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日
本
的
風
景
の
思
想

|
竹
原
上
市
・
下
市
の
構
造
と
映
画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
|

他
の
す
べ
て
の
事
柄
と
同
様
に
、
風
景
に
も
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
当
面
、

そ
れ
は
個
人
の
意
識
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
特
殊
な
現
象
で
あ
る
。
我
々
は
そ

の
現
象
を
契
機
と
し
て
本
質
、
即
ち
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
小
論

で
は
、
竹
原
市
上
市
、
下
市
地
区
を
中
心
と
し
た
風
景
の
本
質
的
意
味
を
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
殊
な
契
機
を
ひ
と
つ
の
映
画
表
現
に
設
定
し
て

考
察
の
端
緒
と
す
る
。

映
画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
〈
大
林
宣
彦
監
督

2
・
昭
和
五
八
年
〉
で
印

象
的
な
の
は
、
背
景
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
広
島
県
竹
原
市
上
市
・
下
市
地
区

の
日
本
的
風
景
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
大
林
監
督
は
竹
原
か
ら

東
に
約
三

O
M離
れ
た
尾
道
市
の
出
身
で
あ
り
、
尾
道
を
背
景
に
し
て
個
人
の

内
面
史
的
映
画
を
撮
り
な
が
ら
、
テ
ー
マ
の
普
遍
性
の
故
に
、
多
く
の
鑑
賞
者

達
を
魅
き
つ
け
て
き
た
。
な
か
で
も
こ
の
映
画
は
、
尾
道
三
部
作
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
ま
さ
に
尾
道
の
風
土
を
も
っ
て
初
め
か
ら
潜
在
的
に
わ
れ
わ
れ
を
ひ
と

つ
の
精
神
的
状
況
へ
と
誘
う
。
し
か
し
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
映

画
の
重
要
な
い
く
つ
か
の
部
分
は
竹
原
で
撮
影
さ
れ
た
。
そ
の
シ

l
ン
は
あ
る

意
味
で
現
実
の
尾
道
よ
り
も
尾
道
ら
し
く
見
え
る
し
、
も
ち
ろ
ん
映
画
の
狙
い

も
現
実
の
尾
道
描
写
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
竹
原
の
そ
の
風

景
が
あ
る
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
に
違
い
な
い
。

荒

木

正

見

と
こ
ろ
で
、
映
画
作
者
達
(
監
督
・
脚
本
家
な
ど
を
含
め
た
全
体
)
は
風
景

を
直
観
的
に
選
択
す
る
。
そ
こ
に
は
小
論
で
考
察
す
る
よ
う
な
論
理
的
な
意
味

付
け
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
映
画
作
者
の
直
観
と
、
わ
れ
わ
れ
の
鑑

賞
も
し
く
は
感
動
は
映
画
そ
の
も
の
に
お
い
て
共
通
の
意
味
を
も
っ
て
結
ぼ
れ

る
。
そ
れ
は
映
画
表
現
と
い
う
現
象
が
指
向
す
る
本
質
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
本
質
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て

2
、
フ
ッ
セ
ル
は
「
表
現
(
〉

5
号
5
5
」

の
イ
デ
ア
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
数
学
の
推
理
や
証
明
が
個
々

の
主
観
的
推
理
や
証
明
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
、
「
客
観
的
に
、
推
理
と
証
明

が
、
す
な
わ
ち
、
理
由
と
帰
結
の
聞
の
客
観
的
な
関
係
が
対
応
し
て
い
る

0
3」

と
さ
れ
る
普
遍
性
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
は
「
こ
こ
で
い
ま

(
E口

2
2
5
)

動
機
づ
け
ら
れ
て
結
合
さ
れ
る
諸
判
断
を
包
括
し
、
同
一
の
内
容
の
す
べ
て
の

判
断
を
、
超
越
的
な
普
遍
性
に
お
い
て
総
括
す
る
の
で
あ
り
、
更
に
は
、
同
じ

『
形
式
』
の
す
べ
て
の
判
断
を
超
経
験
的
な
普
遍
性
に
お
い
て
総
括
す
る

0
3」

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
個
々
の
経
験
を
総
括
し
、
そ
れ
故
に
、
超
経
験
的
な
性

格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
現
象
か
ら
直
観
さ
れ
る
本
質
が
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ア

性
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
映
画
と
い
う
表
現
が
示
す
意
味

が
こ
の
イ
デ
ア
的
本
質
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。



小
論
で
問
題
に
し
続
け
る
こ
と
は
こ
の
イ
デ
ア
的
本
質
で
あ
り
、
当
面
の
目

的
は
当
の
映
画
に
現
わ
れ
た
竹
原
の
日
本
的
風
景
の
本
質
的
意
味
を
分
析
す
る

こ
と
で
あ
る
。

分
析
は
次
の
よ
う
に
行
な
う
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
特
殊
的
直
観
の
例
と
し
て
、
映
画
『
時
を
か
け

る
少
女
』
に
お
け
る
テ
l
マ
と
当
の
風
景
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
映
画
作
者
が
意
識
し
た
意
味
を
読
み
と
る
こ

と
を
第
一
と
し
、
第
二
に
映
画
作
者
が
必
ず
し
も
意
識
し
な
い
ま
で
も
潜
在
的

に
、
ま
た
識
関
下
に
お
け
る
も
の
と
し
て
論
理
的
に
指
摘
す
る
こ
と
の
で
き
る

当
の
風
景
の
意
味
を
探
る
。

次
に
、
そ
の
風
景
の
意
味
を
よ
り
厳
密
に
探
求
す
る
為
に
、
歴
史
地
理
学
的

に
、
す
な
わ
ち
地
理
的
歴
史
的
背
景
と
当
の
風
景
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
っ

て
そ
の
風
景
の
本
質
的
意
味
を
考
察
す
る
。

な
お
、
小
論
は
本
稿
を
も
っ
て
開
始
す
る
竹
原
と
い
う
有
機
体
と
し
て
の
町

を
総
合
的
に
研
究
す
る
作
業
の
序
章
を
為
す
も
の
で
あ
る
。

『
時
を
か
け
る
少
女
』
と
竹
原

映
画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
に
お
い
て
、
竹
原
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、

臼本的風景の思想

そ
れ
は
テ
l
マ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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映
画
作
者
が
こ
の
映
画
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
テ
l
マ
は
、
宣

伝
用
の
コ
ピ

l

「
い
つ
も
青
春
は
時
を
か
け
る
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
青
春

と
い
う
大
き
く
成
長
す
る
時
間
の
充
実
し
た
美
し
さ
、
そ
し
て
そ
れ
が
過
ぎ
て

大
人
に
な
っ
て
い
く
寂
し
さ
で
あ
る
。

時
間
を
考
察
す
る
周
知
の
概
念
と
し
て
、
ク
ロ
ノ
ス
と
カ
イ
ロ
ス
と
い
う
対

立
概
念
が
あ
る

τ百
ク
ロ
ノ
ス
は
時
計
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
よ
う
な
外
的
客

観
的
時
間
と
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
イ
ロ
ス
は
内
的

主
観
的
時
間
で
あ
り
、
個
(
な
ん
ら
か
の
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
)
に
ま
つ
わ

る
時
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
多
く
の
場
合
、
ク
ロ
ノ
ス
が
ず
れ
る
こ
と
で
カ
イ

ロ
ス
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
映
画
は

S
F
と
い
う
荒
唐
無
稽
を
装
い
な
が
ら
、

そ
の
ク
ロ
ノ
ス
と
カ
イ
ロ
ス
の
ず
れ
の
な
か
か
ら
、
三
つ
の
時
間
に
対
す
る
肯

定
的
お
よ
び
否
定
的
意
味
付
け
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。

そ
の
三
つ
の
時
間
と
は
、
①
幼
児
期
、
②
青
春
期
(
高
校
生
)
、
③
成
人
期
、

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
を
形
成
す
る
メ
イ
ン
コ

l
ド
は
未
米

人
と
の
避
遁
で
あ
る
。
主
人
公
の
少
女
(
和
子
)
は
、
ク
ロ
ノ
ス
の
厳
粛
さ
に

つ
い
て
大
人
と
し
て
の
知
識
と
見
識
を
持
つ
未
来
人
と
共
有
す
る
時
間
、
即
ち

成
長
の
一
要
素
と
し
て
の
、
大
人
と
の
恋
愛
の
時
間
を
も
つ
こ
と
で
、
短
期
間

に
青
春
を
成
長
し
、
そ
し
て
、
通
り
抜
け
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
恋
愛
に
関
連

す
る
表
現
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
示
さ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
即
ち
、
①
「
幼
児
期
の
記
憶
は
に
せ

も
の
」
と
い
う
こ
と
で
過
去
を
否
定
し
、
②
「
愛
の
歌
(
桃
栗
三
年
)
」
に
主

人
公
が
最
後
の
真
実
の
愛
を
集
約
す
る
こ
と
で
現
在
を
庁
定
す
る
。
更
に
、
現

在
の
宵
定
は
、
③
「
大
人
に
な
っ
て
同
会
し
な
が
ら
そ
れ
に
気
付
か
な
い
」
と

い
う
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
寂
し
さ
に
よ
っ
て
未
来
を
否
定
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
強

調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
在
を
点
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
カ
イ
ロ
ス
と
し
て

捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
テ
l
マ
を
表
現
す
る
為
に
映
画
作
者
は
原
作
に
い
く
つ
か
の
変
更
を
加

え
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
対
比
し
、
テ
ー
マ
に
関
し
て
よ
り
詳
細
に
考
察
し
た

も
の
が
表
ー
で
あ
る
。

表
1
の
比
較
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
テ
!
マ
と
し
て
の
成
長

す
な
わ
ち
人
格
発
達
と
の
関
連
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
人
公
と
、
大
人
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別
の
町
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
堀
川
醤
油
脂
は
石
段
の
下
、
こ
の
町
の
中
央

