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〇
　
は
じ
め
に

　
『
記
憶
の
場
』
が
一
九
九
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
、
歴
史
学
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
て
以
来
、
「
記
憶
」
は
様
々
な
学
問
分
野
で
ホ
ッ

ト
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
た
か
も
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
や
認

識
が
、
実
は
集
合
的
記
憶
の
媒
介
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
の
だ
と
い
う
基
本
的

な
考
え
方
に
た
つ
な
ら
ば
、
そ
の
意
義
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
種
の
議
論
が
、「
記
憶
」
と
い
う
一
見
新
し
そ
う
な
語
を
使
っ
て
い
る
だ
け
で
、
今
ひ
と
つ
新
味
に
欠
け
た
ワ
ン
パ
タ
ー

ン
の
議
論
に
終
わ
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
記
憶
の
形
成
に
関
わ
る
様
々
な
要
素
や
あ
り
方
を
考
え
る
な
ら

ば
、
芸
術
研
究
が
こ
の
よ
う
な
議
論
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
機
会
も
多
い
は
ず
な
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
出
て
く
る
の
は
国
歌
や
記
念
碑
な
ど
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
扱
い
も
表
現
の
内
実
と
の
関
わ
り
を
欠
い
た
表
層
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
そ
の
種
の
議
論
に
芸
術
研
究
を
う
ま
く
の
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
記
憶
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
無
意
識
的
な
す
り
こ
み
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
な
テ
ー
マ
に
い
さ
さ
か
偏

「
文
学
散
歩
」
と
都
市
の
記
憶
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す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
経
緯
も
原
因
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
が
、
大
き
な
原
因
は
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
研
究
が
蓄
積
し
て
き
た
芸
術
の
内
実
に
関

わ
る
議
論
と
、
歴
史
学
者
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
作
り
上
げ
て
き
た
記
憶
に
関
す
る
問
題
系
と
を
う
ま
く
す
り
あ
わ
せ
、
両
者
を
つ
な
げ
て
ゆ
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
実
際
、
歴
史
学
者
や
社
会
学
者
の
場
合
に
、
芸
術
の
内
容
的
な
考
察
や
議
論
の
蓄
積
が
必
ず
し
も
豊
富
で
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
多
様

な
作
品
を
前
に
し
た
具
体
的
な
議
論
の
局
面
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
な
か
な
か
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
比
較
的
表
層
的
な
と
こ

ろ
で
議
論
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
他
方
、
芸
術
研
究
の
側
も
、
こ
の
「
記
憶
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
う
ま
く
対
応
す
る
観
点
を
も
ち
え
な
か
っ
た
。
芸
術
研
究
は
長
い
こ
と
、
作
者

や
作
品
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
最
終
的
に
そ
こ
に
着
地
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
形
で
研
究
の
歴
史
を
作
っ
て
き
た
か
ら
、
ど
う
し
て
も
「
芸
術

そ
の
も
の
」
の
側
に
偏
し
た
議
論
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。「
都
市
と
芸
術
」
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
た
研
究
は
、
今
日
で
は
決
し
て
少
な

く
な
い
の
だ
が
、
そ
の
種
の
議
論
の
多
く
は
、
作
品
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
メ
イ
ン
に
据
え
、
都
市
に
対
し
て
は
、
そ
の
背
景
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と

し
て
の
副
次
的
な
位
置
し
か
与
え
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
せ
っ
か
く
都
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
多
様
な
要
素
を
取
り
込
ん
だ
と
し
て
も
、

最
終
的
に
は
芸
術
の
「
内
輪
」
の
話
に
回
収
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
記
憶
の
問
題
と
し
て
展
開

さ
せ
る
場
合
も
、
作
品
の
記
憶
や
作
者
の
表
象
と
い
っ
た
話
に
は
な
り
え
て
も
、
そ
れ
を
都
市
の
表
象
や
記
憶
の
側
か
ら
の
統
一
的
視
点
を
も
っ

て
考
え
る
よ
う
な
回
路
を
欠
い
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
芸
術
や
芸
術
作
品
と
い
う
問
題
系
と
、
町
並
み
や
都
市
空
間
の
表

象
と
い
う
問
題
系
と
は
、
常
に
ど
ち
ら
か
一
方
が
背
景
的
・
副
次
的
な
位
置
へ
と
退
い
て
し
ま
う
関
係
に
な
っ
て
し
ま
い
、
両
者
が
相
互
に
関
わ

り
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
変
容
し
て
ゆ
く
と
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と

言
っ
て
も
よ
い
。

　
だ
が
記
憶
の
問
題
は
、
具
体
的
な
場
面
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
正
面
か
ら
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
な
し
に
は
実
質
を
も
ち

え
な
い
。
記
憶
に
関
わ
る
問
題
系
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
一
括
り
に
「
記
憶
」
と
呼
ん
だ
だ
け
で
は
何
も
明
ら
か
に
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な
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、「
記
憶
」
と
い
う
概
念
を
振
り
回
す
こ
と
で
あ
る
よ
り
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
的
な
事
物
に
つ

い
て
知
り
、
認
識
す
る
過
程
で
芸
術
作
品
や
そ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
形
で
関
与
し
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
も
と
に
そ
の
表
象
が
形
成
さ

れ
て
ゆ
く
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
立
ち
入
っ
て
み
て
ゆ
く
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
論
で
問
題
に
す
る
の
は
、
都
市
（
よ
り
一
般
的
に
は
場
所
）
に
関
わ
る
記
憶
の
問
題
で
あ
る
が
、
あ
る
都
市
（
場
所
）
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ

の
表
象
が
形
作
ら
れ
際
に
、
芸
術
作
品
や
そ
れ
に
関
わ
る
解
釈
や
言
説
が
そ
こ
に
関
与
し
、
人
々
に
何
か
を
想
起
さ
せ
た
り
、
何
ら
か
の
印
象
を

刻
み
込
ん
だ
り
す
る
役
割
を
果
た
す
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
記
憶
と
い
う
問
題

系
に
芸
術
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
を
接
続
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
の
内
実
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
芸
術
研
究
の
側
か
ら
打
開
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
逆
転
の
発
想
」
か
ら
出
発
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

そ
れ
は
、
芸
術
作
品
と
都
市
と
の
関
係
を
考
え
る
際
に
当
然
の
前
提
と
し
て
き
た
、
作
品
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

都
市
と
い
う
考
え
方
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
に
し
て
、
都
市
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
芸
術
作
品
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な

考
え
方
か
ら
出
発
し
て
み
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
生
ま
れ
育
っ
た
街
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
音
楽
文
化
を
研
究
し

て
い
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
研
究
者
サ
ラ
・
コ
ー
エ
ン
の
言
い
方
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
（C

ohen 1997

）
。
コ
ー
エ
ン
の
論
文
は
、
炭
鉱
の
閉
山

に
よ
っ
て
斜
陽
化
し
か
か
っ
て
い
た
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
が
、
観
光
資
源
と
し
て
の
ビ
ー
ト
ル
ズ
に
着
目
し
、
一
種
の
町
お
こ
し
と
し
て
、
生
家
や
録

音
ス
タ
ジ
オ
な
ど
の
「
ビ
ー
ト
ル
ズ
遺
跡
」
を
ま
わ
る
コ
ー
ス
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
、
観
光
客
の
誘
致
を
は
か
っ
た
政
策
を
検
証
す
る
も
の
だ

が
、
彼
女
は
こ
の
コ
ー
ス
に
そ
っ
て
街
を
歩
く
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
に
し
て
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
街
を
ま
わ
る
体
験
は
、
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
街
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
生
涯
や
活
動
、
そ
の
音
楽

と
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
体
験
し
、
そ
れ
を
通
し
て
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
と
い
う
街
の
表
象
を
形
作
る
こ
と
だ
と
考
え
た
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の

音
楽
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
と
い
う
通
常
の
考
え
方
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
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都
市
と
の
関
係
の
焦
点
を
芸
術
か
ら
都
市
の
方
に
鮮
や
か
に
切
り
替
え
た
逆
転
の
発
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
、
作
品
自
体
は
ど
う
で
も
よ
い
と
か
、
作
品
解
釈
な
ど
の
従
来
の
芸
術
研
究
が
積
み
上
げ
て
き
た
蓄
積
は
不
要
だ
な
ど

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
芸
術
を
巡
る
議
論
が
、
と
も
す
る
と
す
べ
て
の
ベ
ク
ト
ル
が
内
向
き
に
作
品
に
収
斂

し
て
ゆ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
中
で
、
芸
術
が
、
現
実
社
会
に
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
表
象
や
記
憶
を
作
り
上
げ
た
り
動
か
し
た
り

す
る
、
そ
の
外
向
き
の
力
の
あ
り
よ
う
を
「
外
」
の
側
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
捉
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
芸
術
作
品
と
都
市
と
の
関
係
を
、
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
相
互
的
な
も
の
と
捉
え
、
両
者
が
互
い
に
呼
応
し
な
が
ら
無
限
に
変
容
を
積

み
重
ね
て
ゆ
く
よ
う
な
モ
デ
ル
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
作
品
も
都
市
も
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
自
ら
の
う
ち
に
記
憶
と
し
て
堆
積
さ
せ
て
ゆ

く
こ
と
に
よ
っ
て
奥
行
き
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
両
者
が
関
わ
り
合
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
そ
こ
で
進
行
す
る
具
体
的
な
プ
ロ
セ

ス
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
捉
え
る
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
都
市
の
表
象
や
記
憶
と
芸
術
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
の
問
題
点
は
、
作
品
解
釈
や
芸
術
の
世
界
内
部
の
言
説
が
そ
こ
に
関
与
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
き
ち
ん
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
議
論
が
表
層
的
に
流
れ
、
貧
困
化
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
都
市
の

表
象
の
方
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
自
体
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
都
市
の

表
象
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
活
性
化
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
今
度
は
逆
に
そ
の
都
市
表
象
の
方
が
コ
ン
テ
ク

ス
ト
と
な
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
解
釈
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
連
鎖

が
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
文
学
散
歩
と
い
う
営
み
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
一
端
を
解
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
学
散
歩
と

は
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
や
、
作
家
の
活
動
し
た
場
所
を
訪
ね
て
歩
く
行
為
で
あ
る
が
、
従
来
そ
の
意
義
が
十
分
に
評
価
さ
れ
て
き
た
と

は
言
い
難
い
。
本
論
で
も
後
に
取
り
上
げ
る
前
田
愛
の
『
幻
景
の
街
』
の
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
に
つ
け
ら
れ
た
解
説
の
中
で
小
森
陽
一
は
こ

の
本
に
つ
い
て
、「
理
論
編
と
し
て
の
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
に
比
し
て
、『
文
学
の
街
』
の
方
は
、
た
だ
の
文
学
散
歩
じ
ゃ
な
い
か
、
と
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低
く
見
ら
れ
る
む
き
も
あ
」
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
二
七
八
）。
作
品
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
最
終
的
な
審
級
と
し
て
存
在
し
、
都
市
の
方
は

そ
れ
に
付
随
す
る
副
次
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
文
学
散
歩
は
せ
い
ぜ
い
、
背
景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
味
わ
い
を
増

す
程
度
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
と
都
市
の
相
互
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
わ
れ
わ
れ

の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
文
学
散
歩
は
、
作
品
を
現
実
の
都
市
と
結
び
つ
け
、
重
ね
合
わ
せ
る
体
験
の
で
き
る
貴
重
な
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
お

い
て
作
品
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
都
市
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
表
象
を
豊
か
に
作
り
上
げ
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
今
度
は
そ
の
体
験
が
作
品
の
側
に

も
投
げ
返
さ
れ
、
そ
の
表
象
を
変
え
て
ゆ
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
が
、
ま
さ
に
生
み
出
さ
れ
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
あ
り
方
を

具
体
的
な
歴
史
相
の
中
で
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
が
都
市
の
記
憶
の
形
成
に
関
与
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
最
も
端
的
に
示
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
文
学
散
歩
は
、
文
学
作
品
と
い
う
背
景
と
の
関
わ
り
の
中
で
都
市
の
表
象
を
作

り
出
し
、
ま
た
都
市
と
い
う
背
景
と
の
関
わ
り
の
中
で
作
品
の
表
象
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
刻
み
込
ん
で

ゆ
く
触
媒
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
　
文
学
散
歩
の
創
始
者
と
し
て
の
野
田
宇
太
郎

　
文
学
散
歩
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
の
は
、
文
芸
評
論
家
の
野
田
宇
太
郎
（
一
九
〇
九
―
八
四
）
で
あ
る
。
野
田
は
一
九
五
一
年
に
『
日
本
読
書

新
聞
』
に
連
載
し
た
「
新
東
京
文
学
散
歩
」
に
大
幅
に
増
補
改
訂
を
加
え
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
し
た
（
文
献
1

　
以
下
、
書
誌
事
項
は
巻
末
の

「
無
縁
坂
文
学
散
歩
関
係
文
献
」
に
記
載
し
た
当
該
文
献
番
号
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
れ
が
大
当
た
り
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
九
州
文
学
散
歩
（
一

