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は
じ
め
に

　

オ
タ
ク
た
ち
が
ア
ニ
メ
や
漫
画
な
ど
の
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
訪
れ

る
こ
と
を
「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（ 

１

）。
こ
の
よ
う
な
行
動
自
体
は
決
し
て
、
こ
こ
数
年
に
限
っ
た
出
来
事
で
は
な

い
。
柿
崎
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
九
〇
年
代
初
頭
で
あ
っ
て
も
『
究
極
超

人
あ
〜
る
』（
２

）
の
Ｏ
Ｖ
Ａ
（
３

）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
Ｊ
Ｒ
飯
田
線
を
フ
ァ

ン
が
訪
れ
る
と
い
っ
た
行
動
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
な
ど

に
限
ら
な
け
れ
ば
様
々
な
文
学
作
品
の
舞
台
を
訪
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
そ
れ

以
前
か
ら
数
多
く
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
事
象

が
着
目
さ
れ
う
る
の
は
、
地
域
振
興
な
ど
と
結
び
付
け
て
「
萌
え
起
こ
し
」
と

い
っ
た
活
動
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
点
が
非
常
に
大
き
い
で
あ

ろ
う
。
単
に
オ
タ
ク
た
ち
が
舞
台
を
「
聖
地
」
と
し
て
訪
れ
る
と
い
っ
た
点
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
象
を
受
け
て
、
舞
台
と
な
っ
た
地
元
側
が
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
や
記
念
グ
ッ
ズ
の
販
売
な
ど
を
行
い
、
町
や
商
店
街
が
一
体
と

な
っ
て
地
域
振
興
と
し
て
「
聖
地
巡
礼
」
を
迎
え
て
い
っ
た
と
い
う
点
が
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
一
際
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
が
、
ア
ニ
メ

『
ら
き
☆
す
た
』（
４

）
の
舞
台
と
な
っ
た
鷲
宮
神
社
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ニ
メ
『
ら
き
☆
す
た
』
に
て
主
人
公
の
う
ち
の
二
人
で
あ
る
柊
か
が
み
、

柊
つ
か
さ
姉
妹
の
家
の
神
社
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
埼
玉
県

北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
に
あ
る
鷲
宮
神
社
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
内
で
鷲
宮
神
社
が

描
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
て
も
印
象
深
く
描
か
れ
て
は
い
る

が
、
当
初
は
一
部
の
フ
ァ
ン
の
み
が
訪
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、『
月
刊
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
』
二
〇
〇
七
年
八
月
号
に
て
「
ら
き
☆
す
た

的 

「
遠
足
の
し
お
り
」
ポ
ス
タ
ー
」
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
フ
ァ

ン
た
ち
が
実
際
に
訪
れ
た
様
子
を
ブ
ロ
グ
等
で
取
り
上
げ
、
フ
ァ
ン
同
士
で
交

流
を
行
っ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
鷲
宮
神
社
へ
の
「
聖
地
巡
礼
」
が

大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鷲
宮
町
商
工
会

や
幸
手
市
商
工
会
、
春
日
部
特
産
品
Ｐ
Ｒ
事
業
部
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
様
々
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道
志
稿
」
巻
之
九
（
７

）
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
名
勝　

○

尾
道
、
古
名
、
玉
の
浦
、
萬
葉
集
に
出
ツ
、
詳
に
初
巻
に
見
へ
た
り
」
と
あ
る

よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
万
葉
集
の
歌
枕
で
あ
り
、
名
勝
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
で
は
、
実
際
に
尾
道
を
訪
れ
た
旅
人
は
ど

の
よ
う
な
視
線
を
土
地
に
向
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

享
和
二
（
一
八
〇
七
）
年
に
尾
張
の
商
人
菱
屋
平
七
が
名
古
屋
か
ら
京
都
・

大
坂
、
そ
し
て
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
、
長
崎
に
行
き
、
そ
の
後
、
博
多
経
由
で

西
国
街
道
を
移
動
し
、
大
坂
に
至
る
ま
で
を
記
録
し
た
「
筑
紫
紀
行
」（
８

）
に

て
、
江
戸
時
代
の
尾
道
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

北
東
は
山
に
て
南
は
入
海
の
湊
な
り
、
町
家
五
六
千
軒
あ
り
、
町
通
り
家

居
の
さ
ま
な
ん
ど
、
上
方
に
替
る
事
な
し
、
商
家
は
萬
の
問
屋
お
ほ
し
、

肴
の
市
、
野
菜
の
市
た
つ
、
穀
物
・
干
鰯
・
綿
種
・
鹽
な
ど
つ
め
る
船
ど
も
、

諸
国
よ
り
夥
し
く
輻
輳
す
、寺
は
皆
山
の
手
た
か
く
聳
え
て
あ
ま
た
み
ゆ
、

北
西
の
方
を
三
丁
程
の
ぼ
れ
ば
、
仙
光
寺
と
い
ふ
寺
あ
り
、
此
庭
に
高
さ

三
四
間
ば
か
り
な
る
玉
の
ご
と
く
瑩
徹
た
る
石
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
玉

の
う
ら
と
も
い
ふ
、
或
人
の
萬
葉
集
に
ぬ
ば
玉
の
夜
は
あ
け
ぬ
ら
し
た
ま

の
浦
に
あ
さ
り
す
る
田
鶴
な
き
わ
た
る
な
り
、
と
あ
る
も
此
玉
の
浦
の
事

な
る
べ
し
と
い
へ
り
、
さ
れ
ば
い
と
ふ
る
き
名
所
な
り
、
さ
て
東
南
の
か

た
の
町
端
に
、
築
出
し
の
新
地
あ
り
、
此
内
皆
酒
屋
に
て
、
藝
子
女
郎
な

ん
ど
あ
り
、
津
の
国
の
兵
庫
よ
り
こ
ゝ
ま
で
の
間
に
第
一
の
大
湊
な
り
、

　

こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
尾
道
の
町
が
発
展
し
、
特
に
各
地
の
船
が

様
々
な
商
品
を
運
び
入
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
様
子
は
大
坂
と

は
変
わ
ら
ず
、
兵
庫
か
ら
西
に
お
い
て
は
一
番
の
大
き
な
港
と
書
か
れ
る
ほ
ど

な
限
定
グ
ッ
ズ
販
売
や
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
、
双
方
向
的
な
盛
り
上
が
り
を

み
せ
た
こ
と
も
ブ
ー
ム
に
拍
車
を
か
け
た
一
因
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は

ア
ニ
メ
放
送
が
終
了
し
た
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
数
年
間
と
い
う
時
間
が
経
過

し
た
二
〇
〇
九
年
に
な
っ
て
も
同
様
の
様
相
を
み
せ
て
お
り
、
今
や
「
聖
地
巡

礼
」
や
「
萌
え
起
こ
し
」
と
い
え
ば
『
ら
き
☆
す
た
』
お
よ
び
鷲
宮
神
社
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
動
向
を
受
け
て
か
、「
聖
地
巡
礼
」
に
関
す
る
研
究
も
ま
た
鷲
宮

神
社
を
対
象
と
し
て
い
る
（
５

）。
岡
本
氏
や
山
村
氏
、
佐
藤
氏
は
鷲
宮
神
社
の

動
向
を
実
証
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
り
、
丸
田
氏
は
鷲
宮
神
社
を

中
心
と
し
た
「
聖
地
」
に
関
す
る
概
念
的
な
研
究
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
例
え
ば
柿
崎
氏
が
取
り
上
げ
た
「
聖
地
」
は
全
国
で
十
二
ヶ
所