に
位
置
す
る
。
従
っ
て
和
子
に
と
っ
て
こ
の
町
は
、
向
か
っ
て
行
く
(
つ
ま
り

石
段
を
降
り
て
行
く
)
町
で
あ
り
、
石
段
を
い
つ
も
下
か
ら
仰
ぐ
堀
川
吾
朗
と

は
逆
の
視
線
の
方
向
を
持
つ
。
こ
の
和
子
の
視
線
が
、
主
人
公
と
と
も
に
揺
れ

動
く
映
画
鑑
賞
者
自
身
が
自
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
意
識
的
視
線
で
、
吾
朗
の

視
線
が
そ
の
背
後
を
支
え
る
こ
の
町
の
地
形
や
歴
史
を
背
負
っ
た
こ
の
町
の
一

般
的
な
人
々
の
視
線
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

映
画
は
こ
の
二
つ
の
視
線
を
、
石
段
を
昇
り
降
り
す
る
和
子
の
姿
に
重
ね
て

効
果
的
に
映
し
だ
す
。
ま
ず
、
そ
の
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
。

和
子
の
視
線
は
、
昇
り
降
り
す
る
と
し
て
も
町
と
の
か
か
わ
り
方
か
ら
基
本

的
に
は
図
1
で
示
す
天
地
の
ま
ま
で
見
れ
ば
よ
い
。

和
子
は
左
手
前
か
ら
、
竹
薮
を
抜
け
て
こ
の
風
景
に
登
場
す
る
。
今
日
、
映

像
の
心
理
分
析
が
発
達
し
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
箱
庭
療

法円
7
v

が
あ
る
。
そ
の
箱
庭
表
現
に
お
い
て
、
左
手
前
は
最
も
無
意
識
的
な
個

所
で
あ
る
官
ち
そ
こ
は
可
能
性
の
あ
り
か
で
あ
る
。
個
人
の
無
意
識
は
自
覚

し
な
い
に
も
拘
ら
ず
常
時
機
能
し
て
い
る
内
臓
の
よ
う
に
、
意
識
に
生
じ
る
す

べ
て
の
事
柄
を
構
成
す
る
基
盤
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
能
的
な
も
の
は
も
ち
ろ

ん
、
人
間
と
し
て
本
性
的
に
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
す
べ
て
の
可
能
性
や
能
力
、

神
聖
も
し
く
は
超
越
的
な
事
柄
、
個
人
の
過
去
や
生
育
史
、
個
人
が
属
す
集
団

の
歴
史
、
そ
の
他
諸
々
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
無
限
の
奥
行
き
で
あ
る
と
言
え

る
。
こ
の
よ
う
な
多
義
的
な
概
念
の
こ
の
映
画
に
お
け
る
意
味
を
限
定
す
る
為

に
は
、
述
語
的
限
定
す
な
わ
ち
、
実
際
に
そ
こ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
の
か
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
。
映
画
に
よ
れ
ば
、
無
意
識
そ
の
も
の
を
象
徴
す

る
竹
薮
の
向
こ
う
に
降
り
て
い
け
ば
、
始
め
に
深
町
宅
が
あ
り
、
次
に
和
子
宅

が
あ
る
。
深
町
宅
が
謎
め
い
た
家
で
あ
り
、
そ
の
神
秘
的
な
謎
が
温
宅
の
ラ
ベ

ン
ダ
ー
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
和
子
宅
は
一
般
的
平
均
的
家

庭
で
あ
る
。
和
子
に
と
っ
て
そ
の
家
庭
は
無
意
識
の
基
本
的
な
在
り
方
を
理
想

的
に
育
ん
で
き
た
筈
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
和
子
は
ご
く
当
り
前
の
少
女
で

あ
る
と
い
え
る
。
風
景
の
左
手
前
か
ら
現
わ
れ
る
主
人
公
は
、
機
能
的
に

は

5
ま
さ
に
こ
の
当
り
前
な
契
機
と
そ
し
て
深
町
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
謎

め
い
た
神
秘
性
の
契
機
と
を
担
っ
て
登
場
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
神
秘
性

は
、
時
を
か
け
る
和
子
自
身
の
神
秘
性
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
れ
は
更
に
未
成
熟
な
も
の
、
即
ち
青
春
と
い
う
も
の
に
対
す
る
大
人
の
側
か

ら
の
投
影
的
意
識
で
も
あ
る
。
類
比
的
な
例
と
し
て
ユ
ン
グ
心
理
学
に
お
け
る

元
型

B
の
ひ
と
つ
に
始
原
児
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
世
界
中
の
昔
話
や

民
話
、
神
話
に
賢
い
、
神
の
知
恵
を
持
つ
子
供
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
未
来

へ
の
可
能
性
を
そ
の
指
向
性
に
沿
っ
て
目
的
論
的
に
無
限
に
延
長
し
た
神
の
知

恵
と
、
そ
れ
が
ま
だ
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
投
影
し
て
子
供
の
姿
を
与

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

左
手
前
の
無
意
識
か
ら
登
場
し
た
少
女
の
意
識
に
最
初
に
映
る
の
は
、
丁
度

常
夜
灯
の
前
辺
り
か
ら
の
、
眼
下
に
広
が
る
町
の
風
景
で
あ
る
。
こ
の
町
は
、

後
に
詳
し
く
考
察
す
る
よ
う
に
(
現
実
の
竹
原
は
高
度
な
統
合
的
意
味
を
持
つ
)
、

統
合
的
安
定
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
典
型
的
な
町
で
あ
る
。
統
合
的
安
定
を

持
つ
と
い
う
の
は
大
人
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ユ
ン
グ
は
成
熟
の
元
型
的
典
型
と
し
て
マ
ン
ダ
ラ

E
を
挙
げ
る
し
、
ま
た
、

高
度
の
安
定
を
意
味
す
る
室
町
期
の
日
本
庭
園
は
映
像
的
な
成
熟
の
典
型
で
あ

る
と
一
言
え
る
。
し
か
し
、
和
子
は
大
人
で
は
な
い
。
大
人
の
安
定
を
ま
ず
高
み

か
ら
見
下
ろ
し
そ
れ
か
ら
石
段
を
降
り
て
行
く
。
こ
の
和
子
の
態
度
は
後
の
堀

川
吾
朗
と
比
較
す
る
と
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
一
般
的
な
成
長
と
は
、
霧
の
よ



う
な
大
人
の
世
界
に
や
み
く
も
に
足
を
踏
み
入
れ
な
が
ら
様
々
な
混
乱
に
山
会

い
つ
つ
進
ん
で
行
く
も
の
で
あ
る
。
混
乱
し
傷
付
く
未
成
熟
な
も
の
に
対
し
て

大
人
の
世
界
は
壁
の
よ
う
に
高
く
ま
た
厚
い
が
、
そ
れ
で
も
成
長
し
つ
つ
あ
る

も
の
を
死
滅
さ
せ
な
い
浸
透
す
る
よ
う
な
柔
軟
性
と
全
体
と
し
て
の
安
定
性
を

持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
全
体
も
滅
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

和
子
の
態
度
は
理
性
的
で
あ
る
。
但
し
、
真
の
理
性
、
即
ち
本
当
の
生
き
方
や

そ
の
法
則
を
完
全
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
理
性
で
は
な
く
、
懐
疑
的
な
、
し
た

が
っ
て
未
成
熟
な
理
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
和
子
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
は
最
も
賢
明
な
生
き
方
で
あ
る
し
、
人
間
と

い
う
知
的
生
物
に
お
い
て
は
最
も
必
要
な
生
き
方
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
生
き
方
は
時
と
し
て
意
識
の
凝
集
性
が
強
過
ぎ
、
次
に

述
べ
る
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
退
行
を
妨
げ
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
成
長
を
間

害
す
る
場
合
が
あ
る
。
映
画
は
和
子
を
こ
の
よ
う
な
地
形
に
置
く
こ
と
で
、
エ

ピ
ロ
ー
グ
の
寂
し
さ
の
伏
線
と
し
、
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
テ
!
マ
を
一
層
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
言
え
る
。

日本的嵐景の思想

石
段
を
降
り
る
の
は
、
夢
分
析
で
は
よ
り
深
い
睡
眠
に
入
る
こ
と
を
意
味
す

る
よ
う
に
、
無
意
識
へ
の
退
行
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
懐
か
し
さ
を
伴
う
伝
統

的
な
風
景
も
退
行
を
意
味
す
る
。
退
行
と
は
、
「
複
雑
に
分
化
し
た
高
級
な
心

の
状
態
」
か
ら
「
未
分
化
で
単
純
な
心
の
状
態
」
へ
と
後
戻
り
す
る
こ
と
で
あ

り
、
「
現
実
に
向
か
い
A
n
っ
た
自
我
の
知
的
、
理
性
的
、
論
理
的
、
一
言
語
的
、

社
会
的
な
心
の
活
動
(
二
次
過
程
)
か
ら
、
本
能
衝
動
が
中
心
に
あ
っ
て
快
感

を
求
め
る
感
情
的
、
衝
動
的
、
非
論
理
的
、
非
言
語
的
、
非
社
会
的
な
心
の
活

動
(
一
次
過
程
)
へ
と
退
く
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

B
。
そ
し
て
、
更
に

重
要
な
こ
と
は
、
退
行
が
、
成
長
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
日
本
の
昔
話
を
分
析
し
、
プ
ロ
ッ
プ
等
が
ロ
シ
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ア
や
西
欧
の
昔
話
の
分
析
か
ら
指
摘
し
た

g
の
と
同
様
に
、
人
格
が
完
成
す

る
為
に
は
、
英
雄
の
冒
険
の
よ
う
な
、
意
識
と
無
意
識
と
が
混
乱
す
る
時
期
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
更
に
真
に
成
長
す
る
為
に
は
こ
の
冒
険
の
時
期
に