九
五
三
）
な
ど
、
単
発
の
企
画
を
次
々
と
た
て
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
シ
リ
ー
ズ
化
を
は
か
り
、
一
九
五
八
年
の
『
東
京
文
学
散
歩
』（
小
山
書

店
新
社
、
三
巻
刊
行
、
文
献
8
）、
一
九
六
二
年
の
『
定
本
文
学
散
歩
全
集
』（
雪
華
社
、
全
一
三
巻
、
文
献
9
）、
一
九
七
七
年
の
『
野
田
宇
太

郎
文
学
散
歩
』（
文
一
総
合
出
版
、
全
二
四
巻
、
別
巻
四
、
未
完
、
文
献
18
）
な
ど
、
再
三
に
わ
た
っ
て
「
全
集
」
刊
行
を
試
み
た
。
と
り
わ
け
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東
京
に
関
し
て
は
、
文
庫
版
の
『
東
京
文
学
散
歩
の
手
帖
』（
的
場
書
房
、
一
九
五
四
、
文
献
4
）、
写
真
中
心
の
『
ア
ル
バ
ム
東
京
文
学
散
歩
』

（
創
元
社
、
一
九
五
四
、
文
献
3
）、『
改
稿
東
京
文
学
散
歩
』（
山
と
渓
谷
社
、
一
九
七
一
）
な
ど
、
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
出
し
て
お
り
、
そ

の
た
び
に
再
調
査
し
て
改
稿
の
手
を
加
え
る
な
ど
、
こ
の
「
文
学
散
歩
」
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
た
。

　
ま
た
、「
文
学
散
歩
友
の
会
」
を
創
始
し
、
一
九
六
一
年
に
そ
の
機
関
誌
も
か
ね
て
雑
誌
『
文
学
散
歩
』
を
創
刊
し
た
（『
文
学
散
歩
』
一
九
六

一
―
）。
こ
の
雑
誌
を
み
る
と
、
各
地
の
支
部
で
行
わ
れ
て
い
る
活
発
な
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
文
学
散
歩
が
大
き
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
状

況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
野
田
が
文
学
散
歩
を
は
じ
め
た
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
最
初
の
著
作
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
の
序
文
に
は
、
こ
れ
は
「
足
で

書
く
近
代
文
学
史
」
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
焼
け
跡
の
東
京
を
漫
然
と
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
一
つ
の
事
跡
は
他
の
事
跡
に
つ
な
が
り
、
近

代
文
学
史
の
形
に
似
て
き
た
と
彼
は
言
う
（
一
―
二
）。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と
作
品
だ
け
で
芸
術
を
評
価
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

ま
ず
は
人
間
を
知
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
自
然
や
環
境
、
私
生
活
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
多
く
の
作
家
は
東
京
を
場
と
し
て
活
動
し

て
い
た
か
ら
、
東
京
を
知
る
こ
と
こ
そ
は
近
代
文
学
の
真
実
に
触
れ
る
こ
と
だ
、
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
活

動
の
痕
跡
は
、
東
京
が
戦
災
で
焼
け
、
さ
ら
に
戦
後
復
興
の
名
の
下
に
す
さ
ま
じ
い
破
壊
が
進
む
中
で
急
速
に
姿
を
消
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ

を
少
し
で
も
跡
づ
け
、
記
録
す
る
こ
と
こ
そ
自
ら
の
役
割
だ
と
い
う
の
が
野
田
の
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
は
野
田
の
考
え
て
い
た
文
学
散

歩
は
、
都
市
自
体
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
と
い
う
よ
り
は
、
作
品
や
作
者
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
都
市
を
歩
く
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
野
田
に
触
発
さ
れ
て
出
た
文
学
散
歩
本
の
中
に
は
、
あ
え
て
「
文
学
散
歩
」
で
は
な
く
、「
文
学
に
描
か
れ
た
東
京
に
よ
っ
て
東

京
の
風
景
の
変
遷
を
た
ど
る
」
こ
と
を
う
た
っ
た
槌
田
満
文
の
『
文
学
東
京
案
内
』
（
文
献
6
）
の
よ
う
に
都
市
の
側
に
力
点
を
お
い
た
著
作
も

あ
る
な
ど
、
文
学
散
歩
は
ま
も
な
く
、
野
田
が
考
え
た
以
上
の
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
本
論
で
は
、
森
鷗
外
の
《
雁
》

の
舞
台
と
な
っ
た
東
京
・
本
郷
の
無
縁
坂
を
事
例
と
し
て
、
文
学
散
歩
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
都
内
の
散
歩
コ
ー
ス
紹
介
な
ど
に
み
ら
れ
る
無
縁
坂

に
関
わ
る
記
述
の
変
化
を
追
い
な
が
ら
、
文
学
散
歩
と
い
う
行
為
を
支
点
に
し
て
、
こ
の
土
地
の
表
象
と
《
雁
》
と
い
う
作
品
の
表
象
が
ど
の
よ
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う
に
結
び
つ
き
な
が
ら
変
化
し
て
き
た
か
を
具
体
的
に
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
野
田
宇
太
郎
と
そ
の
影
響

　
野
田
宇
太
郎
の
最
初
の
著
作
『
新
東
京
文
学
散
歩
』（
文
献
1
）
の
中
に
無
縁
坂
は
さ
っ
そ
く
登
場
す
る
。
野
田
が
「
文
学
散
歩
」
を
提
唱
し
、

精
力
的
な
活
動
を
展
開
す
る
以
前
に
は
、
無
縁
坂
と
い
う
場
所
が
特
に
こ
の
作
品
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
全
く
な
か
っ
た
。『
大

正
の
東
京
と
江
戸
』（
青
山
霞
村
編
　
一
九
一
六
）
や
『
新
版
大
東
京
案
内
』（
今
和
次
郎
編
　
一
九
二
九
）
、『
大
東
京
の
魅
力
』
（
青
山
光
太
郎

編
著
　
一
九
三
六
）
と
い
っ
た
戦
前
の
東
京
案
内
に
は
、
名
所
旧
跡
の
類
が
か
な
り
い
ろ
い
ろ
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
無
縁
坂
は
も
と
よ
り
、
文

学
作
品
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
や
作
家
に
ま
つ
わ
る
旧
跡
な
ど
に
関
わ
る
記
載
は
ほ
か
に
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
が
見
た
中
で
唯
一
、
無
縁
坂
の

名
が
登
場
す
る
の
は
、
明
治
四
〇
年
に
東
京
市
が
編
纂
し
た
「
東
京
案
内
」
の
「
湯
島
両
門
町
」
の
項
目
で
あ
る
が
、
「
本
町
と
龍
岡
町
と
の
間

に
無
縁
坂
あ
り
」（
三
五
八
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
《
雁
》
が
発
表
さ
れ
る
よ
り
も
前
に
出
て
い
る
の
で
、《
雁
》

へ
の
言
及
が
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
『
新
東
京
文
学
散
歩
』
で
の
《
雁
》
に
関
す
る
野
田
の
記
述
は
、
こ
こ
が
作
品
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
の
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、

作
品
の
内
実
に
踏
み
込
む
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
が
（
二
八
―
三
二
）、
野
田
は
そ
の
後
、
同
種
の
本
を
何
度
も
出
し
直
し
て
お
り
、
そ
の
過
程

で
記
述
が
詳
し
く
な
る
と
と
も
に
、
作
品
の
内
容
と
の
関
連
を
深
め
て
ゆ
く
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
無
縁
坂
に
は
主
人
公
の
お
玉
が
高
利
貸
の
末

造
に
か
こ
わ
れ
て
住
ん
で
い
た
家
が
あ
り
、
そ
こ
を
散
歩
コ
ー
ス
に
し
て
い
た
帝
大
生
岡
田
と
出
会
っ
て
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
設

定
に
な
っ
て
い
る
が
、
野
田
の
最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
そ
の
向
か
い
側
に
あ
る
旧
岩
崎
邸
の
鬱
蒼
と
し
た
木
立
と
塀
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ

た
だ
け
な
の
に
対
し
、
翌
一
九
五
二
年
に
角
川
文
庫
で
出
た
増
補
改
訂
版
（
文
献
2
）
で
は
、
「
お
玉
は
そ
の
坂
の
中
途
の
岩
崎
邸
の
向
か
ひ
側

の
し
も
た
家
の
妾
宅
に
か
こ
わ
れ
て
い
た
」（
三
一
）
と
い
う
記
述
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
一
九
五
四
年
の
『
ア
ル
バ
ム
東
京
文
学
散
歩
』（
文
献



132

3
）
に
は
「
無
縁
坂
に
は
今
で
も
お
玉
さ
ん
の
住
ん
だ
や
う
な
家
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
こ
の
『
ア
ル
バ
ム
東
京
文
学
散

歩
』
は
そ
の
名
の
通
り
、
多
く
の
写
真
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
「
お
玉
さ
ん
の
住
ん
だ
や
う
な
家
」
の
写
真
が
視
覚
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
舞
台
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
格
段
に
増
し
て
い
る
。
こ
の
路
線
は
翌
年
の
角
川
写
真
文
庫
『
東
京
文
学
散
歩
山
の
手
篇
』（
文
献
5
）
に

お
い
て
さ
ら
に
顕
著
に
な
る
。「
…
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
美
し
い
お
玉
さ
ん
が
、
ふ
と
出
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
ほ
ど
無
縁
坂
は
《
雁
》

に
描
か
れ
て
い
る
頃
の
面
影
を
今
も
は
っ
き
り
止
め
て
い
る
」
と
い
う
記
述
と
と
も
に
、
添
え
ら
れ
た
写
真
に
は
「《
雁
》
の
お
玉
が
住
ん
だ
無

縁
坂
。
右
は
鷗
外
の
描
い
て
い
る
岩
崎
邸
の
木
立
で
、
こ
の
感
じ
は
、《
雁
》
の
頃
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
け

ら
れ
、
鬱
蒼
と
し
た
岩
崎
邸
の
日
陰
に
ひ
っ
そ
り
と
立
ち
並
ぶ
家
々
の
雰
囲
気
を
リ
ア
リ
テ
ィ
豊
か
に
伝
え
て
い
る
。

　
野
田
は
そ
の
後
、
一
九
五
八
年
の
『
東
京
文
学
散
歩
　
下
町
　
中
巻
』（
文
献
8
）
で
は
新
た
な
取
材
を
も
と
に
全
く
新
し
い
内
容
の
も
の
を

書
き
、
そ
の
記
述
は
基
本
的
に
は
、
彼
の
最
後
の
仕
事
と
な
っ
た
一
九
七
九
年
の
全
集
（
文
献
18
）
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
無
縁
坂
単
独
の
記
述
で
は
な
く
、
不
忍
池
に
飛
来
す
る
水
鳥
の
描
写
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
無
縁
坂
へ
と
上
が
っ
て
ゆ
く
ル
ー

ト
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
巧
み
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
（
一
五
九
―
一
六
六
）
。
《
雁
》
は
、
い
く
つ
も
の
偶
然

の
重
な
り
が
、
お
玉
が
思
い
を
寄
せ
る
相
手
で
あ
っ
た
帝
大
生
岡
田
と
の
関
係
を
す
れ
違
い
に
終
わ
ら
せ
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
不
忍
池
で
投

げ
た
石
が
た
ま
た
ま
一
羽
の
雁
に
当
た
り
、
殺
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
岡
田
は
そ
の
雁
を
外
套
の
下
に
隠
し
て
友
人
達
と
大
声
で
話
し
な
が
ら
、

無
縁
坂
を
大
急
ぎ
で
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、
今
日
こ
そ
と
渾
身
の
覚
悟
で
待
ち
受
け
て
い
た
お
玉
に
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
そ
の
関
係
は
す
れ
違

い
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
野
田
は

「
こ
の
お
玉
は
、
明
治
の
社
会
に
ま
だ
根
強
く
の
こ
っ
て
い
た
封
建
的
な
因
習
か
ら
、
恋
愛
と
い
う
美
と
自
由
の
翼
に
よ
っ
て
抜
け
出
よ
う

と
し
な
が
ら
、
つ
い
に
は
た
し
得
な
か
っ
た
不
幸
な
女
性
の
典
型
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
運
命
が
、
不
忍
池
の
不
幸
な
雁
に
よ
っ

て
象
徴
さ
れ
て
い
る
」（
一
六
二
）
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と
し
て
い
る
が
、『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
五
九
年
八
月
号
の
鷗
外
特
集
所
収
の
坂
本
浩
の
論
考
「
《
雁
》
の
系
譜
」
に
も
類
似
の
解
釈
が

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
野
田
の
こ
の
記
述
は
、
当
時
の
国
文
学
研
究
で
の
こ
の
作
品
の
一
般
的
理
解
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

「《
雁
》
は
、
だ
か
ら
不
忍
池
の
文
学
だ
、
と
思
い
な
が
ら
、
私
は
鷗
外
が
お
玉
の
家
の
場
所
と
し
て
《
雁
》
の
中
に
設
定
し
た
無
縁
坂
へ

