
一
「
下
町
」
再
考
 
 

い
ま
さ
ら
語
る
ま
で
も
な
く
、
下
町
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
 
 

言
葉
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
手
近
に
あ
る
大
辞
桁
）
を
引
く
と
、
こ
う
あ
 
 

る
。
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
下
町
を
形
容
詞
化
し
た
下
町
風
な
る
言
葉
を
引
い
て
み
 
 

る
と
、
こ
う
な
る
。
 
 

こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
下
町
と
い
う
言
葉
自
体
は
本
来
低
地
地
区
 
 

下
町
の
風
俗
・
風
習
・
気
風
。
特
に
、
東
京
の
下
町
に
残
る
、
江
 
 

戸
時
代
の
 
「
い
な
せ
」
「
い
き
」
な
ど
の
風
を
い
う
。
 
 

都
市
の
市
街
地
の
う
ち
、
低
地
に
あ
る
地
区
。
主
に
商
工
業
者
な
 
 

ど
が
多
く
住
ん
で
い
る
町
。
東
京
で
は
東
京
湾
側
に
近
い
下
谷
・
浅
 
 

草
・
神
田
・
日
本
橋
・
深
川
な
ど
の
地
域
を
い
う
。
 
 

「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
両
義
性
 
 

五
十
嵐
 
泰
正
 
 
 

や
商
工
業
者
地
区
を
意
味
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
、
東
京
の
あ
る
特
定
 
 

の
地
区
を
指
す
固
有
名
詞
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
 
 

ま
り
、
一
般
的
な
用
語
法
と
し
て
は
「
大
阪
の
下
町
」
「
ソ
ウ
ル
の
下
町
」
 
 

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
も
、
下
町
と
だ
け
書
く
と
、
「
東
京
の
下
町
」
を
指
 
 

す
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
論
 
 

文
で
は
、
こ
の
「
東
京
の
下
町
」
を
指
す
固
有
名
詞
と
し
て
の
下
町
を
、
 
 

カ
ツ
コ
付
き
で
 
「
下
町
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

で
は
、
「
下
町
」
と
は
ど
う
い
う
地
域
な
の
だ
ろ
う
か
。
試
し
に
、
昨
 
 

今
出
版
さ
れ
て
人
気
を
博
し
て
い
る
「
下
町
」
ガ
イ
ド
プ
ッ
を
見
て
 
 

み
よ
う
。
行
政
区
で
言
え
ば
、
隅
田
川
西
岸
の
台
東
区
・
中
央
区
を
中
 
 

心
に
、
対
岸
の
墨
田
区
・
江
東
区
の
大
部
分
、
文
京
区
・
荒
川
区
・
北
 
 

区
・
葛
飾
区
・
豊
島
区
な
ど
の
一
部
を
含
み
こ
む
地
域
が
「
下
町
」
と
 
 

呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
王
子
・
亀
戸
・
森
下
・
神
保
町
な
ど
 
 

の
 
「
周
縁
部
」
を
「
下
町
」
 
に
含
め
る
か
ど
う
か
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
 
 

の
間
で
さ
え
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
谷
中
・
根
津
・
本
郷
・
小
 
 

）
 

石
川
な
ど
、
明
治
期
ま
で
の
お
屋
敷
町
で
あ
っ
た
「
第
一
山
の
」
が
、
 
 

「
下
町
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
地
理
的
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に
言
え
ば
下
町
の
中
心
部
と
み
な
さ
れ
て
い
る
台
東
区
の
な
か
で
も
、
金
 
 

杉
地
区
、
石
浜
地
区
な
ど
、
観
光
資
源
に
乏
し
い
住
宅
地
区
は
、
全
く
 
 

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
「
下
町
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
 
 

い
な
い
。
 
 
 

ど
う
や
ら
、
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
下
 
 

町
」
は
、
確
固
と
し
た
面
的
な
広
が
り
を
も
つ
領
域
と
し
て
定
義
さ
れ
 
 

た
も
の
で
も
、
住
ん
で
い
る
人
の
社
会
階
層
で
定
義
さ
れ
た
も
の
で
も
 
 

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
中
か
ら
は
、
「
下
町
風
」
の
景
観
 
 

や
食
な
ど
の
文
化
商
品
で
観
光
客
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
 
（
面
 
 

的
な
広
が
り
を
持
た
な
い
）
 
ス
ポ
ッ
ト
の
集
合
が
「
下
町
」
 
で
あ
る
と
 
 

、
 

い
う
卜
Ⅰ
ト
ロ
ジ
ー
し
か
見
え
て
こ
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
 
 

そ
う
し
た
「
下
町
」
の
商
店
祷
に
は
、
「
下
町
気
質
」
を
備
え
た
人
た
ち
 
 

が
店
を
構
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
に
 
 

想
定
さ
れ
、
そ
れ
も
集
客
の
重
要
な
魅
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
下
町
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
観
光
産
業
 
 

に
お
い
て
は
、
あ
る
特
定
の
ス
ポ
ッ
ト
と
そ
の
景
観
、
文
化
商
品
、
人
々
 
 

の
気
質
が
本
質
的
・
有
機
的
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
ト
ー
タ
ル
 
 

で
「
下
町
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
下
町
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
行
け
ば
、
そ
 
 

の
地
で
確
か
に
育
ま
れ
て
き
た
文
化
や
人
々
の
気
風
を
味
わ
う
こ
と
が
 
 

で
き
る
と
繰
り
返
す
観
光
産
業
の
背
景
に
は
、
歴
史
に
育
ま
れ
た
 
「
本
 
 

物
」
を
求
め
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
高
ま
り
が
あ
こ
う
し
た
観
光
の
 
 

ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、
「
下
町
」
は
、
領
域
的
・
社
会
階
層
的
に
定
義
さ
 
 

れ
た
内
実
を
剥
ぎ
取
ら
れ
て
、
商
品
と
し
て
記
号
化
さ
れ
た
オ
ー
セ
ン
 
 

テ
ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
な
っ
て
ゆ
く
。
 
 
 

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
下
町
」
と
い
う
言
葉
に
つ
き
ま
と
う
オ
ー
セ
ン
テ
 
 

ィ
シ
テ
ィ
は
、
首
尾
二
貰
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
下
町
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
 
 

ク
に
は
、
「
人
情
」
「
粋
」
「
情
緒
」
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
定
義
の
難
し
い
 
 

感
覚
的
な
名
詞
や
、
「
懐
か
し
い
」
「
ホ
ッ
と
す
る
」
と
い
っ
た
形
容
詞
 
 

が
頻
発
す
る
。
そ
う
し
た
一
連
の
語
彙
の
中
か
ら
、
歴
史
性
、
庶
民
性
、
 
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
性
な
ど
い
く
つ
か
の
要
素
を
抜
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
 
 

が
、
そ
れ
ら
の
要
素
自
体
が
互
い
に
矛
盾
し
あ
う
性
格
を
学
ん
で
い
る
 
 

の
で
、
そ
う
し
た
要
素
の
周
囲
に
結
ば
れ
る
い
く
つ
か
の
 
「
下
町
」
像
 
 

も
ま
た
、
一
貫
し
た
内
実
を
持
ち
え
な
い
。
 
 
 

領
域
や
社
会
階
層
に
よ
る
実
質
的
な
定
義
も
で
き
な
い
上
に
、
イ
メ
ー
 
 

