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あ
ら
ゆ
る
都
市
に
は
物
語
が
あ
る

　

本
書
で
私
が
い
い
た
い
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
は
物
語

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
だ
か
ら
そ
の
物
語
の
続

き
を
私
た
ち
の
時
代
な
り
に
描
い
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
と
。

　

こ
れ
ま
で
、
多
く
の
場
合
、
日
本
の
都
市
は
無
個
性
だ
と

揶
揄
さ
れ
て
き
た
。
大
都
市
の
駅
前
は
ど
こ
も
無
性
格
で
、

金
太
郎

の
よ
う
に
ど
こ
を
見
て
も
同
じ
、
こ
れ
と
い
っ
て

特
徴
の
な
い
駅
前
ビ
ル
や
似
た
よ
う
な
看
板
が
続
く
…
…
。

　

た
し
か
に
、
こ
こ
に
は
個
性
的
な
物
語
は
見
出
し
に
く
い
。

こ
の
と
こ
ろ
、
駅
前
広
場
の
デ
ザ
イ
ン
も
個
性
的
に
は
な
っ

て
き
て
い
る
も
の
の
、
駅
前
周
辺
の
建
物
群
ま
で
デ
ザ
イ
ン

し
な
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
駅
を
降
り
た
と
き
に
地

域
の
個
性
に
乏
し
い
と
い
っ
た
批
判
は
あ
た
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
建
物
単
体
だ
け
で
は
な
く
、
ま
ち
の
で
き
方
か

ら
地
形
、
都
市
の
骨
格
と
な
る
幹
線
道
路
の
構
成
な
ど
を
じ

っ
く
り
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
は
か
な
り
個
性
的

で
、
類
型
化
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
と
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
同
じ
城
下
町
だ
か
ら
と
い
っ
て
ひ
と
く
く
り
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
徳
川
御
三
家
の
城
下
町
で
あ
る
水
戸
、

名
古
屋
、
和
歌
山
と
い
う
三
都
市
を
比
べ
て
み
て
も
、
立
地

に
し
て
も
、
町
人
地
の
配
置
に
し
て
も
、
街
区
の
か
た
ち
や

寸
法
に
し
て
も
、
そ
の
後
の
明
治
以
降
の
近
代
化
の
受
容
プ

ロ
セ
ス
に
し
て
も
、
あ
ま
り
類
似
性
が
な
い
。
い
や
む
し
ろ

違
い
の
方
が
大
き
い
。
い
わ
ん
や
他
の
城
下
町
と
の
間
に
は

さ
ら
に
差
異
が
広
が
る
。
そ
の
う
え
、
戦
災
を
受
け
た
か
否

か
、
そ
の
復
興
過
程
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ

て
、
現
代
都
市
の
構
造
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

ま
し
て
や
、
浦
和
の
よ
う
な
宿
場
町
、
青
森
の
よ
う
な
港

町
で
は
都
市
の
構
造
そ
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い

る
の
で
差
違
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
い
っ
き
ょ
に
計
画
さ

れ
た
新
潟
と
コ
ア
の
部
分
か
ら
徐
々
に
市
街
化
が
周
辺
に
及

ん
で
い
っ
た
長
崎
と
で
は
、
同
じ
港
町
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、

都
市
の
骨
格
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
都
市
の
い
わ
ば
「
骨
相
」
と
で
も
い
え
る
も
の

を
よ
く
見
つ
め
る
こ
と
で
都
市
の
個
性
と
い
う
も
の
を
新
し

い
角
度
か
ら
あ
ぶ
り
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至

っ
た
。

　

表
層
の
建
物
が
似
通
っ
て
い
る
た
め
に
、
日
本
の
都
市
は

無
個
性
に
見
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
骨
相
ま
で
深
掘
り
し

て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
豊
か
な
個
性
が
見
え
て
く
る
。
一

見
無
個
性
に
見
え
る
風
景
の
背
後
に
手
が
か
り
と
な
る
個
性

が
に
じ
み
出
し
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

こ
を
手
が
か
り
に
今
後
、
日
本
の
都
市
の
表
層
も
ま
た
、
個

性
を
取
り
戻
し
て
い
け
る
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
具
体
的
な
実
相
を
、
実
際
に
ま
ち
を
あ
る
き
な
が
ら
、

歴
史
資
料
の
助
け
も
借
り
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

地
図
や
古
写
真
を
手
が
か
り
に
、
じ
っ
く
り
観
察
し
な
が
ら

都
市
を
あ
る
き
、
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
現
代
を
旅
し

た
い
。
本
書
を
通
じ
て
読
者
と
一
緒
に
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
に

は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
物
語
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感

す
る
旅
に
出
た
い
と
思
う
。

　

序
論
で
は
、
都
市
が
持
っ
て
い
る
物
語
を
発
見
す
る
手
だ

て
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
な
に
し
ろ
、
あ
る
き
な

が
ら
考
え
る
の
だ
か
ら
、
系
統
立
っ
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い

く
と
い
う
の
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
序

論
と
い
う
よ
り
も
試
論
だ
と
し
て
、
こ
の
点
は
了
解
願
い
た

い
。
そ
の
後
、
各
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
都
を
題
材

に
よ
り
具
体
的
に
物
語
を
語
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

物
語
の
背
後
に
あ
る
「
意
図
」
を
読
む

　

私
た
ち
の
も
の
の
見
方
の
中
で
な
か
な
か
自
由
に
な
れ
な

い
視
点
の
一
つ
に
、
現
在
あ
る
都
市
を
当
た
り
前
の
も
の
と

し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
取
り
立
て
て

非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
見
方
し
か

し
な
い
と
、
都
市
が
あ
た
か
も
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
て
、

現
在
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

都
市
の
現
在
に
つ
い
て
、「
な
ぜ
？
」
と
疑
問
を
抱
く
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
が
も
っ
て
い
る
生
成
と

変
化
の
物
語
を
読
み
取
る
目
そ
の
も
の
が
培
わ
れ
な
い
の
で

序
　
論
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あ
る
。

　

た
し
か
に
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
集
落
は
少
な
く
な
い

が
、
都
市
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
造
ら
れ
て
き
た
部
分

の
集
合
体
で
も
あ
る
。
あ
る
程
度
の
規
模
以
上
に
な
る
と
、

こ
う
し
た
計
画
的
企
図
の
部
分
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
お

城
や
駅
の
位
置
を
何
も
考
え
ず
に
造
成
し
た
は
ず
が
な
い
。

道
路
だ
っ
て
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
位
置
に
道
が
通
さ
れ
た
こ
と

に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
の
各
種
都
市
施

設
に
し
て
も
そ
の
立
地
に
は
理
由
が
あ
る
。

　

何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
都
市
の
変
化
を
生
み
出
し
て
い

る
主
体
が
あ
り
、
そ
の
意
図
が
成
功
す
る
場
合
も
あ
る
し
、

失
敗
し
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
想
い
を
も
っ
て
都
市
に

関
与
し
続
け
た
主
体
が
い
つ
の
時
代
に
も
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
都
市
は
都
市
共
同
体
が
造
り
上
げ
て
き
た
作

品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
鉄
道
の
路
線

一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
鉄
路
の
ル
ー
ト
を
選
び
、
駅
舎
の
位

置
を
決
定
す
る
た
め
の
決
断
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
き
た

人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
発
生
的
に
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

た
だ
、
難
し
い
の
は
、
都
市
は
建
物
単
体
と
は
違
っ
て
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
単
一
の
計
画
者
の
意
図
が
完
結
し
て
一

時
期
に
造
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
作
品
の
意

図
が
単
一
で
明
快
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
長
い
時
間
を
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
そ
れ
ぞ

れ
の
寄
与
を
し
つ
つ
、
都
市
は
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
往
々
に
し
て
異
な
っ
た
時
期
に
は
異
な
っ
た
思

惑
で
都
市
に
手
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
異
な

っ
た
建
築
家
が
一
つ
の
建
物
に
何
度
も
何
度
も
増
改
築
を
重

ね
て
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
計
画
的
意
図
、
あ
る
い
は
物
語
と
い

っ
た
も
の
の
全
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も

無
理
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
の
都

市
に
ま
っ
た
く
計
画
的
な
意
図
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
多
様
な
意
図
が
歴
史
の
な
か
で
し
ば
し
ば
相
矛
盾