適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
生
命
力
)
の
補
充
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た

B
。

こ
の
冒
険
こ
そ
が
退
行
の
状
態
で
あ
り
、
石
段
を
降
り
る
和
子
の
姿
は
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
退
行
を
意
味
し
て
い
る
と
一
吉
守
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
先
に
退
行
と
は
言
わ
ば
子
供
に
還
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
述
べ
た
。

が
、
し
か
し
、
こ
の
町
の
統
合
性
は
大
人
の
安
定
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
矛
盾
は
、
ま
ず
、
こ
の
町
の
安
定
的
な
構
図
を
感
じ
る
視
線
は
、
和

子
の
よ
う
な
図
1
の
地
の
方
向
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
吾
朗
の
視
線
に
関
し
て
、
ま
た
、
現
実
の
竹
原
の

町
づ
く
り
の
歴
史
に
関
し
て
詳
述
す
る
。
こ
の
町
は
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
普

遍
的
な
意
味
に
お
い
て
安
定
的
で
あ
る
よ
う
に
、
和
子
に
と
っ
て
も
安
定
的
で

あ
る
筈
の
町
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
こ
で
起
こ
っ
た
事
柄
で
和
子
の

内
面
が
意
味
付
け
ら
れ
る
。
起
こ
っ
た
事
柄
と
は
、
学
校
で
の
ク
ロ
ノ
ス
の
混

乱
と
い
う
異
常
な
体
験
で
あ
り
、
え
ん
ま
堂
の
屋
根
の
崩
壊
を
契
機
と
す
る
愛

情
や
過
去
の
記
憶
の
同
一
性
す
な
わ
ち
カ
イ
ロ
ス
と
ク
ロ
ノ
ス
の
同
一
性
の
混

乱
で
あ
る
。
エ
リ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
格
的
同
一
性

Q
R
m
o
g
-
F円四

g
t
q
)

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚

(
n
g
R
5
5
p
m
Eロ
肉
)
は
時
間
的
な
自
己
同
一

性
(
白
色
町

E
g
g
s
m
)
と
連
続
性
の
直
接
的
知
覚
と
、
そ
れ
ら
を
他
者
が
認
知

し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
同
時
的
知
覚
で
あ
る
と
す
る
が

B
、
和
子
の
混
乱
は

ま
さ
に
こ
の
同
一
性
の
混
乱
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
面
の
動
揺
は

退
行
を
意
味
し
て
い
る
。

石
段
を
降
り
た
和
子
は
吾
朗
宅
の
前
の
三
叉
路
を
右
折
し
、
古
い
家
並
の
路

地
(
夢
分
析
で
は
眠
り
の
深
ま
り
で
あ
り
、
や
は
り
退
行
を
意
味
す
る
。
)
を
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抜
け
、
え
ん
ま
堂
前
を
図
1
の
右
上
間
に
あ
る
べ
き
学
校
へ
と
向
か
う
。
箱
庭

表
現
で
は
右
前
方
へ
の
方
向
は
最
も
意
識
的
な
方
向
性
で
あ
る
。
も
し
、
平
穏

な
ま
ま
で
学
校
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
ご
く
平
凡
な
、
学
業

に
よ
る
成
長
と
い
う
テ
l
マ
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
映
画
は

そ
う
で
は
な
い
。
主
人
公
(
そ
し
て
鑑
賞
者
)
が
意
識
的
に
向
か
っ
て
行
く
方

向
に
こ
そ
様
々
な
混
乱
と
異
常
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

テ
l
マ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
映
画
作
者
の
テ
l
マ
意
識
は
こ
の
よ
う
に
地
理
的

意
味
付
け
に
も
穆
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
和
子
は
石
段
を
幾
度
も
昇
り
降
り
す
る
。
昇
っ
て
帰
宅

す
る
度
ご
と
に
、
一
歩
づ
っ
大
人
に
近
付
い
て
い
く
の
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
に

明
ら
か
で
あ
る
。

ち
な
み
に
箱
庭
表
現
で
は
石
段
は
「
過
程
」
を
意
味
す
る
。
実
際
に
は
七
六

段
あ
る
そ
の
西
方
寺
の
石
段
は
長
く
、
時
に
は
息
の
切
れ
る
成
長
の
過
程
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
石
段
下
に
住
む
吾
朗
の
視
線
と
全
く
逆
な
和
子
の
視
線
に
よ
る

こ
の
町
の
構
図
は
箱
庭
表
現
と
し
て
は
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
最
も

手
前
に
あ
る
丘
は
そ
の
量
感
に
お
い
て
全
体
の
視
野
の
妨
げ
に
な
る
。
こ
れ
は

防
衛
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
、
無
意
識
的
な
も
の
を
露
わ
に
表
現
す
る
こ
と
へ
の

自
信
の
な
さ
、
つ
ま
り
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
町
へ
と
通
じ
る
石
段
が
全
体
の
中
心
を
為
す
。
そ
れ
は
過
程
で

あ
る
が
、
当
面
そ
の
目
的
は
堀
川
醤
油
屈
で
あ
る
。
和
子
の
気
持
ち
は
吾
朗
に

向
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
し
、
そ
れ
だ
け
の
大
き
さ
を
も
っ
て
堀
川

醤
油
庖
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
道
は
そ
こ
か
ら
急
に
右
折
す
る
。
右
折
と
い

う
の
は
意
識
的
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
理
な
変
更
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
識

的
変
更
は
強
い
意
識
的
拘
束
を
も
っ
て
右
前
方
の
未
知
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
。

そ
こ
に
は
神
秘
的
な
え
ん
ま
堂
が
あ
る
。
即
ち
、
和
子
は
意
識
的
に
神
秘
性
超

越
性
(
深
町
一
夫
)
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
が
、
一
方
で
吾
朗
に
も
魅
か
れ
て

い
る
と
い
う
、
同
一
性
の
混
乱
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
和
子
の
視
線
に
対
し
て
、
石
段
の
下
に
住
む
堀
川
吾
朗

の
視
線
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
昇
り
降
り
す
る
和
子
の
視
線
と
は
違
っ
て
、

石
段
を
常
に
下
か
ら
見
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
町
の
見
取

り
図
、
凶
ー
で
は
和
子
の
視
線
と
は
天
地
を
逆
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
と
和
子
の
場
合
に
は
石
段
が
中
心
と
な
る
図
柄
で
あ
っ
た
も
の
が
、
吾

朗
自
身
の
家
(
堀
川
醤
油
庖
)
が
中
心
と
な
る
図
柄
に
変
貌
し
た
こ
と
に
気
付

く
。
こ
れ
は
極
め
て
重
大
な
変
貌
で
あ
る
。
実
際
、
吾
朗
は
石
段
を
昇
り
は
し

な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
吾
朗
に
と
っ
て
は
学
校
さ
え
大
し
た
意
味
は
な
い
。

和
子
に
と
っ
て
の
登
校
は
右
前
方
の
意
識
的
要
因
の
強
い
方
向
へ
と
向
か
う
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
吾
朗
に
と
っ
て
は
逆
に
左
方
向
の
無
意
識
的
要
因
の
最
も
強

い
方
向
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
吾
朗
の
行
動
や
台
詞
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
亡
き
父
の
か
わ
り
に
当
主
と
し
て
家
業
を
継
ぎ
地
道
な
醤
油
屋
で

生
き
よ
う
と
す
る
、
既
に
大
人
に
な
っ
て
い
る

E
吾
朗
が
そ
こ
に
求
め
て
い

る
も
の
は
、
も
は
や
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
学
校
は
多
義
的
な

無
意
識
の
う
ち
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。

と
こ
ろ
で
え
ん
ま
堂
は
吾
朗
の
意
識
と
無
意
識
と
の
境
界
に
位
置
す
る
。
後
に

考
察
す
る
よ
う
に
こ
の
堂
(
現
実
に
は
胡
堂
)
は
竹
原
の
町
づ
く
り
で
も
、
境

界
神
、
即
ち
町
の
意
識
的
領
野
と
無
意
識
的
世
界
と
の
境

H
に
置
か
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
れ
は
吾
朗
に
と
っ
て
、
自
分
が
生
活
す
る
町
の
慣
れ
親

し
ん
だ
信
仰
的
風
景
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
で
起
こ
る
こ
と
は
自
分
に
と
っ

て
の
危
険
の
回
避
で
あ
り
、
受
動
的
な
が
ら
指
の
傷
跡
に
よ
る
真
実
や
愛
情
の
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確
認
で
あ
る
(
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
現
実
の
『
胡
』
堂
は
映
画
で
は
真

偽
判
断
に
関
わ
る
『
え
ん
ま
』
堂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)
。
え
ん
ま
堂
は

吾
朗
自
身
に
と
っ
て
も
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
和
子
の
よ
う

に
成
長
を
左
右
す
る
ほ
ど
重
要
と
は
い
え
な
い
。
和
子
は
互
の
崩
壊
と
い
う
内

面
的
混
乱
を
意
味
す
る
事
態
に
対
し
て
、
息
急
き
切
っ
て
駆
け
付
け
る
。
そ
れ

は
意
味
論
的
に
は
、
和
子
自
身
に
と
っ
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

和
子
の
態
度
に
対
し
て
、
吾
朗
は
肱
し
げ
に
と
ま
ど
う
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
吾
朗
に
と
っ
て
そ
の
こ
と
は
和
子
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
町
の
風
景
に
対
す
る
吾
朗
の
視
線
の
構
図
は
吾
朗
が
町
と
溶
け

A
H
っ
た
安
定
性
を
持
つ
大
人
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
こ
の
町
自
体
に
統
合
性
が
な
け
れ
ば
起
こ
り
得
な
い
こ