足
を
向
け
た
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
…
《
雁
》
の
最
後
の
三
章
を
髣
髴
さ
せ
る
道
筋
で
も
あ
る
」
（
一
六
三
）

と
し
た
上
で
、
野
田
は
無
縁
坂
の
街
並
み
を
、
岩
崎
邸
の
木
立
に
遮
ら
れ
て
い
つ
も
「
日
陰
に
な
っ
て
い
る
」
「
狭
い
さ
み
し
い
町
」
と
し
て
描

き
出
し
て
い
る
。
無
縁
坂
の
薄
暗
い
街
並
み
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
小
説
に
描
か
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
背
景
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
与
え

ら
れ
、
一
つ
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
野
田
の
「
無
縁
坂
」
表
象
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
文
学
散
歩
ガ
イ
ド
本
で
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
所
に

関
わ
る
人
々
の
記
憶
を
形
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

「
本
郷
三
丁
目
か
ら
切
通
し
の
坂
を
下
り
て
ゆ
く
と
、
電
車
通
り
の
左
側
は
岩
崎
邸
の
塀
で
す
が
、
邸
の
裏
側
の
道
は
、
森
鷗
外
の
小
説
《
雁
》

の
ヒ
ロ
イ
ン
お
玉
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
無
縁
坂
で
す
。
現
在
で
も
、
ま
だ
お
玉
が
暮
ら
し
て
い
そ
う
な
古
い
〝
し
も
た
や
〟
が
二
軒
残
っ

て
い
ま
す
」（
槌
田
満
文
、
文
献
12
、
二
三
九
）、

「
そ
の
無
縁
坂
に
か
か
る
左
手
の
格
子
造
り
の
家
並
は
、《
雁
》
の
女
主
人
公
お
玉
さ
ん
の
生
活
を
し
の
ば
せ
る
の
に
十
分
な
雰
囲
気
を
た

だ
よ
わ
せ
て
わ
ず
か
に
二
軒
ほ
ど
残
っ
て
い
る
」（
江
幡
潤
、
文
献
15
、
八
三
）
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と
い
っ
た
具
合
に
、
こ
の
頃
ま
で
こ
の
坂
に
残
っ
て
い
た
家
は
、「
お
玉
の
住
ん
だ
家
」
と
し
て
繰
り
返
し
描
か
れ
た
。
野
田
の
提
唱
し
た
文
学

散
歩
が
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
、
各
地
に
文
学
散
歩
の
同
人
団
体
が
で
き
る
と
、
そ
の
よ
う
な
表
象
は
ま
す
ま
す
威
力
を
発
揮
す
る
。
森
ま
ゆ

み
が
、
か
つ
て
の
そ
の
よ
う
な
家
が
建
っ
て
い
た
あ
た
り
に
住
ん
で
い
る
人
に
話
を
き
い
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
。

「
ど
う
し
て
あ
の
風
情
の
あ
る
家
を
壊
し
た
の
、
も
っ
た
い
な
い
と
皆
さ
ん
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
あ
の
こ
ろ
は
ま
あ
、
私
た
ち
家
族
は
パ

ン
ダ
み
た
い
で
し
た
。
休
み
の
日
に
な
る
と
文
学
散
歩
の
団
体
が
来
て
、『
こ
れ
は
可
哀
想
な
お
玉
さ
ん
の
家
で
す
』
と
大
声
で
説
明
す
る

方
も
あ
る
し
、『
お
玉
さ
ん
の
子
孫
は
い
る
か
な
』
な
ん
て
の
ぞ
く
人
は
い
る
し
。
い
る
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
う
ち
の
先
祖
に

妾
奉
公
し
た
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
建
て
替
え
る
と
き
、
で
き
る
だ
け
平
凡
な
目
立
た
な
い
家
に
変
え
た
ん
で
す
」（
文
献
28
、
三
一
五
）

そ
の
人
の
家
は
明
治
の
頃
か
ら
、
た
し
か
に
小
説
に
出
て
く
る
そ
の
ま
ま
の
よ
う
な
家
に
住
ん
で
お
り
、
小
説
に
出
て
く
る
と
お
り
、
隣
は
裁
縫

学
校
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
当
時
ま
だ
若
く
て
美
し
か
っ
た
そ
の
人
の
祖
母
が
出
入
り
す
る
の
を
、
あ
る
い
は
鷗
外
が
通
り
す
が
り
に
み
て
想
像

力
を
働
か
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
語
っ
た
と
い
う
。
虚
構
と
現
実
と
が
微
妙
に
重
な
り
合
う
中
で
、
現
実
の
情
景
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
小
説
が
生
き
た
も
の
に
な
る
。
他
方
で
現
実
の
風
景
も
ま
た
小
説
に
描
か
れ
た
情
景
と
重
な
り
あ
い
、
想
像
力
を
ふ
く
ら
ま
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
意
味
づ
け
ら
れ
る
、
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
相
互
関
係
の
機
微
が
こ
こ
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
二
〇
〇
三
年
に
出
た
観
光
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
『
る
る
ぶ
情
報
版

　
東
京
を
歩
こ
う
』（
文
献
34
）
に
「
文
人
ゆ
か
り
の
坂
と
路
地
を
つ
な
い
で
」
と
い
う
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
散

歩
コ
ー
ス
の
解
説
に
は
「
お
玉
が
住
ん
で
い
た
無
縁
坂
の
家
は
、
三
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
そ
の
ま
ま
の
佇
ま
い
で
残
っ
て
い
た
と
い
う
」（
六
六
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
は
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
思
わ
ず
そ
れ
が
あ
た
か
も
現
実
の
過
去
で
あ
り
、
歴
史
で
あ
る

か
の
よ
う
に
理
解
し
て
し
ま
う
人
々
の
心
性
の
傾
き
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
き
、
小
説
が
単
な
る
虚
構
の
世
界
を
こ
え
て
、
現
実
の
都
市
や
そ

の
歴
史
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
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他
方
、
野
田
が
不
忍
池
と
無
縁
坂
を
つ
な
ぐ
散
歩
コ
ー
ス
に
し
の
び
こ
ま
せ
た
、
池
に
い
る
雁
の
運
命
に
お
玉
の
運
命
を
重
ね
合
わ
せ
た
解
釈

も
ま
た
、
多
く
の
文
学
散
歩
本
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

「
岡
田
が
善
意
で
投
げ
た
石
が
偶
然
に
あ
た
っ
て
雁
は
死
ん
だ
。
岡
田
と
お
玉
の
愛
の
蕾
も
、
雁
の
死
の
よ
う
に
は
か
な
く
散
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
作
品
を
読
む
人
の
心
に
せ
ま
っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
不
忍
池
に
お
り
て
み
た
。
池
の
一
部
が
ボ
ー

ト
場
に
な
っ
て
い
る
。
蓮
と
葦
に
お
お
わ
れ
て
い
た
明
治
の
風
景
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
雁
は
い
な
い
。
…
人
間
的
な
自
我
の
感
情

に
目
覚
め
な
が
ら
も
、
偶
然
の
い
た
ず
ら
も
重
な
っ
て
、
胸
の
想
い
を
打
ち
明
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
妾
の
境
遇
に
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
お
玉
の
哀
れ
さ
を
想
い
な
が
ら
、
私
は
不
忍
池
か
ら
無
縁
坂
に
き
び
す
を
返
し
た
。
暗
い
格
子
戸
の
奥
か
ら
、
ほ
の
白
い
お
玉

の
さ
び
し
げ
な
顔
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
だ
っ
た
。」（
電
電
台
東
文
芸
同
好
会
、
文
献
16
、
二
一
八
―
二
一
九
）

「
今
、
こ
の
無
縁
坂
の
あ
た
り
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
た
り
し
て
、
す
っ
か
り
様
子
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
旧
岩
崎
邸
―
今
の
司
法

研
修
所
―
の
樹
木
の
生
い
茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
は
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
当
時
と
、
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
。
…
な
ん
と
な
く
、

薄
暗
い
町
の
感
じ
か
ら
は
、
こ
の
小
説
の
ふ
ん
い
き
を
、
少
し
は
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
…
こ
の
作
品
は
、
無
縁
坂
に
住
む
、
古

い
型
の
若
い
女
性
―
お
玉
―
の
自
我
の
目
覚
め
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
…
ま
た
、
こ
の
小
説
で
、
作
者
の
森
鷗
外
は
人
生
に
は
偶
然
と
い

う
も
の
が
よ
く
あ
っ
て
、
そ
の
偶
然
か
ら
、
ま
た
別
な
人
生
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
も
多
い
も
の
だ
と
、
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
玉

の
自
我
が
、
つ
い
に
目
覚
め
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
も
、
ふ
と
し
た
偶
然
か
ら
で
、
ま
た
、
こ
の
あ
と
に
描
か
れ
て
い
る
―
不
忍
池
の
雁

が
生
命
を
お
と
し
た
―
の
も
ま
た
、
ふ
と
し
た
偶
然
で
あ
っ
た
。」（
大
竹
新
助
、
文
献
20
、
三
七
―
四
〇
）

そ
こ
に
は
、
野
田
の
提
示
し
た
無
縁
坂
の
表
象
が
、
多
少
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
な
が
ら
繰
り
返
し
現
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
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の
こ
の
場
所
の
記
憶
に
定
着
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
小
説
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
場
所
を
現
実
に
見
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
小
説
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
よ
り
リ
ア
ル
で

充
実
し
た
形
で
体
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
方
も
ま
た
、
小
説
に
描
か
れ
た
情

景
や
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奥
行
き
や
重
層
性
を
伴
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に

な
る
。
文
学
散
歩
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
形
で
現
実
の
場
所
と
小
説
と
を
媒
介
す
る
装
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
野
田
の
場
合
、
そ

こ
に
ま
と
わ
さ
れ
て
く
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
い
さ
さ
か
情
緒
的
な
も
の
に
偏
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
忍
池
と
無
縁
坂
を
結
び
つ
け
て

い
る
の
は
、
一
羽
の
雁
が
お
玉
の
運
命
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
岩
崎
邸
の
鬱
蒼
と
し
た
木
立
の
も
た
ら
す
薄
暗
さ
も
ま
た
、
お

玉
の
生
活
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
的
に
映
し
出
す
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
小
説
が
無
縁
坂
と
い
う
場

所
に
ま
と
わ
せ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
よ
う
な
情
緒
で
あ
り
、
そ
れ
が
小
説
の
味
わ
い
と
響
き
あ
い
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
体
験
を
豊
か
に
し
て

い
る
と
い
う
関
係
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
前
田
愛
の
『
幻
景
の
街
』

　
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
無
縁
坂
の
表
象
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
様
相
を
み
せ
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
動
き
を

も
た
ら
し
た
の
は
、
国
文
学
者
・
前
田
愛
の
著
書
『
幻
景
の
街
』（
文
献
21
）
で
あ
っ
た
。

　
一
九
八
〇
年
か
ら
小
学
館
の
Ｐ
Ｒ
誌
『
本
の
窓
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
前
田
自
身
は
こ
の
本
の
「
あ
と
が
き
」
で
、「
テ
ク
ス
ト
と
し

て
の
都
市
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
メ
タ
テ
ク
ス
ト
な
い
し
は
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
文
学
を
考
察
し
た
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
が
理
論
編

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
幻
景
の
街
』
は
そ
れ
に
対
す
る
実
践
編
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
散
歩
の
創
始
者
で
あ
る
野
田
の
こ

と
に
も
触
れ
、「
野
田
氏
の
文
学
散
歩
は
、
作
家
の
生
誕
地
や
育
っ
た
環
境
を
足
で
歩
い
て
探
索
す
る
と
こ
ろ
に
興
味
の
中
心
が
お
か
れ
て
い
た
」
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の
に
対
し
、『
幻
景
の
街
』
は
、
む
し
ろ
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
た
都
市
を
復
原
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
二
六
八
）。

　
前
田
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
っ
て
、《
雁
》
の
読
み
に
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
無
縁
坂
の
表
象
に
も
新
し
い
局
面
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
前
田

の
文
学
散
歩
の
武
器
と
な
る
の
は
、
作
品
に
設
定
さ
れ
て
い
る
年
代
当
時
の
現
場
の
地
図
で
あ
る
。
前
田
は
鷗
外
自
身
が
「
東
京
方
眼
図
」
と
題

さ
れ
た
地
図
の
編
纂
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
鷗
外
が
小
説
の
中
で
い
か
に
鋭
敏
な
地
理
感
覚
を
も
っ
て
東
京
を
描
き
出
し
て
い
る
か
を

述
べ
た
上
で
、
明
治
一
〇
年
代
に
つ
く
ら
れ
た
参
謀
本
部
陸
軍
測
量
局
の
「
五
千
分
一
東
京
図
」
を
持
ち
出
し
、
《
雁
》
に
描
か
れ
て
い
る
岡
田

の
毎
日
の
散
歩
コ
ー
ス
を
そ
こ
に
書
き
込
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
お
玉
の
家
の
あ
っ
た
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

「『
五
千
分
一
東
京
図
』
で
は
、
岩
崎
の
邸
は
「
累
石
牆
」
の
う
え
に
「
鉄
柵
」
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
無
縁
坂
の
北
側
に

