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池
袋
学
と
自
由
の
発
信

―
池
袋
周
辺
地
域
の
文
化
土
壌

― 

渡

辺

憲

司

 

近
代
以
前
の
武
蔵
野
台
地
に
お
け
る
池
袋
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
な
が
ら
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
寺
院
文
化
・
園
芸
文
化
、
明
治
に
至
っ
て
開
化
さ
れ
る

池
袋
周
辺
の
郊
外
文
化
、
さ
ら
に
、
個
性
的
な
教
育
方
針
を
貫
い
た
、
帝
国

小
学
校
・
児
童
の
村
小
学
校
・
家
庭
学
校
・
滝
野
川
学
園
・
成
蹊
学
園
な
ど

や
、
自
由
主
義
を
標
榜
す
る
、
自
由
学
園
・
立
教
大
学
・
明
治
女
学
校
な
ど

の
学
校
群
が
集
結
す
る
こ
の
地
域
の
教
育
風
土
に
つ
い
て
概
観
し
な
が
ら
、

「
池
袋
学
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
る
。 

  

■
は
じ
め
に 

立
教
大
学
の
校
歌
「
栄
光
の
立
教
」
、
み
な
さ
ん
は
き
ち
ん
と
歌
え
ま
す

か
？

い
つ
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
他
の
学
校
の
校
歌
は
、

な
ぜ
か
よ
く
聞
こ
え
る
ん
で
す
。
立
教
の
校
歌
は
「
見
よ
見
よ
立
教
」
で
終

わ
る
か
な
と
思
う
と
、
最
後
に
「
自
由
の
学
府
」
が
来
て
終
わ
る
。
と
こ
ろ

が
、
早
稲
田
大
学
や
慶
応
大
学
、
明
治
大
学
を
は
じ
め
、
他
の
学
校
の
校
歌

は
、
学
校
名
で
締
め
く
く
ら
れ
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
ん
で
す
よ
。
た
と

え
ば
「
見
よ
見
よ
立
教
、
わ
が
立
教
」
と
い
う
終
わ
り
方
だ
っ
た
ら
落
ち
着

く
も
の
を
、
あ
た
か
も
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
「
見
よ
見
よ
立
教
、
自
由
の

学
府
」
と
終
わ
る
ん
で
す
。 

実
は
こ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
歌
詞
の
文
脈
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
ん
で
す

ね
。
も
ち
ろ
ん
、
立
教
の
教
育
が
自
由
を
理
念
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
野

球
の
試
合
な
ど
で
他
の
学
校
の
校
歌
を
聞
く
た
び
に
、
ど
う
し
て
立
教
大
学

は
最
後
に
「
自
由
の
学
府
」
を
つ
け
た
の
か
と
、
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
じ
っ
く
り
考
え
て
み
よ
う
、
と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で

す
。
最
後
に
「
そ
う
か
、
そ
れ
で
つ
け
た
の
か
」
と
、
皆
さ
ん
に
納
得
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 
■
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
池
袋
周
辺
地
域 

ま
ず
は
地
図
を
見
な
が
ら
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
池
袋
の
様
相
を

追
い
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。 

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
、
池
袋
に
は
、
畑
以
外
ほ
と
ん
ど
何
も
あ
り
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ま
せ
ん
で
し
た
（
左
図
）
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
な
る
と
、
西
武
鉄
道

が
開
通
し
ま
す
。
ま
た
、
豊
島
師
範
学
校
や
立
教
大
学
校
地
が
で
き
ま
す
が
、

そ
の
他
に
は
ま
だ
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
大
正
五
年
（
一
九
二
一
）

に
は
、
住
宅
地
が
続
々
と
で
き
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
七
年
（
一
九

三
二
）
に
な
る
と
地
図
に
「
立
教
大
学
」
と
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住

宅
地
も
さ
ら
に
増
え
て
き
ま
す
。
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
は
、
さ
ら
に

住
宅
地
が
増
え
、
道
路
も
整
備
さ
れ
、
立
教
通
り
も
で
き
ま
す
。
日
本
聖
公

会
神
学
校
や
工
場
も
で
き
て
き
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
池
袋
は
徐
々
に
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）

に
着
目
し
た
い
と
思
い
ま
す

（
下
図
）
。
昭
和
二
十
年
の

戦
災
で
全
て
焼
け
て
し
ま
い

ま
し
た
。
豊
島
区
の
小
学
校

と
中
学
校
は
、
空
襲
で
焼
け

た
た
め
に
、
同
じ
日
に
全
て

閉
校
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
十
二
年
経
っ
て
、

昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）

に
な
る
と
、
住
宅
地
も
増
え

て
、
戦
災
か
ら
復
興
し
て
き

た
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

れ
は
も
う
、
我
々
の
時
代
に

近
い
わ
け
で
す
ね
。 

■
大
正
自
由
教
育
・
立
教
大
学
・
自
由
学
園 

今
日
は
、
自
由
教
育
を
テ
ー
マ
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
状
況
な
ど
に
つ
い

て
、
当
時
の
文
学
作
品
や
僕
独
自
の
年
表
を
辿
り
な
が
ら
話
す
つ
も
り
で
す

が
、
講
演
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
の
横
山
恵

美
さ
ん
に
よ
る
自
由
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
や
、
以
前
、
立
教
大
学
の
教
育
学
科

に
い
ら
し
た
中
野
光
先
生
の
お
仕
事
か
ら
大
き
な
学
恩
を
受
け
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

『
国
史
大
辞
典
』
の
「
大
正
自
由
教
育
」
「
立
教
大
学
」
「
自
由
学
園
」

の
項
目
か
ら
、
池
袋
周
辺
地
域
に
お
け
る
「
自
由
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま

す
。
何
が
そ
の
土
壌
と
な
っ

た
の
か
。
そ
う
し
た
土
壌
を
、

立
教
大
学
の
校
歌
が
「
自
由

の
学
府
」
で
締
め
く
く
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

文
献
と
し
て
『
国
史
大
辞

典
』
を
選
ん
だ
の
は
「
大
正

自
由
教
育
」
と
「
立
教
大
学
」

の
項
目
を
、
浜
田
陽
太
郎
先

生
が
執
筆
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
浜
田
先
生
は
、
今
か
ら

四
代
前
の
立
教
大
学
の
総
長

で
す
。
で
す
か
ら
、
私
が
立

教
へ
赴
任
し
た
当
初
は
、
浜
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田
先
生
が
総
長
で
し
た
。 