ジ
の
レ
ベ
ル
で
も
首
尾
一
貫
し
た
像
を
結
ぶ
こ
と
が
な
く
、
誰
も
明
確
 
 

な
定
義
を
試
み
よ
う
と
も
し
な
い
。
し
か
し
、
現
代
日
本
の
消
費
社
会
 
 

に
お
い
て
、
確
実
に
何
ら
か
の
強
力
な
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
ア
ピ
ー
 
 

ル
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
集
客
力
を
持
つ
何
も
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
う
 
 

し
た
、
相
互
に
連
関
す
る
一
連
の
語
彙
の
曖
昧
な
束
と
し
て
し
か
定
義
 
 

で
き
な
い
意
味
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
「
下
町
」
を
捉
え
て
ゆ
く
。
筆
者
に
 
 

は
、
ど
こ
が
「
下
町
」
で
あ
る
の
か
、
「
下
町
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
 
 

る
の
か
を
追
及
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
本
稿
を
書
き
進
め
て
ゆ
く
上
で
 
 

さ
し
あ
た
り
必
要
な
の
は
、
東
京
の
い
く
つ
か
の
ス
ポ
ッ
ト
が
「
下
町
」
 
 

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
「
下
町
」
と
い
う
言
葉
が
、
実
質
的
に
も
、
イ
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メ
ー
ジ
の
レ
ベ
ル
で
さ
え
も
内
実
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
種
 
 

の
強
力
な
オ
ー
セ
ン
チ
ィ
シ
テ
ィ
を
発
生
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
 
 

け
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
重
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
 
 

観
光
化
の
ま
な
ざ
し
の
中
で
再
構
成
さ
れ
た
「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
 
 

ス
テ
ム
は
、
決
し
て
観
光
産
業
や
観
光
客
の
側
か
ら
特
定
の
地
区
に
一
 
 

方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
む
し
ろ
、
そ
 
 

う
し
た
地
区
の
行
政
や
商
店
会
や
住
民
も
、
往
々
に
し
て
、
積
極
的
に
 
 

「
下
町
」
と
い
う
名
籍
し
に
呼
応
し
て
地
域
振
興
を
図
り
、
自
ら
の
中
に
 
 

潜
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
「
下
町
」
 
 

の
名
の
も
と
に
再
活
性
化
さ
せ
て
ゆ
く
。
仮
に
、
行
政
や
商
店
会
、
個
々
 
 

の
商
店
主
や
住
民
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
す
 
 

る
「
下
町
」
と
い
う
像
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。
 
 
 

そ
う
し
た
や
や
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
オ
ー
 
 

セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
し
て
の
「
下
町
」
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
 

や
そ
れ
に
裏
書
さ
れ
た
人
種
的
排
除
意
識
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
ゆ
 
 

く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
筆
者
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
次
飾
以
降
で
 
 

は
、
そ
の
課
題
を
、
い
く
つ
か
の
 
「
下
町
」
エ
ッ
セ
イ
の
分
析
を
通
し
 
 

て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

二
 
池
波
正
太
郎
の
「
下
町
」
 
 

－
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
閉
じ
て
ゆ
く
公
定
の
「
下
町
」
 
 

オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
し
て
の
 
「
下
町
」
を
、
も
っ
と
も
 
 

端
的
な
形
で
描
き
出
し
た
作
家
の
一
人
が
、
池
波
正
太
郎
で
あ
る
。
池
 
 

波
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
江
戸
庶
民
の
型
を
体
現
し
た
よ
う
な
人
物
が
登
場
 
 

す
る
大
衆
時
代
小
説
で
、
長
年
人
気
を
博
し
た
作
家
で
あ
る
。
代
表
作
 
 

『
鬼
平
犯
科
帳
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
作
風
は
、
江
戸
の
庶
民
の
 
 

暮
ら
し
と
気
風
に
細
や
か
な
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
人
情
噺
や
捕
り
物
小
説
を
大
量
に
も
の
す
一
方
で
、
浅
草
 
 

聖
天
町
で
生
ま
れ
、
上
野
と
浅
草
の
中
間
に
あ
る
浅
草
永
住
町
で
育
っ
 
 

た
池
波
は
、
一
般
に
「
下
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
 
 

の
日
常
や
事
物
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
を
、
大
量
に
書
き
残
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
中
に
は
、
食
通
を
自
認
す
る
彼
ら
し
く
、
「
下
町
」
地
域
の
名
店
の
 
 

現
在
と
過
去
を
批
評
し
、
幼
か
り
し
こ
ろ
の
思
い
出
の
味
を
回
想
す
る
 
 

も
の
が
多
く
、
「
下
町
」
の
（
食
を
中
心
と
し
た
）
文
化
と
景
観
、
人
々
 
 

の
気
風
や
生
き
様
が
、
有
機
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「
下
町
」
の
 
 

味
覚
や
気
風
に
対
す
る
池
波
の
拘
泥
は
、
決
し
て
貴
族
的
な
も
の
で
は
 
 

な
く
、
む
し
ろ
大
衆
性
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
る
種
 
 

の
執
拗
な
ほ
ど
の
「
本
物
」
＝
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
志
向
に
は
違
い
 
 

な
い
。
そ
し
て
実
際
に
、
「
下
町
」
を
商
品
化
す
る
観
光
産
業
の
中
で
も
、
 
 

池
波
の
名
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
。
 
 
 

池
波
の
エ
ッ
セ
イ
は
全
体
的
に
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
佳
き
も
の
へ
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の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
、
急
速
な
変
化
に
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
へ
の
嫌
悪
 
 

に
貫
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
当
然
貧
乏
暮
ら
し
」
だ
っ
た
小
学
生
 
 

時
代
の
自
ら
の
食
卓
を
回
想
し
て
い
る
、
『
一
年
の
風
景
』
 
（
朝
日
新
聞
 
 

社
、
一
九
八
二
年
）
 
に
収
め
ら
れ
た
「
昔
の
味
」
（
一
四
六
～
五
〇
頁
）
 
 

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
。
現
代
と
違
っ
て
、
「
子
供
の
た
め
に
と
、
特
別
に
料
 
 

理
さ
れ
た
も
の
は
一
皿
も
」
な
く
、
食
卓
に
載
る
の
は
、
飯
、
冷
奴
、
焼
 
 

茄
子
、
そ
し
て
海
苔
と
い
っ
た
何
の
変
哲
も
な
い
食
べ
物
ば
か
り
。
し
 
 

か
し
池
波
は
、
「
現
代
に
お
け
る
同
じ
食
品
と
は
、
ま
っ
た
く
質
が
違
っ
 
 

て
」
お
り
、
「
子
供
ご
こ
ろ
に
も
、
「
み
ち
た
り
た
…
…
」
お
も
い
が
し
 
 

た
」
と
描
く
。
こ
う
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
池
波
は
、
「
下
町
」
を
か
つ
て
社
 
 

会
経
済
的
に
強
く
裏
書
き
し
て
い
た
は
ず
の
貧
困
と
い
う
負
の
要
素
を
 
 

指
摘
し
っ
つ
も
、
幼
少
期
の
ほ
う
が
、
経
済
的
・
量
的
な
富
裕
さ
に
還
 
 

元
さ
れ
な
い
質
的
な
「
本
物
」
 
に
よ
っ
て
心
が
満
た
さ
れ
て
い
た
、
と
 
 