す
る
か
た
ち
で
積
層
し
、
結
果
と
し
て
現
代
都
市
を
形
づ
く

っ
て
い
る
た
め
に
、
と
て
も
読
み
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
る

だ
け
な
の
で
あ
る
。

日
本
の
都
市
の
特
徴

　

た
だ
し
、
日
本
の
都
市
に
は
他
の
国
に
は
な
い
大
き
な
特

徴
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
日
本
の
都
市
、
そ
れ
も
中
規
模
以
上
の
少
な
か
ら

ぬ
数
の
都
市
が
城
下
町
や
宿
場
町
と
い
っ
た
計
画
都
市
を
起

源
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
、
戦
国
時
代
末

か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
建
設
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本

の
都
市
、
と
り
わ
け
中
規
模
以
上
の
都
市
は
、
ほ
ぼ
四
〇
〇

年
前
に
建
設
さ
れ
た
計
画
都
市
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
に
は
、
港
町
や
在
郷
町
の
よ
う
に
そ
れ
以

前
か
ら
存
在
し
て
、
徐
々
に
都
市
の
様
相
を
整
え
て
い
っ
た

ま
ち
も
あ
れ
ば
、
奈
良
や
京
都
の
よ
う
に
古
代
中
国
の
都
城

を
モ
デ
ル
と
し
た
都
市
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
、
日
本

の
多
く
の
都
市
に
は
「
原
型
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
点
で
、

他
の
国
に
は
あ
ま
り
な
い
個
性
を
も
っ
て
い
る
。

　

都
市
の
起
源
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
変
遷
に
つ
い
て

も
物
語
は
あ
る
。

　

日
本
の
都
市
は
、
近
代
に
お
い
て
も
イ
ン
フ
ラ
の
近
代
化

に
よ
る
都
市
の
変
容
と
い
う
世
界
共
通
の
課
題
に
直
面
し
た

の
み
な
ら
ず
、
明
治
維
新
に
よ
る
社
会
制
度
の
激
変
や
震

災
・
戦
災
と
い
っ
た
災
害
、
戦
後
に
お
け
る
急
速
な
都
市
化

な
ど
、
日
本
固
有
の
都
市
問
題
に
も
直
面
し
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
影
響
を
も
ろ
に
か
ぶ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

都
市
は
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
物
語
が

な
い
は
ず
が
な
い
。
都
市
の
「
原
型
」
が
、
い
か
に
変
容
し

て
き
た
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

県
都
を
例
に
取
り
上
げ
る

　

あ
ら
ゆ
る
都
市
に
物
語
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
都

市
を
取
り
上
げ
て
も
一
書
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
都
市
に

は
限
度
が
あ
る
の
で
、
お
の
ず
と
代
表
的
な
事
例
に
限
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
都
市
に
あ
る
程
度
の
な
じ

み
が
あ
れ
ば
、
都
市
そ
の
も
の
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
語
ら

れ
る
物
語
も
共
感
し
や
す
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
書
で
は
四
七
の
都
道
府
県
庁
所
在
地
、
つ
ま
り

県
都
（
都
や
府
、
道
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
県
都
と
ひ
と
く
く
り
に

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
を
対
象
に
し
て
、
四
七
の
物
語
を
綴
る

こ
と
に
す
る
。
県
都
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
地
域
の
中
心

的
な
都
市
で
あ
る
た
め
に
、
比
較
的
な
じ
み
深
い
都
市
が
多

い
こ
と
の
ほ
か
、
県
庁
舎
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
、
ど
の
よ

う
な
意
図
で
建
て
ら
れ
た
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治

の
近
代
国
家
の
統
治
の
ス
タ
イ
ル
を
目
に
見
え
る
形
で
語
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

県
都
が
す
べ
て
有
力
観
光
都
市
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の

で
、
観
光
目
線
で
は
な
い
、
生
活
都
市
と
し
て
の
ま
ち
の
物

語
が
描
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
読
者
は
身
近
な
県
都
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大
切
で
あ
る
。
列
車
で
ま
ち
へ
近
づ
い
て
い
く
と
き
の
車
窓

の
風
景
か
ら
、
線
路
が
そ
こ
に
敷
か
れ
て
い
る
理
由
を
想
像

し
、
駅
を
降
り
た
ら
、
何
が
見
え
る
の
か
、
駅
前
通
り
が
ど

こ
を
向
い
て
走
っ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
こ
に
駅
が
で
き
て

い
る
の
か
を
問
い
、
周
囲
の
山
や
川
と
の
位
置
関
係
を
考
え
、

市
庁
舎
な
ど
の
主
要
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
や
繁
華
街
と
の
位
置

関
係
を
自
問
す
る
の
で
あ
る
。
地
形
も
大
き
な
手
が
か
り
と

な
る
。

　

自
分
は
こ
こ
に
長
年
住
ん
で
い
る
の
で
当
然
よ
く
知
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
作
業
は
不
要
だ
、
な
ど
と

は
考
え
ず
に
、
そ
の
ま
ち
に
初
め
て
降
り
立
っ
た
旅
人
の
目

線
で
ま
ち
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
。

│

「
自
分
の
ま
ち
を
旅
す
る
」
の
だ
。

　

な
ぜ
な
ら
、
旅
人
は
訪
れ
た
ま
ち
で
は
目
を
皿
の
よ
う
に

し
て
そ
の
都
市
を
あ
る
き
回
る
わ
け
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
好

奇
心
を
も
っ
て
自
分
の
ま
ち
を
見
て
み
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と

が
見
え
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る
つ
も
り

だ
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
て
い
て
も
気
づ
か
な
い
こ

と
は
意
外
に
多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
先
述
し
た
よ

う
に
都
市
を
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
作
品
、
創
造
物
と

し
て
と
ら
え
て
見
直
す
と
、
見
え
て
く
る
も
の
も
少
し
違
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。

　

最
近
は
い
わ
ゆ
る
地
形
本
が
人
気
で
、
テ
レ
ビ
で
も
歴
史

探
訪
番
組
や
地
形
探
索
番
組
が
放
送
さ
れ
、
こ
う
し
た
ま
ち

あ
る
き
に
関
心
を
も
つ
層
も
幅
広
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
あ

り
が
た
い
。

⑵
　

都
市
の
成
り
立
ち
を
知
る

　

つ
い
で
、
都
市
の
成
り
立
ち
や
こ
こ
ま
で
の
発
展
の
経
過

ー
の
目
で
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
を
眺
め
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の

関
心
が
都
市
の
読
み
解
き
方
や
あ
る
き
方
の
出
発
点
と
な
っ

て
い
る
。

　

都
市
を
い
か
に
読
み
解
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け

よ
く
そ
の
都
市
を
じ
っ
く
り
見
る
か
、
と
い
う
点
に
か
か
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
や
み
く
も
に
あ
る
き
回
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
都
市
の
成
り
立
ち

や
そ
の
後
の
経
緯
を
よ
く
知
る
こ
と
、
各
時
代
の
地
図
を
穴

が
あ
く
ほ
ど
眺
め
る
こ
と
、
そ
う
し
た
情
報
を
も
っ
て
実
際

に
あ
る
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
情
報
は
す
べ
て
過
去
の
学
問
的
な
蓄

積
に
依よ

っ
て
い
る
。
そ
の
一
端
は
巻
末
の
参
考
文
献
に
示
し

て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
を
過
去
の
も
の
と
せ
ず
、
そ
こ
か
ら

何
を
手
が
か
り
と
し
て
、
現
実
の
都
市
空
間
の
中
で
見
通
す

か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
き
な
が
ら
考
え
る
と
い
う

こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

　

で
は
実
際
に
都
市
を
読
み
解
く
た
め
に
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し

て
実
践
し
て
い
る
私
な
り
の
手
順
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

⑴
　

自
分
の
住
む
ま
ち
を
旅
す
る

　

な
じ
み
の
な
い
都
市
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

よ
く
知
っ
て
い
る
ま
ち
の
場
合
で
も
、
も
う
一
度
じ
っ
く
り

見
直
す
た
め
に
ま
ち
あ
る
き
を
す
る
こ
と
。
中
心
と
な
る
駅

ま
で
列
車
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
駅
を
降
り
て
、
都
心
ま
で
あ