ま
ず
は
『
国
史
大
辞
典
』
か
ら
「
大
正
自
由
教
育
」
を
引
い
て
み
ま
す
。 

 
大
正
期
（
必
ず
し
も
厳
密
に
時
期
を
特
定
で
き
な
い
）
に
お
い
て
、

そ
れ
ま
で
の
画
一
的
な
注
入
教
授
、
権
力
的
な
と
り
し
ま
り
を
特
徴
と

す
る
訓
練
に
対
し
て
、
子
ど
も
の
自
発
性
・
個
性
を
尊
重
し
よ
う
と
し

た
自
由
主
義
的
な
教
育
。
こ
の
よ
う
な
教
育
に
対
す
る
呼
称
は
一
定
し

て
お
ら
ず
、
「
大
正
新
教
育
」
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
、
こ
の
立
場
か
ら

の
教
育
改
造
が
一
つ
の
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
し
ば
し

ば
大
正
自
由
教
育
＝
新
教
育
運
動
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
教
育
の
具
体

的
支
持
基
盤
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
至
っ
て
よ
う
や
く
一
定
の

社
会
的
階
層
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
小
市
民
的
中
間
層
と
、
二
十
世
紀

に
入
っ
て
世
界
的
な
教
育
思
潮
と
な
っ
た
児
童
解
放
の
動
き
で
あ
る
。 

 

ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
運
動
が
「
小
市
民
的
中
間
層
」

―
富
裕
層
ま
で
は

い
か
ず
と
も
、
社
会
階
層
的
に
中
間
ぐ
ら
い
の
我
々
み
た
い
な
人
た
ち
を
中

心
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
運
動
が
世
界
的
な
教

育
の
思
潮
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

今
回
取
り
上
げ
る
の
が
、
「
立
教
大
学
」
と
「
自
由
学
園
」
で
す
。
『
国

史
大
辞
典
』
に
は
、
い
か
な
る
こ
と
が
立
教
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
か
を
、

ま
ず
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
宣
教
師
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズChanning M

oore 
W

illiam
s

主
教
に
よ
っ
て
、
東
京
築
地
居
留
地
外
新
栄
町
五
丁
目
（
中

央
区
）
に
創
設
し
た
立
教
学
校
が
、
そ
の
濫
觴
で
あ
る
。
の
ち
の
総
理

タ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
「
立
教
は
セ
ン
ト=

ポ
ー
ル
ス
の
日
本
名
で
あ
る
。

そ
れ
は
『
教
え
の
建
設
』
を
意
味
し
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
極
め
て
適

わ
し
い
名
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
十
六
年
立
教
学
校
廃
校
、
立
教

大
学
校
と
し
て
発
足
、
四
十
年
専
門
学
校
令
に
よ
る
「
大
学
」
と
な
り
、

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
大
学
令
に
よ
る
大
学
の
認
可
を
受
け
現
在

に
至
る
。
そ
の
間
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
、
築
地
か
ら
現
在
の
池

袋
校
地
へ
移
転
。
〔
中
略
〕
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
教
育
を
基
本
と
し
、

寛
容
を
旨
と
し
、
自
由
の
学
府
と
し
て
の
伝
統
を
継
承
す
る
大
学
と
し

て
、
愛
の
魂
、
正
義
の
心
を
持
つ
学
生
の
教
育
を
目
標
と
し
て
い
る
。 

 

「
寛
容
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
た
い
へ
ん
浜
田
先
生
ら

し
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ

れ
が
何
よ
り
立
教
の
良
い
と
こ
ろ
で
す
よ
。
「
愛
の
魂
、
正
義
の
心
を
持
つ
」

と
い
う
の
も
重
要
で
す
が
、
「
寛
容
」
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
「
自
由
」
も
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。
続
け
て

「
自
由
学
園
」
の
項
目
で
す
。 

 

そ
れ
は
、
高
等
女
学
校
令
に
よ
ら
な
い
、
「
も
つ
と
窮
屈
で
な
く
自

由
に
実
の
あ
る
学
問
を
さ
せ
、
且
つ
進
歩
し
た
意
味
に
於
て
の
家
庭
の

実
務
が
、
そ
の
手
と
そ
の
頭
で
、
ず
ん
ず
ん
明
快
に
運
ん
で
行
け
る
や

う
な
修
業
を
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
「
自
由
学
園
女
学
校
」

で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
女
子
部
に
高
等
科
を
増
設
、
さ
ら
に
初
等
部
を

開
校
し
て
い
っ
た
が
、
の
ち
に
男
子
部
（
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
）
・

幼
児
生
活
団
（
同
十
四
年
）
を
加
え
た
。
こ
の
間
、
昭
和
九
年
（
一
九

三
四
）
に
同
北
多
摩
郡
久
留
米
村
（
東
久
留
米
市
学
園
町
）
に
移
転
。
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第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
男
子
最
高
学
部
・
女
子
最
高
学
部
を
開
設
し

た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
大
学
卒
業
資
格
を
与
え
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ー

ク
な
高
等
教
育
機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
園

の
教
育
理
念
は
自
由
主
義
教
育
思
想
に
基
づ
く
自
治
・
自
由
を
本
流
と

し
な
が
ら
、
広
い
社
会
的
問
題
意
識
を
開
か
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

（
久
保
義
三
執
筆
） 

 

自
由
学
園
は
、
羽
仁
も
と
子
と
羽
仁
吉
一
が
雑
司
が
谷
に
建
て
た
学
校
で

す
。
羽
仁
も
と
子
は
、
明
治
女
学
校
の
出
身
者
で
す
。
ま
た
、
羽
仁
も
と
子

と
羽
仁
吉
一
は
、
婦
人
之
友
社
を
創
設
し
ま
し
た
。
雑
誌
『
婦
人
之
友
』
の

前
身
で
あ
る
『
家
庭
之
友
』
を
創
刊
す
る
な
ど
、
自
由
教
育
だ
け
で
な
く
女

性
教
育
に
も
尽
力
し
た
人
物
で
し
た
。 

 

■
郊
外
の
安
定
し
た
環
境 

こ
こ
ま
で
の
話
を
ふ
ま
え
て
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
池
袋
周
辺
地
域

の
文
化
土
壌
と
〈
自
由
〉
に
つ
い
て
、
時
代
背
景
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
江
戸
の
人
口
は
急
激
に
減
少
し
ま
す
。
明
治
維
新

で
日
本
中
の
す
べ
て
が
盛
り
上
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
参
勤
交