は
都
合
九
件
の
民
家
が
あ
り
、
や
や
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
は
講
安
寺
の
一
風
変
わ
っ
た
土
蔵
造
り
の
本
堂
が
、
網
目
の
記
号
で
木
造
の
民
家

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ル
ー
ペ
で
覗
き
込
む
と
、
こ
の
九
件
の
民
家
が
《
雁
》
の
描
写
ど
お
り
に
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
を
も
っ
て
浮
き
上
が
っ

て
く
る
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
。「
格
子
戸
を
綺
麗
に
拭
き
入
れ
」
た
お
玉
の
家
は
、
坂
の
上
か
ら
数
え
て
三
軒
目
の
家
屋
が
宛
て
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
」（
二
六
）

こ
の
よ
う
に
前
田
は
当
時
の
地
図
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
の
背
景
に
あ
る
都
市
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
に
あ
ら
た
め
て
登

場
人
物
や
彼
ら
の
織
り
な
す
で
き
ご
と
を
プ
ロ
ッ
ト
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
無
縁
坂
と
い
う
場
所
が
、
お

玉
を
か
こ
っ
て
い
る
高
利
貸
の
末
造
が
池
之
端
に
も
っ
て
い
る
自
宅
、
蓮
玉
庵
近
く
の
家
、
下
谷
竜
泉
寺
町
の
事
務
所
と
い
っ
た
末
造
の
築
き
上

げ
た
「
小
さ
な
王
国
」
に
岡
田
の
散
歩
コ
ー
ス
が
ふ
れ
あ
う
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
開
化
の
世
相
か
ら
取
り
残
さ
れ
て

し
ま
っ
た
よ
う
な
、
こ
の
前
近
代
的
な
王
国
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
た
お
玉
が
、
岡
田
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
王
国
の
外
の
世
界
に
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魅
か
れ
て
い
く
と
い
う
構
図
に
は
、
自
我
の
目
覚
め
と
い
う
言
葉
に
は
括
り
き
れ
な
い
何
か
が
現
れ
て
い
る
と
前
田
は
言
う
。

「
末
造
の
「
小
さ
な
王
国
」
が
罅
割
れ
は
じ
め
る
こ
う
し
た
兆
候
か
ら
、
私
は
地
縁
や
血
縁
で
か
た
く
結
ば
れ
て
い
た
下
町
的
な
世
界
の
な

か
に
押
し
入
っ
て
き
た
〈
近
代
〉
を
読
み
取
り
た
い
と
思
う
も
の
だ
…
一
方
に
は
末
造
夫
婦
や
お
玉
父
娘
が
生
活
の
根
を
下
ろ
し
て
い
る
下

町
の
淀
ん
だ
世
界
が
あ
り
、
も
う
一
方
に
は
、
散
歩
の
道
筋
に
そ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
下
町
の
町
並
を
、
た
だ
風
景
と
し
て
や
り
す
ご
す
明
治

の
エ
リ
ー
ト
た
ち
、「
僕
」
や
岡
田
の
世
界
が
あ
る
。
待
ち
続
け
る
女
と
通
り
過
ぎ
て
行
く
男
―
お
玉
と
岡
田
の
出
逢
い
の
意
味
を
そ
こ
ま

で
煮
詰
め
て
み
る
と
、《
雁
》
の
な
か
に
こ
の
う
え
な
い
精
密
さ
で
復
原
さ
れ
た
明
治
十
年
代
の
東
京
の
町
並
も
ま
た
、
二
つ
の
位
相
に
切

り
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
の
み
こ
め
て
く
る
だ
ろ
う
。
暮
れ
な
ず
む
坂
の
途
中
に
立
ち
つ
く
し
て
、
岡
田
の
後
ろ
姿
を
見
つ
め
つ
づ
け
て

い
た
お
玉
の
ま
な
ざ
し
は
、〈
近
代
〉
の
閾
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
無
縁
坂
の
侘
し
い
街
並
の
ま
な
ざ
し
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」

（
三
〇
―
三
一
）

前
田
が
当
時
の
地
図
を
手
が
か
り
に
読
み
解
い
た
、
当
時
の
東
京
と
い
う
都
市
を
お
り
な
す
二
つ
の
文
化
圏
の
関
係
の
中
に
置
い
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
岡
田
と
お
玉
を
め
ぐ
る
物
語
や
そ
こ
で
の
出
来
事
に
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
同
時
に
、
東
京
と
い
う
都
市
自
体
の
あ
り
方
や
そ
の
中
で
の
無
縁
坂
と
い
う
土
地
の
景
観
に
つ
い
て
も
新
た
な
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
二
つ
の
文
化
圏
の
せ
め
ぎ
あ
う
場
所
と
し
て
の
無
縁
坂
、
そ
う
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
平
凡
な

坂
に
し
か
み
え
な
い
無
縁
坂
の
中
に
歴
史
的
な
奥
行
き
や
文
化
的
な
広
が
り
を
み
る
よ
う
に
な
る
、
文
学
作
品
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
最
も
印
象
的
な
形
で
そ
の
よ
う
な
事
態
を
体
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
文
学
散
歩
と
い
う
場
で
あ
る
こ
と
、『
幻
景
の
街
』

は
そ
の
こ
と
を
見
事
に
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
前
田
の
開
い
た
文
学
研
究
の
こ
の
よ
う
な
新
し
い
方
向
性
は
、
文
学
研
究
の
領
域
で
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
展
開
を
み
せ
た
。
前
田
が
こ
の
連
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載
を
は
じ
め
た
一
九
八
〇
年
六
月
の
雑
誌
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
は
「
文
学
空
間
と
し
て
の
都
市
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
お
り
、
助
川
徳
是

の
「
無
縁
坂
と
《
雁
》」
と
い
う
論
考
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
（
文
献
19
）、
前
田
に
よ
る
文
学
研
究
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
も
い
う
べ
き
斬

新
な
視
点
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
み
え
て
、
与
え
ら
れ
た
論
題
に
こ
の
著
者
は
い
さ
さ
か
当
惑
気
味
で
あ
る
。
少
し
後
の
一
九

九
一
年
に
は
雑
誌
『
国
文
学
』
が
「
近
代
文
学
東
京
地
図
」
と
い
う
臨
時
増
刊
号
を
出
し
て
お
り
、
千
葉
俊
二
の
担
当
し
た
無
縁
坂
に
関
す
る
記

述
に
は
「《
雁
》
と
い
う
作
品
は
、
結
局
山
の
手
と
下
町
と
の
境
界
を
越
境
し
て
歩
く
医
科
大
生
岡
田
と
、
子
ど
も
相
手
に
飴
細
工
の
屋
台
を
ひ

く
爺
さ
ん
の
娘
で
、
岡
田
へ
思
い
を
托
す
こ
と
に
よ
っ
て
下
町
か
ら
山
の
手
へ
の
上
昇
を
夢
み
た
お
玉
と
の
接
近
と
乖
離
と
い
う
坂
の
も
つ
ド
ラ

マ
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
（
文
献
22
、
七
三
）、
こ
の
記
述
が
前
田
の
見
方
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。

　
『
幻
景
の
街
』
の
影
響
力
の
大
き
さ
は
、
多
く
の
文
学
散
歩
の
ガ
イ
ド
本
の
中
に
そ
こ
で
の
観
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
如

実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
鷗
外
の
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
に
、
前
田
が
引
き
合
い
に
出
し
た
鷗
外
編
の
「
東
京
方
眼
図
」
が
言
及
さ
れ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
傾
向
も
顕
著
で
、
坂
崎
重
盛
の
『
一
葉
か
ら
は
じ
め
る
東
京
町
歩
き
』
（
文
献
35
）
な
ど
は
こ
の
東
京

方
眼
図
を
綴
じ
込
み
付
録
と
し
て
つ
け
て
い
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
無
縁
坂
自
体
の
記
述
に
も
前
田
の
影
響
は
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
筋
だ
け
で
は
単
な
る
す
れ
違
い
の
恋
の
話
で
あ
る
。
だ
が
主
人
公
の
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
立
場
は
当
時
の
越
え
が
た
い
階
層
の
象
徴
で
も

あ
る
。
岡
田
の
属
す
る
明
治
の
近
代
日
本
の
知
識
世
界
の
エ
リ
ー
ト
と
、
お
玉
の
庶
民
の
側
そ
れ
も
囲
わ
れ
者
と
い
う
境
遇
は
、
男
と
女
の

溝
以
上
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
の
が
舞
台
と
な
っ
た
無
縁
坂
で
あ
る
。
本
郷
台
地
の
高
台
と
池
之
端
を
結
ぶ
坂
は
、

山
の
手
と
下
町
を
結
ぶ
道
で
も
あ
る
。
江
戸
か
ら
東
京
へ
変
わ
っ
た
明
治
と
い
う
時
代
に
生
ま
れ
た
山
の
手
文
化
、
昔
か
ら
の
情
緒
を
そ
の

ま
ま
残
す
下
町
文
化
は
、
関
東
大
震
災
や
戦
災
に
遭
う
ま
で
の
東
京
で
は
は
っ
き
り
と
地
域
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
対
比
は
、

こ
の
作
品
の
あ
ち
こ
ち
に
描
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
。」（
近
藤
富
枝
他
、
文
献
27
、
六
三
）



140

「
無
縁
坂
は
山
の
手
と
下
町
を
結
ぶ
坂
。
岡
田
は
山
の
手
に
住
む
近
代
日
本
の
知
識
エ
リ
ー
ト
、
お
玉
は
下
町
の
庶
民
、
所
詮
結
ば
れ
な
い

階
級
で
あ
っ
た
。
無
縁
の
関
係
で
あ
っ
た
。」（
青
木
登
、
文
献
31
、
五
二
）

「
彼
は
毎
日
大
学
の
医
学
生
―
末
は
博
士
か
大
臣
か
と
い
う
野
心
家
た
ち
に
囲
ま
れ
、
中
に
は
豪
遊
し
て
い
る
輩
も
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
が
無
縁
坂
の
坂
上
の
世
界
で
、
そ
の
刺
激
か
ら
発
憤
努
力
し
て
得
た
中
坂
の
妾
宅
は
末
造
に
象
徴
さ
れ
る
庶
民
の
手
に
届
く
最
高
の
悦
楽

で
あ
っ
た
。
…
お
玉
が
や
っ
と
自
我
に
目
覚
め
、
そ
の
行
動
に
出
た
と
き
運
命
に
突
き
放
さ
れ
る
。
突
き
放
し
た
の
は
岡
田
で
あ
る
。
…
彼

も
ま
た
坂
上
の
住
人
で
あ
っ
た
。」（
井
上
謙
、
文
献
32
、
二
〇
三
―
二
〇
四
）

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
前
田
が
浮
き
彫
り
に
し
た
東
京
の
二
つ
の
文
化
圏
の
対
立
構
造
を
ふ
ま
え
、
そ
の
両
者
を
結
ぶ
場
所
と
し
て
無
縁
坂
を

捉
え
て
い
る
も
の
だ
が
、
下
町
の
対
立
項
と
し
て
、
前
田
が
使
っ
て
い
な
い
よ
う
な
「
山
の
手
」
と
い
う
言
い
方
を
出
し
て
き
た
り
、
そ
の
両
者

を
結
ぶ
存
在
と
し
て
の
「
坂
」
の
表
象
を
東
京
の
坂
一
般
に
ま
で
広
げ
る
な
ど
、《
雁
》
と
い
う
作
品
や
無
縁
坂
と
い
う
特
定
の
場
所
を
こ
え
て
、

東
京
と
い
う
都
市
全
体
の
表
象
に
関
わ
る
要
素
が
さ
ら
に
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
問
題
は
、

狭
い
意
味
で
の
《
雁
》
を
め
ぐ
る
言
説
を
こ
え
て
、
こ
の
地
域
全
体
の
表
象
に
関
わ
る
様
々
な
言
説
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
る
べ
き
必
要
が
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

四
　
司
馬
遼
太
郎
の
「
本
郷
界
隈
」

　
そ
の
点
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
司
馬
遼
太
郎
が
一
九
九
二
年
に
「
街
道
を
ゆ
く
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
書
い
た
『
本
郷
界
隈
』

（
文
献
23
）
で
あ
る
。
こ
の
本
に
は
「
無
縁
坂
」
と
題
し
た
節
も
あ
り
、
鷗
外
の
履
歴
を
語
り
な
が
ら
、
鷗
外
の
学
生
時
代
の
周
辺
の
環
境
を
描
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き
出
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
《
雁
》
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
無
縁
坂
の
反
対
側
に
あ
る
岩
崎
邸
の
塀
に
つ
い
て
の
蘊
蓄
が

傾
け
ら
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
岩
崎
邸
」
を
主
題
的
に
扱
っ
た
節
が
「
無
縁
坂
」
の
節
の
次
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
と
の