る
く
こ
と
。
都
心
が
移
動
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
か

つ
て
の
都
市
の
核
と
な
る
と
こ
ろ
へ
も
あ
る
い
て
い
く
こ
と
。

　

そ
の
際
に
、「
な
ぜ
こ
こ
は
こ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
？
」
と
目
に
入
る
も
の
一
つ
ひ
と
つ
に
そ
の
も
の
が
ほ
か

な
ら
ぬ
そ
の
場
所
に
存
在
し
て
い
る
理
由
を
考
え
る
こ
と
が

か
ら
読
み
始
め
て
、
徐
々
に
都
市
の
物
語
を
見
出
す
着
眼
点

を
実
感
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

た
だ
し
、
対
象
が
比
較
的
大
都
市
に
偏
っ
て
し
ま
う
た
め
、

小
都
市
や
農
村
集
落
な
ど
の
記
述
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
否
め
な
い
。
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
大
都
市
や
中
都
市

で
明
快
な
物
語
が
描
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
よ
り
規
模
の
小

さ
な
都
市
で
は
よ
り
的
を
絞
っ
た
物
語
を
語
る
こ
と
は
、
そ

れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
然
発
生
的
な
小
集
落
に

つ
い
て
は
ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
本
書
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
小
都
市
・

小
集
落
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
と

思
う
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
物
語
が
都
心
部
中
心
に
な
っ

て
い
る
点
も
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
都
市
の

固
有
性
に
光
を
あ
て
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
ど
う
し
て
も
都

市
の
核
と
そ
の
周
辺
の
記
述
が
多
く
な
る
の
は
や
む
を
え
な

い
。
都
心
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
、
多
く
の
拠
点
施
設
が
集

中
し
、
祭
礼
が
行
わ
れ
、
老
舗
が
残
っ
て
い
る
。
都
心
に
こ

そ
、
そ
の
都
市
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
の
は
だ
れ
し

も
実
感
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。
中
心
市
街
地
が
重
要
な

の
は
、
た
ん
に
商
業
活
動
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

都
市
の
読
み
解
き
方
・
あ
る
き
方

　

都
市
計
画
と
い
う
仕
事
柄
、
都
市
を
訪
ね
あ
る
く
こ
と
が

多
い
が
、
そ
の
た
び
に
、
不
思
議
な
都
市
空
間
を
見
つ
け
た

り
、
構
想
力
あ
ふ
れ
る
都
心
の
空
間
構
成
に
感
心
し
た
り
す

る
。
つ
い
、
ど
う
し
て
こ
う
し
た
都
市
空
間
が
発
想
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い
こ
の
都
市
は
、
な

ぜ
今
あ
る
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
プ
ラ
ン
ナ
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城
下
町
の
場
合
、
富
山
城
、
岐
阜
城
、
名
古
屋
城
、
大
阪

城
、
和
歌
山
城
、
松
江
城
、
岡
山
城
、
広
島
城
、
松
山
城
、

高
知
城
、
熊
本
城
な
ど
、
天
守
や
そ
の
周
辺
に
歴
史
展
示
を

し
た
施
設
を
も
つ
お
城
が
多
い
。
展
示
規
模
に
大
小
は
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
城
下
町
の
形
成
史
を
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
て

興
味
深
い
。
な
か
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
復
元
さ
れ
た
お
城

も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
な
ん
と
な
く
敬
遠
し
が
ち
で
あ
る

が
、
博
物
館
施
設
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
実
際

の
お
城
の
立
地
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
ぜ
ひ
訪
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
『
市
史
』
や
郷
土
史
な
ど
の
歴
史
書
を
ひ
も
と
く
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
お
薦
め
は
市
立
図
書
館
や
県
立
図
書
館
の
郷

土
資
料
の
コ
ー
ナ
ー
で
資
料
探
し
を
す
る
こ
と
。
そ
う
す
る

と
そ
の
都
市
が
も
っ
て
い
る
固
有
の
テ
ー
マ
や
抱
え
て
い
る

問
題
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
形
成
の
様
子
が

よ
く
わ
か
る
。

　

な
か
で
も
、『
市
史
』
や
『
戦
災
復
興
誌
』
の
都
市
建
設

に
か
か
わ
る
部
分
を
通
読
す
る
こ
と
は
は
ず
せ
な
い
。
正
史

に
お
け
る
都
市
建
設
の
考
え
方
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
う
し
た

記
録
を
と
ど
め
る
こ
と
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
各
地
の
歴
史
家

や
行
政
担
当
者
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
し
、

『
市
史
』
の
な
か
に
は
政
治
史
や
経
済
史
が
中
心
で
都
市
空

間
の
物
的
建
設
に
関
心
が
薄
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
と
く

に
古
い
時
代
の
『
市
史
』
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、

庶
民
の
生
活
史
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
に
も
温
度
差
が
あ
る
。

　
『
市
史
』
を
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
と
く
に
昭
和
後
半
、

戦
災
復
興
の
次
の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
の
記
載
の
内
容
が
都
心
か

ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
膨
張
す
る
都
市
に
い
か
に
対
処
す
る
か
だ
け
が
課

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
水
戸
や
高
知
、
鹿

児
島
、
都
城
の
寺
院
数
の
極
端
な
少
な
さ
と
な
っ
て
表
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
表
に
あ
る
「
区
」
の
表
記
は
一
八
七
八
年
の
市
区
町

村
編
制
法
の
も
と
に
置
か
れ
た
大
都
市
の
区
の
こ
と
で
、
東

京
・
大
阪
・
京
都
の
三
都
に
は
複
数
の
区
が
、
そ
れ
以
外
の

大
都
市
に
は
一
つ
の
区
が
置
か
れ
た
。
つ
ま
り
区
と
呼
ば
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
当
時
の
大
都
市
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考

え
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
北
か
ら
函
館
、
新

潟
、
金
沢
、
和
歌
山
、
岡
山
、
広
島
、
長
崎
で
あ
る
。

　

本
格
的
に
そ
の
都
市
と
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、『
共

武
政
表
』
や
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
『
市
史
』
や
近
代
的
な
測

図
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
古
地
図
の
よ
う
な
史
料
を
も
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
と
っ
て
近
代
化
の
出
発
点
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
お
く
こ

と
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
準
備
を
整
え
て
、
い
ざ
出
発
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
現
地
に
赴
い
て
、
そ
の
都
市
に
「
博
物
館
」
が
あ

る
場
合
は
必
ず
立
ち
寄
る
べ
き
で
あ
る
。
県
都
を
対
象
と
し

た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
山
形
県
立
博
物
館
や
江
戸
東
京

博
物
館
、
横
浜
市
立
開
港
資
料
館
、
新
潟
市
歴
史
博
物
館
、

名
古
屋
市
博
物
館
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
、
福
岡
市
博

物
館
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
な
ど
、
近
年
、
歴
史
展
示
が

充
実
し
た
博
物
館
が
増
え
て
き
た
。
常
設
展
示
の
ほ
か
、
こ

れ
ま
で
に
博
物
館
で
実
施
さ
れ
た
企
画
展
の
カ
タ
ロ
グ
な
ど

も
参
考
に
な
る
も
の
が
多
い
。

　

ま
た
、
戦
災
復
興
に
絞
っ
た
仙
台
市
戦
災
復
興
記
念
館
、

東
京
都
復
興
記
念
館
、
横
浜
都
市
発
展
記
念
館
な
ど
も
参
考

に
な
る
。

を
概
観
す
る
た
め
の
情
報
収
集
で
あ
る
。

　

手
始
め
に
手
も
と
に
あ
る
『
共
武
政
表
』（
全
二
巻
、
柳
原

書
店
、
一
九
七
八
年
）
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
明
治
初
期
の

こ
の
統
計
書
は
、
陸
軍
参
謀
本
部
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
軍

事
用
地
誌
で
、
復
刻
さ
れ
て
い
る
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）

年
版
は
、
人
口
一
〇
〇
人
以
上
の
輻ふ
く

輳そ
う

地ち

の
町
村
ご
と
の
戸

数
、
人
口
以
外
に
産
物
や
牛
馬
の
頭
数
、
荷
車
や
人
力
車
の

車
両
数
ま
で
書
き
上
げ
て
お
り
、
当
時
の
都
市
の
様
子
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
初
年
の
日
本
の
都
市
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

