か
ら
が
本
番
で
、長
崎
の
ま
ち
歩
き
観

光
へ
、多
く
の
観
光
客
に
来
訪
し
て
も
ら
い
た
い
が
、グ

ラ
バ
ー
園
と
出
島
と
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
の
向
こ
う
に
何
を
見

つ
け
て
も
ら
え
る
か
、と
て
も
楽
し
み
で
あ
る
。�
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