い
う
強
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
披
燈
し
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
池
波
は
往
々
に
し
て
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
 
 

ク
な
「
下
町
」
 
の
生
活
の
中
に
、
意
識
的
に
日
本
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
 
 

を
透
か
し
見
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
新
し
い
年
の
習
俗
」
と
題
さ
れ
た
 
 

（
6
）
 
 

エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
は
、
家
族
総
出
の
大
掃
除
、
「
暮
れ
檻
棲
」
と
新
年
 
 

の
新
し
く
し
た
て
た
餅
、
寛
永
寺
の
鐘
の
音
と
い
っ
た
、
「
下
町
」
の
何
 
 

気
な
い
年
越
し
の
風
景
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
本
人
と
し
て
の
習
俗
」
と
 
 

呼
び
な
お
す
。
そ
し
て
、
現
代
で
は
松
飾
り
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
 
 

嘆
く
く
だ
り
で
は
、
同
時
に
日
の
丸
を
掲
揚
し
な
く
な
っ
た
こ
と
も
嘆
 
 

い
て
み
せ
る
。
 
 
 

池
波
正
太
郎
の
時
代
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
は
、
い
か
に
そ
れ
が
ネ
イ
シ
 
 

ョ
ン
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
国
家
の
全
体
像
 
 

に
直
接
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
首
都
東
京
の
 
「
下
 
 

町
」
に
住
む
庶
民
の
生
活
を
語
り
、
特
定
の
場
所
（
p
ぎ
e
）
性
に
安
定
 
 

的
に
着
地
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
透
か
し
見
る
と
い
う
手
 
 

法
を
と
っ
て
い
る
。
日
本
と
い
う
国
家
の
中
心
部
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
 
 

「
下
町
」
と
い
う
特
定
の
場
所
。
そ
こ
に
お
け
る
、
場
所
の
文
脈
に
強
く
 
 

根
付
い
た
さ
わ
め
て
日
常
的
な
生
活
の
営
み
こ
そ
が
、
「
日
本
人
」
の
営
 
 

み
で
あ
る
よ
う
に
、
池
波
は
語
っ
て
ゆ
く
。
 
 
 

こ
れ
は
た
と
え
ば
、
一
連
の
維
新
も
の
の
中
で
、
曲
が
り
な
り
に
も
 
 

日
本
と
い
う
国
家
の
全
体
像
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
 
 

ラ
ー
男
性
に
対
し
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
経
験
を
セ
 
 

遼
太
郎
文
学
に
お
け
る
国
家
の
描
き
方
と
は
、
好
対
照
を
な
巧
。
池
波
 
 

ル
フ
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
物
語
と
重
ね
合
わ
せ
て
語
り
か
け
た
、
司
馬
 
 
 

正
太
郎
の
作
品
群
は
、
時
期
的
に
も
重
な
る
司
馬
と
並
び
称
さ
れ
る
ペ
 
 

き
、
も
う
ひ
と
つ
の
戦
後
大
衆
小
説
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
と
い
っ
 
 

て
い
い
。
そ
の
池
波
文
学
の
果
た
し
た
重
要
な
機
能
の
一
つ
を
、
司
馬
 
 

の
読
者
層
よ
り
さ
ら
に
一
段
「
大
衆
的
」
 
で
、
よ
り
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
 
 

で
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
人
々
に
、
司
馬
と
は
別
の
形
で
、
日
本
 
 

と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
再
確
認
さ
せ
続
け
た
こ
と
と
論
じ
る
こ
と
が
で
 
 

き
よ
う
。
「
下
町
」
と
い
う
場
所
に
張
り
付
い
て
、
歴
史
に
育
ま
れ
た
「
下
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池
波
正
太
郎
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
描
き
出
す
、
失
わ
れ
ゆ
く
オ
ー
 
 

セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
総
体
と
し
て
の
「
下
町
」
は
、
観
光
産
業
や
、
観
 
 

光
化
の
ま
な
ざ
し
に
積
極
的
に
応
じ
よ
う
と
す
る
地
域
の
行
政
と
は
非
 
 

常
に
相
性
が
い
い
。
 
 
 

池
波
の
出
身
地
で
あ
る
台
束
区
は
、
「
下
町
」
の
中
心
的
な
地
域
と
み
 
 

な
さ
れ
、
た
と
え
ば
青
島
都
政
下
に
「
芸
術
や
伝
統
を
育
む
」
上
野
・
浅
 
 

草
副
都
心
と
定
義
づ
け
ら
れ
な
ど
、
東
京
都
の
中
で
「
歴
史
と
伝
統
」
 
 

を
割
り
当
て
ら
れ
、
観
光
と
文
化
資
源
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
明
 
 

確
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
区
行
政
自
身
も
、
「
国
際
観
 
 

光
都
市
・
台
東
を
目
指
し
て
ー
多
彩
な
魅
力
の
下
町
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
と
 
 

劃
遥
に
銘
打
た
れ
た
『
台
東
区
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
』
（
台
東
区
、
二
〇
〇
一
 
 

年
）
 
を
ま
と
め
あ
げ
、
自
ら
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
割
を
す
す
ん
で
全
 
 

う
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
 
 
 
 
r
 
 
 

そ
の
台
東
区
は
、
二
〇
〇
一
年
の
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
開
館
の
際
、
図
 
 

書
館
部
分
の
一
階
に
、
池
波
正
太
郎
記
念
文
庫
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
そ
 
 

こ
に
は
、
自
筆
原
稿
や
絵
画
と
い
っ
た
池
波
に
ま
つ
わ
る
資
料
が
多
数
 
 

収
集
さ
れ
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
、
池
波
の
書
斎
が
復
元
さ
れ
て
い
る
 
 

な
ど
、
単
な
る
中
央
区
民
図
書
館
の
一
コ
ー
ナ
ー
と
い
う
位
置
付
け
を
 
 

越
え
、
区
外
か
ら
の
来
訪
者
・
観
光
客
の
ま
な
ざ
し
も
意
識
し
、
多
分
 
 

町
」
の
美
風
に
の
っ
と
っ
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
「
よ
 
 

き
日
本
人
」
と
し
て
の
営
み
で
あ
る
と
、
池
波
正
太
郎
は
説
く
の
だ
。
 
 

に
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
色
の
強
い
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
 
 

な
、
区
外
の
目
も
意
識
し
た
区
民
中
央
図
書
館
の
常
設
企
画
の
目
玉
に
、
 
 

数
あ
る
台
東
区
ゆ
か
り
の
文
人
た
ち
の
中
か
ら
、
池
波
正
太
郎
が
選
ば
 
 

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
池
波
正
太
郎
自
身
と
、
彼
 
 

の
措
く
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
、
日
本
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
内
包
し
 
 

た
「
下
町
」
像
が
、
区
民
の
ロ
ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
誇
り
 
 

と
、
一
癖
来
訪
客
が
「
下
町
」
に
期
待
す
る
も
の
と
を
同
時
に
満
た
す
 
 

も
の
と
し
て
、
台
東
区
行
政
に
公
的
に
認
証
さ
れ
、
採
択
さ
れ
た
と
い
 
 

う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
池
波
記
念
文
庫
の
入
り
口
の
パ
ネ
ル
に
、
池
波
の
写
 
 

真
と
と
も
に
、
一
九
七
九
年
の
『
男
の
リ
ズ
ム
』
（
角
川
書
店
）
と
い
う
 
 