と
で
あ
る
。
即
ち
、
吾
朗
の
視
線
に
よ
る
こ
の
町
は
箱
庭
療
法
の
表
現
の
構
図

と
し
て
見
る
場
合
、
極
め
て
統
合
性
の
高
い
構
図
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
全
体
の
中
心
に
生
活
感
の
あ
る
自
分
の
家
が
置
か
れ
る
の
は
基
本
的
自
己

同
一
性
が
確
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
そ
の
前
方
に
小
高
い

丘
が
あ
る
の
は
未
米
の
吋
能
性
が
大
き
い
こ
と
、
即
ち
生
命
力
と
し
て
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
山
円
パ
っ
直
ぐ
登
る
石
段
は
そ
の
未
来
に

至
る
方
法
ま
で
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
そ
の
石
段
は
寺
の

山
門
へ
と
続
く
。
そ
れ
は
未
来
と
い
う
未
知
へ
と
向
か
う
際
の
、
統
合
に
至
る

ま
で
の
混
乱
を
鎮
め
る
目
安
と
し
て
の
神
秘
的
超
越
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、

そ
し
て
、
そ
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
左
下
隅
の
え

ん
ま
堂
は
、
無
意
識
の
深
み
の
中
で
そ
の
本
質
的
原
理
が
本
来
神
秘
的
超
越
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
統
合

す
べ
き
中
心
こ
そ
が
生
活
そ
の
も
の
で
、
そ
の
中
心
を
支
え
る
未
知
の
無
限
の

広
が
り
に
対
し
て
個
を
超
越
し
た
原
理
や
法
則
を
神
秘
的
な
も
の
に
置
き
か
え
、
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そ
れ
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
態
度
は
素
朴
で
は
あ
る
が
最
も
安
定
的
で
強

い
生
き
方
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
伝
統
的
口
本
的
風
景
の
統
合
性
と
し
て
拙

か
れ
る
。
こ
れ
は
退
行
、
す
な
わ
ち
吾
朗
の
識
闘
下
に
お
い
て
統
合
が
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
吾
朗
の
視
線
に
よ
る
こ
の
町
の
構
図
は
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
安
定
的
統
合
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
映
画
に
お
い
て
こ
の
町
は
竹
原
と
い
う
現
実
の
町
の
風
景
と
し
て
、

時
に
は
ご
ま
か
し
の
効
か
な
い
鳥
雌
図
と
し
て
ま
で
描
か
れ
る
。
従
っ
て
竹
原

と
い
う
現
実
の
町
自
体
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
統
合
性
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
現
実
の
竹
原
の
地
理
的
歴
史
的
考
察

が
必
要
と
な
る
。

竹
原
の
統
合
性

こ
こ
で
は
、
竹
原
上
市
・
下
市
と
い
う
現
実
の
町
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。

以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
の
町
は
地
理
的
歴
史
的
に
深
く
多
様
な
意
味
を

持
つ
。
従
っ
て
本
来
の
考
察
は
膨
大
な
資
料
と
共
に
多
角
的
に
行
な
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
面
を
限
ら
れ
た
小
論
で
は
、
次
の
点
に
問
題
を
限
定
す

，。。 3 
問
題
の
焦
点
は
風
景
の
本
質
的
意
味
に
あ
る
。
従
っ
て
現
在
の
そ
の
凪
最
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は
当
の
風
景
の
統
合
的
意

味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
次
に
は
そ
の
統
合
性
が
歴
史
的
に
ど
の

よ
う
に
成
立
し
て
き
た
か
を
考
察
す
る
が
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
上
、
構
造
的
な

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
爾
後
の
研
究
の
糸
口
と
す
る
。

ま
ず
、
竹
原
上
市
・
下
市
地
区
の
現
在
と
江
戸
末
期
の
大
ま
か
な
見
取
り
図

は
、
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
図
2
お
よ
び
図
3
で
示
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
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図 2 IJl在の竹原上市、下ili/班念包|
調査および本図作製の員11:は筆者.
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分
析
を
始
め
る
前
に
ま
ず
こ
の
図
を
ど
の
方
向
か
ら
見
る
べ
き
か
が
重
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
山
を
正
面
に
見
る
図
2
の
ま
ま
の
天
地
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い

え
る
。ま

ず
感
覚
的
に
そ
れ
が
心
象
に
ぴ
っ
た
り
合
う
、
と
い
う
美
学
的
な
問
題
が

が
あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
に
描
か
れ
た
『
竹
原
絵
図
扉
風
』
(
春
風
館
蔵
)
の

構
図
は
ま
さ
に
こ
の
視
点
に
よ
る
。
と
り
わ
け
、
山
を
ど
こ
に
描
く
の
が
最
も

落
ち
着
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
が
そ
の
参
考
に
な

る
。
風
景
画
の
名
手
と
言
わ
れ
る
広
重
が
描
い
た
『
東
海
道
五
拾
三
次
』
(
保

永
堂
版
・

5
包
包
)
全
五
五
図
の
う
ち
山
が
画
面
の
ど
こ
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
か
を
表
に
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。

こ
の
場
合
実
際
に
は
山
が
背
景
の
左
右
に
片
寄
っ

て
い
て
も
「
後
ろ
」
に
含
ま
れ
る
の
で
優
位
で
は
あ

る
と
し
て
も
、
と
も
か
く
山
を
背
景
に
設
定
す
る
こ

と
が
構
図
的
に
極
め
て
落
ち
着
く
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

日本的風景の忍怒

広重『東海道五拾三次J(17)における山の表現
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表2

そ
し
て
、
こ
れ
は
単
に
美
学
的
な
問
題
に
限
定
さ

れ
な
い
。
生
活
す
る
と
い
う
現
実
的
な
問
題
に
お
い

て
、
一
層
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
山
を
日
常
生
活
の

背
景
と
し
て
見
続
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
精

神
的
落
ち
着
き
を
粛
す
こ
と
、
人
が
根
本
に
お
い
て

こ
の
よ
う
な
穏
や
か
な
状
況
を
希
求
す
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
い
ま
、
竹
原
を
ひ
と
つ
の
箱
庭
表
現
と

し
て
み
る
と
映
像
と
し
て
の
よ
り
具
体
的
な
意
味
が
、

歴
史
的
背
景
と
と
も
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
ず
こ
の
風
景
を
箱
庭
療
法
的
に
み
る
と
、
総
合
的
に
見
て
、
現
状
肯
定
的

な
傾
向
の
強
い
統
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
ず
天
側
の
山
(
寺
山
H
m
m
・
7
m
)

で
あ
る
が
、
構
図
的
に
こ
の
個
所
に
未
知
の
象
徴
で
あ
る
山
を
置
き
そ
こ
に
神

秘
的
な
寺
〈
照
蓮
寺
・
西
方
寺
・
長
生
寺
)
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
配
置
す
る
と
い

う
の
は
、
未
知
へ
の
積
極
的
な
進
取
の
意
志
が
な
い
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
神
秘

的
な
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
未
知
の
恐
怖
(
生
死
、
商
売
の
成
否
、
運
命

等
々
)
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
現
在
の
在
り
方
を
強
く
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
全
体
の
中
心
を
為
す
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
の
町
並
み
は
本
陣
(
吉
井

家
)
を
中
心
と
し
て
左
右
に
広
が
り
、
町
は
ず
れ
か
ら
外
の
未
知
に
対
し
て
は

境
界
神
(
地
蔵
堂
・
胡
常
)
に
よ
っ
て
神
秘
的
に
支
え
ら
れ
る
。
更
に
、
そ
れ

だ
け
で
は
自
閉
蛇
的
に
閉
塞
し
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
地
側
す
な
わ
ち
無
意

識
的
要
因
の
強
い
領
域
を
、
無
意
識
的
な
左
か
ら
意
識
的
な
右
へ
と
流
れ
る
豊

か
な
川
(
本
川
)
が
流
れ
、
無
意
識
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
識
へ
と
粛
す
。
し

か
も
こ
の
川
は
港
と
し
て
の
機
能
を
持
た
せ
る
為
に
、
正
保
以
降
、
賀
茂
川
の

支
流
を
分
断
し
、
頻
繁
な
改
修
を
重
ね
て
便
宜
を
計
っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
川

は
意
識
的
な
右
側
に
、
新
た
な
発
展
を
意
味
す
る
港
を
聞
き
、
関
3
に
示
さ
れ

る
よ
う
な
通
り
の
全
て
は
川
や
港
に
通
じ
て
い
る
こ
と
で
現
実
的
な
可
能
性
を

持
つ
。
但
し
こ
の
港
は
、
箱
庭
表
現
と
し
て
は
最
も
意
識
的
な
目
的
意
識
を
意

味
す
る
右
上
で
は
な
く
、
現
状
に
沿
っ
て
意
識
無
意
識
の
素
直
な
バ
ラ
ン
ス
に

従
う
と
い
う
現
状
維
持
的
性
格
を
持
つ
。
加
え
て
こ
の
川
に
は
い
く
本
か
の
橋

が
架
る
。
橋
は
箱
庭
表
現
に
於
い
て
は
過
渡
的
状
況
、
即
ち
発
展
可
能
性
の
契

機
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
揖
、
と
り
わ
け
古
く
か
ら
重
要
な
橋
と
さ
れ
て
き

わ
た
ら
い

た
渡
逢
橋
(
旧
・
伊
勢
橋
)
は
現
実
的
な
町
の
発
展
に
お
い
て
も
十
七
世
紀
末

か
ら
十
八
世
紀
初
期
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
の
直
線
的
な
町
並
み
か
ら
、
川
を

越
え
て

L
字
型
に
新
町
と
い
う
新
し
い
町
並
み
を
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
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橋
で
あ
る

avo

勿
論
、
現
実
の
風
景
と
箱
庭
表
現
と
は
そ
の
成
立
事
情
が
異
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、
単
純
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
考
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
計