史
料
と
し
て
は
『
共
武
政
表
』
の
ほ
か
、『
日
本
地
誌
提
要
』

（
太
政
官
正
院
地
誌
課
編
、
一
八
七
二
〜
七
七
年
）
や
未
完
に
終

わ
っ
た
『
皇
国
地
誌
』
の
部
分
的
な
原
稿
な
ど
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
形
地
物
な
ど
地
誌
的
記
述
が
中
心
と

な
っ
て
お
り
、『
共
武
政
表
』
の
よ
う
に
都
市
や
集
落
に
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の

意
味
で
『
共
武
政
表
』
が
描
い
て
く
れ
る
明
治
初
期
段
階
の

日
本
の
ま
ち
の
姿
は
貴
重
で
あ
る
。

　

こ
の
統
計
書
か
ら
の
ち
に
県
都
と
な
る
都
市
の
枢
要
な
統

計
数
値
を
抜
き
出
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
産
物
か
ら
も
現

在
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
都
市
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ

の
表
だ
け
で
も
多
く
の
物
語
を
語
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

　

た
と
え
ば
、
宮
崎
の
戸
数
三
〇
八
戸
、
人
口
一
四
〇
九
人

と
い
う
少
な
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
崎
の
章
で
述
べ
て
い
る

よ
う
に
こ
の
県
都
の
立
地
が
美み

々み

津つ

県
と
都
み
や
こ
の

城
じ
ょ
う

県
の
ち

ょ
う
ど
境
界
で
あ
る
大
淀
川
沿
い
に
選
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
生
ま
れ
の
都
市
と
し
て
宮
崎
に
は
、
ほ
か
で
は
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
お
も
し
ろ
い
物
語
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
薩
摩
藩
や
水
戸
藩
、
高
知
藩
で
は
廃
仏
毀
釈
が
激
し
か
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街
に
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
ま
ち
の
賑
わ
い
の
歴
史
の
物
語

が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑶
　

こ
と
が
ら
の
場
と
し
て
の
都
市

　

都
市
の
物
語
の
手
が
か
り
と
な
り
え
る
の
は
物
理
的
な
も

の
だ
け
で
は
な
い
。
こ
と
が
ら
の
集
積
と
し
て
都
市
を
と
ら

え
る
と
、
よ
り
広
い
手
が
か
り
が
み
え
て
く
る
。

　

な
か
で
も
、
い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い
の
は
都
市
の
祭
礼

だ
ろ
う
。

　

都
市
の
祭
礼
に
も
、
念
仏
踊
り
に
端
を
発
す
る
と
い
わ
れ

る
各
地
の
盆
踊
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
禊
み
そ
ぎ

祓ば
ら

い
や
疫
病
送
り

の
た
め
の
ま
つ
り
、
祖
霊
信
仰
、
眠
り
流
し
に
起
源
を
も
つ

と
い
わ
れ
る
ね
ぶ
た
ま
つ
り
な
ど
、
じ
つ
に
多
様
で
あ
る
。

　

詳
細
は
民
俗
学
の
手
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
都

市
の
物
語
を
考
え
る
と
い
う
見
方
か
ら
は
、
神
社
の
祭
礼
に

お
い
て
、
山
の
カ
ミ
が
年
に
一
度
、
サ
ト
を
訪
れ
、
そ
の
機

会
に
都
市
の
人
々
は
山
車
を
曳
航
し
た
り
、
芸
能
を
披
露
し

た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
に

お
い
て
、
都
市
の
空
間
が
ど
の
よ
う
に
舞
台
と
な
り
、
ハ
レ

の
場
で
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が

と
て
も
お
も
し
ろ
い
。

　

と
く
に
、
祭
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
都
市
そ

の
も
の
が
劇
場
と
な
り
、
街
路
が
ス
テ
ー
ジ
と
な
る
様
子
を

子
細
に
観
察
す
る
と
、
都
市
の
な
か
の
広
場
空
間
や
通
り
空

間
を
い
か
に
効
果
的
に
演
出
し
て
、
見
せ
場
を
造
り
上
げ
て

い
る
の
か
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
都
市
空
間
の
変
化
に
と

も
な
っ
て
、
祭
礼
の
側
も
舞
台
の
し
つ
ら
え
を
変
え
る
と
い

う
こ
と
も
往
々
に
し
て
起
こ
る
。
演
出
さ
れ
る
空
間
と
し
て

の
都
市
、
と
い
う
見
方
も
興
味
深
い
。

な
く
な
い
。
人
口
規
模
が
七
、
八
〇
万
人
を
超
え
る
大
都
市

が
多
い
の
で
、
地
域
間
の
顧
客
争
奪
戦
の
結
果
と
い
う
側
面

も
否
め
な
い
が
、
四
国
の
県
都
の
い
ず
れ
も
元
気
な
ア
ー
ケ

ー
ド
街
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
該
当
し
な
い
。
都
心
を
大
切
に

し
て
き
た
広
域
の
都
市
計
画
の
た
ま
も
の
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

　

一
見
不
可
思
議
な
の
は
長
野
の
権
堂
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で

あ
る
。
長
野
は
門
前
町
な
の
で
、
当
然
な
が
ら
動
線
は
表
参

道
（
中
央
通
り
）
に
沿
っ
て
、
南
か
ら
北
へ
、
善
光
寺
に
近

づ
く
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
構
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の

に
、
権
堂
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
は
北
へ
向
か
う
表
参
道
か
ら
右

折
し
て
、
東
へ
向
か
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
。
歴
史
を
た
ど

れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
な
の
だ
が
、
権
堂
の
通
り
周
辺
は
東
、

現
在
の
権
堂
駅
あ
た
り
に
で
き
た
花
街
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
賑
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
れ
が
ア
ー
ケ
ー
ド
が
生

ま
れ
る
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
岐
阜
の

柳
ヶ
瀬
や
和
歌
山
の
ぶ
ら
く
り
丁
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
も
同
様

の
来
歴
を
も
っ
て
い
る
。

　

異
質
な
の
は
那
覇
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
あ
る
。
狭
い
道
か

ら
広
い
道
ま
で
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
や
枝
分
か
れ
し
な
が
ら
延

び
て
い
き
、
公
設
市
場
の
場
内
空
間
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

自
然
発
生
的
で
迷
路
的
な
ア
ー
ケ
ー
ド
街
が
ア
ジ
ア
的
な
魅

力
を
ふ
り
ま
い
て
い
る
。
ア
ー
ケ
ー
ド
街
の
固
定
的
な
観
念

を
打
ち
破
っ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
さ
ら
に
は
新
し

い
ア
ー
ケ
ー
ド
街
の
可
能
性
を
み
せ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

で
も
、
那
覇
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。

　

こ
う
や
っ
て
み
て
く
る
と
、
戦
後
生
ま
れ
の
ア
ー
ケ
ー
ド

ー
ケ
ー
ド
街
は
、
奥
州
街
道
と
直
角
に
交
差
し
て
広
瀬
川
に

か
か
る
大
橋
へ
と
直
線
で
つ
な
が
る
城
下
町
の
幹
線
で
あ
る
。

　

ま
た
、
岡
山
の
表
町
商
店
街
の
延
々
と
続
く
ア
ー
ケ
ー
ド

を
歩
く
と
、
こ
こ
が
か
つ
て
の
西
国
街
道
筋
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
都
市
の
ゆ
る
ぎ
な
い
へ
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
実

感
す
る
。
岡
山
に
と
っ
て
烏う
じ

城ょ
う

と
呼
ば
れ
る
お
城
が
大
切
な

の
と
同
様
に
都
市
形
成
の
芯
と
な
っ
た
西
国
街
道
は
大
切
な

は
ず
で
あ
る
。

　

広
島
に
も
本
通
り
商
店
街
と
い
う
名
前
の
こ
れ
ま
た
長
い

ア
ー
ケ
ー
ド
街
が
あ
る
。
こ
れ
も
か
つ
て
の
西
国
街
道
筋
で

あ
る
。
広
島
は
原
爆
で
す
べ
て
の
都
市
イ
ン
フ
ラ
が
破
壊
さ

れ
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
に
か
つ
て
の
西
国

街
道
筋
が
ア
ー
ケ
ー
ド
を
も
っ
た
商
店
街
と
し
て
賑
わ
い
の

再
生
を
果
た
し
て
い
る
。
都
市
が
も
つ
記
憶
が
復
興
を
導
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
都
市
形
成
の
物
語
を
見
る
こ
と
も
で