あ
り
、『
ゲ
ー
ム
ラ
ボ
』
二
〇
〇
九
年
一
月
号
の
特
集
「
総
力
取
材
！
「
萌
え

お
こ
し
」
の
裏
側
」
で
は
『
ら
き
☆
す
た
』
以
外
で
も
四
ヶ
所
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
必
ず
し
も
鷲
宮
神
社
の
み
で
「
聖
地
巡

礼
」
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
国
各
地
で
「
聖
地
」
と
呼
ば
れ
る

場
所
が
認
識
さ
れ
、存
在
し
て
い
る
。そ
こ
で
本
稿
で
は
ア
ニ
メ『
か
み
ち
ゅ
！
』

の
舞
台
と
な
っ
た
尾
道
に
焦
点
を
当
て
、
鷲
宮
神
社
以
外
で
の
「
聖
地
巡
礼
」

の
動
向
や
そ
の
歴
史
的
背
景
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

一　

尾
道
を
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
―
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
―

　

尾
道
は
現
在
、
広
島
県
尾
道
市
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
海
運
業
が
発
展
し
、

ヒ
ト
・
モ
ノ
・
情
報
が
入
り
乱
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
（
６

）。
そ
の
よ
う
な
中
、

発
展
し
て
い
っ
た
尾
道
は
、
旅
人
が
訪
れ
る
場
所
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
っ

た
。
特
に
文
化
十
三
（
一
八
一
六
）
年
に
亀
山
士
綱
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
尾
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し
、
其
中
、
西
国
寺
・
千
光
寺
等
、
最
も
あ
ら
は
る
眺
望
極
め
て
佳
な
り

　

こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
尾
道
市
が
海
運
に
よ
っ
て
栄
え
た
場
所
で
あ
る
こ

と
は
や
は
り
強
調
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
反
面
、
そ
の
他
の
名
勝
的
な
も
の
を

取
り
上
げ
た
記
述
と
し
て
は
西
国
寺
・
千
光
寺
な
ど
で
は
眺
め
が
非
常
に
良
い

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に

書
か
れ
た
全
国
各
市
小
学
校
聯
合
会
編『
国
定
教
科
書
教
材
解
説
』（
１
１

）
で
も
、

同
様
に
尾
道
が
海
運
栄
え
て
い
る
点
を
述
べ
た
後
、
名
勝
と
し
て
ま
ず
一
番
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
聖
徳
太
子
の
草
創
な
り
」
と
さ
れ
る
浄
土
寺
で
あ
り
、

千
光
寺
に
関
し
て
は
「
眺
望
絶
佳
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、尾
道
を
訪
れ
た
旅
人
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
書
か
れ
た
中
村
修
一
の
『
徒
歩
旅
行
』（
１
２

）

で
は
尾
道
を
訪
れ
た
と
き
、「
尾
道
の
街
路
は
頗
る
狭
い
、
車
が
通
れ
ば
人
は

小
さ
く
左
右
の
軒
下
へ
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
處
が
多
い
、
東
西
に
貫
通
せ
る
国
道

だ
け
は
稍
広
い
が
、
横
町
は
概
し
て
狭
い
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
彼

自
身
あ
ま
り
尾
道
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
な
か
っ
た
と
み
え
、
そ
の
よ
う
な

狭
い
路
上
で
あ
る
が
故
に
、
行
水
を
し
て
い
る
人
に
断
り
を
入
れ
て
道
を
通
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
「
実
に
不
体
裁
千
万
な
も
の
ぢ
や
」
と
述
べ
た
り
、

「
備
後
は
一
体
に
掃
除
が
行
届
か
ぬ
方
ぢ
や
が
、
尾
道
は
汚
い
割
合
に
悪
疫
が

流
行
し
な
い
」
と
述
べ
た
後
、
そ
の
理
由
を
尾
道
の
地
形
に
よ
る
も
の
だ
と
し

た
り
、「
尾
道
の
海
岸
を
歩
く
と
干
鰯
臭
く
て
耐
ら
な
い
」
と
感
想
を
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
彼
が
尾
道
で
訪
れ
た
場
所
は
千
光
寺
、
西
国
寺
、
浄

土
寺
、
天
満
宮
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
既
述
の
よ
う
な
万
葉

集
の
歌
枕
で
あ
る
こ
と
へ
の
記
述
は
み
ら
れ
ず
、
階
段
の
多
さ
や
眺
め
の
素
晴

ら
し
さ
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
旅
人
の
目
か
ら
も
尾
道
の
「
仙
光
寺
」
の
石
が
万
葉
集
で

詠
わ
れ
た
玉
之
浦
の
歌
枕
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
着
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で

あ
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
で
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。

　

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
に
書
か
れ
た
小
阪
清
作
編
『
西
備
名
所
案
内
』

（
９

）
で
は
、
尾
道
は
「
中
国
枢
要
の
商
業
地
に
し
て
巨
商
富
賈
軒
を
並
へ
、
港

内
に
は
帆
檣
、
常
に
林
立
し
、
海
上
汽
笛
の
声
は
陸
上
汽
車
の
音
と
相
応
し
て

昼
夜
絶
へ
す
、
海
陸
の
交
通
斯
く
便
利
な
る
を
以
て
百
貨
輻
湊
し
埠
頭
山
を
な

す
、是
れ
大
坂
以
西
最
も
著
名
の
商
業
地
た
る
所
以
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
近
世
期
と
同
様
の
様
相
で
あ
り
、
商
家
が
立
ち
並
び
、
海
運
が
発
展
し

た
町
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
尾
道
の
名
所
が
一
つ
一

つ
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
章
の

前
に
総
括
的
に
「
尾
道
は
一
に
玉
の
浦
と
云
ふ
、
是
れ
或
は
千
光
寺
の
烏
帽
子

巌
に
宝
珠
あ
り
た
り
と
云
う
俚
諺
に
基
き
た
る
も
の
な
ら
ん
か
、
又
一
に
鶴
の

港
と
云
ふ
其
地
形
の
似
た
る
以
て
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
な
る

と
万
葉
集
の
話
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
玉
之
浦
と
い
う
点
が
尾
道
を
語
る
上

で
は
欠
か
せ
な
い
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う

な
万
葉
集
の
歌
枕
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
次
第
に
希
薄
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う

で
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
書
か
れ
た
森
田
保
之
編
『
広
島
県
地
誌
』

（
１
０

）
に
は
尾
道
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

尾
道
市
は
、
人
口
二
万
余
あ
り
て
、
繁
華
な
る
市
街
な
り
、（
中
略
）
港

内
、
波
静
か
に
し
て
、
船
舶
の
碇
泊
に
便
な
れ
ば
、
帆
檣
、
常
に
林
立
せ

り
、
此
地
は
、
海
陸
の
運
輸
、
便
利
に
し
て
、
商
業
の
盛
な
る
こ
と
、
縣

下
第
一
と
称
す
（
中
略
）
後
方
に
、
一
帯
の
山
脈
あ
り
、
神
社
・
寺
院
多
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所
が
世
代
に
よ
っ
て
、『
東
京
物
語
』
の
舞
台
で
あ
っ
た
り
、
大
林
作
品
の
舞

台
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
川
本
氏
は
尾
道
探
訪
を
『
東
京
物
語
』

に
合
わ
せ
て
、
東
京
駅
か
ら
夜
行
列
車
に
乗
り
、
尾
道
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
田

や
大
三
島
を
訪
れ
る
な
ど
と
い
っ
た
行
動
を
取
っ
て
い
る
が
、
大
林
作
品
を
見

た
人
々
は
違
う
行
動
を
取
る
こ
と
に
な
る
。

「
バ
カ
ァ
！
そ
ん
な
気
持
ち
の
悪
い
こ
と
す
っ
か
、
何
で
た
ま
の
オ
フ
を

オ
サ
ム
と
デ
ー
ト
せ
に
ゃ
あ
か
ん
の
よ
。
学
研
の
さ
『
行
き
そ
で
行
か
な

い
と
こ
へ
行
こ
う
』の
取
材
と
し
て
さ
、学
研
の
お
金
で
尾
道
に
行
っ
ち
ゃ

お
う
と
思
っ
て
さ
」 

「
あ
、
い
い
っ
す
ね
ぇ
、
尾
道
か
ぁ
、
大
林
映
画
の
舞
台
で
す
ね
」

　