画
的
に
作
ら
れ
る
に
せ
よ
、
無
計
画
に
作
ら
れ
る
に
せ
よ
、
統
合
的
な
安
定
を

目
指
す
町
作
り
は
、
と
り
わ
け
竹
原
の
よ
う
に
こ
ぢ
ん
ま
り
と
纏
ま
っ
た
町
は
、

無
意
識
的
な
安
定
希
求
の
投
影
と
い
う
点
か
ら
言
っ
て
統
合
的
箱
庭
表
現
と
の

映
像
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
有
す
る
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
都
市
工
学
家
落
合
太
郎
は
、
ま
ち
の
分
析
に
用
い
る
要
素
を
大
き

く
明
示
的
要
素
と
暗
示
的
要
素
と
に
分
類
し
、
前
者
に
は
「
軸
・
焦
点
」
コ
由
・

空
間
」
「
光
・
時
間
」
を
、
後
者
に
は
「
誘
導
」
「
相
似
」
「
対
比
」
を
挙
げ

る
百
百
竹
原
の
場
合
、
明
示
的
な
「
軸
・
焦
点
」
と
し
て
町
の
中
心
に
対
す

る
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
と
山
に
対
す
る
パ

1
ス
ペ
ク
テ
ィ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ら

を
結
ぶ
暗
示
的
な
「
誘
導
」
を
意
味
す
る
石
段
が
あ
る
と
き
早
え
る
。
ま
た
、
普

段
の
生
活
で
は
見
え
な
い
川
や
港
は
現
実
的
生
活
の
基
盤
と
し
て
、
通
り
に
沿
っ

て
行
け
ば
自
然
に
そ
こ
に
出
会
う
と
い
う
「
誘
導
」
の
目
的
(
行
く
先
)
で
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
概
念
に
よ
っ
て
も
論
理
的
合
理
的
に
説
明
さ
れ
得
る

こ
と
が
町
の
統
合
性
の
高
さ
を
意
味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
統
合
的
図
像
の
典
型
と
し
て
の
マ
ン
ダ
ラ
(
量
茶
羅
)
の
基
本

的
な
性
質
と
し
て
一
般
に
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
空
間
的
表
現
で
あ
る

こ
と
。
②
多
様
性
を
内
包
す
る
こ
と
。
③
表
現
の
中
心
核
が
あ
る
こ
と
。
④
調

和
が
と
れ
て
い
る
こ
と
。
⑤
視
覚
的
運
動
を
有
す
る
こ
と
。

マ
ン
ダ
ラ
が
理
想
的
世
界
の
心
象
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待

た
な
い
が

8
、
こ
の
諸
性
質
に
は
町
を
考
察
す
る
の
に
重
要
な
要
因
が
含
ま

れ
て
い
る
。
即
ち
、
町
も
ひ
と
つ
の
空
間
的
表
現
で
あ
り
(
①
)
、
多
様
な
建

造
物
や
風
景
、
住
民
を
内
包
し
(
②
)
、
町
の
中
心
核
、
す
な
わ
ち
町
全
体
の

機
能
的
中
心
を
持
ち
(
③
)
、
理
想
的
に
は
町
全
体
の
調
和
が
と
れ
(
④
)
、

活
動
性
を
も
有
す
る
(
⑤
)
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
中
心
骸
や

調
和
、
活
動
性
が
単
に
物
理
的
な
町
と
い
う
の
で
は
な
く
、
社
会
活
動
や
経
済

活
動
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
活
動
な
ど
す
べ
て
を
持
つ
一
大
有
機
体
と

し
て
の
町
全
体
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、

想
像
で
き
る
理
想
形
態
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
マ
ク
ロ
に
対
象
に
で
き
る
思
考
形

態
を
持
つ
町
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
を
元
に
し
て
、
町
の
統
合
性
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
、

ま
ず
全
体
の
機
能
が
中
心
核
、
即
ち
統
一
的
目
的
を
持
つ
こ
と
を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
竹
原
の
町
が
統
合
的
風
景
を
為
し
て
い
っ
た
の
も
、
こ
の
目

的
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
図
2
か
ら
直
接
的
に
推
測
で
き
る
そ
の
目
的
の
第
一
は
商
業
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
二
は
そ
れ
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
製
塩
で
あ
る
。
こ
の
双
方
は
ま

ず
南
北
に
置
か
れ
た
二
つ
の
境
界
神
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
胡
堂
は
商
業

の
神
を
祭
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
蔵
堂
は
、
『
塩
浜
開
基
縁
起
』
(
元
禄

三
年

H
5
8
)
に
よ
る
と
、
正
保
四
年
(
広
告
)
に
御
蔵
奉
行
鈴
木
四
郎
右

衛
門
が
新
聞
を
聞
き
、
沖
日
に
塩
田
を
築
く
為
に
祈
願
を
こ
め
て
建
立
し
た
こ

と
か
ら
、
塩
浜
の
守
護
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る

g
。
図
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
竹
原
の
主
な
信
仰
の
対
象
は
標
高
の
高
い
照
蓮
寺

(
6
m
以
上
)

と
、
西
方
寺
、
長
生
寺
(
と
も
に
叩

m
以
上
)
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
地
形
上
必
然
的
に
神
秘
的
な
意
味
合
い
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象
は
冠
婚
葬
祭
な

ど
の
よ
う
な
直
接
未
知
の
原
理
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
こ
そ
ふ
さ

わ
し
い
が
、
毎
日
世
俗
的
な
願
い
事
を
祈
る
に
は
、
地
理
的
に
も
心
理
的
に
も

崇
高
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
町
の
機
能
的
意
味
は
多
く
の
場
合
政
治
や
経
済
と
い
っ



た
世
俗
と
結
び
着
く
こ
と
が
多
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
世

俗
は
祈
る
も
の
と
あ
る
程
度
近
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る

8・

更
に
、
商
業
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
旧
家
の
殆
ど
が
商
家
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
は
、
図
3
と
比
較
す
れ
ば

現
在
の
竹
原
署
の
位
置
が
旧
代
官
所
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
町
の
機
能
が
政
治
に
あ
る
の
な
ら
城
下
町
に
見
ら
れ
る
様
に
な
ん
ら
か
の

意
味
で
城
を
中
心
と
し
た
構
造
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
代
官
所
は
港
の
首
ね
っ

こ
を
押
え
る
と
い
う
重
責
を
担
っ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
商
業
と
い
う
町
の
機

能
を
守
る
と
い
う
役
割
(
機
能
的
契
機
)
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
位

置
か
ら
読
み
取
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
図
2
か
ら
更
に
明
ら
か
な
の
は
、
商
業
の
町
に
し
て
は
頼
家
を

中
軸
と
し
た
学
者
の
所
縁
の
家
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
町
の
統
合
性
を
質
的
に
高
め
る
と
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
に
は
、
歴
史
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

4 

歴
史
的
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

日本的風景の恩忽

こ
れ
ま
で
の
考
察
は
主
に
現
在
の
地
理
的
構
造
に
着
目
し
て
、
町
の
統
合
的

機
能
に
つ
い
て
、
推
理
し
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
検
証
を
か

ね
て
歴
史
的
な
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
の
が
、
小
論
の
テ
l
マ
と
な
っ
て
い
る
図
2
で
示
さ
れ

る
現
在
の
町
は
、
町
の
機
能
的
目
的
と
絡
ん
で
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た
の

か
と
い
う
考
察
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
存
す
る
商
家
の
経
済
基
盤
を
担
っ
た
製
塩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
正
保
年
間

(
5主
|
お
)
か
ら
寛
文
年
間

2
2
-
ー

斗

ω
)
の
安
芸
広
島
藩
浅
野
氏
に
よ
る
新
田
開
発
政
策
に
沿
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
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記
録
に
よ
れ
ば
、
長
く
竹
原
の
財
を
築
く
入
浜
式
塩
田
の
技
術
を
播
磨
赤
穂
か

ら
導
入
し
た
の
が
慶
安
三
年

2
8
0
)
で
あ
り
、
元
禄
十
二
年

(-gc)
に

は
五
斗
入
り
俵
で
年
間
二
十
五
万
俵
、
宝
永
七
年
(
コ
呂
)
に
は
最
高
の
二

十
八
万
俵
以
上
の
生
産
が
記
録
さ
れ
て
い
る

8
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
竹

原
の
塩
商
人
達
は
関
西
、
東
北
に
ま
で
広
く
塩
を
売
り
倒
き
、
更
に
は
そ
れ
か

ら
派
生
し
た
海
運
業
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
富
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
、
そ
れ
ま
で
寺
山
沿
い
に
日
常
的
な
口
聞
を
交
易

し
て
い
た
竹
原
下
市
の
町
並
み
は
、
慶
安
二
年

2
2
3
藩
が
御
蔵
所
(
代

官
所
)
を
設
置
し
た
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
急
速
に
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
ち
な
み
に
、
図
2
の
主
要
土
木
お
よ
び
建
築
物
の
建
造
年
を
調
査
し

纏
め
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。

こ
の
表
は
現
存
す
る
建
築
物
の
建
築
年
代
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
家

が
何
時
頃
か
ら
在
る
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、

現
在
の
町
並
み
が
ど
の
様
に
成
立
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
推
測
す
る
手
掛
か
り

だ
け
は
与
え
て
く
れ
る
。

ま
ず
、
明
ら
か
な
の
は
一
六

0
0年
代
前
半
に
創
建
、
も
し
く
は
一
内
建
さ
れ

た
も
の
が
、
ひ
と
つ
の
集
団
を
為
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
新
田
開
発
や
塩
業
の
開
始
時
期
と
一
致
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
様

に
、
一
六
五

O
年
か
ら
の
半
世
紀
に
零
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
一
気
に
三