き
る
の
だ
。

　

西
洋
の
同
類
の
都
市
空
間
は
パ
ッ
サ
ー
ジ
ュ
や
ガ
レ
リ
ア

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
建
築
空
間
が

巨
大
化
し
て
建
物
内
部
の
通
路
が
街
路
の
よ
う
な
都
市
的
様

相
を
も
つ
に
至
っ
た
と
い
え
る
が
、
対
す
る
日
本
の
ア
ー
ケ

ー
ド
街
は
都
市
的
空
間
が
徐
々
に
屋
内
空
間
化
し
て
い
っ
た

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
空
間
生
成
の
方
向
性
が
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
ん
に
ち
ア
ー
ケ
ー
ド
街
の
多
く
は
シ
ャ
ッ
タ
ー

街
化
し
て
、
都
心
衰
退
の
象
徴
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
が
、
県

都
の
都
心
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
は
、
札
幌
、
仙
台
、
大
阪
、

広
島
、
高
松
、
松
山
、
高
知
、
福
岡
、
長
崎
、
熊
本
、
鹿
児

島
、
那
覇
な
ど
の
よ
う
に
、
ま
だ
ま
だ
元
気
な
と
こ
ろ
も
少
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分
は
入
間
県
（
県
庁
は
川
越
）、
熊
谷
県
（
現
・
群
馬
県
の
ほ
ぼ

全
域
を
含
む
、
県
庁
は
熊
谷
）
と
変
遷
し
、
現
在
の
県
域
が
確

定
し
た
の
は
一
八
七
六
年
だ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
三
重
に

も
言
え
る
。
三
重
と
い
う
県
名
も
、
も
と
も
と
県
都
を
置
い

た
四
日
市
の
郡
名
だ
っ
た
。
津
に
県
都
が
移
っ
た
の
ち
も
県

名
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

千
葉
県
は
佐
倉
県
と
木
更
津
県
の
合
併
の
結
果
、
一
八
七

三
年
に
両
者
の
中
間
地
に
あ
っ
た
千
葉
の
地
が
県
都
に
選
ば

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
美
々

津
県
と
都
城
県
が
合
併
し
て
で
き
た
宮
崎
県
の
県
都
に
は
両

県
の
境
で
あ
っ
た
大
淀
川
畔
の
上
別
府
村
が
選
ば
れ
て
、
一

八
七
三
年
に
新
都
市
の
建
設
が
始
ま
っ
て
い
る
。
都
市
名
と

し
て
の
宮
崎
が
生
ま
れ
る
の
は
下
っ
て
一
八
八
九
年
の
四
町

二
村
の
合
併
か
ら
で
あ
る
。

　

と
く
に
関
東
圏
の
都
県
は
、
県
域
が
定
ま
る
の
に
時
間
を

要
し
て
い
る
ほ
か
、
県
境
が
古
代
か
ら
の
令
国
制
と
一
致
し

て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
数
あ
っ

た
か
つ
て
の
小
藩
の
領
と
幕
府
領
、
旗
本
領
と
が
入
り
乱
れ

て
い
た
た
め
、
合
併
に
よ
る
県
域
の
確
定
に
手
間
取
っ
た
。

か
つ
て
の
小
城
下
町
や
陣
屋
町
に
し
て
も
、
江
戸
の
安
全
確

保
の
理
由
か
ら
か
、
領
主
が
頻
繁
に
入
れ
替
わ
り
、
都
市
に

武
家
文
化
が
根
づ
く
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
も
、
県
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
造
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
旧

藩
が
す
ん
な
り
と
県
と
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
想
像
も

で
き
な
い
よ
う
な
苦
労
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

県
都
が
多
様
な
だ
け
で
な
く
、
県
そ
の
も
の
の
あ
り
方
も

多
様
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
都
市
の
物
語
の
背
景
に
大

き
く
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
り
、
明
治
政
府
に
任
命
さ
れ
た
国
家
の
官
僚
が
知
県
事

（
の
ち
県
令
、
さ
ら
に
一
八
八
六
年
よ
り
知
事
）
と
し
て
派
遣
さ

れ
、
新
し
い
地
方
統
治
の
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
県
の
統
廃
合
が
進
め
ら
れ
、
都
道
府
県
の
か
た
ち

が
ほ
ぼ
現
在
の
四
七
に
固
ま
る
の
は
一
八
九
〇
年
の
こ
と
で

あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
府
県
の
数
だ
け
県
都
（
あ
る
い
は

府
都
）
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
初
の
県
都
も
ま
た

荒
海
の
よ
う
な
統
廃
合
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
時
は
島
根
県
に
併
合
さ
れ
て
い
た
鳥
取
県

が
再
置
さ
れ
る
の
が
一
八
八
一
年
、
一
八
八
三
年
に
は
富
山

県
が
石
川
県
か
ら
、
佐
賀
県
が
長
崎
県
か
ら
分
離
独
立
し
、

一
時
は
鹿
児
島
県
に
併
合
さ
れ
て
い
た
宮
崎
県
が
再
置
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
県
が
併
合
さ
れ
て
い
た
大
阪
府
か
ら

分
離
し
て
再
置
さ
れ
る
の
が
一
八
八
七
年
、
香
川
県
が
愛
媛

県
、
一
部
徳
島
県
か
ら
分
か
れ
る
の
が
一
八
八
八
年
と
い
う

よ
う
に
、
県
に
よ
っ
て
は
明
治
初
期
の
政
治
の
混
乱
を
反
映

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
と
、
旧
藩
の
明
治
新
政
府
と
の
距
離
感
が
県
都
の
選
択

に
も
微
妙
に
影
響
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

一
八
七
一
年
に
設
置
さ
れ
た
筑
摩
県
（
県
都
は
松
本
）
は
、

信
濃
国
の
中
部
以
南
と
飛
騨
国
に
広
が
っ
て
い
た
が
、
一
八

七
六
年
、
不
審
火
に
よ
り
県
庁
舎
が
焼
失
し
た
た
め
、
同
年

の
う
ち
に
信
濃
国
部
分
が
長
野
県
に
編
入
さ
れ
て
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
当
時
の
松
本
人
の
無
念
さ
は
容
易
に
想
像
で

き
る
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
は
県
庁
が
置
か
れ
る
予
定
だ
っ
た
岩
槻
の

郡
名
か
ら
つ
け
ら
れ
た
県
名
で
あ
る
が
、
結
局
岩
槻
に
県
庁

舎
が
築
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
埼
玉
県
の
西
半

　

本
書
は
都
市
の
物
理
的
空
間
を
扱
う
こ
と
を
主
眼
と
し
て

お
り
、
祭
礼
と
都
市
と
の
関
係
に
は
十
分
言
及
で
き
て
は
い

な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

特
別
な
ハ
レ
の
場
と
し
て
の
天
皇
の
行
幸
の
ほ
か
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
や
ア
ジ
ア
大
会
、
国
体
の
開
催
な
ど
が
都
市
の
姿

を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
え
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
天
皇
は
一

八
七
二
年
か
ら
八
五
年
に
か
け
て
い
わ
ゆ
る
六
大
巡
行
を
行

っ
て
い
る
。
行
幸
を
機
に
都
市
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
。

大
正
天
皇
は
皇
太
子
時
代
の
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
二
年
に
か

け
て
沖
縄
県
以
外
の
す
べ
て
の
道
府
県
を
訪
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
九
二
八
年
の
昭
和
大
礼
（
大
典
）
は
昭
和
天
皇

の
即
位
の
た
め
の
一
連
の
儀
式
が
京
都
で
挙
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
皇
居
か
ら
東
京
駅
に
至
る
行
幸
通