こ
れ
は
大
槻
ケ
ン
ヂ
の
エ
ッ
セ
イ
の
一
部
で
あ
る
（
１
８

）。
取
材
先
で
あ
る

尾
道
と
い
う
地
名
を
聞
い
た
だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
大
林
作
品
の
舞
台
で
あ
る
こ

と
へ
直
結
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
前
述
の
川
本
氏
と
は
違
っ

て
、
尾
道
＝
大
林
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
後
、
大
槻
氏
は
尾
道
に
て
大
林

監
督
が
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
喫
茶
店
に
行
っ
た
後
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ

て
い
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
四
人
と
も
こ
の
階
段
を
以
前
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
と

い
っ
た
。
同
時
デ
ジ
ャ
ブ
ュ
状
態
！
！
程
な
く
そ
の
理
由
が
わ
か
っ
た
。

オ
サ
ム
が
言
っ
た
。

「
こ
れ
『
転
校
生
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る
階
段
だ
」

「
オ
ー
！
」
と
他
の
三
人
は
一
斉
に
声
を
上
げ
、す
ぐ
に
記
念
撮
影
と
な
っ

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
期
は
万
葉
集
の
歌
枕
と
し
て
の
名
勝
を
抱
え
、
近
代

に
入
っ
て
以
降
は
次
第
に
社
寺
参
詣
と
そ
こ
に
お
け
る
眺
望
の
良
さ
が
尾
道
と

い
う
場
所
へ
の
認
識
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

二　

舞
台
の
創
出
と
探
訪
―
『
東
京
物
語
』
か
ら
尾
道
三
部
作
へ
―

　

小
津
安
二
郎
の
監
督
に
よ
る
『
東
京
物
語
』
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、

一
九
五
三
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
が
国
際
的
に
も
非
常
に
高
い
評
価
を
得
た

こ
と
や
、
そ
の
後
何
度
か
リ
メ
イ
ク
を
さ
れ
た
こ
と
（
１
３

）、
影
響
を
受
け
た

作
品
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
（
１
４

）
な
ど
を
受
け
て
、
尾
道
と
い
う
場
所

は
映
画
の
舞
台
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く（
１
５

）。
し
た
が
っ
て
、

尾
道
を
訪
れ
る
人
々
に
と
っ
て
も
、「『
東
京
物
語
』
の
尾
道
」
と
い
う
認
識
が

出
来
上
が
る
。
そ
の
後
、
尾
道
と
い
う
場
所
を
舞
台
に
し
た
作
品
は
数
多
く
発

表
さ
れ
、
尾
道
と
い
う
場
所
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
・
認
識
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

塗
り
替
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
特
に
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト

と
な
っ
た
作
品
が
大
林
宣
彦
監
督
に
よ
る
尾
道
三
部
作
で
あ
ろ
う
（
１
６

）。

近
年
は
な
ん
と
い
っ
て
も
尾
道
出
身
の
映
画
監
督
大
林
宣
彦
の
町
だ
。（
中

略
）
そ
の
た
め
に
市
で
は
「
ロ
ケ
・
マ
ッ
プ
」
ま
で
作
っ
て
、
映
画
の
ロ

ケ
地
を
紹
介
し
て
い
る
ほ
ど
。
商
店
街
に
は
大
林
監
督
の
似
顔
絵
を
描
い

た
提
灯
ま
で
下
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
の
世
代
で
は
尾
道
と
い
う
と

「
東
京
物
語
」
の
印
象
が
強
い
。

　

以
上
は
川
本
三
郎
の
エ
ッ
セ
イ
（
１
７

）
か
ら
の
引
用
だ
が
、
尾
道
と
い
う
場
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『
転
校
生
』
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
尾
道
を
訪
れ
る
お
客
さ
ん
の
層
が
若
く

な
っ
た
そ
う
だ
。 

「
昔
は
お
寺
め
ぐ
り
が
主
で
し
た
で
し
ょ
。
近
頃
は
大
林
映
画
の
ロ
ケ
地

め
ぐ
り
で
す
か
ら
ね
。
大
林
映
画
は
尾
道
に
住
ん
で
い
る
者
や
出
身
者
に

と
っ
て
大
き
な
励
み
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

大
林
宣
彦
の
製
作
オ
フ
ィ
ス
Ｐ
Ｓ
Ｃ
の
尾
道
製
作
補
で
あ
る
吉
田
多
美
重
氏

の
言
葉
で
あ
る（
２
０

）。こ
れ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、大
林
作
品
の
公
開
に
よ
っ

て
、
尾
道
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
訪
れ
る
観
光
客
の
目
的
は
社
寺
参
詣
か
ら

大
林
作
品
の
ロ
ケ
地
め
ぐ
り
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
期
に
は
歌
枕
で
あ
り
、
近
代
以
降
は
社
寺
参
詣
（
お

よ
び
そ
の
眺
望
の
良
さ
）
が
尾
道
の
主
た
る
他
者
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
が
、
小

津
安
二
郎
の
『
東
京
物
語
』
の
公
開
、
そ
し
て
特
に
大
林
宣
彦
に
よ
る
尾
道
を

舞
台
と
し
た
一
連
の
作
品
の
公
開
に
よ
っ
て
観
光
客
が
大
幅
に
変
化
し
、
さ
ら

に
は
彼
ら
が
訪
れ
る
場
所
も
ま
た
映
画
の
ロ
ケ
地
が
主
た
る
も
の
と
な
っ
て

い
っ
た
。
で
は
、
近
年
は
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　
「
聖
地
」
と
「
巡
礼
」
―
「
か
み
ち
ゅ
！
」
を
通
じ
て
―

　

現
代
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
で
、
尾
道
を
舞
台
に
し
た
作
品
が
い
く
つ
か
発
表
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ア
ニ
メ
作
品
で

あ
る
『
か
み
ち
ゅ
！
』（ 

２
１

）
で
あ
る
。
こ
の
『
か
み
ち
ゅ
！
』
は
二
〇
〇
五

年
に
テ
レ
ビ
朝
日
系
列
で
放
送
さ
れ
た
ア
ニ
メ
作
品
で
、
平
成
一
七
年
度
（
第

九
回
）
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
部
門
優
秀
賞
を
受
賞
し
て

い
る
。
架
空
の
町
「
日
の
出
町
」
に
住
む
主
人
公
で
あ
る
中
学
生
の
一
橋
ゆ
り

た
。 

自
分
の
好
き
な
映
画
の
ロ
ケ
地
を
捜
す
作
業
と
い
う
の
は
、
ま
る
で
少
年

時
代
に
一
夏
だ
け
過
ご
し
た
部
活
の
合
宿
所
に
再
び
行
く
よ
う
な
、
不
思

議
な
懐
か
し
さ
が
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
大
槻
氏
は
、
尾
道
の
中
に
お
け
る
大
林
作
品
の
舞

台
と
な
っ
た
細
か
い
場
所
を
探
す
作
業
に
没
頭
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

行
動
自
体
は
決
し
て
大
林
作
品
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、前
述
の
川
本
氏
も「
持

参
し
た
「
東
京
物
語
」
の
ス
チ
ル
写
真
で
確
認
す
る
と
、
二
人
が
立
っ
た
場
所

は
い
ま
鐘
楼
が
出
来
て
い
る
と
こ
ろ
ら
し
い
」
と
写
真
を
持
ち
、
そ
れ
と
見
比

べ
な
が
ら
場
所
の
特
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
だ
け
を
切
り
取
る