エ
ッ
セ
イ
集
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
印
象
的
に
選
ば
れ
て
い
る
 
 

こ
と
を
、
見
逃
す
こ
と
は
で
重
な
い
。
 
 

こ
こ
に
登
場
す
る
、
上
野
・
浅
草
を
東
京
圏
で
は
数
少
な
い
「
ふ
る
 
 

さ
と
」
と
呼
ぶ
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
は
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
 
 

し
て
の
「
下
町
」
と
い
う
、
不
定
形
な
意
味
シ
ス
テ
ム
の
ひ
と
つ
の
核
 
 

に
位
置
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
不
定
形
な
「
下
町
」
と
い
 
 
 

東
京
人
に
故
郷
は
な
い
、
と
、
東
京
人
自
身
が
口
に
す
る
け
れ
ど
 
 

も
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
。
私
の
故
郷
は
誰
が
な
ん
と
い
っ
て
も
 
 

浅
草
と
上
野
な
の
で
あ
る
。
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う
意
味
シ
ス
テ
ム
の
い
く
つ
か
の
要
素
 
－
 
歴
史
性
、
庶
民
性
、
強
固
 
 

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
I
が
辛
う
じ
て
矛
盾
な
く
交
わ
る
点
に
、
「
懐
か
し
 
 

い
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
形
象
が
あ
る
。
成
田
龍
一
は
、
一
九
六
〇
年
代
 
 

の
観
光
産
業
が
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
∴
ソ
ヤ
パ
ン
を
標
模
す
る
現
象
の
中
で
、
 
 

「
都
市
は
自
分
の
故
郷
で
は
な
い
、
自
分
の
故
郷
は
都
市
以
外
の
地
域
に
 
 

）
 

あ
る
」
と
い
う
意
識
が
登
場
し
た
と
論
じ
て
い
前
が
、
「
下
町
」
は
、
そ
 
 

う
し
た
故
郷
に
な
り
え
な
い
は
ず
の
大
都
市
東
京
の
中
で
例
外
的
に
「
ふ
 
 

る
さ
と
」
を
感
じ
る
こ
と
の
で
巷
る
場
所
と
し
て
、
観
光
化
さ
れ
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
下
町
」
が
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
契
機
が
あ
る
の
だ
 
 

と
す
れ
ば
、
「
ふ
る
さ
と
」
に
つ
い
て
、
歴
史
社
会
学
で
繰
り
返
さ
れ
て
 
 

き
た
指
摘
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
近
代
日
本
は
、
学
校
 
 

教
育
や
文
部
省
唱
歌
を
通
じ
て
共
通
の
「
ふ
る
さ
と
の
記
憶
」
を
作
り
 
 

出
し
、
「
ふ
る
さ
と
」
を
「
日
本
」
 
へ
と
拡
張
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
国
民
 
 

動
員
の
基
礎
と
し
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
成
 
 

田
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
公
定
的
な
故
郷
の
物
語
は
、
閉
ざ
さ
れ
 
 

た
日
本
人
と
し
て
の
故
郷
で
あ
っ
て
、
日
本
に
住
む
外
国
人
に
と
っ
て
 
 

は
承
服
し
が
た
い
故
郷
観
で
し
か
な
 
 
 

こ
こ
に
お
い
て
再
び
、
「
下
町
」
と
い
う
修
辞
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
 
 

ッ
ク
な
相
貌
を
見
せ
は
じ
め
る
。
観
光
を
意
識
し
た
地
域
行
政
に
、
選
 
 

ば
れ
、
押
し
出
さ
れ
た
公
定
の
「
下
町
」
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
、
「
ふ
る
さ
 
 

と
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
強
く
持
つ
イ
メ
ー
ジ
 
 

し
か
し
現
実
の
台
東
区
は
、
「
本
物
の
日
本
」
と
い
う
表
象
と
は
裏
腹
 
 

に
、
数
多
く
の
外
国
人
就
労
者
や
居
住
者
を
抱
え
る
区
で
も
あ
る
。
古
 
 

く
か
ら
東
京
圏
で
も
有
数
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
 
 

る
東
上
野
や
上
野
二
丁
目
に
は
、
数
多
く
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
 
 

集
積
し
て
お
り
、
新
来
の
韓
国
人
も
多
数
流
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
 
 

メ
ヤ
横
丁
に
は
、
中
国
語
圏
・
東
南
／
南
ア
ジ
ア
系
食
料
雑
貨
品
店
が
 
 

建
ち
並
び
、
週
末
に
は
関
東
一
円
に
在
住
し
て
い
る
外
国
人
の
買
い
物
 
 

客
が
集
ま
る
。
 
 
 

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
純
化
し
た
形
で
提
示
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
 
 

ど
、
こ
の
地
域
は
ま
す
ま
す
「
本
物
の
日
本
」
「
生
粋
の
日
本
」
と
し
て
 
 

語
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
も
日
本
人
の
も
の
で
あ
る
「
東
 
 

京
の
中
の
ふ
る
さ
と
＝
下
町
」
に
、
「
懐
か
し
さ
」
「
生
粋
の
庶
民
文
化
」
 
 

が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
「
本
物
の
日
 
 

本
」
が
こ
の
地
域
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
へ
と
、
ス
 
 

ラ
イ
ド
し
て
し
ま
う
。
 
 
 

現
実
に
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
二
〇
 
 

〇
二
年
の
F
I
F
A
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
控
え
た
時
期
に
、
台
東
区
は
、
国
 
 

際
線
の
機
内
誌
や
空
港
の
ロ
ビ
ー
、
海
外
向
け
の
政
府
刊
行
物
に
T
a
i
t
O
 
 

i
B
T
O
k
y
O
｝
T
訂
r
e
a
〓
a
p
a
n
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
冠
し
た
広
告
を
 
 

出
し
、
世
界
中
か
ら
の
観
戟
客
に
「
一
年
を
通
じ
て
心
温
ま
り
伝
統
的
 
 

な
浅
草
や
上
野
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
。
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在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
、
来
日
し
て
／
さ
せ
ら
れ
て
か
ら
既
に
数
世
代
 
 

建
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
上
野
は
明
ら
か
に
「
ふ
 
 

る
さ
と
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
下
町
」
を
「
本
物
の
日
本
」
と
 
 

呼
び
た
が
る
観
光
の
ま
な
ざ
し
や
、
そ
れ
に
応
じ
る
公
定
の
「
下
町
」
と
 
 

い
う
言
葉
の
前
で
、
上
野
や
浅
草
は
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
っ
て
も
 
 

「
ふ
る
さ
と
」
た
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
ス
テ
ム
 
 

に
、
実
際
に
そ
こ
に
住
む
外
国
人
住
民
の
居
場
所
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

三
「
共
生
の
作
法
」
 
 

－
ソ
ト
に
開
い
て
ゆ
く
契
機
と
し
て
の
「
下
町
」
 
 

ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
八
〇
年
代
中
盤
以
降
の
都
市
論
／
東
 
 

京
論
の
一
角
を
担
っ
た
枝
川
公
一
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
「
東
京
の
外
 
 

国
人
」
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
変
化
を
、
少
し
追
い
か
け
て
み
た
い
。
海
 
 

外
経
験
の
多
い
枝
川
は
、
香
港
、
マ
ド
リ
ー
ド
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
 