り
が
整
備
さ
れ
、
中
央
に
貴
賓
の
た
め
の
出
入
り
口
と
専
用

コ
ン
コ
ー
ス
を
も
っ
た
現
在
の
東
京
駅
が
建
設
さ
れ
、
さ
ら

に
は
京
都
駅
前
が
整
備
さ
れ
、
烏
丸
通
か
ら
京
都
御
所
に
至

る
道
路
が
拡
幅
さ
れ
て
い
る
。
東
京
と
京
都
の
都
心
は
昭
和

の
大
典
を
挙
行
す
る
た
め
に
そ
の
姿
が
整
え
ら
れ
た
と
い
え

る
。県

そ
の
も
の
も
じ
つ
に
多
様
で
あ
る

　

本
書
は
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
は
固
有
の
物
語
と
い
う
も
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
読
者
に
比
較
的
な
じ
み
の
あ
る
県
都

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
都

道
府
県
そ
れ
自
体
、
お
の
お
の
異
な
っ
て
お
り
、
県
都
と
い

っ
て
も
ひ
と
く
く
り
に
語
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
こ

と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　

一
八
七
一
年
七
月
一
四
日
に
出
さ
れ
た
廃
藩
置
県
の
詔
書

に
よ
っ
て
、
国
土
は
三
府
三
〇
二
県
に
区
画
さ
れ
る
こ
と
と
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大
阪
駅
と
難
波
駅
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
御
堂
筋

　

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
を
降
り
て
、
阪
急
や
阪
神
の
終
点
兼
デ
パ
ー

ト
が
建
つ
中
央
南
口
に
大
勢
の
人
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
向
か

う
と
、
新
し
い
ビ
ル
が
競
い
合
う
よ
う
に
建
つ
梅
田
の
中
心

地
に
出
る
。
ビ
ル
の
谷
間
を
中
之
島
の
方
角
へ
歩
き
出
す
と
、

こ
れ
が
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
。

　

戦
後
す
ぐ
の
闇
市
が
広
が
っ
て
い
た
時
代
の
雰
囲
気
は
一

掃
さ
れ
て
し
ま
い
、
見
事
に
広
げ
ら
れ
た
道
が
縦
横
に
延
び

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
カ
ー
ブ
し
て
お
り
、

か
つ
て
の
迷
路
的
な
様
相
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
え
る
（
写

真
1
）。
大
阪
の
中
心
部
は
道
路
が
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
東

西
南
北
に
通
っ
て
い
る
の
に
、
大
阪
の
玄
関
口
は
そ
う
い
う

わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　

そ
の
ま
ま
一
路
南
を
め
ざ
す
と
広
い
梅
田
新
道
交
差
点

（
こ
の
交
差
点
は
現
在
、
国
道
一
号
線
の
終
点
で
国
道
二
号
線
の
起

点
と
な
っ
て
い
る
）
を
横
切
り
、
さ
ら
に
迷
路
の
よ
う
な
盛

り
場
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
こ
が
曾
根
崎
新
地
、
い
わ

ゆ
る
キ
タ
の
繁
華
街
で
あ
る
。

　

そ
し
て
堂
島
川
の
川
筋
に
出
て
、
近
代
的
な
オ
フ
ィ
ス
ビ

ル
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
よ
う
や
く
大
阪
の
方
向
感
覚

を
取
り
戻
す
（
写
真
2
）。
川
を
渡
る
と
中
之
島
、
さ
ら
に
そ

の
先
は
船せ
ん

場ば

で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
道
に
迷
い
よ
う
が

な
い
。
見
事
な
グ
リ
ッ
ド
都
市
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

船
場
と
は
北
の
大
川
（
旧
・
淀
川
）・
土
佐
堀
川
、
東
の
東
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│
秀
吉
の
構
想
を
生
き
続
け
る
都
市

図 1　国土地理院所蔵 二万分一迅速図「大坂」（部分），1885年測図；「天王寺村」（部分），1886年測図；「天
保山」（部分），1885年測図；「尼崎」（部分），1885年測図，すべて発行年記載なし。
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横
堀
川
（
一
五
九
四
年
開
削
、
写
真
3
）、
西
の
西
横
堀
川
（
一

六
〇
〇
│

二
〇
年
頃
開
削
）、
南
の
長
堀
川
（
一
六
一
九
│

二
二
年

開
削
）
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
矩
形
の
土
地
で
、
長
堀
川
の
南
、

道
頓
堀
川
（
一
六
一
二
│

一
五
年
開
削
、
写
真
4
）
ま
で
の
矩
形

の
土
地
が
島
之
内
で
あ
る
。
船
場
と
島
之
内
の
な
か
の
道
路

は
東
西
南
北
の
格
子
状
で
、
街
区
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
四
〇
間

四
方
の
正
方
形
と
な
っ
て
い
る
。
堀
は
い
ず
れ
も
五
百
石
船

や
千
石
船
が
行
き
交
う
物
流
の
大
幹
線
だ
っ
た
。

　

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
見
事
な
計
画
都
市
が
迷
路
の
よ

う
な
駅
前
地
区
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
も
大
阪
駅
前
と

難
波
駅
前
の
二
つ
も
。

│
答
え
は
簡
単
、
一
八
七
四
年
に

官
設
鉄
道
の
大
阪
駅
（
当
初
は
梅
田
停
車
場
）
が
で
き
た
と
き
、

堂
島
の
北
側
の
曾
根
崎
村
に
、
つ
ま
り
都
市
の
エ
ッ
ジ
に
造

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
阪
城
下
町
に
と
っ
て
大
川
は
各
藩

の
蔵
屋
敷
が
建
ち
並
ぶ
流
通
基
地
だ
っ
た
。
そ
れ
が
後
年
、
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写真 1　大阪駅前，阪神前交差点から南東を見る。正面
に見えるのが御堂筋の起点。かつての梅田新道。右
手前から左奥に走っているのが扇町通。いずれもか
つての大阪駅前の迷路性を宿しているように湾曲し
ている。

写真 2　中之島から北に堂島川を見る。左手の橋は御堂
筋建設のときに新たに架けかえられた大江橋，南側
右手奥の大きな建物は大阪市庁舎，その手前は日本
銀行大阪支店。

写真 3　東横堀川。高麗橋の上から南を見る。今では阪
神高速 1号環状線が上を通り，水面も限られている。
ちょうど道頓堀と大坂城とを結ぶ船が来たところ。

図 2　大阪の都心模式図。都心の姿は図 3の 17世紀半ばからそれほ
ど大きく変わっていない。いくつかの幹線が挿入され，通りと筋
が少しずつ拡幅され，鉄道路線が加わった程度である。



か
も
し
れ
な
い
。

大
阪
の
街
路
の
近
代
化

　

た
だ
し
、
御
堂
筋
は
単
独
の
事
業
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

陸
路
は
物
流
の
広
域
的
な
幹
線
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
大
阪

に
は
広
幅
員
の
道
路
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
面
的
な

都
市
改
造
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
が
一
九
一
九
年
に
内
閣
認

可
を
得
て
ま
と
め
ら
れ
た
大
阪
市
区
改
正
設
計
で
あ
る
。
六

二
路
線
が
計
画
さ
れ
、
昭
和
の
初
め
ま
で
に
う
ち
四
〇
路
線

が
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
目
玉
と
な
る
の
が
幅
員
二
四
間
の

唯
一
の
大
路
、
す
な
わ
ち
御
堂
筋
だ
っ
た
。

　

こ
の
計
画
立
案
を
主
導
し
た
の
が
当
時
の
助
役
、
の
ち
に

市
長
と
な
る
関せ
き

一は
じ
めだ
っ
た
。
ま
た
、
御
堂
筋
と
平
行
し
て
道

路
の
下
に
、
や
は
り
大
阪
初
の
地
下
鉄
、
御
堂
筋
線
が
建
設

さ
れ
、
一
九
三
三
年
に
最
初
の
区
間
と
し
て
梅
田
駅
│
心
斎

橋
駅
間
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
今
で
も
淀
屋
橋
駅
や
本
町
駅
、

心
斎
橋
駅
な
ど
御
堂
筋
直
下
の
地
下
鉄
駅
の
ア
ー
ル
デ
コ
が

か
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
立
つ
と
、
モ
ダ
ン
な
近
代
都

市
を
造
り
出
す
ぞ
と
い
う
熱
い
思
い
を
感
じ
る
。

　

で
は
、
御
堂
筋
が
で
き
る
前
の
大
阪
の
南
北
の
幹
線
は
ど

こ
だ
っ
た
の
か
。

　