と
単
に
作
品
を
視
聴
し
た
世
代
ご
と
に
よ
っ
て
、
見
る
景
色
が
違
う
だ
け
と
も

い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大
林
作
品
を
見
た
観
光
客
の
行
動
を
既
述
の

川
本
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
尾
道
市
は
ロ
ケ
地
を
紹
介
す
る
マ
ッ
プ
を
作
る

と
い
っ
た
活
動
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
。

尾
道
周
辺
の
観
光
ガ
イ
ド
に
目
を
通
し
、『
転
校
生
』
が
撮
影
さ
れ
た
場

所
の
、
あ
た
り
だ
け
は
つ
け
て
お
こ
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
驚
い
た
こ

と
に
、
ど
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
も
詳
細
に
写
真
と
マ
ッ
プ
付
き
で
、
大
林

尾
道
映
画
の
全
作
品
の
撮
影
場
所
が
解
説
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
田
沼
雄
一
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
１
９

）、
尾
道
市
が
作
成

し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
観
光
ガ
イ
ド
に
は
『
転
校
生
』
を
筆
頭
と

し
た
大
林
作
品
の
ロ
ケ
地
が
分
か
る
よ
う
に
地
図
や
写
真
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
は
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
。
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え
が
あ
る
日
突
然
、
神
様
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
り
、
同

級
生
、
地
元
の
来
福
神
社
お
よ
び
そ
こ
で
祀
ら
れ
て
い
る
八
島
様
ら
の
助
力
を

得
な
が
ら
、
神
様
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
く
。
タ
イ
ト
ル
の
『
か
み
ち
ゅ
』
は

「
神
様
で
中
学
生
」
か
ら
来
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
尾
道
を
舞
台
と
し
て
い
る

わ
け
だ
が
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
「
協
力
」
と
し
て
「
尾
道
の
皆
さ
ん
」
と
ク
レ

ジ
ッ
ト
が
表
記
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
こ
の
作
品
が
尾
道
を
舞
台
に
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い（
２
２

）。
し
か
し
、『
か
み
ち
ゅ
！
』

で
は
非
常
に
丹
念
に
尾
道
の
風
景
が
再
現
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
尾
道
に
住

む
者
や
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
見
た
だ
け
で
そ
の
舞
台
が
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、そ
の
再
現
さ
れ
た
舞
台
の
一
端
を
挙
げ
て
み
る（
２
３

）。

  

ま
ず
一
番
に
着
目
す
べ
き
場
所
と
し
て
は
来
福
神
社
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の

作
品
の
主
人
公
で
あ
る
一
橋
ゆ
り
え
を
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
神

図１:上段は神社、下段が来福神社

図３:上段は『かみちゅ！』より

下段は『ぱすてる』第四十九話より。

図
２:

上
段
は
御
袖
天
満
宮
、
下
段
は
来
福
神
社
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た
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
ウ
ェ
ブ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
情
報
を
見
て
、

実
際
に
足
を
運
ぶ
と
い
っ
た
循
環
が
み
ら
れ
た
。

 　

こ
れ
ら
の
動
向
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
来
福
神
社
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て

い
る
御
袖
天
満
宮
に
フ
ァ
ン
が
描
い
た
絵
馬
が
多
数
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
図
４
参
照
）。『
ら
き
☆
す
た
』
に
お
け
る
鷲
宮
神
社
で
も
同
様
の
現
象

が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
御
袖
天
満
宮
に
お
い
て
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
絵
馬
に
は

『
か
み
ち
ゅ
！
』の
登
場
人
物
な
ど
を
描
い
た
絵
馬
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。ま
た
、

御
袖
天
満
宮
は
菅
原
道
真
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
絵
馬
の
特
徴

と
し
て
は
絵
馬
で
呼
び
か
け
る
（
お
願
い
を
す
る
）
対
象
が
菅
原
道
真
で
は
な

く
、
一
橋
ゆ
り
え
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
単
に
絵
を

描
く
と
い
っ
た
点
や
ア
ニ
メ
の
感
想
な
ど
を
述
べ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
中
に
「
志
望
校
合
格
」
や
「
就
活
が
ん
ば
る
」
と
い
っ
た
願
い
も
ま
た

社
で
あ
り
、
友
人
で
あ
る
三
枝
祀
の
実
家
で
も
あ
る
。
来
福
神
社
の
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
の
は
艮
神
社
と
御
袖
天
満
宮
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
図
１
を
見
て
の
と
お
り
、
来
福
神
社
の
社
殿
は
艮
神
社
の
社
殿
を
モ
デ

ル
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
図
２
は
来
福
神
社
へ
と
至
る
参
道
を
描
い
た
場
面
だ

が
、
社
殿
以
外
の
部
分
は
社
殿
に
至
る
ま
で
の
階
段
な
ど
を
含
め
て
御
袖
天
満

宮
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
数
多
く
の
カ
ッ
ト
に
入
っ
て
く
る
の
が
、
尾
道
の
景
色
の
描
写
で
あ

る
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
近
代
期
か
ら
そ
の
眺
望
の
素
晴
ら
し
さ
は
評
価

さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
た
り
う
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
は
『
か
み
ち
ゅ
！
』
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
尾
道
を
舞
台
に
し

て
い
る
『
ぱ
す
て
る
』（
２
４

）、『
タ
ビ
と
道
づ
れ
』（
２
５

）
な
ど
で
も
遠
景
や
坂

の
風
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
尾
道
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（
図

３
参
照
）。
そ
の
他
、
数
多
く
の
場
面
で
尾
道
の
風
景
描
写
が
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
を
省
く
こ
と
に
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
尾
道
を
舞
台
と
し
た
作
品
内
で
は
、
特
に
『
か
み
ち
ゅ
！
』

に
特
徴
的
で
あ
る
が
、
尾
道
の
風
景
、
建
造
物
を
写
実
的
に
描
写
す
る
こ
と
で
、

尾
道
と
い
う
地
名
を
強
調
し
な
く
と
も
、
そ
の
場
所
が
尾
道
で
あ
る
こ
と
が
視

聴
者
・
読
者
に
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
関
し
て
は
い
え
ば
、
放
送
直
後
か
ら
ネ
ッ
ト
上
を
中
心
と

し
て
作
品
の
舞
台
が
尾
道
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
多

く
の
聖
地
巡
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
細
か
い
部
分
に
ま
で
尾
道
の
風

景
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
作
品
を
見
て
、
実
際
に
足
を
運
び
、

さ
ら
に
は
そ
れ
を
ブ
ロ
グ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー

画
像
と
現
地
の
画
像
と
を
対
比
す
る
形
式
で
ア
ッ
プ
す
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
検
証
が
な
さ
れ
、
場
所
の
同
定
が
行
わ
れ
て
い
っ

図
４:

御
袖
天
満
宮
の
絵
馬
お
よ
び
ノ
ー
ト
。
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品
が
発
表
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
受
け
て
尾
道
へ
の
「
聖
地
巡
礼
」
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
動
向
に
対
し
、
神
社
で
は
ノ
ー
ト
を
置
き
、
参
加

者
の
記
録
や
記
念
、
交
流
を
は
か
り
、
地
元
側
か
ら
も
展
示
や
上
映
会
を
開
く

と
い
っ
た
動
向
が
み
ら
れ
、
双
方
向
的
な
活
動
が
行
わ
れ
た
。
で
は
、
こ
れ
ら

の
「
聖
地
巡
礼
」
に
関
す
る
動
向
を
深
く
探
っ
て
い
こ
う
。

四　

何
が
聖
地
と
さ
れ
る
の
か

　
「
ぶ
っ
ち
ゃ
け
わ
か
ら
ね
ー
っ
すw

」
と
い
う
の
は
『O

m
ega

の
巡
礼　

V
er1.0　

ミ
チ
の
始
ま
り
』（
２
８

）
の
後
書
き
「
人
は
何
故
、
聖
地
を
求
め
る

の
か
？
」
の
冒
頭
部
分
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。「
聖
地
巡
礼
」
自
体
を
目