代
で
江
戸
へ
来
て
い
た
男
た
ち
が
、
み
ん
な
帰
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
江
戸
は
が
ら
が
ら
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
幕
末
に
百
四
十
万
人
く

ら
い
だ
っ
た
人
口
が
明
治
維
新
で
七
十
万
人
に
な
り
、
そ
し
て
、
明
治
と
い

う
時
代
を
経
て
、
だ
ん
だ
ん
急
激
に
回
復
し
て
い
き
、
大
正
初
期
に
は
二
百

万
人
を
超
え
る
。
さ
ら
に
昭
和
に
な
っ
て
く
る
と
、
三
百
万
人
を
超
し
て
四

百
万
人
…
…
と
、
東
京
は
も
の
す
ご
い
勢
い
で
人
口
を
膨
張
さ
せ
て
い
き
ま

す
が
、
明
治
時
代
の
初
期
に
は
、
都
市
の
空
洞
化
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
一
方
で
、
郊
外
は
い
か
な
る
状
況
か
。
よ
く
「
池
袋
は
何
に
も
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
都
市
部
で
急
激
な
変
化
が

あ
っ
て
も
、
郊
外
で
は
安
定
的
な
農
村
部
の
成
立
が
あ
っ
て
、
安
定
し
た
人

口
構
成
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
巣
鴨
の
あ
た
り
、
そ
れ
か
ら

「
鼠
山
」
。
「
不
寝
」
と
書
い
て
「
寝
ず
の
番
を
し
た
」
と
い
う
意
味
ら
し

い
で
す
が
、
現
在
の
目
白
の
森
で
す
。
野
鳥
も
来
る
大
変
い
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
そ
れ
が
薬
草
の
宝
庫
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
駒
込
の
ナ
ス
や
大

根
、
き
の
こ
な
ど
の
農
産
物
が
神
田
市
場
に
ど
ん
ど
ん
送
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。
「
安
定
的
農
村
部
の
成
立
」
と
は
私
の
言
葉
で
す
が
、
安
定
し
た
農
作

物
の
供
給
地
と
し
て
の
池
袋
、
そ
の
周
辺
地
域
の
雑
司
が
谷
や
巣
鴨
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

さ
ら
に
植
木
屋
。
植
木
屋
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
屋
敷
が
ど
ん
ど
ん
で

き
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
住
宅
地
と
し
て
は
最
高
で
す
よ
。
園
芸

に
は
、
そ
う
い
う
側
面
も
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
し
た
良
い
環
境
が

構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う

わ
け
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
学
習
院
か
ら
目
白
通
り
の
あ
た
り
に
は
感
応
寺
と
い
う
二
万

八
千
六
百
坪
の
大
き
な
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
立
教
大
学
が
一
万
四
千
坪
く

ら
い
で
、
吉
原
は
約
二
万
坪
で
す
か
ら
非
常
に
大
規
模
な
お
寺
で
す
。
こ
の

感
応
寺
は
天
保
の
改
革
で
潰
さ
れ
ま
す
。
感
応
寺
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も

多
い
の
で
す
が
、
豊
島
を
語
る
と
き
、
感
応
寺
を
抜
き
に
語
れ
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
も
う
一
つ
言
い
た
い
こ
と
は
、
感
応
寺
の
よ
う
な
大
き
な
寺
域
を

持
つ
た
め
に
は
土
地
を
買
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
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う
し
た
大
規
模
な
土
地
、
そ
れ
も
江
戸
か
ら
離
れ
た
不
便
な
と
こ
ろ
で
は
な

く
て
、
江
戸
の
中
で
、
あ
る
程
度
気
軽
に
行
け
る
距
離
の
土
地
の
買
収
が
地

主
な
ど
の
協
力
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
大
き
な
寺
域

が
、
江
戸
か
ら
近
い
範
囲
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
町
の
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
こ
と
を
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
、
明
治
半
ば
の
話
で
す
が
、
明
治
二
十
一
年
頃
、
日
本
中
を
挙

げ
て
「
牛
乳
さ
え
飲
ん
で
い
れ
ば
元
気
に
な
る
！
」
み
た
い
な
風
潮
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
頃
、
豊
島
区
に
は
三
十
箇
所
も
牧
場
が
あ
り
ま
し
て
、
豊
島

区
南
大
塚
の
東
福
寺
と
い
う
お
寺
に
、
疫
牛
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。
牧
場
が

点
々
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
が
明
治

の
末
年
ぐ
ら
い
ま
で
続
く
わ
け
で
す
。 

 ■
都
市
の
劣
悪
化
と
郊
外
都
市
へ
の
憧
れ 

や
が
て
東
京
の
中
心
地
域
で
は
、
急
激
に
人
口
が
回
復
し
て
い
く
の
で
す

が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
環
境
が
非
常
に
劣
悪
に
な
り
ま
す
。
今
み
た
い
に
水
洗

便
所
な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
人
が
増
え
た
こ
と
で
汚
く
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。
そ
し
て
、
工
場
も
、
東
京
の
中
心
部
に
つ
く
る
状
況
が
続
き
、
そ

れ
を
と
に
か
く
外
へ
出
そ
う
と
言
い
出
す
わ
け
で
す
。 

そ
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
た
の
は
、
森
鷗
外
で
す
。
陸
軍
軍
医
で
あ
っ
た
森
鷗

外
は
、
あ
る
種
の
文
明
論
的
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
都
市
の
劣
悪
化
を
指

摘
し
て
、
公
衆
衛
生
の
必
要
性
を
説
く
わ
け
で
す
。 

そ
れ
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ワ
ー
ド
の
『
田
園
都
市
論
』
が
明
治
三

十
一
年
頃
に
入
っ
て
き
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
も
日
本
と
同
じ
で
、
都
市
中
心
部

に
集
中
し
て
環
境
が
劣
悪
化
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、
郊
外
都
市
を
つ
く
ろ
う

と
す
る
ん
で
す
。
ミ
ス
テ
リ
ー
映
画
な
ど
を
見
ま
す
と
わ
か
り
ま
す
が
、
イ

ギ
リ
ス
も
郊
外
は
な
か
な
か
良
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
田
園
都
市
へ

の
憧
れ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
す
る
と
、
片
山
潜
が
『
鉄
道
新
論
』
（
明
治
二
十
九
年
）
で
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
都
市
交
通
の
整
備
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
〈
都
市
〉
を
中
心

に
据
え
て
考
え
る
人
が
多
い
中
で
「
郊
外
は
郊
外
と
し
て
自
立
す
べ
き
だ
」

と
言
っ
た
の
が
、
国
木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
や
「
散
歩
論
」
で
す
。
「
自