 

そ
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ど
に
お
い
て
都
市
の
姿
を
追
い
求
め
な
が
ら
、
 
 

必
ず
東
京
に
立
ち
戻
り
、
世
界
の
諸
都
市
を
写
し
鏡
と
し
た
数
多
く
の
 
 

東
京
論
を
も
の
し
た
。
墨
田
区
向
島
に
生
ま
れ
、
八
〇
年
代
以
降
は
江
 
 

束
区
越
中
島
に
暮
ら
す
彼
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
下
町
」
も
の
も
得
 
 

意
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
『
ふ
り
む
け
ば
下
町
が
あ
っ
た
』
（
新
潮
社
、
一
 
 

九
八
八
）
、
『
東
京
下
町
と
っ
て
お
き
の
人
々
』
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
 
 

〇
〇
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
集
を
上
梓
し
て
い
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
一
九
九
三
年
の
『
続
・
束
京
暮
ら
し
覚
え
書
き
』
（
は
る
 
 

書
房
）
を
見
て
み
よ
う
。
枝
川
は
、
多
く
の
束
京
論
者
が
退
場
し
た
時
 
 

期
に
、
残
さ
れ
た
「
東
京
に
生
卓
て
い
る
」
人
間
と
し
て
、
「
旧
東
京
」
 
 

と
は
異
質
の
「
新
東
京
」
が
現
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
そ
の
 
 

「
新
東
京
」
の
実
態
は
わ
か
ら
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
が
現
れ
る
プ
ロ
セ
ス
 
 

を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
群
を
紡
い
だ
と
い
う
（
二
四
 
 

九
～
五
〇
頁
）
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
中
で
枝
川
は
、
馴
染
み
深
い
「
旧
 
 

来
京
」
に
対
し
て
、
池
波
の
よ
う
な
素
朴
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
愛
惜
の
 
 

情
を
表
明
す
る
こ
と
ば
な
い
。
翻
っ
て
、
「
新
東
京
」
と
い
う
得
体
の
知
 
 

れ
な
い
何
も
の
か
の
勃
興
に
対
し
て
、
戸
惑
い
な
が
ら
も
現
実
と
し
て
 
 

し
っ
か
と
見
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
と
東
京
の
多
人
種
化
 
 

と
い
う
「
新
東
京
」
の
一
つ
の
エ
ッ
ジ
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て
否
定
 
 

的
に
、
た
じ
ろ
ぎ
、
い
ら
だ
つ
姿
勢
を
隠
さ
な
い
。
 
 
 

そ
の
名
も
「
外
国
人
滞
留
者
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
 
（
九
七
～
一
 
 

〇
八
頁
）
で
は
、
「
さ
わ
ら
ぬ
袖
に
た
た
り
な
し
」
と
い
う
調
子
の
日
本
 
 

人
住
民
の
「
知
ら
ん
顔
」
を
批
判
し
た
上
で
、
こ
の
ま
ま
だ
と
将
来
は
、
 
 

ア
メ
リ
カ
諸
都
市
や
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
と
い
っ
た
大
都
市
と
同
じ
よ
う
 
 

に
、
人
種
民
族
の
雑
居
し
た
ス
ラ
ム
に
東
京
も
足
を
引
っ
張
ら
れ
る
よ
 
 

う
に
な
る
、
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
「
メ
ガ
シ
テ
ィ
の
病
弊
」
と
い
う
危
 
 

機
感
を
頚
わ
に
し
た
エ
ッ
セ
イ
（
一
六
九
～
八
〇
頁
）
も
、
外
国
人
に
 
 

関
す
る
記
述
を
頂
点
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
耳
に
心
地
よ
く
な
 
 

い
外
国
語
」
と
感
じ
て
し
ま
う
差
別
意
識
を
告
白
し
、
ロ
シ
ア
人
や
コ
 
 

ロ
ン
ビ
ア
人
の
娼
婦
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
第
三
世
界
の
貧
窮
を
内
部
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と
こ
ろ
が
、
『
続
・
覚
え
書
卓
』
か
ら
五
年
後
の
一
九
九
八
年
、
多
様
 
 

な
国
籍
・
職
業
の
東
京
在
住
外
国
人
た
ち
を
精
力
的
に
取
材
し
た
『
祷
 
 

は
国
境
を
遇
え
る
』
（
都
市
出
版
、
一
九
九
八
年
）
で
は
、
枝
川
は
外
国
 
 

人
住
民
に
対
し
て
全
く
違
う
資
勢
を
見
せ
て
い
る
。
「
自
分
の
な
か
の
東
 
 

京
」
が
「
も
っ
と
軽
く
な
れ
と
念
じ
っ
つ
」
善
か
れ
た
本
書
は
、
彼
に
と
っ
 
 

て
「
幸
せ
な
仕
事
」
だ
っ
た
と
い
う
（
三
二
四
～
五
頁
）
。
こ
の
本
の
も
と
 
 

に
な
っ
た
の
は
、
『
東
京
人
』
と
い
う
オ
ー
セ
ン
チ
ィ
シ
テ
ィ
志
向
で
静
 
 

に
取
り
込
み
は
じ
め
た
東
京
も
、
根
の
部
分
で
む
し
ば
ま
れ
始
め
て
い
 
 

る
、
と
論
じ
る
。
こ
れ
が
、
保
守
系
の
総
合
誌
『
正
論
』
に
連
載
さ
れ
 
 

た
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
鐘
緯
は
差
し
引
く
に
し
 
 

て
急
増
す
る
外
国
人
住
民
に
対
す
る
き
わ
め
て
否
定
的
な
叙
述
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

『
続
・
覚
え
書
卓
』
当
時
の
枝
川
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
頻
繁
に
訪
れ
 
 

て
お
り
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
世
紀
末
』
（
光
文
社
、
 
 

一
九
九
六
年
）
と
い
う
論
集
を
上
梓
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
マ
ギ
ン
 
 

グ
と
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
、
ド
ラ
ッ
グ
と
レ
イ
プ
に
ま
み
れ
た
、
ニ
ュ
ー
 
 

ヨ
ー
ク
の
錯
綜
す
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
泥
沼
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
悲
 
 

観
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
九
〇
年
代
前
半
の
こ
の
時
期
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
 
 

ク
と
い
う
「
二
一
世
紀
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
主
張
で
き
る
、
お
そ
ら
く
 
 

唯
一
の
都
市
」
（
三
七
六
頁
）
を
通
し
て
見
た
、
東
京
の
周
回
遅
れ
の
多
 
 

人
種
化
は
、
枝
川
に
と
っ
て
悪
夢
に
も
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
 
 

的
な
江
戸
－
東
京
論
の
牙
城
の
よ
う
な
雑
誌
で
の
連
載
で
あ
る
に
も
か
 
 

か
わ
ら
ず
、
枝
川
は
、
き
わ
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
筆
致
で
、
東
京
在
住
 
 

の
外
国
人
と
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
日
本
人
の
日
常
を
描
く
。
こ
の
、
世
 
 

間
で
は
不
況
の
深
化
と
と
も
に
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
風
当
た
り
が
 
 

厳
し
く
な
っ
た
五
年
間
に
お
け
る
、
唐
突
に
も
見
え
る
枝
川
の
姿
勢
の
 
 

変
化
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
筈
え
の
鍵
と
な
る
も
の
の
一
つ
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
二
番
 
 