O
万
俵

近
く
ま
で
生
産
を
伸
ば
す
に
は
余
程
の
町
ぐ
る
み
の
準
備
と
投
資
と
意
気
込
み

を
も
っ
て
掛
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

次
に
は
、
寺
の
建
造
物
の
増
築
が
一
七

0
0年
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て

相
次
い
で
い
る
。
こ
れ
は
、
町
が
当
初
の
画
期
的
な
降
盛
期
か
ら
、
や
や
落
ち

着
い
た
経
済
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
竹
原
市
歴
史
民
俗

資
料
館
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
宝
永
七
年
(
コ
呂
)
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
塩
の
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生
産
は
競
争
相
手
の
出
現
等
で
徐
々
に
減
少
し
、
不
況
の
様
相
を
呈
し
て
く
る
。

心
理
的
不
安
は
信
仰
を
顧
み
る
状
況
を
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
塩
生
産

の
減
少
が
止
ま
っ
た
の
は
、
瀬
戸
内
全
体
の
生
産
過
剰
に
よ
る
不
況
対
策
と
し

て
の
三
十
二
年
間
に
わ
た
っ
た
賀
茂
川
の
瀬
替
工
事
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
生
産
効

率
が
高
ま
り
、
明
和
七
年
(
円
ゴ
O

)

に
休
浜
替
持
法
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
江
戸
末
期
に
社
会
構
造
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
生
産
の
一

層
の
減
少
を
招
く
こ
と
に
な
る
ま
で
の
お
よ
そ
七
十
五
年
間
は
ほ
ぼ
卜
七
万
俵

の
生
産
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
表
3
に
於
い
て
更
に
目
立
つ
の
は
一
八

0
0年
代
中
期
か
ら
後
期
の

集
団
で
あ
る
。
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
頭
の
こ
の
時
期
は
一
方
で
は
激
動
の
時

一
八
四

0
年
代
末
か
ら
一
八
六

0
年
代
末
に
か
け
て
生
産
は
激
減
し
、

一
O
万
俵
近
く
ま
で
落
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
明
治
初
頭
か
ら
明
治

三

O
年

二

g
ご
に
塩
の
専
売
制
が
施
行
さ
れ
今
日
に
至
る
衰
退
が
始
ま
る

ま
で
は
、
一
時
の
落
ち
込
み
を
明
治
二
十
三
年

2
S
C
)
よ
り
の
朝
鮮
へ
の

輸
出
で
補
っ
た
り
な
ど
し
て
最
高
二

O
万
俵
を
記
録
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
新
た
な
建
造
物
を
必
要
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
建
造
物
に
春
風
館
、
復
古
館
と
い
っ
た
文
化
施
設
、
ま

た
、
こ
の
表
に
記
し
て
い
な
い
茶
室
、
学
者
宅
(
例
え
ば
岐
菜
舎
)
、
ま
た
、

寛
政
五
年

2
4
8
)
に
聞
か
れ
た
郷
塾
・
竹
原
書
院
(
現
在
の
歴
史
民
俗
資

料
館
)
な
ど
の
よ
う
な
文
化
施
設
が
数
多
く
存
在
す
る
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

期
で
、
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こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
の
は
、
主
に
商
業
都
市
と
し

て
の
都
市
機
能
的
統
合
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
惟

史
に
は
既
に
こ
の
町
が
単
な
る
古
典
的
な
商
業
都
市
で
は

な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

即
ち
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
在
の
町
並
み
が
急
速

に
整
っ
て
き
た
一
六

0
0年
代
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
ま

で
下
市
と
呼
ば
れ
た
、
近
郷
の
交
易
の
中
心
で
あ
っ
た
古

典
的
な
市
場
町
の
崩
壊
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

代
わ
る
商
業
都
市
は
、
そ
の
場
所
で
物
を
売
り
買
い
す
る

と
い
う
よ
り
、
生
産
物
(
塩
)
を
集
め
て
船
に
積
み
送
り

出
す
と
い
う
貿
易
港
と
し
て
の
い
わ
ば
近
代
的
な
商
業
都

市
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
町
が
豊
か
さ
を
伴
っ
て
急
速
に
変
化
す
る
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場
合
、
例
え
ば
現
代
の
大
都
市
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
量
的
な
豊
か
さ
や
支
離

滅
裂
な
多
様
性
ば
か
り
が
目
立
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
統
合
性
を
失
っ
て
い
く

こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
映
像
的
状
況
は
例
え
ば
箱
庭
表
現
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
神
経
症
、
境
界
例
、
精
神
分
裂
症
に
多
く
見
ら
れ
る
病
的
傾
向

で
あ
る

8
0
も
し
、
あ
る
個
人
が
そ
の
よ
う
な
精
神
状
況
に
陥
ら
な
い
た
め

に
は
自
ら
の
内
面
的
構
造
を
安
定
的
に
保
ち
、
ス
ト
レ
ス
を
少
な
く
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
場
合
確
固
た
る
価
値
観
が
助
け
に
な
る
。
箱
庭
表
現
に

お
い
て
、
「
戦
い
の
テ
l
マ
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
内
面
的
葛
藤
を
、
超
越

的
存
在
の
出
現
に
よ
っ
て
徐
々
に
統
合
し
て
い
く
過
程
は
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
映
像
に
お
け
る
こ
の
超
越
的
存
在
が
、
理
念
的
に
は
価

値
観
に
相
当
す
る
。
竹
原
に
お
い
て
当
初
そ
の
価
値
観
は
素
朴
な
形
で
宗
教
に

向
け
ら
れ
、
そ
れ
は
今
日
に
至
る
ま
で
連
綿
と
思
想
的
根
底
を
形
成
し
て
い
る
。

出
雲
神
社
、
玉
福
神
社
な
ど
の
決
し
て
大
き
い
と
は
一
吉
早
え
な
い
神
社
が
、
地
元

の
人
々
の
篤
い
心
に
支
え
ら
れ
、
現
在
も
き
ち
ん
と
お
祭
り
が
為
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
自
然
な
宗
教
的
意
識
の
高
さ
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
的
に
は

新
開
(
埋
立
地
)
の
発
展
を
祈
っ
た
地
蔵
堂
の
再
建
ゃ
、
一
七

0
0年
代
の
寺

よ
す
が

の
増
築
は
豊
か
に
な
っ
た
商
人
の
心
の
縁
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も

と
を
た
だ
せ
ば
先
に
述
べ
た
竹
原
の
自
然
の
地
形
や
町
並
み
が
、
竹
原
の
町
人

た
ち
が
物
質
に
の
み
し
が
み
つ
い
て
支
離
滅
裂
な
生
き
方
を
し
て
自
己
を
見
失

う
こ
と
か
ら
救
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
価
値
観
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
。
江
戸
時
代
の
文
化
的
背
景
が

徐
々
に
神
秘
的
超
越
的
価
値
観
か
ら
現
実
的
現
世
的
な
価
値
観
へ
と
変
化
し
た

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
竹
原
に
お
い
て
そ
れ
が
一
気
に
事
楽

や
堕
落
へ
と
向
か
わ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
た
統
合
的
価
値
観

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
と
り
わ
け
元
禄
期

(
5
g
ー
コ
E
)
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の
大
阪
な
ど
の
町
人
文
化
の
影
響
は
、
竹
原
に
お
い
て
は
神
宮
、
唐
崎
定
信
や

医
師
、
寺
本
立
軒
な
ど
に
よ
る
学
問
の
振
興
と
な
っ
て
根
を
下
ろ
し
た
。
頼
惟

清
の
三
つ
の
望
み
「
吾
有
三
志
、
其
一
吾
有
丈
夫
子
、
願
其
能
明
志
知
道
、
解

褐
居
高
以
大
我
門
、
非
我
願
也
、
其
二
我
好
遊
得
観
富
獄
則
足
、
足
跡
遍
子

天
下
、
我
則
不
欲
也
、
其
三
我
欲
相
候
更
宅
、
高
堂
大
慶
以
街
人
目
、
我
則
不

欲
也
8
v
」
、
即
ち
「
男
子
を
学
者
に
す
る
こ
と
、
富
士
山
を
見
る
こ
と
、
そ

し
て
、
屋
敷
を
新
築
す
る
こ
と
」
は
、
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
商
家
の
遺

言
や
家
訓
に
も
、
商
人
は
他
に
頼
る
も
の
は
無
い
の
だ
か
ら
学
聞
を
し
て
自
ら

を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

学
問
志
向
は
こ
の
町
の
商
人
た
ち
が
、
抽
象
的
な
学
問
こ
そ
が
普
遍
的
に
自
ら

を
守
る
こ
と
の
で
き
る
安
定
的
基
準
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
の
文
化
に
於
け
る

大
原
則
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

頼
惟
清
の
よ
う
に
憧
れ
に
も
似
た
感
情
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
実
際
に
頼
一
門
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
学
者
の
輩
出
が
、
こ
の
町
に
単
な
る
商

業
都
市
と
し
て
の
統
合
と
い
う
性
格
づ
け
か
ら
、
一
段
階
高
め
て
総
合
文
化
都

市
と
い
う
性
格
を
粛
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
町
全
体
に
単
な
る
ム

l
ド
や
偶
然

性
で
な
く
論
理
的
合
理
的
な
性
格
を
与
え
、
無
駄
を
予
測
し
排
除
し
、
町
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
最
も
有
効
に
利
用
で
き
る
価
値
観
を
粛
す
。
そ
れ
は
町
と
し
て
の

統
合
の
質
を
飛
躍
的
に
高
め
一
層
確
固
た
る
安
定
的
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
に

な
る
。内

面
構
造
の
典
型
を
挙
げ
れ
ば
、
竹
原
の
学
問
志
向
的
な
統
合
を
具
現
化
し

た
よ
う
な
頼
春
水
容
と
享
楽
的
な
要
因
も
多
く
含
む
大
都
市
大
阪
で
育
っ
た

妻
静
子
と
の
よ
く
知
ら
れ
る
葛
藤
や
措
抗
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
両
親
の
価
値