立
的
郊
外
論
」
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
都
市
部
の
劣
悪
化

に
対
し
て
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
完
成
予
定
の
「
東

京
市
区
改
正
計
画
」

―
東
京
都
を
全
部
改
革
し
よ
う
と
い
う
計
画

―
が

公
に
も
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
ひ
と
つ
の
状
況
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

そ
の
例
と
し
て
、
幸
徳
秋
水
が
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
書
い
た
記

事
を
紹
介
し
ま
す
。
幸
徳
秋
水
は
大
逆
事
件
で
絞
首
刑
に
な
っ
た
人
物
で
す

が
、
大
石
誠
之
助
と
共
に
、
今
は
冤
罪
だ
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
危
険
な
犯
罪
者
な
ど
と
、
誤
解
の
な
い
よ
う
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

さ
て
、
幸
徳
秋
水
の
「
郊
外
生
活
」
に
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

京
に
田
舎
あ
り
、
コ
ス
モ
ス
け
る
大
塚
停
車
場
を
半
丁
、
仙
渓
園
の

楓
林
に
隣
り
て
、
我
は
此
程
一
屋
を
賃
し
ぬ
、
軒
傾
き
柱
朽
ち
て
、
見

る
か
げ
も
な
き
破
屋
な
が
ら
、
室
の
数
は
、
五
、
賃
は
七
両
二
分
、
廉

な
ら
ず
と
せ
ず
。
若
し
夫
れ
秋
高
く
気
澄
め
る
の
日
、
苗
木
畑
隔
て
し

牧
場
に
は
五
六
の
乳
牛
ゆ
る
や
か
に
眠
り
、
荒
れ
た
る
庭
の
横
手
に

は
、
夫
婦
の
農
夫
清
水
に
蹲
ん
で
、
白
玉
の
如
き
蕪
を
洗
ふ
、
飾
ら
ぬ

野
趣
は
お
の
づ
か
ら
其
中
に
在
り
。
〔
中
略
〕
遮
漠
、
今
の
我
が
郊
外
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生
活
は
、
平
穏
な
り
、
閑
静
な
り
、
古
雅
な
り
、
質
朴
な
り
、
文
明
を

知
ら
ず
、
流
行
を
趁
は
ざ
る
郊
外
生
活
な
り
、
我
は
我
が
清
福
を
欣
ぶ
。 

 

「
京
」
は
東
京
の
こ
と
で
す
。
東
京
の
大
塚
停
車
場
か
ら
半
丁
の
と
こ
ろ

に
一
軒
の
あ
ば
ら
家
を
借
り
た
と
。
「
賃
は
七
両
二
分
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
明
治
は
「
円
」
な
ん
で
す
が
、
た
と
え
ば
「
今
日
品
川
に
遊
び
に
行

こ
う
。
一
両
持
っ
て
い
け
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
な
ん
て
言
っ
た
り
す
る
ん
で

す
よ
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
う
一
両
は
、
一
円
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
「
七

両
二
分
」
は
、
だ
い
た
い
七
円
二
十
銭
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
小
学

校
の
先
生
の
初
任
給
が
八
円
で
す
か
ら
、
だ
い
た
い
小
学
校
の
先
生
の
初
任

給
程
度
。
今
の
小
学
校
の
先
生
の
初
任
給
は
、
差
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
だ
い
た
い
十
七
万
円
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
「
七
両
二
分
」
は
、

だ
い
た
い
十
五
～
六
万
円
く
ら
い
で

す
ね
。
こ
れ
を
「
廉
な
ら
ず
と
せ
ず
」
、

つ
ま
り
「
安
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
。 

幸
徳
秋
水
と
聞
く
と
、
「
貧
乏
人

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
か
、
ふ

と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
非
常
に
良
い
家

の
出
身
な
ん
で
す
。
仲
間
た
ち
も
、

貧
し
い
人
も
い
ま
す
が
、
基
本
的
に

は
裕
福
な
人
た
ち
で
す
。
と
く
に
大

石
誠
之
助
は
、
た
い
へ
ん
裕
福
で
し

た
。
あ
と
で
触
れ
ま
す
が
、
文
化
学

院
を
つ
く
っ
た
西
村
伊
作
な
ど
も
そ
う
し
た
富
裕
層
の
人
達
で
す
。
だ
か
ら

家
賃
が
十
五
～
六
万
の
家
を
借
り
ら
れ
る
わ
け
で
す
。 

幸
徳
秋
水
は
こ
こ
で
の
生
活
を
「
平
穏
な
り
、
閑
静
な
り
、
古
雅
な
り
、

質
朴
な
り
、
文
明
を
知
ら
ず
、
流
行
を
お
わ
ざ
る
郊
外
生
活
な
り
、
我
は
我

が
清
福
を
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
が
、
こ

の
数
年
後
に
彼
は
大
逆
事
件
で
検
挙
さ
れ
、
絞
首
刑
に
な
っ
た
の
で
す
。 

次
に
引
い
た
の
が
、
森
田
草
平
の
「
煤
煙
」
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、

森
田
草
平
が
夏
目
漱
石
の
紹
介
で
朝
日
新
聞
に
連
載
し
た
も
の
で
す
ね
。
平

塚
ら
い
て
う
と
の
心
中
未
遂
を
話
題
に
し
た
作
品
で
す
。 

 

ニ
コ
ラ
イ
の
円
蓋
が
黒
く
浮
出
し
て
見
え
る
。
大
都
会
は
今
が
埋
葬
の

間
際
か
と
思
は
れ
た
。
此
寂
か
な
夕
暮
の
空
に
彼
方
此
方
工
場
の
煙
突

か
ら
幾
条
と
な
く
煤
煙
が
立
つ
。 

 

こ
れ
は
「
煤
煙
」
の
ひ
と
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
か
、
出
会
い
の

場
面
で
す
。
丸
屋
根
が
水
道
橋
の
あ
た
り
か
ら
向
こ
う
に
見
え
て
き
て
、
大

都
会
は
も
う
死
ぬ
直
前
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
工
場
の
煙
突

か
ら
立
つ
煤
煙
を
見
た
主
人
公
、
平
塚
ら
い
て
う
が
モ
デ
ル
の
女
性
は
「
あ

あ
、
い
い
煙
だ
わ
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
や
が
て
彼
ら
の
運
命
を
暗
示
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
「
あ
の
モ
ク
モ
ク
し
た
煙
を
見
る
と
と
て
も
い
い
気
持
ち