江
戸
時
代
以
来
の
南
北
軸
は
堺
へ
と
続
く
紀
州
街
道
の
ル

ー
ト
で
も
あ
る
堺
筋
だ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
か
ら
も
堺
筋

に
は
問
屋
や
百
貨
店
が
建
ち
並
び
大
阪
の
目
抜
き
通
り
で
あ

っ
た
。

　

こ
れ
に
も
う
一
つ
加
え
ら
れ
た
南
北
の
幹
線
が
一
九
〇
八

年
に
市
電
南
北
線
が
開
通
し
た
四
ツ
橋
筋
で
あ
る
。
南
北
線

は
大
阪
駅
と
湊
町
駅
（
一
八
八
九
年
開
設
。
の
ち
の
Ｊ
Ｒ
難
波

駅
。
た
だ
し
現
在
の
駅
の
位
置
は
湊
町
駅
と
は
少
し
ず
れ
て
い
る
）、

成
と
同
時
に
新
た
に
架
橋
さ
れ
た
大
江
橋
・
淀
屋
橋
と
い
う

モ
ダ
ン
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
梁
を
通
過
し
、
南
は
ち
ょ
う
ど

難
波
駅
の
あ
た
り
で
終
わ
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
大
阪
駅
前
か

ら
淀
屋
橋
の
区
間
は
す
で
に
一
九
〇
八
年
に
梅
田
新
道
と
し
て
完

成
し
て
い
た
。
の
ち
に
御
堂
筋
の
一
部
と
な
っ
た
）。

　

明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
発
生
し
た
駅
、
と
り
わ
け

私
鉄
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
デ
パ
ー
ト
の
南
北
核
を
大
正
時
代
に

結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
阪
の
近
代
の
骨
格
が
定
ま
っ
た
と

い
え
る
。

　

大
阪
の
背
骨
が
大
阪
駅
と
築
港
と
を
結
ぶ
軸
で
は
な
く
、

キ
タ
と
ミ
ナ
ミ
の
商
業
核
を
結
ぶ
路
線
で
あ
っ
た
こ
と
は
示

唆
に
富
む
。
大
阪
は
都
市
発
展
の
方
向
と
し
て
、
港
に
顔
を

向
け
る
よ
り
、
人
間
に
顔
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
大

阪
が
港
の
印
象
を
薄
め
て
い
く
の
も
、
こ
こ
に
由
来
す
る
の

次
第
に
北
側
に
花
街
や
飲
み
屋
街
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
北

側
に
接
し
て
大
阪
駅
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
大
阪
の
南
の
玄
関
口
、
難
波
に
も
同
様
に
あ

て
は
ま
る
。
大
阪
で
最
も
歴
史
の
長
い
私
鉄
駅
で
あ
る
南
海

線
の
難
波
駅
（
一
八
八
五
年
、
阪
堺
鉄
道
の
駅
と
し
て
開
設
）
周

辺
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
複
雑
な
道
の
風
景
は
、
大
阪
に
隣
接

し
た
自
然
発
生
的
な
集
落
、
難
波
村
に
由
来
し
て
い
る
。
こ

の
す
ぐ
北
側
に
東
西
に
掘
ら
れ
た
道
頓
堀
川
ま
で
が
大
阪
の

計
画
都
市
で
あ
る
。
ミ
ナ
ミ
の
新
地
に
も
花
街
が
で
き
、
繁

華
街
が
で
き
た
。

　

そ
し
て
北
の
玄
関
口
と
南
の
玄
関
口
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
南

北
に
造
ら
れ
た
の
が
御
堂
筋
で
あ
る
（
写
真
5
）。
一
九
二
六

年
に
着
工
、
三
七
年
に
竣
工
し
た
近
代
大
阪
の
背
骨
で
あ
る
。

御
堂
筋
は
大
阪
駅
前
が
起
点
で
、
中
之
島
を
通
り
、
道
路
完
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写真 4　道頓堀川，戎橋付近。大阪の堀川のなかで唯一上空
を覆われることなく，かつての姿を感じさせてくれる。
近年整備されたとんぼりリバーウォークによって堀がさ
らに身近に感じられるようになった。

写真 5　御堂筋。本町通交差点から北を見る。幅員 24間の
近代大阪の背骨は，計画認可から 18年後，工事着工から
11年で 1937年に完成した。



　

序
論
の
冒
頭
に
「
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
は
物
語
が
あ
る
」
と

述
べ
た
。
こ
こ
ま
で
四
七
の
愛
す
べ
き
都
市
を
め
ぐ
っ
て
、

そ
の
思
い
は
さ
ら
に
強
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
都
市
は
奥

深
い
書
物
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
都
市
は
通
常
の
書
物
と
は
当
然
な
が
ら
異
な
る

と
こ
ろ
も
多
い
。
ま
ず
、
書
物
と
し
て
も
そ
の
著
者
が
あ
ま

り
に
多
数
に
わ
た
る
こ
と
、
つ
ま
り
都
市
の
住
み
手
は
あ
る

意
味
で
そ
の
都
市
の
物
語
に
か
か
わ
っ
て
い
る
一
員
な
の
だ

か
ら
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
著
者
の
ひ
と
り
と
な
り
う
る
。

た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
著
者
た
ち
に
は
、

自
分
が
都
市
と
い
う
物
語
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
が

必
ず
し
も
な
い

│
こ
れ
は
通
常
の
書
物
で
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

著
者
が
無
自
覚
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
客
観
的
に
書

物
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
都
市
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ

た
り
、
変
化
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の

本
編
の
著
述
で
明
ら
か
だ
と
思
う
。
誰
か
が
意
図
を
も
っ
て

空
間
に
介
入
し
な
い
限
り
、
都
市
に
大
き
な
変
化
は
生
ま
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
然
災
害
や
大
火
、
戦
災
な
ど
と
い
う
不
幸

な
災
難
が
都
市
変
化
の
契
機
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
都
市
の
復
興
を
願

い
、
具
体
的
に
都
市
再
生
へ
向
け
て
、
努
力
し
て
い
っ
た

人
々
は
少
な
く
な
い
。

　

先
日
、
二
〇
一
五
年
四
月
の
地
震
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害

を
受
け
た
カ
ト
マ
ン
ズ
谷
の
コ
カ
ナ
と
い
う
歴
史
集
落
を
何

度
目
か
の
訪
問
を
し
た
。
私
た
ち
の
研
究
室
で
継
続
的
に
調

査
を
行
っ
て
い
る
集
落
で
あ
る
。
震
災
か
ら
約
二
年
半
が
経

過
し
て
、
個
々
の
町
家
の
再
建
も
進
み
、
ま
ち
は
忙
し
そ
う

で
、
不
思
議
な
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
震
災
直
後
の
茫
然

自
失
の
時
を
経
て
、
ひ
と
は
ふ
た
た
び
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。

そ
の
奇
妙
に
明
る
い
光
景
に
接
し
て
、
こ
こ
に
も
都
市
の
共

同
主
観
と
も
い
う
べ
き
意
図
が
働
い
て
い
る
と
強
く
感
じ
た
。

そ
れ
は
時
代
の
雰
囲
気
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
場
に
い
な
い
外
部
者
に
は
窺
い
知
れ
な
い
前
向
き

の
雰
囲
気
だ
っ
た
。

　

災
難
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
が
、
昨
日
よ
り
少
し
だ
け
で
も
前
進
し
た
今
日
が
あ
り
、

明
日
は
ま
た
少
し
良
く
な
る
と
す
る
と
、
そ
こ
に
前
向
き
の

気
持
ち
が
生
ま
れ
な
い
わ
け
は
な
い
。
自
分
た
ち
の
世
界
を

新
た
に
創
り
だ
し
て
い
る
人
々
の
創
造
者
と
し
て
の
さ
さ
や

か
な
充
実
感
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
、
都
市
と
い
う
書
物
を
書
き
足
し
て
い
く
著
者

た
ち
の
営
み
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
日
本

の
戦
後
復
興
期
に
ま
ち
に
充
満
し
て
い
た
気
分
も
、
明
治
日

本
の
建
国
期
の
時
代
の
雰
囲
気
も
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
ひ
と
び
と
の
生
活
が
描
か
れ
て