的
と
し
、
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
当
事
者
自
身
が
な
ぜ
「
聖
地
巡
礼
」
を
行
う
の

か
と
い
っ
た
問
い
掛
け
に
は
分
か
ら
な
い
と
回
答
す
る
。
そ
し
て
、「
と
ど
の

つ
ま
り
、
作
品
に
対
す
る
「
ア
イ
」
を
表
現
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
漠
然
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
普
遍
的
な
点
を

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
彼
ら
は
作
品
の
舞
台
を
探
訪
し
、
そ
の
行

為
を
「
聖
地
巡
礼
」
と
自
称
し
、
ま
た
他
者
評
価
で
も
「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う

語
句
を
覆
い
被
せ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
現
象
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
は

『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
関
す
る
「
聖
地
巡
礼
」
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
ど
こ
を
回
る

の
か
と
い
っ
た
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

　
『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
関
す
る
「
聖
地
巡
礼
」
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年
二

月
現
在
二
九
の
個
人
サ
イ
ト
や
ブ
ロ
グ
に
て
そ
の
紀
行
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
２
９

）。
こ
れ
ら
を
み
る
と
彼
ら
の
訪
れ
る
場
所
は
次
の
よ
う
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

ま
ず
第
一
と
し
て
は
『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
所
縁
の
あ
る
場
所
を
訪
れ
る
と
い

同
様
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
絵
馬
と
同
時
に
「
参
拝
記
念
兼
か

み
ち
ゅ
！
巡
礼
記
念
ノ
ー
ト
」
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、「
聖
地
巡
礼
」
者
の
交

流
と
足
あ
と
記
録
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
か
み
ち
ゅ
！
』
を
め
ぐ
る
「
聖
地
巡
礼
」
を
受
け
て
、
尾
道

の
地
元
か
ら
も
こ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
動
向
が
み
ら
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
八
月

八
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
に
か
け
て
尾
道
商
店
街
に
て
「
か
み
ち
ゅ
！
展
」

（
２
６

）
が
開
か
れ
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
関
連
の
グ
ッ
ズ
販
売
、
ア
ニ
メ
の
パ
ネ
ル

展
示
、
尾
道
の
風
景
写
真
展
示
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
展
示
に
は
延
べ
人
数

で
二
二
五
一
名
の
来
場
者
数
が
あ
り
、
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
八
月
二
三
日
に
は

御
袖
天
満
宮
に
て
『
か
み
ち
ゅ
！
』
上
映
会
が
開
か
れ
、
こ
ち
ら
も
二
〇
〇
名

と
い
っ
た
人
々
が
訪
れ
た
（
２
７

）。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
を
代
表
と
し
て
尾
道
を
舞
台
と
し
た
作

図
５:

上
段
は
か
み
ち
ゅ
！
展
の
様
子
、

下
段
は
か
み
ち
ゅ
！
展
に
て
配
布
さ
れ

た
地
図
。
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し
て
い
る
こ
と
と
い
う
単
純
な
理
由
だ
け
で
は
な
く
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
て

描
か
れ
る
場
所
が
大
林
作
品
の
舞
台
を
上
書
き
し
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘
で

き
る
。
ゆ
り
え
の
自
宅
が
映
画
『
あ
し
た
』
の
事
故
現
場
で
あ
る
こ
と
や
、
ゆ

り
え
自
身
が
祀
ら
れ
る
御
袖
天
満
宮
と
い
っ
た
重
要
な
箇
所
は
全
て
大
林
作
品

の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
大
林
作
品
の
舞
台
を

め
ぐ
る
の
は
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
フ
ァ
ン
と
比
較
す
る
と
年
配
の
人
に
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

第
四
と
し
て
は
「
聖
地
巡
礼
」
と
は
別
に
尾
道
に
点
在
す
る
社
寺
を
め
ぐ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
千
光
寺
や
縣
社
八
幡
神
社
、
海
福
寺
、
住
吉
神
社
、

大
山
寺
、
西
國
寺
、
厳
島
神
社
、
山
脇
神
社
、
蘇
和
稲
荷
神
社
、
久
保
八
幡
神

社
、
八
坂
神
社
、
吉
備
津
彦
神
社
、
光
明
寺
と
い
っ
た
よ
う
に
尾
道
の
町
に
数

多
く
存
在
す
る
社
寺
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
に
尾
道
の
『
か

み
ち
ゅ
！
』
に
関
連
す
る
様
々
な
場
所
を
め
ぐ
っ
て
い
く
、
そ
の
つ
い
で
に
立

ち
寄
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

第
五
と
し
て
は
尾
道
の
景
色
の
良
さ
を
堪
能
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
町
の
あ

ち
ら
こ
ち
ら
の
生
息
し
て
い
る
野
良
猫
を
写
真
に
お
さ
め
た
り
、
町
を
め
ぐ
る

路
地
や
坂
道
を
歩
い
た
り
、
高
台
に
上
り
遠
景
を
堪
能
す
る
な
ど
と
い
っ
た
行

動
で
あ
る
。

　
『
か
み
ち
ゅ
！
』
の
「
聖
地
巡
礼
」
に
関
し
て
は
以
上
の
五
つ
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
訪
れ
る
場
所
は
『
か
み
ち
ゅ
！
』
に

ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
関
係
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
彼
ら
の
目
的
の
第
一
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
尾
道
な
ら
で
は
の
特
徴

が
浮
か
ん
で
く
る
。
つ
ま
り
歴
史
的
な
変
遷
を
踏
ま
え
て
考
え
直
せ
ば
、
彼

ら
の
行
動
の
目
的
は
眺
望
の
素
晴
ら
し
さ
、
社
寺
参
詣
、
大
林
作
品
、『
か
み

ち
ゅ
！
』
の
四
つ
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
尾
道
と
い
う
町
が
そ
の
歴
史

う
点
で
あ
る
。前
述
の
来
福
神
社
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
艮
神
社
や
御
袖
天
満
宮
、

ゆ
り
え
た
ち
の
通
う
中
学
校
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
士
道
小
学
校
、
そ
し
て
一
橋

ゆ
り
え
の
自
宅
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
家
、
ゆ
り
え
た
ち
が
日
常
的
に
利
用
し
て

い
る
日
の
出
渡
船
の
モ
デ
ル
福
本
渡
船
、
登
場
人
物
ら
が
座
っ
て
い
た
波
止
場

の
ベ
ン
チ
、
と
い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
が
「
聖
地
巡
礼
」
と
し
て
訪
れ
ら
れ
る
場
所

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
に
御
袖
八
幡
宮
と
い
っ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
的
存
在
を
中

心
と
し
て
、「
巡
礼
」
者
に
必
ず
訪
れ
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
良
い
場
所
で
あ
る
。

　

第
二
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
登
場
す
る
舞
台
で
あ

る
の
は
同
じ
だ
が
、
必
ず
し
も
明
確
な
ポ
イ
ン
ト
が
な
い
場
合
で
あ
る
。
第
一

と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
神
社
、
学
校
、
渡
船
場
と
い
っ
た
視
覚
的
に
も
分
か
り

や
す
い
場
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
主
人
公
た
ち
が
通
っ
た
小
路
や
訪