な
の
」
な
ん
て
こ
と
を
言
う
ん
で
す
よ
。
主
人
公
の
男
が
、
そ
れ
に
対
し
て

「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
も
な
い
よ
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
、
デ
ー
ト
す

る
シ
ー
ン
で
す
。
勘
所
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
、
都
市
の
空
洞
化
後
に
人

口
が
爆
発
的
に
膨
張
し
た
時
期
に
工
場
の
煙
が
モ
ク
モ
ク
立
つ
と
い
う
こ
と

に
、
あ
る
種
の
象
徴
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 
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そ
れ
か
ら
、
平
塚
ら
い
て
う
を
中
心
と
す
る
女
性
た
ち
の
新
し
い
動
き
で

す
。
雑
誌
『
青
鞜
』
の
表
紙
は
、
新
し
い
女
性
を
象
徴
し
た
よ
う
な
非
常
に

モ
ダ
ン
な
感
じ
で
す
。
こ
の
時
期
、
そ
う
し
た
新
し
い
ム
ー
ド
が
盛
り
上
が
っ

て
く
る
。
同
じ
頃
、
ら
い
て
う
は
、
高
村
光
太
郎
の
妻
で
「
東
京
に
は
空
が

な
い
」
と
言
っ
た
智
恵
子
と
テ
ニ
ス
を
し
た
り
し
て
、
雑
司
が
谷
あ
た
り
を

ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
小
市
民
と
い
う
か
、
あ
る
種
の
富
裕
階

級
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
す
。 

こ
う
し
た
こ
と
を
あ
る
種
の
土
壌
と
し
て
、
後
に
触
れ
る
滝
乃
川
学
園
や

家
庭
学
校
、
明
治
女
学
校
な
ど
が
で
き
て
い
く
ん
で
す
。 

 

■
池
袋
周
辺
地
域
と
社
会
的
弱
者
の
た
め
の
教
育 

続
い
て
、
農
村
部
の
発
展
に
よ
る
郊
外
文
化
の
成
立
に
つ
い
て
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
僕
が
独
自
に
ま
と
め
た
明
治
大
正
期
の
年

表
を
も
と
に
、
時
代
を
追
っ
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

明
治
三
十
年
に
明
治
女
学
校
が
巣
鴨
に
移
転
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
地
価

の
安
い
と
こ
ろ
に
土
地
を
買
っ
て
、
規
模
を
大
き
く
し
た
い
と
い
う
理
由
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
空
気
の
い
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
麹
町
か
ら
移
転
し

て
く
る
わ
け
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
家
庭
学
校
と
滝
乃
川
学
園
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
家

庭
学
校
は
、
犯
罪
を
犯
し
た
子
ど
も
を
更
生
さ
せ
る
、
感
化
院
的
な
も
の
で

す
。
家
庭
学
校
を
つ
く
っ
た
留
岡
幸
助
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
で
す
。

池
袋
に
住
ん
で
い
た
人
で
す
が
、
さ
ら
に
北
海
道
の
紋
別
に
も
分
校
を
つ
く

り
ま
す
。
子
ど
も
が
罪
を
犯
し
て
学
校
を
や
め
る
と
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ

の
子
に
責
任
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
環
境
な
ど
様
々
な
問
題
を

抱
え
る
か
ら
、
社
会
の
中
で
弱
者
と
し
て
追
い
や
ら
れ
た
結
果
で
も
あ
り
ま

す
。
僕
は
四
十
年
近
く
教
員
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
大
事
な

こ
と
は
、
明
治
三
十
年
代
頃
、
そ
う
い
う
人
を
収
容
す
る
学
校
が
で
き
て
き

た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。 

滝
乃
川
学
園
は
、
知
的
障
害
を
持
つ
方
の
施
設
で
す
ね
。
『
筆
子
・
そ
の

愛

―
天
使
の
ピ
ア
ノ

―
』
や
『
無
名
の
人

―
石
井
筆
子
の
生
涯
』
と

い
っ
た
映
画
に
も
な
り
ま
し
た
し
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
は
天
皇
皇
后

両
陛
下
が
来
訪
さ
れ
ま
し
た
。
今
は
立
川
の
方
に
移
っ
て
い
ま
す
が
。
滝
乃

川
学
園
の
石
井
亮
一
さ
ん
は
立
教
の
出
身
者
で
、
立
教
女
学
院
の
教
頭
だ
っ

た
方
で
す
。
宗
教
色
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
聖
三
一
礼
拝
堂
や
石
井

亮
一
・
筆
子
記
念
館
は
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

こ
の
時
期
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
池
袋
駅
が
開
通

し
て
便
利
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
す
が
、
社
会
の
な
か
で
大
き
な
弱
者
に

な
っ
た
人
た
ち
の
学
校
が
池
袋
周
辺
地
域
に
続
々
と
で
き
で
く
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
に
思
い
を
寄
せ
る
と
、
こ
の
時
代
が
ど
う
い
う
方

向
に
向
か
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。 

明
治
三
十
四
年
に
は
、
日
本
女
子
大
学
校
が
開
校
し
ま
す
。
平
塚
ら
い
て

う
な
ん
か
が
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
成
瀬
仁
蔵
さ
ん
が
新
し
い

女
子
教
育
を
始
め
て
い
く
。
こ
れ
は
、
明
治
女
学
校
も
同
じ
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
明
治
女
学
校
の
出
身
者
で
あ
る
羽
仁
も
と
子
は
自
由
学
園
を
つ
く
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。
ま
た
明
治
女
学
校
で
は
島
崎
藤
村
が
教
え
て
い
ま
し
た

よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
、
い
わ
ば
当
時
の
男
子
強
権
社
会
に
お
い
て
、

時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
隅
に
追
い
や
ら
れ
よ
う
と
す
る
人
た
ち
を
引

き
上
げ
る
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。 

池
袋
の
状
況
で
言
え
ば
、
野
上
豊
一
郎
と
弥
生
子
が
西
巣
鴨
に
移
転
し
て
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新
居
を
構
え
ま
す
。
彼
ら
も
富
裕
階
級
の
人
間
で
す
。
明
治
四
十
一
年
に
大