い
き
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
都
市
の
絵
姿
が
描
か
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
意
味
で
都
市
は
作
品
で
も
あ
っ
た
。

　

都
市
が
一
編
の
書
物
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
を
ど
う
読

み
解
く
か
に
関
し
て
、
手
引
書
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ

っ
て
も
い
い
と
思
う
。
文
芸
書
に
、
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
（
文
芸

批
評
・
文
芸
評
論
）
が
あ
る
よ
う
に
、
都
市
に
も
ク
リ
テ
ィ

ー
ク
（
都
市
批
評
・
都
市
評
論
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
も
い

い
は
ず
だ
。
し
か
し
、「
批
評
」
や
「
評
論
」
と
い
う
表
現

で
は
、
同
じ
都
市
生
活
者
と
し
て
あ
ま
り
に
上
か
ら
目
線
で

好
感
が
持
て
な
い
。
む
し
ろ
、
都
市
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン

グ
と
呼
び
た
い
。
さ
ら
に
い
う
と
、
都
市
の
、
都
市
に
よ
る

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
か
。

　

都
市
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
、
都
市
を
読
み
解
く

こ
と
の
面
白
さ
と
奥
深
さ
を
読
者
の
皆
さ
ん
と
も
共
有
し
た

い
と
思
い
、
本
書
の
執
筆
を
進
め
た
。
か
つ
て
『
ま
ち
の
見

方
・
調
べ
方
』（
野
澤
康
氏
と
の
共
編
、
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
〇

年
）
を
上
梓
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
本
は
そ
の
実
践
編
、

そ
れ
も
私
自
身
で
あ
る
い
て
確
か
め
た
実
践
編
と
し
て
、
書

き
進
め
た
。
ま
ち
あ
る
き
に
際
し
て
は
、
各
地
の
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
全

国
で
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
横
断
歩
道
橋
が
道
路
を
俯
瞰
す
る

の
に
意
外
と
便
利
だ
っ
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

県
都
を
と
り
あ
げ
る
と
い
う
本
書
の
性
格
上
、
小
都
市
の
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記
述
が
で
き
な
か
っ
た
点
や
、
結
果
的
に
城
下
町
に
偏
っ
た

点
は
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
然
発
生
的

な
在
郷
町
な
ど
が
扱
え
な
か
っ
た
点
や
、
周
囲
の
農
村
と
の

関
係
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
な
ど
、
反
省
点
は

多
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
都
市
の
物
理
的
な
特
質
に
着
目
し
て
論
を
展
開
し

て
い
る
た
め
、
祭
り
や
特
定
の
儀
式
な
ど
、
ハ
レ
の
時
に
だ

け
立
ち
現
れ
る
都
市
の
特
別
な
表
情
に
は
な
か
な
か
手
が
届

か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
無
形
の
側
面
か
ら
も
都
市
の
物
語

を
か
た
る
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
都
市
書
物
論
を
述
べ
て
き
て
ひ
と
つ
思
う
の
は
、

一
冊
の
書
物
の
テ
ク
ス
ト
は
書
き
終
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、

今
後
と
も
変
化
は
し
な
い
が
、
都
市
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と

い
う
べ
き
空
間
は
今
後
も
改
変
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、

都
市
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
た
ん
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン

グ
や
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
都
市
に
関
与

す
る
と
い
う
能
動
的
な
行
為
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。

　

私
た
ち
は
都
市
と
い
う
書
物
の
読
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
と

同
時
に
、
こ
れ
か
ら
書
き
継
が
れ
て
い
く
章
の
著
者
の
ひ
と

り
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
登
場
人
物
の
ひ
と
り
で
も
あ
り
え

る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
通
常
の
書
物
で
は
あ
り
え
な
い
。
都

市
は
書
物
を
も
超
え
た
共
同
主
観
を
生
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
都
市
は
書
物
そ
の
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
主
人
公
と
し
て
存
分
に
活
躍
し
て
い
る
と

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
自
身
、
長
年
東
京
大
学
都
市
工
学
科
で
都
市
デ
ザ
イ
ン

研
究
室
と
い
う
看
板
で
教
育
研
究
活
動
を
し
て
き
た
が
、
現

場
の
都
市
空
間
に
飛
び
込
む
こ
と
の
な
か
に
都
市
デ
ザ
イ
ン

の
答
え
が
あ
る
と
思
っ
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、

本
書
を
書
き
続
け
る
な
か
で
、
都
市
デ
ザ
イ
ン
と
は
、
都
市

と
い
う
書
物
の
多
様
な
著
者
の
営
み
を
繫
ぎ
合
わ
せ
、
ひ
と

つ
の
物
語
と
し
て
今
日
の
都
市
を
語
り
、
そ
し
て
そ
の
ス
ト

ー
リ
ー
を
次
の
著
者
た
ち
に
引
き
継
い
で
い
く
、
そ
う
し
た

試
み
の
総
体
を
い
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
な
か
に
は
大
規
模
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
都
市

空
間
を
力
い
っ
ぱ
い
大
き
な
声
で
表
現
す
る
物
語
の
著
者
も

い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
都
市
デ
ザ
イ
ン
だ
と
定
義
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
都
市
は
そ
う
し
た
部
分
だ
け
で
で

き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の

大
き
な
ピ
ー
ス
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

繊
細
な
ピ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
パ
ズ
ル
の
微
妙
な
絵
柄
を
描
き

出
す
書
き
手
も
い
る
。
そ
れ
ら
総
体
が
都
市
の
物
語
を
形
づ

く
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
都
市
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
総
体
を

形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

書
き
手
に
連
な
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
と
し
て
の
都
市
た

ち
、
こ
の
愛
す
べ
き
対
象
に
こ
れ
か
ら
も
正
面
か
ら
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

　

な
お
、
本
書
の
性
格
上
、
多
く
の
参
考
文
献
に
依
拠
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
典
拠
を
い
ち
い
ち
明
示
す
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
巻
末
の
参
考
文
献
に
多
く
を
依
っ
て
い
る
こ
と

を
明
記
し
、
感
謝
し
た
い
と
思
う
。

　

加
え
て
本
書
の
よ
う
な
都
市
の
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と

い
う
の
は
あ
ま
り
類
例
の
な
い
試
み
ゆ
え
、
想
像
力
の
羽
を

広
げ
す
ぎ
て
思
わ
ぬ
事
実
誤
認
を
犯
し
て
い
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懼
れ
る
。
識
者
の
斧
正
を
待
ち
た

い
。

　

ま
た
、
本
書
で
は
ど
の
章
か
ら
読
み
進
め
て
い
た
だ
い
て

も
い
い
よ
う
に
、
記
述
に
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と

も
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

　

本
書
の
も
と
と
な
っ
た
発
想
は
、
有
斐
閣
の
月
刊
誌
『
書

斎
の
窓
』
に
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
一
年
間
に
わ
た
っ
て
連

載
し
た
「
都
心
力
散
歩
一
〇
ル
ー
ト
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ

に
端
を
発
し
て
い
る
。
連
載
は
一
〇
都
市
で
、
分
量
も
短
い

も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
四
七
の
県
庁
所
在

都
市
す
べ
て
に
ま
で
広
げ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

有
斐
閣
の
大
井
文
夫
氏
、
柴
田
守
氏
、
四
竈
佑
介
氏
を
は
じ

め
と
す
る
編
集
ス
タ
ッ
フ
の
理
解
と
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
記
し
て
謝
し
た
い
。
ま
た
、
静
岡
と
青
森
の
項
に
関

し
て
は
、
エ
ッ
セ
ン
ス
を
自
治
体
学
会
の
機
関
誌
『
自
治
体

学
』
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
（
第
二
七
巻
第
一
号
、
第
三

〇
巻
第
二
号
）。
い
ず
れ
も
本
書
で
は
大
幅
に
加
筆
し
て
い
る
。

　

資
料
収
集
や
図
面
作
成
に
関
し
て
、
傳
舒
蘭
氏
、
金
銀
眞

氏
、
森
朋
子
氏
、
楊
惠
亘
氏
、
五
十
嵐
佳
子
氏
、
鈴
木
麻
記

子
氏
の
助
力
を
得
た
。
篤
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

二
〇
一
八
年
二
月

西
村
幸
夫
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