観
の
相
違
に
起
因
す
る
緊
張
状
態
の
狭
間
に
苦
し
ん
だ
頼
山
陽
が
、
幼
く
し
て

神
経
症
的
疾
病
を
患
い
、
そ
の
後
、
盲
目
行
動
的
に
遊
蕩
し
た
こ
と
は
一
考
に
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値
す
る

g
。
ト
ラ
ブ
ル
が
春
水
に
で
は
な
く
、
そ
の
子
山
陽
に
発
生
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
家
族
内
力
動
を
考
慮
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
春
水
に
と
っ
て
は

他
人
か
ら
謹
厳
過
ぎ
る
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
自
分
の
幼
時
か
ら
の
価
値
観
を
貫

い
て
充
分
安
定
で
き
た
訳
で

8
、
そ
の
価
値
観
は
と
り
あ
え
ず
強
い
内
部
的

統
合
力
を
持
っ
て
い
た
と
き
守
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
他
の
、
そ
れ
も
よ
り
大
き
な
都
会
の
価
値
観
と
柔
軟
に
対

麻
す
る
だ
け
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
春
水
は
松
平
定
信
の

「
寛
政
異
学
の
禁
」
(
コ
き
)
の
ブ
レ
ー
ン
と
な
り
、
昌
平
坂
学
問
所
の
設
立

に
尽
く
す
な
ど
、
幕
府
の
文
教
政
策
に
深
く
関
与
し
て
い
な
が
ら
も
、
自
ら
表

に
出
る
こ
と
を
常
に
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
な
ん
ら
か
の
政
治
的

理
由
も
あ
る
と
し
て
も
、
個
人
的
意
識
の
表
象
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
自
分
を

激
し
く
変
化
さ
せ
る
価
値
観
が
自
ら
の
意
識
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に

対
す
る
防
衛
的
態
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
き
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾

を
煽
っ
た
の
が
妻
静
子
で
あ
り
、
一
層
大
き
な
地
理
的
拡
散
、
価
値
観
の
変
化

の
時
代
に
入
っ
て
、
父
母
の
矛
盾
を
一
身
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
が
長
子
山
陽
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
、
な
お
、
頼
春
水
の
学
問
的
統

合
性
ゃ
、
山
陽
の
病
跡
学
的
考
察
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
細
に
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
紙
数
の
関
係
上
他
の
機
会
に
譲
る
。

か
く
し
て
、
竹
原
の
現
在
の
風
景
は
江
戸
末
期
に
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
た
。

図
3
も
し
く
は
先
述
の
『
竹
原
絵
図
扉
風
』
に
一
不
さ
れ
る
通
り
名
の
殆
ど
が
現

在
の
新
区
名
よ
り
も
分
か
り
易
い
も
の
と
し
て
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

町
が
い
か
に
長
い
間
纏
ま
り
を
以
っ
て
生
き
続
け
て
い
る
か
を
意
味
し
て
い
る
。

い
ま
ふ
た
た
び
マ
ン
ダ
ラ
の
基
本
性
質
を
振
り
返
れ
ば
、
塩
業
、
商
業
を
も
っ

て
町
の
中
心
核
や
活
動
性
を
形
成
し
、
信
仰
や
学
聞
を
も
っ
て
調
和
を
保
っ
て

い
る
有
機
体
と
し
て
の
町
の
姿
が
葬
祭
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
町
の
持
つ
統
合
的
な
意
味
は
、
人
間
活
動
の
普
遍

的
な
在
り
方
や
真
の
価
値
を
示
唆
す
る
思
想
で
あ
る
。
竹
原
と
い
う
町
に
誰
も

が
抱
く
日
本
的
風
景
に
対
す
る
感
慨
は
、
町
が
地
理
的
歴
史
的
偶
然
を
織
り
成

し
て
今
や
統
合
的
な
思
想
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

結
小
論
は
、
映
画
の
背
景
と
な
る
日
本
的
風
景
の
意
味
が
、
映
画
の
テ
l
マ
と

ど
の
よ
う
に
繋
が
り
、
ま
た
そ
れ
が
潜
在
的
に
ど
の
よ
う
な
地
理
的
歴
史
的
奥

行
き
を
持
つ
も
の
か
を
考
察
し
た
。
歴
史
に
は
町
の
思
想
が
あ
っ
た
。
冒
頭
の

映
画
を
顧
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
負
っ
た
、
歴
史
の
選
択
に
耐
え
て

き
た
町
だ
か
ら
こ
そ
、
町
が
映
画
の
テ
l
マ
を
生
き
生
き
と
表
現
で
き
た
の
で

あ
る
。
作
者
(
と
り
わ
け
大
林
監
督
)
の
狙
い
も
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
既
に

5 

び

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ま
最
後
に
ひ
と
つ
の
謎
へ
と
到
達
す
る
。
そ
れ
は
江
戸
末
期
に

ほ
ぼ
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
現
在
の
竹
原
上
市
・
下
市
地
区
の
風
景
が
、
な
ぜ

百
年
以
上
も
の
時
を
超
え
て
現
在
残
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
降
の
こ
の
町
の
歴
史
が
簡
潔
に
物
語
る
。

明
治
三

0
2
gご
年
、
専
売
公
社
が
設
立
さ
れ
、
塩
業
は
政
府
の
管
理
す

る
と
こ
ろ
と
な
り
、
塩
業
が
全
国
に
均
一
化
さ
れ
、
特
定
の
町
の
み
が
莫
大
な

利
益
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
こ
の
時
点
で
二

O
万
俵
の
生
産
が
、

昭
和
五

2
8
0
)
年
、
第
一
次
塩
田
整
理
で
十
二

1
十
四
万
俵
に
落
ち
着
く

ま
で
急
激
に
塩
田
縮
小
の
一
途
を
辿
り
、
昭
和
三
十
四
(
-
∞
印
。
)
年
に
流
下

式
に
変
更
、
そ
し
て
、
翌
昭
和
三
十
五

2
8
3
年
に
全
面
廃
止
。

こ
の
よ
う
な
、
坂
を
転
が
り
落
ち
る
よ
う
な
塩
業
の
衰
退
に
対
し
て
、
竹
原

の
町
全
体
と
し
て
は
産
業
構
造
の
転
換
を
計
り
、
そ
れ
ま
で
の
塩
浜
を
有
効
に



利
用
し
て
い
っ
た
。
昭
和
七

2
8
N
)
年
の
国
鉄
竹
原
駅
開
業
や
、
昭
和
十

二

2
8
3
年
の
昭
和
鉱
業
竹
原
精
錬
所
(
現
三
井
金
属
)
設
立
が
そ
の
象

徴
的
な
出
来
ご
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
新
し
い
産
業
の
中
心
は
か
つ

て
の
塩
浜
、
即
ち
上
市
・
下
市
と
い
っ
た
伝
統
的
集
落
か
ら
最
低
一
回
は
離
れ

た
場
所
で
あ
っ
た
。
土
地
代
の
高
い
古
い
町
に
住
ま
な
く
て
も
、
余
っ
た
土
地

は
持
続
的
に
生
ま
れ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
上
市
・
下
市
地
区
は
残
っ
た
。
し
か
し
、
統
合
性
の
強
い
土
地

を
襲
っ
た
余
り
に
も
急
激
な
変
化
に
町
の
人
達
は
慣
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
過
程
で
、
と
り
わ
け
昭
和
ひ
と
桁
時
代
の
恐
慌
の
際
、
旧
家
に

心
身
を
病
む
家
族
を
生
じ
た
り
、
旧
い
統
合
性
す
な
わ
ち
自
尊
心
の
故
に
現
実

と
の
対
応
が
出
来
ず
不
幸
に
な
っ
た
り
し
た
方
々
の
気
の
毒
な
話
も
伺
っ
た
。

あ
た
か
も
若
き
頼
山
陽
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

い
ま
、
上
市
・
下
市
地
区
は
町
並
み
保
存
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
歴
史

を
振
り
返
れ
ば
、
町
の
人
々
の
気
持
ち
が
複
雑
な
の
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

し
か
し
、
町
並
み
が
こ
れ
ほ
ど
思
想
を
具
現
し
て
い
る
場
所
は
も
は
や
日
本
に

は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
。
し
ば
ら
く
ま
ど
ろ
ん
で
い
た
町
並
み
は
い
ま
や
保
存

す
る
こ
と
で
極
め
て
高
い
次
元
で
の
再
生
を
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
あ
ら
き

本
学
助
教
授
)

土
品
守
C
A
V

日本的風景の窓担

註2 

映
画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
(
一
九
八
三
)
角
川
春
樹
製
作
・
筒
井
康
隆
原
作
・

大
林
宣
彦
監
督
&
潤
色
・
剣
持
亘
脚
本
。

回
-
E
C目白白ュ・

2
F
o世田口
Z
Cロ
g
E
S
r
g
m
g
=
∞
門
戸
国
・
同
寸
伯
仲
ケ
冨
匝
H

Z
Z自
由
可
申
ア
呂
田
∞
・

ロユ門同・∞・回目・

円

σル
乱

.ω.
回目.