塚
に
移
転
し
て
き
た
幸
徳
秋
水
も
そ
う
で
す
。
要
す
る
に
、
あ
る
種
の
富
裕

階
級
の
人
間
が
巣
鴨
や
大
塚
と
い
っ
た
池
袋
周
辺
地
域
に
移
転
し
て
く
る
ん

で
す
。
一
方
で
明
治
女
学
校
が
廃
校
に
な
り
、
豊
島
師
範
学
校
が
明
治
四
十

二
年
（
一
九
〇
九
）
に
つ
く
ら
れ
ま
す
。 

同
じ
く
明
治
四
十
二
年
に
、
立
教
学
院
は
、
東
京
府
北
豊
島
郡
西
巣
鴨
村

大
字
池
袋
に
、
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
用
地
と
し
て
一
万
一
千
坪
を
購
入
し
ま
し

た
。
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
は
成
蹊
実
務
学
校
（
現
・
成
蹊
学
園
）
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
逆
事
件
を

挟
ん
で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
評
論
家
の
柄
谷
行
人
は
大
逆
事
件
の
遺

産
で
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
起
き
た
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
大
逆
事
件
で
最

も
印
象
深
い
の
は
、
徳
富
蘆
花
の
一
高
で
の
演
説
で
す
。
当
時
の
校
長
は
新

渡
戸
稲
造
で
し
た
。
誰
も
が
「
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
」

と
言
っ
た
演
説
で
す
。
そ
の
一
節
を
少
し
だ
け
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

諸
君
、
最
上
の
帽
子
は
頭
に
の
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
る
る
様
な
帽
子

で
あ
る
。
最
上
の
政
府
は
存
在
を
忘
れ
ら
る
る
様
な
政
府
で
あ
る
。
帽

子
は
上
に
い
る
つ
も
り
で
あ
ま
り
頭
を
押
つ
け
て
は
い
け
ぬ
。
我
ら
の

政
府
は
重
い
か
軽
い
か
分
ら
ぬ
が
、
幸
徳
君
ら
の
頭
に
ひ
ど
く
重
く
感

ぜ
ら
れ
て
、
と
う
と
う
彼
ら
は
無
政
府
主
義
者
に
な
っ
て
し
も
う
た
。

無
政
府
主
義
が
何
が
恐
い
？

そ
れ
ほ
ど
無
政
府
主
義
が
恐
い
な
ら
、

事
の
い
ま
だ
大
な
ら
ぬ
内
に
、
下
僚
で
は
い
け
ぬ
、
総
理
大
臣
な
り
内

務
大
臣
な
り
自
ら
幸
徳
と
会
見
し
て
、
膝
詰
の
懇
談
す
れ
ば
い
い
で
は

な
い
か
。
し
か
し
当
局
者
は
そ
の
よ
う
な
不
識
庵
流
を
や
る
に
は
あ
ま

り
に
武
田
式
家
康
式
で
、
か
つ
あ
ま
り
に
高
慢
で
あ
る
。
得
意
の
章
魚

の
よ
う
に
長
い
手
足
で
、
じ
い
と
か
ら
ん
で
彼
ら
を
し
め
つ
け
る
。
彼

ら
は
今
や
堪
え
か
ね
て
鼠
は
虎
に
変
じ
た
。
彼
ら
の
或
者
は
も
は
や
最

後
の
手
段
に
訴
え
る
外
は
な
い
と
覚
悟
し
て
、
幽
霊
の
よ
う
な
企
て
が

ふ
ら
ふ
ら
と
浮
い
て
来
た
。
短
気
は
わ
る
か
っ
た
。
ヤ
ケ
が
い
け
な

か
っ
た
。
今
一
足
の
辛
抱
が
足
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
誰
が
彼
ら
を
ヤ

ケ
に
な
ら
し
め
た
か
。
〔
中
略
〕
出
家
僧
侶
、
宗
教
家
な
ど
に
は
、
一

人
位
は
逆
徒
の
命
乞
す
る
者
が
あ
っ
て
宜
い
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に

管
下
の
末
寺
か
ら
逆
徒
が
出
た
と
い
っ
て
は
、
大
狼
狽
で
破
門
し
た
り

僧
籍
を
剥
い
だ
り
、
恐
れ
入
り
奉
る
と
は
上
書
し
て
も
、
御
慈
悲
と
一

句
書
い
た
も
の
が
な
い
と
は
、
何
と
い
う
情
な
い
こ
と
か
。
〔
中
略
〕

十
二
名

―
諸
君
、
今
一
人
、
土
佐
で
亡
く
な
っ
た
多
分
自
殺
し
た
幸

徳
の
母
君
あ
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
〔
中
略
〕
天
皇
陛
下
は
剛
健
質

実
、
実
に
日
本
男
児
の
標
本
た
る
御
方
で
あ
る
。
…
…
も
し
陛
下
の
御

身
近
く
忠
義
の
臣
が
あ
っ
て
、
陛
下
の
赤
子
に
差
異
は
な
い
、
な
に
と

ぞ
二
十
四
名
の
者
ど
も
、
罪
の
浅
き
も
深
き
も
一
同
に
御
宥
し
下
さ
れ

て
、
反
省
改
悟
の
機
会
を
御
与
え
下
さ
れ
か
し
と
、
身
を
以
て
懇
願
す

る
者
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
陛
下
も
御
頷
き
に
な
っ
て
、
我
ら
は
十
二
名

の
革
命
家
の
墓
を
建
て
ず
に
済
す
ん
だ
で
あ
ろ
う
。 

（
徳
富
蘆
花
「
謀
反
論
」
） 

 
こ
の
演
説
を
認
め
た
新
渡
戸
稲
造
も
校
長
と
し
て
偉
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
う
い
う
演
説
を
で
き
る
土
壌
が
一
高
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
逆
事
件
と

い
う
大
き
な
犠
牲
者
を
出
し
た
事
件
に
は
、
一
方
で
は
、
こ
う
い
う
背
景
も

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
我
々
が
今
日
の
「
自
由
の
学
府
」
を
考
え
る

時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
ひ
と
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
だ
と
思
い
ま
す
。 
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も
う
ひ
と
つ
だ
け
言
い
た
い
の
は
、
ソ
ロ
ー
の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
―
森
の

生
活
』
に
つ
い
て
で
す
。
コ
ン
コ
ー
ド
の
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
は
環
境
を
学
ぶ
者

に
と
っ
て
は
重
要
な
土
地
で
す
。
コ
ン
コ
ー
ド
は
、
ボ
ス
ト
ン
か
ら
電
車
で

四
十
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
小
さ
な
町
な
の
で
す
が
、
エ
マ
ー
ソ
ン
と