関
連
で
読
む
と
、
無
縁
坂
の
部
分
の
記
述
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
広
が
り
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
み
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
本
に
は
、
他
に
も
本
郷
周
辺
に
点
在
す
る
夏
目
漱
石
、
坪
内
逍
遙
、
樋
口
一
葉
な
ど
の
ゆ
か
り
の
場
所
を
た
ず
ね
る
記
述
が
多
数
含
ま
れ

て
は
い
る
が
、
も
と
よ
り
文
学
史
や
文
学
散
歩
の
本
で
は
な
い
。
司
馬
の
設
定
し
た
中
心
主
題
は
、
明
治
初
期
に
お
雇
い
外
国
人
や
エ
リ
ー
ト
た

ち
が
集
ま
り
、
欧
米
文
明
を
一
手
に
受
け
入
れ
、
地
方
に
分
配
す
る
「
配
電
盤
」
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
の
地
域
の
特
殊
な
あ
り
よ
う
を
描
き
出

し
、
今
に
残
る
そ
の
跡
を
た
ず
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
の
「
近
代
」
を
問
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
鷗
外
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
者
た

ち
も
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
文
化
配
置
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
お
雇
い
外
国
人
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
の
設
計
に
な
る
岩
崎
邸
は
、「
明
治
国
家
の
勃
興
を
見
、
そ
の
没
落
も
見
、
敗
戦
後
の
荒
み
ま
で
も
見
」

た
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
（
一
二
二
）、
こ
の
場
所
は
江
戸
時
代
に
は
榊
原
家
の
藩
邸
で
あ
り
、
維
新
直
後
に
は
西
郷
隆

盛
を
か
つ
い
で
西
南
戦
争
を
お
こ
し
た
桐
野
利
秋
が
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
経
過
を
経
て
岩
崎
財
閥
の
所
有
と
な
っ
た
こ

の
土
地
の
鬱
蒼
と
し
た
木
立
が
、
一
本
の
道
路
を
挟
ん
で
近
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
仕
舞
た
屋
と
対
峙
す
る
無
縁
坂
の
寂
し
い
景
観
は
、

こ
の
よ
う
な
文
化
配
置
の
中
に
置
き
直
し
て
み
る
と
き
、
様
々
な
感
興
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
近
の
ガ
イ
ド
本
等
で
は
と
み
に

こ
う
し
た
司
馬
の
視
点
の
影
響
が
強
ま
っ
て
お
り
、
無
縁
坂
の
表
象
も
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
強
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
二
〇
〇
二
年
刊
行
の
『
本
郷
界
隈
を
歩
く
』（
文
献
33
）
で
の
無
縁
坂
の
記
述
に
は
、

「
お
玉
の
家
の
向
か
い
側
、
坂
の
南
側
と
い
え
ば
、
こ
の
敷
地
は
そ
の
昔
、
徳
川
家
康
の
四
天
王
、
榊
原
康
政
の
屋
敷
跡
で
あ
り
、
幕
末
ま

で
越
後
高
田
一
五
万
石
の
中
屋
敷
、
明
治
に
な
っ
て
桐
野
利
秋
の
邸
宅
と
な
り
、
桐
野
が
西
郷
と
と
も
に
鹿
児
島
に
帰
る
と
、
そ
の
後
は
三

菱
の
初
代
岩
崎
弥
太
郎
の
本
邸
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
近
ま
で
、
最
高
裁
判
所
司
法
研
修
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
敷
地
の
変
遷
が
な
ん
と
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も
興
味
深
く
、
歴
史
が
匂
っ
て
く
る
感
じ
さ
え
す
る
。
…
と
も
か
く
現
在
で
は
、《
雁
》
時
代
の
雰
囲
気
は
、
こ
の
坂
の
石
垣
の
側
か
ら
漂
っ

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
」（
一
三
二
―
一
三
三
）

と
の
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
が
司
馬
の
記
述
を
ほ
ぼ
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
無
縁
坂
の
景
観
は
「
配
電
盤
」
と
し
て
の
本
郷

の
名
残
を
残
す
数
少
な
い
も
の
に
変
貌
し
、
そ
の
よ
う
な
文
化
配
置
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
こ
の
地
に
残
る
《
雁
》
の
物
語
の
余
韻
も
ま
た
別
の

風
情
を
漂
わ
せ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
郷
界
隈
が
司
馬
の
『
街
道
を
ゆ
く
』
シ
リ
ー
ズ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
単
な
る
一
冊
の
本
を
は
る
か
に
こ
え
る
影
響
力
を
行
使
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
人
気
シ
リ
ー
ズ
を
題
材
に
し
た
テ
レ
ビ
番
組
や
ム
ッ
ク
本
な
ど
が
次
々
と
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
一
九
九

七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
の
枠
内
で
、
司
馬
の
著
作
を
ベ
ー
ス
に
し
た
『
街
道
を
ゆ
く
』
シ
リ
ー
ズ
六
作
を
制
作
し
た

が
、
そ
の
後
さ
ら
に
別
の
シ
リ
ー
ズ
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
三
六
作
を
放
映
し
た
。
「
本
郷
界
隈
」
は
最
初
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
六
回
と

し
て
、
一
九
九
八
年
三
月
八
日
に
放
映
さ
れ
た
が
、
同
年
に
は
、
こ
の
番
組
の
制
作
ス
タ
ッ
フ
の
手
で
こ
の
番
組
の
取
材
記
を
も
と
に
し
た
『
司

馬
遼
太
郎
の
風
景
』
な
る
四
冊
本
の
シ
リ
ー
ズ
が
出
版
さ
れ
、「
本
郷
界
隈
」
も
そ
の
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
た
（
文
献
29
）。
ま
た
二
〇
〇
五
年
に

は
朝
日
新
聞
社
が
『
週
刊
　
司
馬
遼
太
郎
　
街
道
を
ゆ
く
』
と
題
さ
れ
た
、
全
五
〇
巻
か
ら
な
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
中
心
の
週
刊
ム
ッ
ク
本
シ
リ
ー
ズ

を
刊
行
し
、「
本
郷
界
隈
」
も
そ
の
第
一
二
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
（
文
献
38
）。

　
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
文
学
散
歩
本
で
は
な
い
か
ら
、
文
学
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
に
は
無
縁
坂

そ
の
も
の
が
登
場
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
司
馬
遼
太
郎
に
寄
生
す
る
形
で
作
ら
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
「
文
明
の

配
電
盤
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
し
た
「
司
馬
ワ
ー
ル
ド
」
が
、
原
書
か
ら
の
引
用
を
効
果
的
に
使
い
な
が
ら
よ
り
強
調
さ
れ
た
形
で
提
示

さ
れ
、「
近
代
」
を
象
徴
す
る
本
郷
と
い
う
特
殊
な
地
域
と
、
そ
の
周
縁
に
あ
る
地
域
と
の
対
比
が
際
だ
た
せ
ら
れ
る
傾
向
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。

番
組
は
、
ち
ょ
う
ど
前
年
に
行
わ
れ
た
東
大
の
一
二
〇
周
年
展
と
岩
崎
邸
を
中
心
に
示
さ
れ
る
本
郷
の
「
近
代
」
世
界
に
、
菊
坂
の
庶
民
の
下
町
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的
な
暮
ら
し
が
対
比
さ
れ
、
周
辺
の
坂
を
上
り
下
り
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
た
り
に
住
ん
だ
漱
石
、
逍
遙
、
一
葉
ら
を
そ
の
文
化
配
置
の
中
に
位
置

づ
け
て
ゆ
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
鷗
外
や
無
縁
坂
は
直
接
に
は
登
場
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
全
体
像
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
ム
ッ
ク
本
の
方
も
、
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
明
治
後
、
東
京
そ
の
も
の
が
、
配
電
盤
の
役
割
を
果
た
し
た
」
と

い
う
司
馬
の
引
用
が
全
体
を
統
一
す
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ベ
ー
ス
の
上
に
無
縁
坂
も
断
片
的
で
は
あ
る
が
何
度
か
登
場
す
る
。「
成

田
龍
一
が
ゆ
く
本
郷
界
隈
」（
二
〇
―
二
三
）
は
、
近
代
史
研
究
家
の
成
田
が
周
辺
の
見
学
モ
デ
ル
コ
ー
ス
を
案
内
す
る
記
事
だ
が
、
最
初
に
東

大
を
出
発
し
、
無
縁
坂
を
通
っ
て
岩
崎
邸
に
向
か
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
郷
界
隈
の
登
場
人
物
と
し
て
の
森
鷗
外
を
紹
介
す
る
日
本

文
学
者
・
紅
野
謙
介
に
よ
る
「
森
鷗
外
　
本
郷
界
隈
の
坂
道
を
巧
み
に
織
り
込
む
」
と
い
う
見
出
し
の
付
け
ら
れ
た
記
事
に
は
、
鷗
外
自
身
が
東

京
方
眼
図
を
考
案
し
た
こ
と
と
、
無
縁
坂
を
舞
台
に
《
雁
》
を
書
い
た
と
い
う
お
な
じ
み
の
話
が
紹
介
さ
れ
、
「
高
低
を
結
び
あ
わ
せ
、
風
景
を

一
変
さ
せ
る
坂
道
。
切
断
と
接
続
と
い
う
、
相
反
す
る
作
用
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
坂
道
こ
そ
、
鷗
外
の
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」（
一
五
）
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
あ
る
意
味
で
は
前
田
以
来
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
話
の
焼
き
直
し
だ
が
、
日
本
近
代
の
文
化
配
置
を
読
み
解
く
と
い
う
さ
ら
に
大
き
な
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
文
学
作
品
の
解
釈
や
文
学
散
歩
と
い
う
枠
を
こ
え
て
、
本
郷
の
全
体
的
な
地
域
表

象
の
中
で
の
位
置
を
占
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
司
馬
が
帝
大
を
中
心
と
す
る
本
郷
界
隈
を
「
配

電
盤
」
と
い
う
卓
抜
な
比
喩
で
呼
び
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
表
象
を
広
め
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
せ
よ
、
あ
ら
た
め
て
司
馬

自
身
の
テ
ク
ス
ト
を
見
直
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
議
論
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
司
馬
独
特
の
「
脱

線
」
の
多
い
文
章
の
中
で
は
、
岩
崎
邸
に
関
し
て
も
、
そ
の
後
人
手
に
渡
り
、
敗
戦
後
に
は
進
駐
軍
に
接
収
さ
れ
、
そ
こ
に
住
ん
だ
進
駐
軍
の
軍

人
が
廷
内
で
ピ
ス
ト
ル
の
試
し
撃
ち
を
し
た
ら
し
き
後
が
今
も
邸
内
に
残
っ
て
い
る
話
が
披
露
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
邸
が
人
手
に
渡
っ
て
転
々
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
ど
っ
た
数
奇
な
運
命
が
語
ら
れ
て
お
り
、「
配
電
盤
」
的
な
色
彩
一
色
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
全
国
に
西
洋
文

化
を
送
り
出
し
た
エ
リ
ー
ト
の
地
と
し
て
の
本
郷
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
司
馬
の
本
自
体
と
い
う
よ
り
は
、
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司
馬
の
こ
の
「
配
電
盤
」
イ
メ
ー
ジ
に
寄
生
し
つ
つ
そ
れ
を
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
形
で
広
め
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
や
ム
ッ
ク
本
を
通
し
て
で
あ
っ

た
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
放
映
の
年
に
行
わ
れ
た
東
京
大
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
の
展
覧
会
の
様
子
が
映
し
出
さ
れ
、
そ
の
展

示
品
で
あ
っ
た
、
西
洋
直
輸
入
の
初
期
の
様
々
な
実
験
器
具
や
ら
、
夏
目
漱
石
の
名
が
記
さ
れ
た
卒
業
生
名
簿
や
ら
、
首
席
卒
業
者
に
与
え
ら
れ

た
恩
賜
の
銀
時
計
や
ら
、
本
郷
台
地
上
で
展
開
さ
れ
て
い
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
世
界
の
様
子
が
様
々
な
形
で
映
し
出
さ
れ
、
台
地
下
の
菊
坂
周
辺

の
下
町
風
の
暮
ら
し
が
対
比
さ
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
岩
崎
邸
も
ま
た
、
こ
の
一
二
〇
周
年
展
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
お
雇
い
外
国
人
に

関
わ
る
展
覧
会
が
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
た
設
計
者
コ
ン
ド
ル
の
存
在
を
つ
な
ぎ
目
と
し
て
、
帝
大
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
世
界
に
直

接
接
続
さ
せ
る
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
二
〇
周
年
記
念
展
は
、
も
ち
ろ
ん
司
馬
の
言
う
本
郷
の
「
配
電
盤
」
的
な
あ
り
方
を
象
徴

的
に
示
す
も
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
す
で
に
司
馬
の
他
界
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
展
覧
会
を
梃
子
と
し
て
、
司
馬
の
描
い
た
多
彩
な

世
界
の
あ
る
一
面
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
よ
う
な
方
向
性
の
動
き
が
生
じ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
、
映
像
、

写
真
等
の
メ
デ
ィ
ア
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
地
域
表
象
の
あ
る
一
面
が
、
視
覚
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
伴
っ
て
、
強