目
に
収
録
さ
れ
た
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
シ
ェ
フ
を
巡
る
物
語
「
深
川
飯
と
 
 

カ
レ
ー
の
倍
額
関
係
」
（
三
三
～
四
八
頁
）
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

周
囲
の
中
小
製
造
業
や
建
設
業
に
「
外
国
人
労
働
者
」
が
増
え
て
き
た
 
 

九
一
年
、
深
川
在
住
の
歯
科
技
工
士
鳥
山
さ
ん
は
、
見
る
か
ら
に
寂
し
 
 

そ
う
な
彼
ら
を
放
っ
て
お
け
な
い
と
、
仲
間
た
ち
と
お
国
自
慢
の
料
理
 
 

を
持
ち
寄
っ
た
ラ
ン
チ
・
パ
ー
テ
ィ
を
企
画
し
、
彼
自
身
も
深
川
飯
を
 
 

持
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
深
川
飯
が
ハ
ラ
ー
ル
か
ど
う
か
を
確
か
め
な
が
 
 

ら
平
ら
げ
た
パ
キ
ス
タ
ン
人
の
ク
ー
リ
ッ
タ
氏
と
懇
意
に
な
り
、
や
が
 
 

て
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
料
理
店
を
共
同
縫
営
す
る
ま
で
に
な
る
。
 
 

最
初
の
ラ
ン
チ
・
パ
ー
テ
ィ
の
席
上
、
鳥
山
さ
ん
は
、
「
深
川
世
界
市
民
 
 

憲
章
」
な
る
も
の
を
宣
言
す
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
の
よ
う
に
謳
わ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

下
町
気
質
の
本
領
は
、
因
っ
て
い
る
人
を
見
過
ご
せ
な
い
こ
と
に
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し
か
し
、
鳥
山
さ
ん
の
「
宣
言
」
は
、
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
 
 

い
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
オ
ー
セ
ン
チ
ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
 
 

し
て
の
 
「
下
町
」
は
と
も
か
く
、
実
際
の
東
京
東
部
低
地
地
域
は
、
東
 
 

北
・
信
越
・
北
開
東
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら
流
入
す
る
人
口
を
絶
え
 
 

ず
抱
え
て
き
た
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

「
向
こ
う
三
軒
両
隣
」
と
い
う
言
葉
や
、
町
内
会
組
織
に
支
え
ら
れ
た
 
 

盛
ん
な
祭
礼
な
ど
か
ら
、
や
や
も
す
る
と
、
「
下
町
」
に
は
同
質
性
の
高
 
 

い
強
固
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
続
し
て
お
り
、
そ
こ
の
住
民
は
あ
た
か
 
 

前
節
で
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
閉
じ
て
い
く
か
に
見
え
た
「
下
町
」
と
い
 
 

う
修
辞
が
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
「
世
界
」
に
開
い
て
い
こ
う
と
 
 

す
る
意
思
に
正
当
性
を
与
え
て
い
る
の
だ
。
ご
く
普
通
の
「
下
町
っ
子
」
 
 

で
あ
る
鳥
山
さ
ん
が
、
自
ら
の
中
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
（
と
少
な
く
 
 

と
も
信
じ
て
い
る
）
「
下
町
」
意
味
シ
ス
テ
ム
の
語
彙
を
使
っ
て
、
内
在
 
 

的
に
多
人
種
共
生
の
志
向
性
を
表
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
巷
わ
め
て
 
 

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
泥
沼
の
人
種
摩
擦
を
目
の
当
 
 

た
り
に
し
て
重
た
枝
川
は
、
素
朴
で
地
に
足
の
つ
い
た
多
人
種
共
生
へ
 
 

の
心
意
気
を
、
他
な
ら
ぬ
足
元
の
深
川
で
教
え
ら
れ
た
わ
け
だ
。
 
 

あ
り
ま
す
．
。
そ
の
開
か
れ
た
心
を
世
界
に
向
け
て
み
た
い
と
考
え
 
 

ま
す
（
枝
川
前
掲
書
、
四
〇
京
）
 
 

も
特
定
の
土
地
に
代
々
根
付
い
て
重
た
「
ア
ー
バ
ン
・
ヴ
ィ
レ
ジ
ャ
ー
 
 

ズ
」
ぱ
か
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
陥
り
や
す
い
が
、
そ
れ
 
 

は
現
実
の
誇
張
さ
れ
た
一
側
面
で
し
か
な
い
。
本
稿
で
詳
述
す
る
用
意
 
 

は
な
い
が
、
台
東
区
を
は
じ
め
と
す
る
東
京
東
部
地
区
は
、
絶
え
間
な
 
 

い
人
口
流
動
の
歴
史
を
、
江
戸
時
代
以
来
重
層
的
に
填
み
重
ね
て
重
た
 
 

地
域
、
そ
の
意
味
で
真
に
都
市
的
な
地
域
で
も
あ
る
。
 
 
 

「
下
町
」
が
、
強
い
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
に
彩
ら
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
 
 

で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
来
訪
者
を
惹
善
つ
け
て
重
た
と
す
る
な
ら
 
 

ば
、
そ
れ
は
本
来
、
地
方
出
身
者
た
ち
に
よ
っ
て
二
次
的
に
仮
構
さ
れ
 
 

た
結
び
つ
卓
で
あ
り
、
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
撃
そ
れ
は
、
祭
礼
や
熱
心
 
 

な
地
域
活
動
か
ら
、
「
下
町
」
の
古
い
商
店
衝
や
住
宅
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
 
 

ィ
が
い
か
に
強
固
に
見
え
よ
う
と
も
、
一
皮
剥
け
ば
「
ど
こ
の
ナ
ニ
モ
 
 

ン
か
わ
か
ら
な
い
」
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
出
郷
者
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
 
 

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
意
味
で
、
表
面
に
見
え
る
強
固
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
性
の
一
 
 

つ
奥
に
あ
る
現
実
の
「
下
町
」
で
の
生
活
と
は
、
異
質
性
と
匿
名
性
の
 
 

上
に
成
り
立
つ
都
市
的
な
生
活
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
現
実
に
そ
こ
に
 
 

生
尊
る
「
下
町
っ
子
」
た
ち
ば
、
あ
る
種
の
都
市
的
な
作
法
を
身
に
つ
 
 

け
る
こ
と
を
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
ー
 
「
下
町
気
質
」
 
－
 
の
 
 

一
端
と
し
て
自
認
し
て
重
た
。
た
と
え
ば
、
江
戸
東
京
博
物
館
館
長
を
 
 

務
め
た
小
木
新
造
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。
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大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
第
一
回
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
東
 
 

京
市
の
人
口
二
一
七
万
人
余
の
う
ち
、
六
割
近
い
人
々
が
東
京
に
 
 

本
籍
の
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
 
 

こ
う
し
た
東
京
の
生
い
立
ち
は
、
住
民
意
識
に
も
影
響
を
与
え
 
 

ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
東
京
人
の
気
安
さ
と
、
親
切
 
 

心
に
富
ん
だ
東
京
人
気
質
が
、
特
に
下
町
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
 
 

っ
た
。
東
京
人
気
質
は
近
隣
の
人
間
関
係
を
緊
密
に
保
ち
な
が
ら
、
 
 

時
に
親
切
心
の
押
し
売
り
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
親
密
さ
を
発
揮
す
 
 