い
う
哲
学
者
が
中
心
に
い
て
、
オ
ル
コ
ッ
ト
な
ど
の
哲
学
者
を
こ
こ
へ
集
め

る
。
日
本
の
場
合
と
同
じ
で
、
都
市
部
で
あ
る
ボ
ス
ト
ン
の
環
境
が
劣
悪
化

し
た
た
め
に
、
郊
外
の
コ
ン
コ
ー
ド
に
移
る
わ
け
で
す
。
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
と

い
う
の
は
、
そ
こ
の
小
さ
な
池
で
す
。
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン―

森
の
生
活
』
は

環
境
学
を
研
究
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
バ
イ
ブ
ル
で
す
が
、
こ
れ
が
明
治

四
十
四
年
に
日
本
で
初
め
て
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
部
が
劣
悪

化
す
る
一
方
で
、
環
境
の
こ
と
を
深
く
考
え
る
人
た
ち
が
い
た
の
で
す
。 

 

■
池
袋
周
辺
地
域
と
児
童
文
学 

さ
ら
に
、
大
正
期
の
状
況
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
に
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
野
上
弥
生
子
が

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
出
産
し
て
、
「
こ
の
赤
ち
ゃ
ん
を
い
い
環
境
で
育

て
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
、
「
新
し
き
命
へ
」
と
い
う
短
編
を
書
き
ま
す
。

ま
た
有
島
武
郎
が
「
小
さ
き
者
へ
」
（
大
正
七
年
）
で
、
汚
い
都
心
で
は
な
く
、

自
分
の
子
ど
も
や
孫
に
き
れ
い
な
空
気
を
吸
わ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
こ
と

を
書
く
の
も
こ
の
時
代
で
す
。 

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
は
、
羽
仁
も
と
子
が
自
宅
を
婦
人
之
友
社
に
し

て
『
子
供
の
友
』
を
創
刊
し
ま
す
。
ラ
イ
バ
ル
は
、
講
談
社
の
『
少
年
倶
楽

部
』
で
す
。
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
の
た
め
の
雑
誌
が
つ
く
ら
れ
始
め
ま
す
。

ま
た
成
蹊
中
学
校
が
開
校
し
、
東
上
鉄
道
が
開
業
し
て
、
ま
す
ま
す
便
利
な

状
況
が
生
ま
れ
て
く
る
の
も
大
正
三
年
で
す
。
す
で
に
医
業
を
離
れ
て
い
た

森
鷗
外
の
「
大
塩
平
八
郎
」
や
夏
目
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
が
発
表
さ
れ
、
自

由
教
育
の
成
立
を
背
景
に
、
修
身
教
育
が
批
判
さ
れ
始
め
る
の
も
こ
の
大
正

三
年
頃
の
特
徴
で
す
。
一
方
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
、
日
本
は
対
独
参
戦

し
ま
す
。
日
本
は
、
第
二
次
大
戦
で
は
ド
イ
ツ
と
共
闘
す
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
当
時
は
ド
イ
ツ
嫌
い
で
す
。 

島
村
抱
月
の
芸
術
座
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
復
活
』
を
上
演
し
、
松
井
須
磨

子
が
歌
っ
た
劇
中
歌
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
が
流
行
し
ま
す
。
日
本
は
ロ

シ
ア
に
勝
っ
た
あ
と
、
ロ
シ
ア
文
学
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
時
代
が
あ
る
わ
け

で
す
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
は
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
と
か
「
恋
は
や
さ

し
野
辺
の
花
よ
」
と
い
っ
た
唄
が
流
行
す
る
。
白
蓮
の
『
踏
絵
』
と
い
う
歌

集
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
代
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
の
は
も
っ
と
早
い
時
期
で
す
が
、
芥
川

龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
が
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
ま
す
。
「
舞
姫
」
と
「
羅

生
門
」
は
高
校
の
国
語
の
教
科
書
の
定
番
で
す
。
こ
れ
は
問
題
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
ま
せ
ん

（

注

１

）

。
現
在
も
、
実
に
多
く
の
学
校
で
「
羅

生
門
」
は
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
羅
生
門
」
が
発
表
さ
れ
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン

と
は
何
か
」
と
か
「
人
間
の
開
示
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
出

し
た
の
も
、
こ
の
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

■
池
袋
と
周
辺
地
域
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
き 

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
で
重
要
な
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
明
治
の
時
に
憲
法

を
つ
く
り
、
議
会
に
重
き
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
に
、
議
会
が
無
視
さ
れ

て
い
く
傾
向
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
「
非
立
憲
主
義
批

判
」
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
先
頭
に
立
っ
た
吉
野
作
造
が
『
中
央
公
論
』
に

「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
の
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」
と
い
う
文
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章
を
発
表
し
ま
す
。
池
袋
学
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
で
す
が
、

先
般
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
、
雑
誌
『
東
京
人
』
の
最
初
の
編
集
長
で
あ
る

粕
谷
一
希
先
生
が
重
視
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
吉
野
作
造
の
政
論
で
す
ね
。

そ
し
て
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
映
画
が
上
映
さ
れ
て
、
文
明
批
判
す
る
の
も
こ

の
頃
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
倉
田
百
三
の
「
出
家
と
そ
の
弟
子
」
（
大
正
五
年
）
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
新
し
い
女
性
像
や
新
し
い
恋
愛
像
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
ま
た

黄
興
が
没
し
た
の
も
こ
の
大
正
五
年
で
す
。
黄
興
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
革
命

の
孫
文
の
前
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
そ
し
て
日
本
に
来
た
黄
興
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た
の
が
宮
崎
滔
天
で
、
中
国
の
革
命
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
し
た
。
滔

天
の
息
子
で
あ
る
宮
崎
龍
介
と
白
蓮
が
結
婚
し
て
、
雑
司
が
谷
に
住
む
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
澤
柳
政
太
郎
に
よ
っ
て
成
城
小
学
校
が
創
設
さ

れ
ま
す
。
澤
柳
は
後
の
大
正
大
学
の
学
長
で
も
あ
り
ま
す
が
、
京
都
大
学
学

長
だ
っ
た
頃
、
学
部
自
治
に
反
対
し
て
京
大
事
件
を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
私
学
を
奨
励
す
る
よ
う
に
な
っ
た
澤
柳
は
成
城
小
学
校
を
つ
く
り
、
新

し
い
女
性
教
育
を
始
め
ま
す
。 

こ
の
頃
に
は
「
コ
ロ
ッ
ケ
の
唄
」
が
流
行
し
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
流
行
は

西
洋
料
理
が
浸
透
し
て
き
た
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
新
国
劇
な
ど
が