烈
な
形
で
人
々
の
記
憶
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
近
で
は
、
狭
い
意
味
で
の
「
文
学
散
歩
」
を
こ
え
て
、
こ
の
地
域
の
町
歩
き
を
楽
し
む
人
が
多
く
、
地
下
鉄
の
本
郷
三
丁
目
駅
周
辺
で
は
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
手
に
し
た
人
々
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
も
多
い
。
東
京
大
学
で
は
法
人
化
後
の
新
し
い
試
み
と
し

て
、
大
学
内
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ァ
ー
を
開
始
し
、
い
つ
も
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
る
。
大
学
内
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ァ
ー
に
来
る
人
々
に
は
も
ち
ろ

ん
、
司
馬
遼
太
郎
も
近
代
も
関
係
な
く
、
た
だ
東
大
の
中
を
見
ら
れ
る
と
い
う
好
奇
心
か
ら
来
て
い
る
だ
け
の
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ

う
い
う
体
験
を
通
じ
て
、「
配
電
盤
」
と
し
て
の
帝
国
大
学
が
作
っ
て
き
た
歴
史
を
認
識
し
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
東
京
と
い
う
都
市
を
捉
え
る

よ
う
な
視
線
を
持
つ
人
々
が
増
え
て
く
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
人
々
は
あ
る
い
は
、
帰
り
が
け
に
通
る
無
縁
坂
が
、
そ
れ
ま

で
と
は
全
く
違
っ
た
相
貌
の
も
と
に
み
え
て
く
る
よ
う
な
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
無
縁
坂
の
光
景
も
、
ま
た
そ
こ
を
舞
台
に
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し
た
鷗
外
の
小
説
も
、
つ
ね
に
そ
う
い
う
連
関
の
中
に
お
か
れ
な
が
ら
認
識
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
限
り
で
は
、
前
田
ら
、
卓
越
し
た
《
雁
》
の
解
釈
者
た
ち
の
言
説
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
視
点
が
、
文
学
散
歩
の
広
が
り

に
乗
っ
て
広
く
伝
播
さ
れ
、
共
有
さ
れ
た
視
点
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
傾
向
が
濃
厚
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。

五
　
さ
だ
ま
さ
し
の
《
無
縁
坂
》

　
無
縁
坂
の
表
象
と
結
び
つ
く
芸
術
作
品
は
《
雁
》
だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
場
所
を
舞
台
に
複
数
の
文
学
作
品
が
書
か
れ
る
ケ
ー
ス
も
当
然
あ
り

得
る
し
、
文
学
だ
け
で
な
く
、
絵
画
、
映
画
、
写
真
、
音
楽
な
ど
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
複
合
的
に
重
な
り
合
い
つ
つ
そ
の
場
所
の
表
象

を
作
り
上
げ
、
そ
れ
が
ま
た
個
々
の
作
品
に
投
げ
返
さ
れ
る
と
い
う
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
モ
デ
ル
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ

う
い
う
点
か
ら
言
う
と
無
縁
坂
に
関
し
て
も
、
一
九
七
五
年
に
さ
だ
ま
さ
し
（
当
時
は
「
グ
レ
ー
プ
」
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
名
）
の
う
た
っ
た
《
無

縁
坂
》
と
い
う
歌
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
森
ま
ゆ
み
の
『
鷗
外
の
坂
』
に
も
、
訪
れ
た
講
安
寺
の
住
職
が
「
い
ま
や
、
お
玉
さ

ん
の
《
雁
》
よ
り
も
、
さ
だ
ま
さ
し
の
作
詞
作
曲
し
た
《
無
縁
坂
》
の
方
で
訪
ね
て
く
る
人
が
多
い
ん
で
す
よ
」
と
笑
っ
た
、
と
い
う
く
だ
り
が

あ
る
が
（
文
献
28
、
三
〇
九
）、
無
縁
坂
に
関
わ
る
記
憶
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
の

多
く
は
《
雁
》
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
曲
に
登
場
す
る
「
無
縁
坂
」
が
本
当
に
こ
の
実
在
の
無
縁
坂

を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
す
ら
定
か
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
の
な
い
別
々
の
動
き
で
あ
る
よ
う
に
も
み
え

る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
文
学
散
歩
本
に
は
、
こ
の
歌
の
舞
台
と
し
て
の
無
縁
坂
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
は
多
く
は
な
い

が
、
そ
れ
で
も
そ
の
影
響
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
街
道
を
ゆ
く
」
の
制
作
ス
タ
ッ
フ
が
作
っ
た
『
司
馬
遼
太
郎
の
風
景
』
で
は
、
岩
崎
邸
の
記
述
の
冒
頭
に
「『
忍
ぶ
忍
ば
ず
無
縁
坂
』

と
さ
だ
ま
さ
し
が
歌
っ
た
無
縁
坂
は
、
不
忍
池
に
向
か
っ
て
落
ち
込
ん
で
い
る
。
坂
に
沿
っ
て
延
び
る
重
厚
な
石
垣
の
壁
が
目
を
引
く
。
し
か
し
、
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高
い
壁
と
う
っ
そ
う
と
茂
る
樹
木
の
た
め
、
中
の
様
子
は
ま
っ
た
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
一
節
が
置
か
れ
て
い
る
（
文
献
29
、

一
五
五
）。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ス
タ
ッ
フ
が
《
雁
》
と
の
関
連
を
ど
の
く
ら
い
意
識
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
歌
に
、
「
配
電
盤
」

と
し
て
の
本
郷
台
地
と
不
忍
池
界
隈
の
下
町
と
の
対
比
を
象
徴
的
に
示
す
役
割
を
担
わ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
す
で
に
取
り
上
げ
た
二
〇
〇
三
年
刊
行
の
『
る
る
ぶ
』
に
は
「
東
京
の
坂
　
歌
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
坂
」
と
い
う
イ
ラ
ス
ト
入
り
の
特
集
が
あ

り
（
文
献
34
、
九
八
―
九
九
）、
そ
こ
で
無
縁
坂
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。「
本
郷
方
面
か
ら
不
忍
池
へ
下
っ
て
ゆ
く
こ
の
坂
は
、
森
鷗
外
の
作

品
《
雁
》
の
主
人
公
岡
田
の
散
歩
道
と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
坂
の
南
側
は
古
び
た
石
垣
と
赤
レ
ン
ガ
の
塀
が
続
き
、
さ
だ
ま
さ
し
の
歌

の
よ
う
に
叙
情
的
な
風
景
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
み
た
『
本
郷
界
隈
を
歩
く
』
（
文
献
33
）
の
最
初
の
節
に
つ

け
ら
れ
た
見
出
し
「
忍
ぶ
不
忍
無
縁
坂
」
は
こ
の
歌
の
歌
詞
で
あ
る
。
一
般
に
、
狭
義
の
文
学
散
歩
本
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
向
け

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
さ
だ
ま
さ
し
の
歌
の
影
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
冨
田
均
の
『
東
京
坂
道
散
歩
』（
文
献
39
）
の
無
縁
坂
に
関
す
る
記
述
で
は
、
こ
の
さ
だ
ま
さ
し
の
歌
と
の
関
係
が
前
景
化
し
て
い
る
。
無
縁

坂
を
訪
れ
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
び
、
風
情
の
な
く
な
っ
た
風
景
に
失
望
し
た
著
者
は
、
坂
を
下
り
て
余
所
へ
移
動
し
か
け
た
時
、
さ
だ

ま
さ
し
の
《
無
縁
坂
》
の
歌
詞
が
頭
に
浮
か
ん
だ
と
い
う
。

「
坂
に
戻
り
、
歌
の
中
の
母
の
こ
と
を
考
え
た
。『
こ
の
坂
を
登
る
た
び
い
つ
も
た
め
息
を
つ
い
た
』
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
険
し

い
坂
で
は
な
い
。
病
身
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
。
無
縁
坂
の
道
は
東
大
病
院
に
続
い
て
い
る
。
何
と
な
く
坂
の
上
に
住
む
母
と
子
の
話
と
し

て
聞
い
て
い
た
が
病
院
通
い
の
歌
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
…
…
。
急
に
歌
の
通
り
の
母
子
を
探
し
て
み
た
が
、
そ
う
都
合
よ
く
は
現
れ
な
い
。

替
わ
り
に
自
転
車
の
前
の
部
分
に
子
供
を
乗
せ
、
そ
の
頭
上
で
煙
草
に
火
を
つ
け
る
母
親
を
見
た
。
時
代
が
変
わ
っ
た
。《
無
縁
坂
》
の
母

は
我
が
子
に
あ
ま
る
ほ
ど
の
優
し
さ
と
正
し
さ
を
そ
そ
ぐ
母
だ
っ
た
。」（
一
五
六
―
一
五
七
）
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東
大
病
院
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
病
弱
で
貧
乏
な
母
親
が
こ
の
坂
を
登
っ
て
東
大
病
院
に

行
く
と
い
う
表
象
は
、
お
玉
の
イ
メ
ー
ジ
と
響
き
合
う
と
と
も
に
、
病
院
通
い
を
し
て
い
る
貧
し
く
病
弱
な
親
子
と
い
う
新
し
い
種
類
の
登
場
人

物
を
呼
び
込
む
。
こ
の
両
者
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
無
縁
坂
》
と
い
う
歌
の
解
釈
に
も
新
し
い
局
面
が
ひ
ら
か
れ
よ
う
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
場
所
の
表
象
を
さ
ら
に
重
層
的
に
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
文
学
と
い
う
枠
を
こ
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
作
品
の
メ
デ
ィ
ア

横
断
的
な
関
わ
り
合
い
の
中
か
ら
新
し
い
表
象
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
返
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関

係
が
そ
こ
に
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
文
学
散
歩
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
を
提
供
す
る
核
と
な
る
場
な
の
で
あ
る
。

六
　
東
京
の
坂
へ
の
新
た
な
ま
な
ざ
し

　
最
後
に
、
近
年
生
じ
て
い
る
、
東
京
の
坂
に
対
す
る
新
し
い
見
方
、
楽
し
み
方
の
急
速
な
広
が
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
二
〇
〇
〇
年

前
後
か
ら
、
東
京
の
坂
を
取
り
上
げ
た
本
の
出
版
が
急
増
し
て
い
る
。
す
で
に
取
り
上
げ
た
冨
田
均
の
『
東
京
坂
道
散
歩
』（
文
献
39
）
は
二
〇

〇
三
年
か
ら
三
年
間
に
わ
た
る
東
京
新
聞
の
連
載
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
同
じ
二
〇
〇
三
年
か
ら
ほ
ぼ
並
行
す
る
形
で
、
朝
日
新
聞
に
は

山
野
勝
が
『
江
戸
の
坂
』
と
い
う
連
載
記
事
を
書
い
て
お
り
、
や
は
り
単
行
本
化
さ
れ
て
い
る
（
文
献
40
）
。
も
ち
ろ
ん
、
東
京
の
坂
や
坂
道
に

対
す
る
関
心
は
、
べ
つ
に
今
に
な
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
古
く
は
一
九
七
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
横
関
英
一
の
『
江
戸

の
坂

　
東
京
の
坂
』（
文
献
13
）
あ
た
り
か
ら
、
坂
は
東
京
と
い
う
都
市
の
あ
り
方
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
東
京
の
坂
を
テ
ー

マ
に
し
た
論
考
が
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
き
た
。
多
く
は
都
内
に
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
坂
の
名
前
の
由
来
を
た
ず
ね
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
江
戸

期
以
来
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
歴
史
を
描
き
出
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
論
に
お
い
て
も
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
こ
と
は
、
す
で

に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
当
初
は
作
品
の
風
情
、
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
存
在
と
し
て
、
そ
し
て
前
田
愛
の
『
幻
景
の
街
』
や
司
馬
遼
太
郎
の

『
街
道
を
ゆ
く
』
以
後
は
、
作
品
の
骨
格
を
な
す
東
京
の
二
つ
の
世
界
を
結
び
合
わ
せ
る
装
置
と
し
て
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
位
置
づ
け
を
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与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
文
学
散
歩
な
ど
の
営
み
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
作
ら
れ
た
表
象
が
、
現
実
の
坂
に
関
わ
る
言
説
に
も

反
映
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
東
京
と
い
う
都
市
の
風
情
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
の
坂
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
形

で
の
坂
の
位
置
づ
け
方
は
連
綿
と
生
き
続
け
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
京
の
「
坂
」
と
文
学
』（
文
献
番
号
48
）
な
ど
も
、
そ

の
よ
う
な
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
他
方
で
近
年
に
な
っ
て
、
東
京
の
坂
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
視
野
を
も
っ
た
言
説
が
広
が
り
は
じ
め
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
方
向
の
動
き
を
代
表
的
な
形
で
示
し
て
い
る
の
が
『
ブ
ラ
タ
モ
リ
』
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
で
あ
る
。
タ
レ
ン
ト
の
タ
モ
リ
が
ア
シ
ス

タ
ン
ト
の
女
子
ア
ナ
と
と
も
に
街
を
歩
く
番
組
だ
が
、
と
り
わ
け
タ
モ
リ
が
反
応
す
る
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
土
地
の
高
低
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