様
々
な
時
間
概
念
に
つ
い
て
図
式
的
に
示
し
た
も
の
と
し
て
、
中
埜
肇
一
『
時
間

と
人
間
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
六
、
二

O
二
頁
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。

3 4 
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5 

6 

ま
た
、
カ
イ
ロ
ス
に
つ
い
て
は
三
宅
剛
一
一
『
時
間
諮
問
』
、
岩
波
書
底
、

六
、
五
一
頁
よ
り
の
「
意
識
の
時
間
」
の
規
定
が
相
当
す
る
。

筒
井
康
隆
一
『
時
を
か
け
る
少
女
』
、
角
川
文
庫
、
一
九
七
六
。

箱
庭
療
法
(
回
同
ロ
乱
立
田
u
U
H
一
九
二
九
年
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
ロ
l

エ
ン
フ
ェ

ル
ト

(
F
o
d
q
g
r
z
・
回
)
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
、
そ
の
後
カ
ル
フ
(
開
門
曲
目
『
『
・
ロ
)

に
よ
っ
て
ユ
ン
グ
心
理
学
の
思
考
法
を
導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。
砂
の
入
っ
た
箱

(
五
七

m
×
七
二
×
七
、
外
側
は
黒
、
内
側
は
青
)
に
、
適
当
な
玩
具
そ
の
他
の
材

料
を
並
べ
さ
せ
る
。

ド
ラ
・

M
・
カ
ル
フ
一
『
カ
ル
フ
箱
庭
療
法
』
、
河
合
隼
雄
監
修
、
誠
信
書
房
、

一
九
七
二
、
参
照
。

ま
た
、
入
門
的
手
引
き
と
し
て
、
中
川
哲
也
監
修
一
『
心
身
医
学
・
心
療
内
科
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
ク
チ
ュ
ア
』
、
第
五
版
、
九
州
大
学
医
学
部
心
療
内
科
、

一
九
八
八
、
三
五
八
|
三
六
二
頁
。

河
合
隼
雄
一
『
箱
庭
療
法
人
門
』
、
誠
信
書
房
、
一
九
六
九
、
三
五
頁
。

ロ
ム
バ
ッ
ハ
は
全
体

(
O
田口
N
由
)
の
同
一
性
は
、
全
体
を
構
成
し
そ
の
同
一
性
と

不
可
分
の
相
関
関
係
に
在
る
契
機
(
玄
0
5
8
C
の
機
能
的
統
合
に
よ
っ
て
成
立

す
る
と
述
べ
る
。
小
論
の
「
契
機
」
「
機
能
」
「
全
体
」
等
の
語
は
こ
の
用
法
に

従
う
。

同

-HN05σ
田
n
y
-
-
∞
可
己
2
5・0
三
o-omF目
。
田
口
由
旬
y
m吋
H
o
g
g
o
-
o
m目。己申司

『円
m
w
F
V

伯仲ナ
3

・〉
-σ
団

H
J
H
U斗
戸

ω・
ωM'ω
∞・

元
型
(
〉
三
宮
許
可
℃
叩
)

H
無
意
識
に
お
け
る
普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
成
立

す
る
特
定
の
共
同
主
観
的
イ
メ
ー
ジ
。

解
説
は
、
林
道
義
u

『
無
意
識
の
人
間
学
|
ユ
ン
グ
心
理
学
の
視
点
か
ら
l
』、

紀
伊
国
屋
書
底
、
一
九
八
て
五
一
頁
以
下
、
及
び
、

ら

0
凹
叩
匂
『
の
曲
目
目
u
σ
m
口
(
回
門
出
y
d々
HHY
釦ロトロ許可
O
門古口
C
O
ロ
)
一
2
F
H

ロロ
m
.
J

↓「・

σ可
児
・
『
・
。
-ZE---
同V
・回目
V

『・『・

。・

0
・
仏
口
口
町
一
三
宮
印
ロ
門
戸
自
己
田

ωヨロ
σoHF由
B
J
↓「・

σ同
見
・
苛
・

0

Z
ロ
-r

pFBHCロ
C
2・
P
四
回
目
・
包
包

¥sa-
特
に
H
Y
ω
l
印・

前
回
重
治
一
『
夢
・
空
想
・
倒
錯
|
退
行
の
精
神
分
析
|
』
、
彩
古
書
房
、
一

九
八
五
、
四
八
頁
。

例
え
ば
プ
ロ
ッ
プ
宙

-HU53)
は
昔
話
を
相
関
関
係
の
あ
る
機
能
的
要
素
の
連

続
と
し
て
捉
え
、
冒
険
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
機
能
の
い
ず
れ
か
が
実
現
し
な

け
れ
ば
本
来
結
婚
に
よ
っ
て
完
結
す
る
昔
話
は
結
婚
へ
と
至
ら
な
く
な
る
と
す
る
。

一
九
七

7 8 9 10 11 12 13 



会
、
一
九
六
六
、
第
五
巻
、
四
七
五
九
l
六
O
頁
、
及
び
、
松
永
有
慶
一
『
密
教
・

コ
ス
モ
ス
と
マ
ン
ダ
ラ
』
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
五
、
八

O
頁
以
下
。

代
々
西
方
寺
が
紀
っ
て
い
る
こ
の
地
蔵
堂
は
、
塩
を
供
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

写
真
3
(町
な
か
に
在
る
胡
堂
。
)
、
写
真
4

(
町
な
か
に
在
る
地
蔵
堂
。
)
、

写
真
5
(竹
鶴
酒
造
庖
か
ら
高
所
に
在
る
普
明
閣
を
望
む
。
)
参
照
。

以
下
の
塩
業
関
係
の
資
料
は
竹
原
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
よ
る
。

註

8
の
書
、
三
三
|
三
五
頁
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

写
真
6
(神
経
症
的
傾
向
を
持
つ
箱
庭
表
現
の
例
。
)
参
照
。

頼
山
陽
撰
、
『
春
水
遺
稿
』
、
芸
藩
頼
氏
蔵
版
、
文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
、

附
録
、
「
先
府
君
春
水
先
生
行
状
」

H
小
論
で
は
九
州
大
学
蔵
書
を
使
用
し
た
。

尚
、
頼
春
水
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
著
作
を
参
考
に
し
た
。

頼
旗
一
一
『
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』
、
渓
水
社
、
一
九
八
六
、

頼
春
水
、
頼
惟
清
(
享
翁
)
、
頼
山
陽
な
ど
に
関
す
る
系
図
は
図
4
の
通
り
で
あ

zv
。

中
村
真
一
郎
一
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
』

一
九
七
六
、
第
一
部
。
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ウ
ラ
ジ
l
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
い
『
民
話
の
形
態
学
』

訳
、
白
馬
書
房
、
一
九
七
二
、
参
照
。

拙
著
い
『
昔
話
と
人
格
発
達
|
コ

l
ド
分
析
試
論
|
』
、

一
九
八
五
、
二
二
一
頁
。

回
・
出
・
回
ユ
w
m
O
口
一

J
乱
。
ロ
江
許
可
匝
ロ
仏

H
Y
O
「
氏
自
の
u
三

M
U
-
-
-
Z
oユ
o
p

H

∞∞
O
H
M
・M
M
-

エ
リ
ク
ソ
ン
は
自
己
同
一
(
白
色
町
E
E
g
t
q
)
で
あ
る
こ
と
(
エ
リ
ク
ソ
ン
自
身

の
言
葉
で
は
、
「
自
我
(
団
側
O
)

同
一
性
」
)
を
、
自
我
が
、
社
会
的
現
実
の
中
で

定
義
さ
れ
た
自
我
へ
と
発
達
し
て
い
く
と
い
う
確
信
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
日

目

σピ凶・
H
U
.
N
ω
.

高
橋
誠
一
郎
監
修
・
吉
田
激
解
説
一
『
浮
世
絵
体
系
・
東
海
道
五
拾
三
次
』
、
集

英
社
、
一
九
七
六
年
。

竹
原
市
一
竹
原
市
伝
統
的
建
造
物
群
調
査
報
告
書
|
抜
粋
版
|
、
一
九
七
九
、
三

七
|
四
二
頁
。

落
合
太
郎
日
『
風
景
の
構
成
と
演
出
』
、
彰
国
社
、
一
九
八
六
、
六
|
二
六
頁
。

望
月
信
亨
主
編
・
塚
本
善
陵
増
訂
…
『
望
月
併
教
大
僻
典
』
、
世
界
聖
典
刊
行
協

27 

(
一
九
六
九
)
、
大
木
伸

14 

九
州
大
学
出
版
会
、
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回Ii'!' I拘置F3
町なかに在る胡堂(写3)

(
中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
)
中
公
文
庫
、

町なかに在る地蔵堂(写4)

メ
ノー，

竹鶴酒造底から背後高所に在る普明閣を望む(写 5)
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神経症的傾向を持つ箱庭表現の例

領家略系図図 4
-
都
市
地
図
竹
原
市
・
安
芸
津
町
、
昭
文
社
、
昭
和
六
十
三
年
。

-
太
田
雅
慶
編
一
『
写
真
集
・
明
治
大
正
昭
和
・
竹
原
』
、
国
書
刊
行
会
、

五。
-
太
田
雅
慶
編
一
『
安
芸
の
小
京
都
た
け
は
ら
』
、
ブ
レ
ー
ン
企
画
、
一
九
八
七
。

*
な
お
、
小
論
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
、
大
林
宣
彦
監
督
に
、
実
際
の
撮
影
状
況
に

つ
い
て
詳
し
い
事
情
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、

多
く
の
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
頂
い
た
竹
原
の
方
々
に
は
、
御
礼
と
と
も
に
今
後

の
保
存
に
つ
い
て
強
く
激
励
申
し
上
げ
た
い
。
最
後
に
資
料
収
集
や
写
真
撮
影
に
協

力
し
て
呉
れ
た
長
女
に
も
感
謝
す
る
。

九
八

(写6)

日本的風景の思想

註
凶
参
照
。

中
村
真
一
郎
は
藩
に
対
す
る
遠
慮
や
控
え
目
な
性
格
を
挙
げ
る
が

四
頁
)
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
春
水
の
内
面
の
問
題
で
あ
る
。

*
全
体
に
わ
た
っ
て
使
用
し
た
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

-
各
施
設
、
と
り
わ
け
、
町
並
み
保
存
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
、

館
な
ど
の
資
料
。

-
国
土
地
理
院
発
行
二
一
万
五
千
分
の
一
地
図
〔
竹
原
〕
、

び
、
同
地
図
〔
白
水
〕
、
昭
和
五
十
五
年
。

29 28 

(
註
幻
、

()忘∞∞
-
-
O
)

竹
原
市
歴
史
民
俗
資
料

昭
和
五
十
五
年
、

お
よ
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