る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
意
外
な
ほ
ど
サ
ッ
パ
リ
し
た
他
人
へ
の
不
 
 

干
渉
主
義
が
徹
底
し
て
い
る
。
 
 

（
小
木
新
造
監
修
『
幻
景
の
東
京
下
町
 
－
 
森
義
利
の
［
少
々
昔
の
 
 
 

図
絵
］
よ
り
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
九
年
、
一
九
五
頁
）
 
 

こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
系
外
国
人
と
地
元
の
日
本
人
の
調
査
を
池
袋
や
新
 
 

宿
で
行
っ
た
奥
田
道
大
を
受
け
て
、
西
澤
晃
彦
が
「
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
 
 

に
は
立
ち
入
ら
な
い
、
そ
っ
と
し
て
お
く
、
そ
の
人
が
本
当
に
困
っ
た
 
 

と
き
に
は
手
助
け
を
す
る
、
手
助
け
で
重
な
い
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
心
 
 

の
用
意
を
す
る
」
と
表
現
し
た
地
域
生
活
上
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
「
共
 
 

生
の
作
法
」
と
奇
妙
な
ほ
ど
一
致
す
奥
田
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
地
 
 

方
か
ら
の
単
身
者
の
流
入
に
慣
れ
て
い
た
池
袋
や
新
宿
で
は
、
そ
の
歴
 
 

史
の
中
で
こ
う
し
た
「
共
生
の
作
法
」
が
療
養
さ
れ
て
い
た
お
か
げ
で
、
 
 

ア
ジ
ア
系
外
国
人
が
流
入
し
て
重
た
と
き
に
も
、
特
段
の
反
発
な
ど
が
 
 

「
下
町
」
と
呼
ば
れ
る
地
区
の
周
辺
に
も
、
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
グ
 
 

ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
で
、
外
国
人
住
民
が
急
増
し
た
。
こ
 
 

の
国
際
移
動
は
、
そ
れ
以
前
の
国
内
移
動
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
の
延
 
 

長
線
上
に
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
束
京
が
日
本
と
い
う
ネ
 
 

イ
シ
ョ
ン
の
「
中
心
」
か
ら
、
世
界
都
市
と
し
て
世
界
シ
ス
テ
ム
の
「
中
 
 

心
」
 
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
に
従
っ
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
「
周
縁
」
の
 
 

人
々
の
範
囲
も
飛
躍
的
に
広
が
り
、
結
果
と
し
て
東
京
の
異
質
性
は
ま
 
 
 

惹
起
さ
れ
な
か
っ
た
。
地
袋
の
 
（
日
本
人
）
住
人
た
ち
は
、
人
口
流
動
 
 

の
歴
史
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
異
質
な
他
者
と
の
共
存
の
ル
ー
ル
を
、
国
 
 

内
の
出
郷
者
た
ち
よ
り
遥
か
に
異
質
性
の
高
い
ア
ジ
ア
系
外
国
人
に
も
 
 

適
応
し
、
そ
し
て
い
ざ
と
い
う
時
に
は
、
自
然
に
手
を
差
し
延
べ
た
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

枝
川
が
深
川
で
出
会
っ
た
鳥
山
さ
ん
も
ま
た
、
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
 
 

う
。
周
囲
の
外
国
人
た
ち
が
「
見
る
か
ら
に
寂
し
そ
う
」
な
の
を
見
兼
 
 

ね
た
ら
、
「
大
げ
さ
な
こ
と
で
は
な
く
て
」
自
然
に
声
を
か
け
る
。
だ
か
 
 

ら
こ
そ
、
鳥
山
さ
ん
は
こ
の
行
動
を
、
ま
さ
に
彼
の
考
え
る
「
下
町
気
 
 

質
」
 
に
内
在
し
て
い
る
美
徳
と
し
て
胸
を
張
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
枝
川
 
 

は
、
深
川
に
内
在
し
て
い
た
「
共
生
の
作
法
」
を
再
発
見
し
、
そ
れ
が
 
 

外
貫
人
住
民
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
多
人
種
共
生
都
市
・
 
 

東
京
の
そ
う
悲
観
的
で
な
い
未
来
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
卓
た
の
で
は
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
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）
 

す
ま
す
増
大
し
て
ゆ
絹
。
た
だ
、
問
題
は
、
東
京
で
異
質
な
他
者
を
迎
 
 

え
る
住
人
の
側
が
、
国
内
か
ら
の
移
動
民
と
、
国
境
を
越
え
た
移
動
民
 
 

の
間
に
質
的
な
差
異
を
設
定
し
て
、
壁
を
閉
ぎ
し
て
し
ま
う
か
ど
う
か
、
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

第
三
節
で
は
、
池
袋
で
見
出
さ
れ
た
外
国
人
住
民
と
の
「
共
生
の
作
 
 

法
」
は
、
「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
も
ビ
ル
ト
イ
 
 

ン
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
 
 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
ス
テ
ム
は
、
第
二
節
 
 

で
見
た
よ
う
に
、
外
国
人
住
民
の
居
場
所
の
な
い
、
き
わ
め
て
ナ
シ
ョ
 
 

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
像
も
結
ぶ
。
 
 
 

「
下
町
」
と
い
う
意
味
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
本
質
的
な
不
定
形
、
曖
昧
 
 

さ
の
ゆ
え
に
、
外
国
人
に
対
し
て
閉
じ
て
ゆ
く
方
向
性
と
開
い
て
ゆ
く
 
 

方
向
性
の
、
ど
ち
ら
を
も
正
当
化
す
る
資
源
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
た
 
 

だ
、
観
光
産
業
と
そ
れ
に
応
じ
た
い
地
域
行
政
に
と
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
 
 

ル
に
閉
じ
て
ゆ
く
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
「
下
町
」
 
こ
そ
が
強
く
打
ち
 
 

出
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
資
本
と
政
治
の
空
間
で
公
的
・
支
 
 

配
的
な
語
り
と
な
る
の
は
、
池
波
正
太
郎
に
象
徴
さ
れ
る
オ
ー
セ
ン
チ
 
 

ィ
シ
テ
ィ
の
修
辞
と
し
て
の
「
下
町
」
の
ほ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 
 

ば
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

そ
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
人
口
流
動
の
歴
史
の
中
で
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
 
 

「
共
生
の
作
法
」
を
、
多
人
種
共
生
と
い
う
新
た
な
局
面
に
も
拡
張
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
「
下
町
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
「
ふ
 
 

註
 
 
 

（
1
）
『
大
辞
林
 
第
二
版
』
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
。
 
 

（
2
）
本
稿
で
は
、
代
表
的
な
「
下
町
」
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
る
る
ぶ
 
東
 
 

京
下
町
を
歩
こ
う
』
（
－
T
B
、
二
〇
〇
一
年
）
と
『
ま
っ
ぷ
る
マ
ガ
ジ
ン
 
 

東
京
下
町
を
歩
く
』
（
昭
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
し
た
。
 
 

（
3
）
三
浦
展
「
郊
外
の
比
較
文
化
史
と
「
第
四
山
の
手
」
の
現
在
」
若
林
幹
夫
 
 

ほ
か
編
『
「
郊
外
」
と
現
代
社
会
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
三
頁
。
 
 

（
4
）
こ
こ
で
深
く
躇
み
込
む
こ
と
ば
で
き
な
い
が
、
経
済
的
な
斜
陽
意
識
の
中
 
 