坂
は
彼
の
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
タ
モ
リ
は
「
日
本
坂
道
学
会
副
会
長
」
を
名
乗
り
、
二
〇
〇
四
年
に
『
タ
モ
リ
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ

Ｏ
坂
道
美
学
入
門
』
な
る
本
を
出
し
て
い
る
（
文
献
37
）。
こ
の
本
で
は
、
東
京
都
内
の
四
〇
ほ
ど
の
坂
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
坂
に
つ
い
て
「
坂
道
実
力
診
断
」
と
称
す
る
五
段
階
評
価
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
お
も
し
ろ
い
。
四
つ
の
評
価
項
目
が
あ
る
の
だ
が
、

坂
道
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
言
説
で
常
に
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
か
ら
の
歴
史
や
情
緒
に
か
か
わ
る
「
江
戸
情
緒
」、「
由
緒
」
と

い
う
項
目
と
な
ら
ん
で
「
勾
配
」、「
湾
曲
」
と
い
う
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
で
は
「
美
し
い
湾
曲
」
、「
緩
急
あ
わ
せ
た
勾

配
の
バ
ラ
ン
ス
の
妙
」
な
ど
、
い
か
に
も
純
粋
な
形
の
美
し
さ
に
重
き
を
お
い
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
が
目
立
つ
が
、『
ブ
ラ
タ
モ
リ
』
な
ど
で

現
地
で
の
彼
の
ふ
る
ま
い
を
み
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
関
心
が
、
こ
う
し
た
微
妙
な
勾
配
や
湾
曲
な
ど
を
も
つ
地
形
が
生
み
出
さ
れ
た
過
程
や

背
景
へ
の
関
心
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
以
前
に
は
川
が
流
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
暗
渠
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
道
路
の
微
妙
な
湾
曲
や
、
河
岸
段
丘
や
砂
州
の
名
残
を
の
こ
す
わ
ず
か
な
上
り
勾
配
に
反
応
す
る
、
と
い
っ
た
具
合
で

あ
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
決
し
て
タ
モ
リ
の
個
人
的
な
嗜
好
や
性
向
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
数
年
、
東
京
と
い
う
都
市
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、

東
京
論
の
本
が
次
々
出
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
か
な
り
多
く
の
も
の
が
、
こ
う
し
た
微
地
形
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
出
版
の
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『
地
べ
た
で
再
発
見
！
　
東
京
の
凸
凹
地
図
』（
文
献
41
）
を
は
じ
め
、『
凹
凸
を
楽
し
む
東
京
「
ス
リ
バ
チ
」
地
形
散
歩
』（
文
献
45
）、『
地
形
を

楽
し
む
東
京
「
暗
渠
」
散
歩
』（
文
献
46
）
等
々
、
柳
の
下
の
ド
ジ
ョ
ウ
を
狙
っ
た
よ
う
な
亜
流
本
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
優
に
そ
れ
だ
け
で
書
店

の
特
設
コ
ー
ナ
ー
を
作
れ
る
く
ら
い
の
数
の
本
が
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
へ
の
関
心
は
、
江
戸
期
の
町
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
太
古
の
痕

跡
を
探
し
、
そ
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
志
向
に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
な
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
鉄
道
廃
線
跡
の
微
妙
な
湾

曲
を
見
つ
け
出
す
と
い
う
よ
う
な
要
素
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
む
し
ろ
、
路
上
観
察
的
心
性
を
め
ぐ
っ
て
藤
森
照
信
が
「
空

間
派
」
に
対
置
さ
せ
る
形
で
「
物
件
派
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
心
性
に
近
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
東
京
と
い
う
都
市
の
表
層
か

ら
読
み
取
ら
れ
る
の
は
、
山
の
手
対
下
町
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
構
造
で
は
な
く
、
微
細
な
痕
跡
の
背
後
に
ひ
そ
む
様
々
な
「
事
件
」
の
匂
い
だ
っ

た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
実
を
言
う
と
、
こ
う
し
た
微
地
形
へ
の
関
心
も
ま
た
、
今
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
堀
淳
一
の
『
地
図
の
た
の
し
み
』（
堀
　
一
九
七
二
）

が
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
賞
を
獲
得
し
、「
地
図
ブ
ー
ム
」
の
引
き
金
を
引
い
た
の
が
一
九
七
二
年
、
そ
れ
を
受
け
る
形
で
堀
が
中
心
と
な
っ

て
一
九
七
九
年
に
刊
行
が
は
じ
ま
っ
た
『
地
図
の
風
景
』（
堀
・
山
口
・
籠
瀬
　
一
九
八
〇
、
全
二
〇
巻
）
は
、「
立
体
空
中
写
真
と
地
図
と
エ
ッ

セ
イ
で
綴
る
新
日
本
風
土
記
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
が
、
地
図
上
の
独
特
の
カ
ー
ブ
か
ら
鉄
道
廃
線
跡
を
見
つ
け
出
す
よ
う
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は

す
で
に
こ
こ
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
関
東
編
Ⅰ
に
収
録
さ
れ
た
東
京
の
部
分
で
は
、
河
川
争
奪
の
跡
を
示
す
等
々
力
渓
谷
や
、
谷
と
坂

が
複
雑
に
入
り
組
む
本
郷
・
弥
生
界
隈
と
い
っ
た
、
近
年
の
凸
凹
マ
ニ
ア
の
「
定
番
」
ス
ポ
ッ
ト
が
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
両
眼
視

に
よ
っ
て
立
体
視
す
る
こ
と
の
で
き
る
空
中
写
真
は
、
二
〇
〇
六
年
の
『
地
べ
た
で
再
発
見
！
東
京
の
凸
凹
地
図
』
に
つ
け
ら
れ
た
赤
青
の
セ
ロ

ハ
ン
紙
を
使
っ
た
三
Ｄ
メ
ガ
ネ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
ほ
と
ん
ど
先
取
り
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
微
地
形
か
ら
東
京
を

読
み
解
い
て
ゆ
く
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
建
築
家
・
槙
文
彦
ら
が
い
ち
は
や
く
反
応
し
、
『
見
え
が
く
れ
す
る
都
市
―
江
戸
か
ら
東
京
へ
』（
槙
・

若
月
・
大
野
・
高
谷

　
一
九
八
〇
）
と
い
う
論
集
を
編
ん
だ
り
、
東
京
の
地
形
の
成
り
立
ち
を
本
格
的
に
論
じ
た
貝
塚
爽
平
の
『
東
京
の
自
然
史
』

（
貝
塚

　
一
九
六
四
）
が
増
補
改
訂
版
と
し
て
装
い
も
新
た
に
再
刊
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
一
九
八
〇
年
前
後
の
「
地
形
ブ
ー
ム
」
は
、
ほ
ぼ
今
日
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の
そ
れ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
〇
年
を
経
て
、
タ
モ
リ
の
よ
う
な
人
材
を
得
る
こ
と
で
、
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
を
帯
び
た
形
で
一
桁
違
う
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
話
が
文
学
散
歩
か
ら
や
や
離
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
坂
に
対
す
る
表
象
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
文
学
散

歩
も
ま
た
、
そ
れ
と
連
動
し
て
そ
の
あ
り
方
を
変
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
坂
道
研
究
の
進
展
と
手
を
携
え
る

形
で
文
学
散
歩
に
お
け
る
坂
の
表
象
や
、
そ
れ
を
結
節
点
と
し
た
作
品
の
読
み
が
広
が
っ
て
き
た
側
面
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
現
在
起
こ
っ
て
い

る
坂
道
へ
の
新
し
い
関
心
も
ま
た
、
文
学
散
歩
や
そ
こ
で
の
作
品
表
象
の
あ
り
方
に
何
ら
か
の
新
し
い
動
き
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

無
縁
坂
自
体
に
関
す
る
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
は
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
い
し
、『
タ
モ
リ
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
坂
道
美
学
入
門
』
に
も
、
「
凸
凹
研

究
」
系
の
本
で
も
、
無
縁
坂
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
本
郷
周
辺
で
は
む
し
ろ
、
菊
坂
や
そ
の
周
辺
の
炭
団
坂
、
鐙
坂

や
菊
坂
下
道
を
流
れ
て
い
た
東
大
下
水
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
た
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
周
辺
に
は
、
菊
坂
下
道
沿
い
に
暮
ら
し

て
い
た
樋
口
一
葉
や
炭
団
坂
上
に
住
ん
で
い
た
坪
内
逍
遙
な
ど
、「
文
学
散
歩
」
の
登
場
人
物
も
多
か
っ
た
。
前
田
的
な
読
み
の
方
向
性
の
中
で
は
、

坂
道
を
は
さ
ん
で
台
地
上
に
居
住
す
る
エ
リ
ー
ト
た
る
夏
目
漱
石
と
下
町
に
暮
ら
し
た
一
葉
を
対
比
さ
せ
る
よ
う
な
、
マ
ク
ロ
な
構
造
を
読
み
取

る
志
向
が
も
っ
ぱ
ら
前
面
に
出
る
形
に
な
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
こ
と
で
か
き
消
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
司
馬
遼
太
郎
は
『
本
郷
界
隈
』
で
一
葉
と
漱
石
と
の
接
点
を
論
じ
る
中
で
す
で
に
、
こ
の
両
者
の
間
に
あ
っ

た
背
景
的
な
人
間
関
係
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
が
、
微
地
形
に
対
す
る
「
路
上
観
察
」
的
な
ま
な
ざ
し
が
、
そ
の
あ
た
り
に
関
し
て
も
新
た
な

視
界
を
ひ
ら
い
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
で
示
し
た
の
は
、
文
学
散
歩
と
い
う
装
置
の
周
囲
で
作
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
場
所
の
表
象
が
形
成
さ
れ
る

現
実
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
は
も
っ
と
多
様
な
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
、
は
る
か
に
複
合
的
な
し
か
た
で
作
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
作
品
の
性
格

や
場
所
の
特
質
に
よ
っ
て
も
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、
安
易
な
一
般
化
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
前
田
が
「
地
図
小
説
」
と
い
う
ほ
ど
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に
細
部
の
描
写
に
こ
だ
わ
り
を
も
つ
鷗
外
の
よ
う
な
作
家
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら
、
地
名
を
取
り
違
え
て
平
気
で
書
い
て
し
ま
う
作
家
も
あ
る
だ

ろ
う
し
、
現
実
の
都
市
と
は
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
よ
う
な
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
で
は
、
作
品
は
虚
構
と
し
て
現
実
の
都
市
と
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
し
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
両
者
の
接
点
で
新
た
な
場
所
の
表

象
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
現
実
の
都
市
自
体
を
変
え
て
ゆ
く
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
本
論
で
の
考
察
は
何
某
か
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

無
縁
坂
文
学
散
歩
関
連
文
献
（
本
文
中
で
は
文
献
番
号
に
て
言
及
）

1
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
五
一
、『
新
東
京
文
学
散
歩
』、
日
本
読
書
新
聞
　（
一
九
五
一
「
日
本
読
書
新
聞
」
連
載
）

2
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
五
二
、『
新
東
京
文
学
散
歩
』（
増
補
訂
正
版
）、
角
川
文
庫
（
1
の
改
訂
版
、
二
〇
一
五
講
談
社
文
芸
文
庫
版
）

3
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
五
四
、『
ア
ル
バ
ム
東
京
文
学
散
歩
』、
創
元
社

4
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
五
四
、『
東
京
文
学
散
歩
の
手
帖
』、
的
場
書
房

5
　
野
田
宇
太
郎
監
修
　
一
九
五
五
、『
東
京
文
学
散
歩
　
山
の
手
篇
』、
角
川
写
真
文
庫

6
　
槌
田
満
文
編
著
　
一
九
五
六
、『
文
学
東
京
案
内
』、
緑
地
社

7
　
大
竹
新
助

　
一
九
五
七
、『
写
真
・
文
学
散
歩
―
本
の
中
に
あ
る
風
景
』、
現
代
教
養
文
庫

8
　
野
田
宇
太
郎

　
一
九
五
九
、『
東
京
文
学
散
歩

　
下
町

　
中
巻
』、
小
山
書
房
新
社
（
『
東
京
文
学
散
歩
』
第
三
巻
［
三
巻
ま
で
刊
行
］）

9
　
野
田
宇
太
郎

　
一
九
六
二
、『
東
京
文
学
散
歩

　
下
町
二
』、
雪
華
社
（
8
の
増
補
改
訂
版
、『
定
本
文
学
散
歩
全
集
』
第
三
巻
［
全
一
二
巻
］）

10
　
野
田
宇
太
郎

　
一
九
六
七
、『
日
本
文
学
の
旅

　
東
京
下
町
（
二
）』、
人
物
往
来
社
（
9
の
増
補
改
訂
版
『
日
本
文
学
の
旅
』
第
三
巻
［
全

一
二
巻
］）
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11
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
七
〇
、『
掌
篇
文
学
散
歩
　
東
京
篇
』、
毎
日
新
聞
社
（
一
九
六
七
―
六
九
毎
日
新
聞
連
載
）