れ
た
商
店
街
、
町
で
走
っ
て
い
る
電
車
、
さ
ら
に
は
主
人
公
ら
が
訪
れ
た
り
し

た
わ
け
で
は
な
く
た
だ
作
中
で
描
か
れ
た
だ
け
の
看
板
、
渡
船
が
動
か
な
い
と

き
に
渡
っ
た
尾
道
大
橋
、
神
様
ご
休
息
セ
ン
タ
ー
入
口
と
し
て
描
か
れ
た
兼
吉

の
丘
や
小
歌
島
と
い
っ
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
以
外
の
人
に
と
っ
て
は
「
聖
地
」

で
も
何
で
も
な
く
、
単
に
尾
道
の
日
常
風
景
と
も
い
え
る
場
所
で
あ
る
。
前
述

の
第
一
で
挙
げ
た
ゆ
り
え
の
自
宅
の
モ
デ
ル
な
ど
も
一
般
の
家
な
の
で
、
こ
ち

ら
に
含
め
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
三
と
し
て
は
大
林
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
る
ケ
ー
ス
が
存
在

す
る
。
映
画
『
転
校
生
』
の
舞
台
と
な
っ
た
喫
茶
こ
も
ん
や
御
袖
天
満
宮
な
ど

は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ゆ
り
え
の
自
宅
モ
デ
ル
の
前
は
映
画
『
あ
し
た
』
の

ロ
ケ
現
場
で
あ
り
、同
じ
く
『
あ
し
た
』
に
登
場
す
る
鎌
倉
稲
荷
神
社
、『
あ
の
、

夏
の
日
』
に
登
場
す
る
「
か
ら
さ
わ
」
な
ど
と
い
っ
た
場
所
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
も
「
聖
地
巡
礼
」
と
同
時
に
訪
れ
ら
れ
る
理
由
と

し
て
は
根
本
的
に
『
か
み
ち
ゅ
！
』
自
体
が
大
林
作
品
と
同
じ
尾
道
を
舞
台
と
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ち
が
ま
た
「
聖
地
巡
礼
」
を
行
う
と
い
う
、
オ
タ
ク
た
ち
の
間
だ
け
で
の
循
環

作
用
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が
他
の
映
画
な
ど
の
舞
台
探

訪
と
同
じ
行
動
原
理
で
あ
り
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
聖
地
巡
礼
」

と
い
う
言
葉
を
付
与
さ
れ
区
別
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
要
因
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

尾
道
に
お
い
て
『
か
み
ち
ゅ
！
』
の
「
聖
地
巡
礼
」
へ
と
至
る
ま
で
を
、
そ

の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
み
て
き
た
。
近
世
期
に
は
、
尾
道
の
イ
メ
ー
ジ
は

万
葉
集
の
歌
枕
と
し
て
の
も
の
が
中
心
的
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
近
代
へ
と
軸

足
を
移
し
て
い
く
と
そ
の
認
識
は
薄
れ
、
尾
道
の
名
所
は
社
寺
と
と
も
に
眺
望

の
良
さ
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
状
況
に
大
き
な
転
機

性
を
も
っ
て
レ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
積
み
上
げ
て
き
た
様
々
な
概
念
・
価
値
観
を
、

『
か
み
ち
ゅ
！
』
を
中
心
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
『
か
み
ち
ゅ
！
』
を
基
点
と
し

つ
つ
、
咀
嚼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
尾
道
と
い
う
歴
史
性
の
あ
る
（
と
認
識
さ
れ
る
）
場
所
で

あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
考
え
で
あ
る
た
め
、
た
だ
ち
に
「
だ
か
ら
「
聖
地
」

で
あ
る
」
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
聖
地
巡
礼
」
の
行
動
一
つ
一

つ
を
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
、
他
の
大
林
作
品
の
舞
台
を
訪
ね
る
行
動
な
ど
と
大

差
は
み
ら
れ
な
い
。で
は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
に
尾
道
に
お
い
て
は『
か
み
ち
ゅ
！
』

だ
け
が
「
聖
地
巡
礼
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
一
つ
に
考
え
ら
れ
る
の
は
「
聖
地

巡
礼
」
と
い
う
語
句
・
概
念
が
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
、
ま
た

そ
の
言
葉
を
被
せ
ら
れ
た
の
が
「
オ
タ
ク
た
ち
が
ア
ニ
メ
や
漫
画
な
ど
の
舞
台

を
訪
ね
る
」
と
い
う
行
動
に
対
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
一
因
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
他
の
映
画
な
ど
の
舞
台
探
訪
と
は
差
別
化
が
行
わ
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
分
か
る
の
は
、
前
述
の
御
袖
天
満
宮
の
絵
馬
の
様

子
で
あ
る
。
あ
そ
こ
だ
け
を
切
り
取
る
と
「
聖
地
巡
礼
」
と
し
て
訪
ね
た
オ
タ

ク
た
ち
が
他
と
同
化
し
な
が
ら
絵
馬
を
奉
納
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実

際
は
他
の
絵
馬
（
菅
原
道
真
に
奉
納
し
た
絵
馬
）
と
「
聖
地
巡
礼
」
の
絵
馬
（
一

橋
ゆ
り
え
に
奉
納
し
た
絵
馬
）
は
別
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

図
６
の
よ
う
に
「
聖
地
巡
礼
」
の
人
々
以
外
の
参
拝
客
に
関
し
て
は
、
彼
ら

が
奉
納
す
る
絵
馬
は
こ
の
よ
う
に
御
袖
天
満
宮
の
社
殿
の
す
ぐ
横
に
置
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、「
聖
地
巡
礼
」
に
よ
る
絵
馬
は
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所

に
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
行
動
は
オ
タ
ク
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
オ
タ
ク
た

ち
の
み
の
間
で
絵
馬
や
記
念
ノ
ー
ト
で
の
足
あ
と
残
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
軌
跡

を
個
人
サ
イ
ト
や
ブ
ロ
グ
な
ど
に
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
ら
を
み
た
別
の
オ
タ
ク
た

図
６:

御
袖
天
満
宮
に
お
け
る
絵
馬
の
場
所

(

上
段:

菅
原
道
真
、
下
段:

一
橋
ゆ
り
え)
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な
く
、
社
寺
参
詣
を
行
っ
た
り
、
風
景
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、

長
く
培
わ
れ
て
き
た
尾
道
と
い
う
土
地
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時

に
「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
事
象
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
全
国
的
に
普
遍

化
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
他

と
の
差
異
化
が
意
識
的
に
行
わ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
に
し
ろ
、
内
実
と

し
て
は
「
聖
地
巡
礼
」
の
行
動
は
舞
台
探
訪
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
御
袖
天
満
宮
と
い
う
「
聖
地
巡

礼
」
に
と
っ
て
は
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も
な
る
べ
き
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
特
に
絵
馬
の
奉
納
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、「
巡
礼
」
参
加
者
自
身
の
充

実
と
と
も
に
、
絵
馬
に
絵
を
描
く
こ
と
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ

た
循
環
行
為
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
『
ら
き
☆

す
た
』
の
「
聖
地
巡
礼
」
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
盛
況
で
あ
る
の
は
、
鷲
宮
神
社

の
存
在
が
非
常
に
大
き
く
、
ま
た
鷲
宮
神
社
以
外
の
「
巡
礼
地
」
ポ
イ
ン
ト
の

少
な
さ
は
地
元
の
商
工
会
や
自
治
体
な
ど
が
矢
継
ぎ
早
に
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
等

を
行
う
こ
と
で
補
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
中
、
全
国
的
な
規
模
で
様
々
な
「
聖
地
巡
礼
」
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
総
体
的
に
捉
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
ま

た
、
テ
ク
ス
ト
分
析
な
ど
も
含
め
て
作
品
世
界
と
現
実
世
界
と
の
兼
ね
合
い
な

ど
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。
と
い
っ
た
様
々
な
疑
問
が
生
じ
る
が