で
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
志
向
が
高
ま
り
、
「
遺
産
」
が
「
生
産
」
さ
れ
て
ゆ
 
 

く
イ
ギ
リ
ス
の
観
光
産
業
を
論
じ
た
ア
ー
リ
の
議
論
は
、
現
代
日
本
の
観
 
 

光
産
業
に
対
し
て
も
十
分
に
示
唆
的
で
あ
る
。
（
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
『
観
 
 

光
の
ま
な
ざ
し
』
加
太
宏
邦
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
一
 
 

八
六
～
二
三
九
頁
。
）
 
 

（
5
）
た
と
え
ば
、
昭
文
社
前
掲
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
「
文
豪
が
愛
し
た
美
食
を
求
 
 

る
さ
と
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
繋
留
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
 
 

し
て
そ
の
「
ふ
る
さ
と
」
が
、
決
し
て
先
祖
代
々
そ
こ
に
住
み
着
い
た
 
 

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
二
次
的
に
獲
得
し
た
共
同
性
を
意
味
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
 
「
ふ
る
さ
と
」
 
の
優
に
外
国
人
住
民
を
も
含
み
 
 

う
る
か
ど
う
か
が
、
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
垣
間
見
え
た
こ
の
 
 

現
代
的
課
題
を
丹
念
に
検
討
す
る
、
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
社
 
 

会
学
的
な
分
析
は
、
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
 
 

39   



め
て
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
、
池
波
正
太
郎
は
、
森
鴎
外
・
夏
目
漱
石
と
と
も
 
 

に
最
も
大
き
な
扱
い
で
登
場
す
る
 
（
二
〇
～
一
夏
）
。
 
 

（
6
）
池
波
正
太
郎
『
池
波
正
太
郎
の
春
夏
秋
冬
』
文
彗
春
秋
、
六
八
～
七
〇
頁
。
 
 

（
7
）
司
馬
遷
太
郎
の
作
品
群
が
、
い
か
に
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
再
構
 
 

築
に
果
た
し
た
か
、
彼
の
死
後
の
⊥
時
期
、
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
。
た
と
 
 

え
ば
小
森
陽
一
は
、
男
性
の
英
雄
た
ち
の
セ
ル
フ
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
ネ
 
 

イ
シ
ョ
ン
，
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
重
ね
て
語
る
と
い
う
、
大
正
末
期
の
「
大
 
 

衆
小
説
」
か
ら
受
け
継
が
れ
た
手
法
を
用
い
る
司
馬
の
一
連
の
維
新
も
の
 
 

が
、
敗
戟
後
の
日
本
を
創
っ
た
「
企
業
戟
士
」
た
ち
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
内
 
 

在
さ
せ
る
形
で
物
語
を
提
供
し
、
近
代
日
本
と
い
う
国
家
を
め
ぐ
る
幻
想
 
 

を
創
出
し
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
（
小
森
陽
一
「
文
学
と
し
て
の
歴
史
／
 
 

歴
史
と
し
て
の
文
学
」
小
森
陽
一
、
高
橋
哲
哉
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
 
 

ト
リ
ー
を
超
え
て
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
八
頁
）
 
 

（
8
）
東
京
都
都
市
計
画
局
『
副
都
心
整
備
計
画
一
九
九
七
－
二
〇
〇
五
 
 

拠
点
性
の
増
進
／
都
市
空
間
の
質
の
向
上
を
め
ぎ
し
て
』
、
一
九
九
七
年
。
 
 

（
9
）
成
田
龍
一
「
都
市
空
間
と
「
故
郷
」
」
成
田
龍
一
、
藤
井
淑
禎
ほ
か
『
故
 
 

郷
の
喪
失
と
再
生
』
青
弓
祉
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
～
六
頁
。
 
 

（
1
0
）
成
田
前
掲
論
文
、
三
三
～
四
賀
。
 
 

（
1
1
）
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
二
年
二
月
一
四
日
朝
刊
。
 
 

（
1
2
）
同
じ
一
九
九
三
年
に
枝
川
は
、
『
続
・
覚
え
書
き
』
と
似
た
よ
う
な
モ
チ
ー
 
 

フ
に
貫
か
れ
た
『
東
京
は
い
つ
ま
で
東
京
で
い
つ
づ
け
る
か
』
（
講
談
社
、
 
 
 

一
九
九
三
年
。
初
出
は
講
談
社
の
N
E
X
↓
誌
、
一
九
九
一
～
九
二
年
）
と
 
 

い
う
論
集
も
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も
、
新
大
久
保
の
混
沌
と
し
た
多
 
 

人
種
状
況
を
記
述
し
た
章
が
あ
り
、
急
速
な
変
化
に
困
惑
し
っ
つ
も
外
国
 
 

人
と
「
人
間
同
士
」
の
関
係
を
持
ち
は
じ
め
た
多
様
な
日
本
人
住
民
の
声
を
 
 

掬
い
あ
げ
た
上
で
、
「
東
京
に
生
き
て
き
た
自
分
」
が
「
生
垂
方
そ
の
も
の
 
 

が
桓
端
に
適
う
人
間
が
入
り
乱
れ
る
未
来
を
受
け
入
れ
る
「
精
神
の
耐
性
」
 
 

を
持
っ
て
い
る
か
」
と
自
閉
し
て
い
る
（
二
二
三
～
六
四
頁
）
。
こ
ち
ら
も
 
 

考
え
あ
わ
せ
る
と
、
東
京
の
多
人
種
化
と
い
う
現
象
に
対
し
て
、
こ
の
時
 
 

期
の
枝
川
は
評
価
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
、
こ
の
『
続
・
覚
え
 
 

書
き
』
の
ト
ー
ン
は
、
『
正
論
』
に
合
わ
せ
た
と
い
う
側
面
が
相
当
強
い
 
 

の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

（
1
3
）
た
と
え
ば
、
明
治
期
の
浅
草
を
出
郷
者
た
ち
の
幻
想
と
し
て
の
 
（
家
郷
）
 
 

と
論
じ
た
書
見
俊
哉
『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
弘
文
堂
、
一
九
八
 
 

七
年
、
二
四
七
～
九
頁
を
参
照
。
 
 

（
1
4
）
西
澤
晃
彦
「
東
京
の
銭
湯
」
『
現
代
思
想
』
二
八
⊥
一
、
二
〇
〇
〇
年
、
 
 

九
〇
頁
。
 
 

（
1
5
）
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
上
野
を
想
起
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
上
野
駅
と
い
う
大
ク
ー
、
、
、
ナ
ル
を
抱
え
、
長
ら
く
「
北
の
玄
 
 

関
口
」
で
あ
っ
た
こ
の
地
は
、
京
成
ス
カ
イ
ラ
イ
ナ
ー
の
乗
り
入
れ
に
よ
 
 

り
「
空
の
玄
関
口
」
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
東
北
や
上
信
越
か
ら
の
上
 
 

京
者
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
駅
に
現
れ
た
第
三
世
界
か
ら
の
 
 

「
上
京
者
」
は
、
上
野
で
東
京
生
活
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
イ
ラ
ン
人
 
 

な
ど
そ
の
一
部
は
、
上
野
公
園
を
一
時
的
な
滞
留
場
所
と
し
て
選
ん
だ
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

（
こ
の
論
文
は
、
平
成
十
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
 
 

究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
）
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