12
　
槌
田
満
文
　
一
九
七
〇
、『
東
京
文
学
地
図
』、
都
市
出
版
社
（
6
の
増
補
改
訂
版
）

13
　
横
関
英
一
　
一
九
七
〇
、『
江
戸
の
坂
　
東
京
の
坂
』、
有
峰
書
店
（
一
九
七
六
増
補
改
訂
版
、
一
九
八
一
中
公
文
庫
版
［
上
下
二
巻
］、
二

〇
一
〇
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
）

14
　
石
川
悌
二
　
一
九
七
一
、『
東
京
の
坂
道
―
生
き
て
い
る
江
戸
の
歴
史
』、
新
人
物
往
来
社
（
朝
日
新
聞
連
載
）

15
　
江
幡
潤
　
一
九
七
三
、『
文
京
の
散
歩
道
』、
三
交
社

16
　
電
電
台
東
文
芸
同
好
会
　
一
九
七
四
、『
下
町
の
文
学
散
歩
―
ふ
る
さ
と
東
京
再
発
見
』
、
通
信
興
業
新
聞
社

17
　
槌
田
満
文
編
　
一
九
七
八
、『
東
京
文
学
地
名
辞
典
』、
東
京
堂
書
店

18
　
野
田
宇
太
郎
　
一
九
七
九
、『
東
京
文
学
散
歩
　
下
町
篇
（
下
）』、
文
一
総
合
出
版
（
10
の
増
補
改
訂
版
、
『
野
田
宇
太
郎
文
学
散
歩
』
第
三

巻
［
全
二
四
巻
、
別
巻
四
巻
＝
未
完
］）

19
　
助
川
徳
是
　
一
九
八
〇
、「
空
間
を
軸
と
し
た
新
し
い
作
品
論
　
無
縁
坂
と
『
雁
』
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
六
月
号
　
特
集
「
文
学
空

間
と
し
て
の
都
市
」、
至
文
堂
）

20
　
大
竹
新
助
　
一
九
八
二
、『
坂
と
文
学
（
文
学
散
歩
シ
リ
ー
ズ
）』、
地
域
教
材
社

21
　
前
田
愛
　
一
九
八
六
、『
幻
景
の
街
―
文
学
の
都
市
を
歩
く
』、
小
学
館
（
一
九
八
〇
―
八
四
『
本
の
窓
』
連
載
、
一
九
九
一
小
学
館
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
版
［『
文
学
の
街
―
名
作
の
舞
台
を
歩
く
』］、
二
〇
〇
六
岩
波
現
代
文
庫
版

22
　
千
葉
俊
二

　
一
九
九
一
、「
都
心
の
光
と
闇
の
地
図
」、（『
国
文
学
』
一
二
月
臨
時
増
刊
号
『
近
代
文
学
東
京
地
図

　
ト
ポ
ス
と
し
て
の
東
京

―
近
代
文
学
を
歩
く
』、
学
燈
社
）

23
　
司
馬
遼
太
郎

　
一
九
九
二
、『
街
道
を
ゆ
く
三
七

　
本
郷
界
隈
』、
朝
日
新
聞
社
（
一
九
九
一
―
九
二
朝
日
新
聞
連
載
、
一
九
九
六
朝
日
文
庫

版
）
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24
　
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
編
　
一
九
九
二
、『
東
京
文
学
散
歩
』、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

25
　
関
西
文
学
散
歩
の
会
編
　
一
九
九
三
、『
文
学
散
歩
　
東
京
篇
』、
関
西
書
院

26
　
森
ま
ゆ
み
　
一
九
九
三
、「
鷗
外
を
歩
く
　
心
の
水
や
り
」、（『
東
京
人
』
七
月
号
　
特
集
「
漱
石
・
鷗
外
の
散
歩
道
　
本
郷
界
隈
」、
都
市

出
版
）

27
　
近
藤
富
枝
監
修
・
文
芸
散
策
の
会
編
　
一
九
九
六
、『
文
豪
の
愛
し
た
東
京
山
の
手
』、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
キ
ャ
ン
ブ
ッ
ク
ス

28
　
森
ま
ゆ
み
　
一
九
九
七
、『
鷗
外
の
坂
』、
新
潮
社
（
二
〇
〇
〇
新
潮
文
庫
版
）

29
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
街
道
を
ゆ
く
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
　
一
九
九
八
、『
司
馬
遼
太
郎
の
風
景
　
四
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
長
州
路
・
肥
薩
の
み
ち
／

本
郷
界
隈
」』、
日
本
放
送
出
版
協
会

30
　
三
舩
康
道
監
修
　
歴
史
・
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
編
　
一
九
九
九
、『
歩
い
て
み
た
い
東
京
の
坂
（
上
）
』、
地
人
書
館

31
　
青
木
登
　
二
〇
〇
〇
、『
名
作
と
歩
く
　
東
京
下
町
・
山
の
手
』、
の
ん
ぶ
る
舎

32
　
井
上
謙
　
二
〇
〇
一
、『
東
京
文
学
探
訪
　
明
治
を
見
る
、
歩
く
（
下
）』、
日
本
放
送
出
版
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ア
ワ
ー
　
文
学
と

風
土
　
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
二
〇
〇
二
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
）

33
　
『
本
郷
界
隈
を
歩
く
』
　
二
〇
〇
二
、
街
と
暮
ら
し
社
（
江
戸
・
東
京
文
庫
⑧
）

34
　
『
る
る
ぶ
情
報
版
　
東
京
を
歩
こ
う
』
　
二
〇
〇
三
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ

35
　
坂
崎
重
盛

　
二
〇
〇
四
、『
一
葉
か
ら
は
じ
め
る
東
京
町
歩
き
』、
実
業
之
日
本
社

36
　
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
編

　
二
〇
〇
四
、『
文
学
散
歩

　
東
京
』、
冬
至
書
房

37
　
タ
モ
リ
（
日
本
坂
道
学
会
副
会
長
）

　
二
〇
〇
四
、『
タ
モ
リ
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
坂
道
美
学
入
門
』、
講
談
社
（
二
〇
〇
三
―
〇
四
『
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ

Ｏ
★
一
週
間
』
連
載
、
二
〇
一
一
新
訂
版
）

38
　
『
本
郷
界
隈
』

　
二
〇
〇
五
、
朝
日
新
聞
社
（
朝
日
ビ
ジ
ュ
ア
ル
シ
リ
ー
ズ

　
週
刊

　
司
馬
遼
太
郎

　
街
道
を
ゆ
く

　N
o.12

）
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39
　
冨
田
均
　
二
〇
〇
六
、『
東
京
坂
道
散
歩
』、
東
京
新
聞
出
版
局
（
二
〇
〇
三
―
〇
六
東
京
新
聞
連
載
）

40
　
山
野
勝
　
二
〇
〇
六
、『
江
戸
の
坂
（
東
京
・
歴
史
散
歩
ガ
イ
ド
）』、
朝
日
新
聞
社
（
二
〇
〇
三
―
〇
六
朝
日
新
聞
東
京
版
連
載
、
二
〇
一

四
朝
日
文
庫
版
『
大
江
戸
坂
道
探
訪
』）

41
　
東
京
地
図
研
究
社
　
二
〇
〇
六
、『
地
べ
た
で
再
発
見
！
東
京
の
凸
凹
地
図
』、
技
術
評
論
社
（
地
図
が
立
体
に
見
え
る
三
Ｄ
メ
ガ
ネ
付
き
）

42
　
大
石
学
　
二
〇
〇
七
、『
坂
の
町
・
江
戸
東
京
を
歩
く
』、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書

43
　
『
東
京
ぶ
ら
り
暗
渠
探
検
　
消
え
た
川
を
た
ど
る
』
　
二
〇
一
〇
、
洋
泉
社
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

44
　
山
野
勝
（
日
本
坂
道
学
会
会
長
）
　
二
〇
一
一
、『
江
戸
と
東
京
の
坂
―
決
定
版
！
古
地
図
〝
今
昔
〟
散
策
』、
日
本
文
芸
社

45
　
皆
川
典
久
　
二
〇
一
二
、『
凹
凸
を
楽
し
む
東
京
「
ス
リ
バ
チ
」
地
形
散
歩
』、
洋
泉
社

46
　
本
田
創
　
二
〇
一
二
、『
地
形
を
楽
し
む
東
京
「
暗
渠
」
散
歩
』、
洋
泉
社
（
43
の
増
補
改
訂
・
単
行
本
版
）

47
　
今
尾
恵
介
監
修
　
二
〇
一
二
、『
東
京
凸
凹
地
形
案
内
』
（
太
陽
の
地
図
帖
〇
一
六
）、
平
凡
社
（
五
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ
・
デ
ジ
タ
ル
標
高

地
形
図
で
歩
く
）

48
　
原
征
男
（
坂
学
会
会
長
）、
瀧
山
幸
伸
（
坂
学
会
副
会
長
）
　
二
〇
一
四
、『
東
京
の
「
坂
」
と
文
学
―
文
士
が
描
い
た
「
坂
」
探
訪
』、
彩
流

社

そ
の
他
の
文
献

C
ohen, Sarah 1997, “ Liverpool and the B

eatles: Exploring R
elations betw

een M
usic and Place, Text and C

ontext,”  in: D
avid Schw

arz et 

al. (eds.), K
eeping Score: M

usic, D
isciplinarity, C

ulture , C
harlottesville and London: U

niversity Press of V
irginia, pp.90-106.

青
山
霞
村
編

　
一
九
一
六
、『
大
正
の
東
京
と
江
戸
』、
学
芸
社

青
山
光
太
郎
編
著

　
一
九
三
六
、『
大
東
京
の
魅
力
』、
東
京
土
産
品
協
会
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貝
塚
爽
平
　
一
九
六
四
、『
東
京
の
自
然
史
』、
紀
伊
國
屋
新
書
（
一
九
七
九
増
補
第
二
版
）

小
山
利
彦
　
二
〇
〇
二
、「
野
田
宇
太
郎
氏
と
文
学
散
歩
」、『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
二
年
五
月
号
（
特
集
「
古
典
文
学
と
旅
」）、
一

五
〇
―
一
五
五
頁

今
和
次
郎
編
　
一
九
二
九
、『
新
版
大
東
京
案
内
』、
中
央
公
論
社

坂
崎
重
盛
　
二
〇
〇
一
、「『
文
学
』
を
『
散
歩
』
し
た
男
、
野
田
宇
太
郎
」、『
東
京
人
』
二
〇
〇
一
年
二
月
号
（
特
集
「
新
東
京
文
学
散
歩
」）、

六
二
―
六
七
頁

坂
本
浩
　
一
九
五
九
、「《
雁
》
の
系
譜
」、『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
五
九
年
八
月
号
、
三
七
―
四
三
頁

東
京
市
編
纂
　
一
九
〇
七
、『
東
京
案
内
』
下
巻
、
東
京
市

堀
淳
一
　
一
九
七
二
、『
地
図
の
た
の
し
み
』、
河
出
書
房
新
社
（
二
〇
一
二
新
装
版
）

堀
淳
一
・
山
口
恵
一
郎
・
籠
瀬
良
明
　
一
九
八
〇
、『
地
図
の
風
景
　
関
東
編
Ⅰ
　
東
京
・
神
奈
川
』
、
そ
し
え
て
（
立
体
空
中
写
真
と
地
図
と
エ
ッ

セ
イ
で
綴
る
新
日
本
風
土
記
）

前
田
愛
　
一
九
八
二
、『
都
市
空
間
の
中
の
文
学
』、
筑
摩
書
房
（
一
九
九
二
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
）

槙
文
彦
、
若
月
幸
敏
、
大
野
秀
敏
、
高
谷
時
彦
　
一
九
八
〇
、『
見
え
が
く
れ
す
る
都
市
―
江
戸
か
ら
東
京
へ
』、
鹿
島
出
版
会
（
Ｓ
Ｄ
選
書
）

『
文
学
散
歩
』　
一
九
六
一
―
、「
文
学
散
歩
友
の
会
」
機
関
誌
、
雪
華
社
、
一
九
六
一
年
一
月
創
刊
（
当
初
は
月
刊
、
第
一
一
号
［
一
九
六
一
年

一
一
月
］
よ
り
不
定
期
刊
、
第
二
五
号
［
一
九
六
六
年
九
月
］
ま
で
刊
行
を
確
認
）

音
源

《
無
縁
坂
》（
Ｎ
Ｔ
Ｖ
系
放
映
ド
ラ
マ
「
ひ
ま
わ
り
の
詩
」
主
題
歌
）、
演
奏：

グ
レ
ー
プ
（
さ
だ
ま
さ
し
）、
ワ
ー
ナ
ー
・
パ
イ
オ
ニ
ア
・
レ
コ
ー

ド
　
Ｌ
―
一
〇
九
Ｅ
、
一
九
七
五
年



156

映
像

『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
　
司
馬
遼
太
郎
　
街
道
を
ゆ
く
　
第
六
回
《
本
郷
界
隈
》』（
放
映：

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
、一
九
九
八
年
三
月
八
日
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ：

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
二
〇
〇
四
年
）