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

が
訪
れ
た
の
は
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
大
林

宣
彦
作
品
の
舞
台
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
尾
道
＝

大
林
作
品
と
い
う
認
識
が
成
立
し
、
ま
た
尾
道
側
と
し
て
も
観
光
マ
ッ
プ
の
作

成
な
ど
を
行
う
と
い
っ
た
双
方
向
的
な
関
係
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
『
か
み

ち
ゅ
！
』
の
ア
ニ
メ
放
送
後
は
い
わ
ゆ
る
「
聖
地
巡
礼
」
と
呼
ば
れ
る
、
ア
ニ

メ
の
舞
台
に
オ
タ
ク
た
ち
が
訪
れ
る
現
象
が
起
き
、
そ
れ
ら
に
対
し
尾
道
の
地

元
側
か
ら
も
展
示
会
や
上
映
会
を
開
く
と
い
っ
た
対
応
が
み
ら
れ
た
。し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
現
象
を
み
る
限
り
、
大
林
作
品
の
舞
台
を
訪
れ
る
こ
と
と
『
か
み

ち
ゅ
！
』
の
「
聖
地
巡
礼
」
は
行
動
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
と
差
異
が
そ
れ

ほ
ど
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
な
ぜ
『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
は
「
聖
地
」
と
い
う

言
葉
が
冠
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
彼
ら
の
行
動
を
分
析
す
る

と
歴
史
性
の
あ
る
尾
道
と
い
う
土
地
柄
を
十
分
に
満
喫
し
た
行
動
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
性
だ
け
で
は
「
聖
地
」
化
へ
と
繋
が
る
わ
け
で
は
な

い
。
一
因
と
し
て
は
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
よ
っ
て
「
ア
ニ
メ
の
舞
台
を
オ
タ
ク
が

訪
ね
る
」
＝
「
聖
地
巡
礼
」
と
い
う
構
図
が
普
遍
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、御
袖
天
満
宮
を
み
て
も
、一
般
の
絵
馬
と
「
聖

地
巡
礼
」
者
に
よ
る
絵
馬
は
そ
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
自
体
が
切
り
離
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
タ
ク
た
ち
の
内
部
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
循
環
は
み
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
外
部
へ
と
波
及
す
る
こ
と
は
な
く
終
わ
っ
て

い
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、『
か
み
ち
ゅ
！
』
の
ア
ニ
メ
放
送
が
終

了
し
て
数
年
が
経
過
し
た
後
も
展
示
会
が
開
か
れ
る
ほ
ど
、
絶
え
ず
「
聖
地
巡

礼
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
尾
道
と

い
う
場
所
の
歴
史
性
で
あ
る
。「
聖
地
巡
礼
」
を
行
っ
て
い
る
人
々
が
必
ず
し

も
直
線
的
に
『
か
み
ち
ゅ
！
』
に
関
す
る
場
所
の
み
を
巡
っ
て
い
る
わ
け
で
は



33　論文　「聖地」へと至る尾道というフィールド

（
１
０

） 　

森
田
保
之
編
『
広
島
県
地
誌
』（
積
善
館
、
一
八
九
九
年
）。

（
１
１

） 　

全
国
各
市
小
学
校
聯
合
会
編『
国
定
教
科
書
教
材
解
説
』（
浜
田
印
刷
所
、一
九
一
六
年
）。

（
１
２

） 　

中
村
修
一
『
徒
歩
旅
行
』（
俳
書
堂
、
一
九
〇
二
年
）。

（
１
３

） 　

一
九
六
七
年
に
フ
ジ
テ
レ
ビ
で
宮
口
精
二
主
演
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
し
て
放
送
、
ま
た

二
〇
〇
二
年
に
は
宇
津
井
健
ら
の
出
演
で
再
度
フ
ジ
テ
レ
ビ
に
て
放
送
さ
れ
た
。

（
１
４

） 　

小
津
安
二
郎
『
東
京
物
語
』
に
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て
は
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー

ス
監
督
『
東
京
画
』（
一
九
八
五
年
）、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ト
ル
ナ
ト
ー
レ
監
督
『
み
ん
な
元

気
』（
一
九
九
〇
年
）、侯
孝
賢
監
督
『
珈
琲
時
光
』（
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
１
５

） 　

小
津
作
品
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
ド
ナ
ル
ド
・
リ
チ
ー
『
小
津
安
二
郎
の
美
学-

映

画
の
な
か
の
日
本
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
一
九
七
八
年
）、
田
中
真
澄
『
小
津
安
二
郎

の
ほ
う
へ-

モ
ダ
ニ
ズ
ム
映
画
史
論
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
、
そ
の
ほ
か

多
数
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
『
東
京
物
語
』
に
登
場
す
る
風
景
と
実
際
の
場
所
の

同
定
を
行
っ
て
い
る
の
は
荒
木
正
見
・
鈴
木
右
文
『
尾
道
を
映
画
で
歩
く 

映
像
と
風
景

の
場
所
論
』（
中
川
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
田
中
真
澄
編
『
小
津
安
二
郎
「
東
京
物
語
」

ほ
か
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
内
田
順
文
「
映
画
作
品
の
な
か
の
場
所-

小
津

安
二
郎
『
東
京
物
語
』
を
読
む
」（『
国
士
館
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
』
三
五
号
、

二
〇
〇
二
年
）、
荒
木
正
見
・
鈴
木
右
文
『
尾
道
学
と
映
画
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』（
中
川

書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
荒
木
正
見
「
小
津
安
二
郎
監
督
作
品
「
東
京
物
語
」
と
尾
道
と

い
う
「
場
所
」」（『
地
域
文
化
研
究
』
一
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
１
６

） 　

大
林
宣
彦
監
督
に
よ
る
尾
道
三
部
作
は
『
転
校
生
』（
一
九
八
二
年
公
開
）、『
時
を
か

け
る
少
女
』（
一
九
八
三
年
）、『
さ
び
し
ん
ぼ
う
』（
一
九
八
五
年
）、新
尾
道
三
部
作
は
『
ふ

た
り
』（
一
九
九
一
年
）、『
あ
し
た
』（
一
九
九
五
年
）、『
あ
の
、
夏
の
日
』（
一
九
九
九
年
）

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
『
野
ゆ
き
山
ゆ
き
海
べ
ゆ
き
』（
一
九
八
六
年
）、『
マ
ヌ
ケ
先
生
』

（
二
〇
〇
〇
年
）
も
尾
道
を
舞
台
に
し
て
い
る
。

（
１
７

） 　

川
本
三
郎
『
日
本
映
画
を
歩
く　

ロ
ケ
地
を
訪
ね
て
』（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
、
一
九
九
八
年
、
後

に
中
公
文
庫
に
収
録
）。

（
１
８

） 　

大
槻
ケ
ン
ヂ
『
行
き
そ
で
行
か
な
い
と
こ
へ
行
こ
う
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
九
二
年
、

後
に
新
潮
文
庫
に
収
録
）。

（
１

）　　

柿
崎
俊
道
『
聖
地
巡
礼 

ア
ニ
メ
・
マ
ン
ガ
１
２
ヶ
所
め
ぐ
り
』（
キ
ル
タ
イ
ム
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
２

） 　

ゆ
う
き
ま
さ
み
『
究
極
超
人
あ
〜
る
』
全
九
巻
（
小
学
館
、一
九
八
五-

一
九
八
七
年
）。

（
３

） 　
『
Ｏ
Ｖ
Ａ
究
極
超
人
あ
〜
る
』（
監
督　

知
吹
愛
弓
、
製
作　

バ
ン
ダ
イ
・
メ
デ
ィ
ア
リ

ン
グ
・
小
学
館
、
一
九
九
一
年
）。

（
４

） 　

原
作
は
漫
画
作
品
、
美
水
か
が
み
『
ら
き
☆
す
た
』
全
六
巻
（
二
〇
〇
九
年
一
月
現
在
、

角
川
書
店
、
二
〇
〇
五-
二
〇
〇
八
）。
ア
ニ
メ
作
品
と
し
て
は
『
ら
き
☆
す
た
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ

全
十
二
巻
（
監
督　

山
本
寛
（
第
一
話-

第
四
話
）、
武
本
康
弘
（
第
五
話- 

第
二
四
話
）、

製
作 

ら
っ
き
ー
☆
ぱ
ら
だ
い
す
（
角
川
書
店
、
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
角
川
エ
ン
タ

テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
ク
ロ
ッ
ク
ワ
ー
ク
ス
）
二
〇
〇
七-

二
〇
〇
八
年
）、
Ｏ
Ｖ
Ａ
『
ら
き
☆

す
た
Ｏ
Ｖ
Ａ
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
）』（
監
督 

武
本
康
弘
、

製
作 

ら
っ
き
ー
☆
ぱ
ら
だ
い
す
二
〇
〇
八
（
角
川
書
店
、
京
都
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
角

川
映
画
、
ク
ロ
ッ
ク
ワ
ー
ク
ス
、
ラ
ン
テ
ィ
ス
）、
二
〇
〇
八
年
）。

（
５

） 　

岡
本
健
「「
ア
ニ
メ
聖
地
に
お
け
る
巡
礼
者
の
動
向
把
握
方
法
の
検
討
〜
聖
地
巡
礼
ノ
ー

ト
分
析
の
有
効
性
と
課
題
に
つ
い
て
〜
」（『
観
光
創
造
研
究
』
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）、

山
村
高
淑
「
ア
ニ
メ
聖
地
の
成
立
と
そ
の
展
開
に
関
す
る
研
究 
〜
ア
ニ
メ
作
品
「
ら
き

☆
す
た
」
に
よ
る
埼
玉
県
鷲
宮
町
の
旅
客
誘
致
に
関
す
る
一
考
察
〜
」（『
北
海
道
大
学
国

際
広
報
メ
デ
ィ
ア
・
観
光
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
丸
田
一
「
地
域
か

ら
遊
離
し
た
空
間
」（
同
著
『「
場
所
」
論
』N

T
T

出
版
、二
〇
〇
八
年
）、佐
藤
善
之
「
い

か
に
し
て
神
社
は
聖
地
と
な
っ
た
か-

公
共
性
と
非
日
常
性
が
生
み
出
す
聖
地
の
発
展-
」

（『
北
海
道
大
学
文
化
資
源
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論
集
』
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
６

） 　

土
井
作
治
『
幕
藩
制
国
家
の
展
開-

広
島
藩
・
福
山
藩
を
中
心
と
し
て
』（
渓
水
社
、

一
九
八
五
年
）、中
山
富
広
『
近
世
の
経
済
発
展
と
地
方
社
会-

芸
備
地
方
の
都
市
と
農
村
』

（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
勝
矢
倫
生
「
徳
川
期
尾
道
の
経
済
構
造-

問
屋
商
事
の

展
開
を
中
心
に
」（『
尾
道
大
学
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
叢
書
』
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
７

） 　

亀
山
士
綱
『
尾
道
志
稿
』（
備
後
叢
書
第
十
巻
、
備
後
郷
土
史
会
、
一
九
三
四
年
）。

（
８

） 　

菱
屋
平
七
「
筑
紫
紀
行
」（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
〇
巻
、
一
九
七
二
年
）。

（
９

） 　

小
阪
清
作
編
『
西
備
名
所
案
内
』（
尾
道
北
辰
社
、
一
八
九
四
年
）。
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付
記>

　
　
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
株
式
会
社
フ
ロ
ム
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
三
宅
陽
一
郎
さ
ん
、

国
際
大
学
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
研
究
員
／
助
教
の
井
上
明
人
さ
ん
に
は
様
々
な
ご
助
言
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
財
団
法
人

福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
平
成
二
十
年
度
瀬
戸
内
海
文
化
研
究
・
活
動
支
援
助
成
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
９

） 　

田
沼
雄
一
『
映
画
を
旅
す
る
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）。

（
２
０

） 　

注
１
９
、２
２
４
ペ
ー
ジ
。

（
２
１

） 　
『
か
み
ち
ゅ
！
』（
テ
レ
ビ
朝
日
系
列
、二
〇
〇
五
年
、原
作:

ベ
サ
メ
ム
ー
チ
ョ
、監
督:

舛
成
孝
二
、
製
作:

ア
ニ
プ
レ
ッ
ク
ス
）。
ア
ニ
メ
を
原
作
と
し
た
漫
画
も
作
成
さ
れ
て
い

る
（
鳴
子
ハ
ナ
ハ
ル
『
か
み
ち
ゅ
！
』
全
二
巻
、
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス
、
二
〇
〇
六-

二
〇
〇
七
年
）。

（
２
２

）　

た
だ
し
、
制
作
担
当
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
落
越
友
則
氏
、
監
督
舛
成
孝
二
氏
、
シ
ナ
リ
オ

ラ
イ
タ
ー
倉
田
英
之
氏
が
尾
道
を
訪
れ
、
取
材
し
た
こ
と
が
新
聞
記
事
と
し
て
二
〇
〇
四

年
九
月
二
五
日
の
『
山
陽
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
２
３

） 　

本
稿
に
お
け
る
撮
影
写
真
は
全
て
筆
者
に
よ
っ
て
二
〇
〇
八
年
八
月
二
〇
日
に
撮
影
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
４

） 　

小
林
俊
彦
『
ぱ
す
て
る
』
全
二
一
巻
（
二
〇
〇
九
年
一
月
現
在
、
講
談
社
、
二
〇
〇
二

-

二
〇
〇
九
年
）。

（
２
５

） 　

た
な
か
の
か
『
タ
ビ
と
道
づ
れ
』
全
四
巻
（
二
〇
〇
九
年
一
月
現
在
、
マ
ッ
グ
ガ
ー
デ

ン
、
二
〇
〇
七-

二
〇
〇
八
年
）。

（
２
６

） 　

広
島
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
０
８
協
賛
事
業
「
か
み
ち
ゅ
！
」
展
〜
尾

道
に
見
る
ア
ニ
メ
の
原
風
景
〜（
日
時:

二
〇
〇
八
年
八
月
八
日(

金)
〜
八
月
二
四
日(

日)

十
時
か
ら
十
九
時
、
会
場:

尾
道
商
店
街
三
井
住
友
銀
行
尾
道
支
店
界
隈
の
空
き
店
舗
、

主
催:

か
み
ち
ゅ
！
展
実
行
委
員
会
、
協
力:

ア
ニ
プ
レ
ッ
ク
ス
・
チ
ャ
イ
サ
ロ
ン
ド
ラ

ゴ
ン
）。

（
２
７

） 　

来
場
人
数
は
「
か
み
ち
ゅ
！
展
か
ら
の
道
」
の
二
〇
〇
八
年
八
月
二
五
日
の
記
事
よ
り

(http://blogs.yahoo.co.jp/kam
iten2008/15422786.htm

l

）
筆
者
に
よ
る
最
終
閲
覧

日
は
二
〇
〇
九
年
二
月
二
五
日
。

（
２
８

） 　

つ
く
ば
泥
酔
パ
レ
ー
ド
研
究
所
『O

m
ega

の
巡
礼　

V
er1.0　

ミ
チ
の
始
ま
り
』（
つ

く
ば
泥
酔
パ
レ
ー
ド
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
２
９

） 　
「
舞
台
探
訪
ア
ー
カ
イ
ブ
」（http://legw

ork.g.hatena.ne.jp/

）
を
参
考
に
し
た
。

筆
者
に
よ
る
最
終
閲
覧
日
は
二
〇
〇
九
年
二
月
二
六
日
。