結
成
さ
れ
、
有
島
武
郎
の
「
小
さ
き
者
へ
」
が
発
表
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
日

本
に
も
多
大
影
響
を
与
え
る
ロ
シ
ア
革
命
が
起
き
、
世
界
は
民
衆
中
心
へ
と

大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
状
況
下
、
大
正
七
年
（
一
九
一

八
）

に
、
立
教
大
学
の
図
書
館
が
竣
工
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
大
き
な
と
こ
ろ

で
す
ね
。 

七
月
に
鈴
木
三
重
吉
ら
が
『
赤
い
鳥
』
を
創
刊
し
ま
す
が
、
こ
れ
も
池
袋

の
土
壌
か
ら
刊
行
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
『
赤
い
鳥
』
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
を
具
現
化
し
た
、
非
常
に
新
し
い
ム
ー
ド
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時

登
場
す
る
宮
沢
賢
治
の
童
話
も
詩
も
一
切
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に

対
し
て
『
赤
い
鳥
』
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
『
赤
い
鳥
』
が
果
た
し

た
役
割
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
い
わ
け
で
す
。
北
原
白
秋
と
か
、
そ
う
い

う
人
た
ち
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。 

そ
の
年
の
九
月
に
、
立
教
大
学
が
築
地
か
ら
移
転
し
て
き
ま
す
。
十
一
月

に
は
武
者
小
路
実
篤
が
宮
崎
県
に
「
新
し
き
村
」
を
つ
く
る
な
ど
、
次
々
に

新
し
い
動
き
が
起
こ
っ
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
年
の
末
、
第
一
次
世
界
大
戦

の
終
結
に
よ
り
、
よ
う
や
く
世
界
に
平
和
が
訪
れ
ま
す
。
し
か
し
、
翌
年
の

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
労
働
争
議
が
起
こ
り
、
地
価
が
著
し
く
高
騰
し
ま

す
。
だ
か
ら
、
労
働
争
議
の
前
と
後
で
は
地
価
が
全
く
異
な
り
ま
す
。
ま
た

大
正
八
年
の
一
月
に
は
、
前
年
十
一
月
に
亡
く
な
っ
た
島
村
抱
月
の
あ
と
を

追
っ
て
、
松
井
須
磨
子
が
自
殺
し
て
い
ま
す
。 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
は
立
教
大
学
が
私
立
大
学
に
昇
格
し
ま
し
た
。

ま
た
同
年
に
ミ
ド
リ
ヤ
書
店
が
池
袋
の
西
口
駅
前
に
開
業
し
て
い
ま
す
。
花

岡
謙
二
は
「
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
父
」
と
言
わ
れ
る
方
で
す
。
こ
の
頃
、

池
袋
で
生
み
出
さ
れ
た
『
赤
い
鳥
』
は
三
万
部
を
刊
行
し
ま
す
。
カ
ル
ピ
ス

が
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
ね
。
あ
の
カ
ル
ピ
ス
の
マ
ー
ク
は
、
ま
さ
に

大
正
ロ
マ
ン
を
象
徴
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

■
富
裕
階
級
に
よ
る
新
た
な
教
育 

大
正
九
年
に
、
滝
乃
川
学
園
が
火
災
に
遭
い
ま
す
。
火
災
に
遭
っ
た
た
め

に
子
ど
も
た
ち
が
犠
牲
に
な
り
、
滝
乃
川
学
園
を
潰
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
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意
見
が
出
る
ん
で
す
。
強
者
を
育
て
る
た
め
の
教
育
を
背
景
に
、
知
的
障
害

者
の
方
を
対
象
と
す
る
教
育
が
無
駄
だ
と
い
う
意
見
も
出
て
き
ま
す
。
し
か

し
、
皇
室
が
こ
れ
を
精
力
的
に
援
助
し
ま
す
。
時
の
皇
后
の
「
ぜ
ひ
残
す
べ

き
だ
」
と
い
う
主
張
が
あ
り
、
滝
乃
川
学
園
は
再
興
し
、
現
在
に
至
る
わ
け

で
す
。
滝
乃
川
学
園
に
関
し
て
は
、
聖
三
一
礼
拝
堂
を
寄
付
す
る
な
ど
、
マ

キ
ム
主
教
も
援
助
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
立
教
は
し
っ
か

り
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
、
雑
誌
『
芸
術
自
由
教
育
』
の
発
刊
な
ど
を
背
景

に
自
由
学
園
が
開
校
し
ま
し
た
。
冒
頭
で
自
由
学
園
に
つ
い
て
ふ
れ
ま
し
た

が
、
羽
仁
も
と
子
ら
の
新
し
い
教
育
が
成
立
し
た
の
も
こ
の
年
で
す
。 

そ
れ
か
ら
、
大
逆
事
件
で
処
刑
さ
れ
た
大
石
誠
之
助
の
甥
、
西
村
伊
作
の

邸
宅
が
和
歌
山
の
新
宮
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
旧
西
村
伊
作
邸
も
モ
ダ
ニ
ズ

ム
建
築
で
す
。
西
村
伊
作
は
、
与
謝
野
鉄
幹
や
晶
子
を
呼
ん
で
御
茶
ノ
水
に

文
化
学
院
を
創
立
し
ま
す
。
文
化
学
院
と
自
由
学
園
は
、
あ
る
意
味
の
双
璧

で
す
。
両
方
と
も
、
日
本
の
教
育
に
お
け
る
あ
る
種
の
大
き
な
主
張

―
「
自

由
」
や
「
自
主
独
立
」
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
西
村
伊

作
は
大
富
豪
で
す
が
、
そ
う
し
た
富
裕
階
級
の
人
間
が
、
自
由
の
息
吹
を
考

え
な
が
ら
新
た
な
教
育
風
土
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
白
蓮
が

宮
崎
龍
介
の
も
と
へ
走
っ
た
の
も
、
こ
の
年
の
十
月
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
捉

え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
置
い
て
お
い
て
、
や
は
り
、
時
代
背
景
を

映
し
出
し
た
事
件
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

一
方
で
、
貧
富
の
差
が
決
定
的
に
広
が
っ
て
い
く
の
も
、
こ
の
時
代
の
大

き
な
特
徴
で
す
。
自
殺
者
件
数
は
六
六
七
件
に
の
ぼ
り
、
同
じ
頃
、
玉
の
井

の
私
娼
窟
な
ど
が
膨
れ
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
公
娼

―
公
の

吉
原
が
衰
退
す
る
一
方
で
、
安
易
な
性
風
俗
の
私
娼
が
増
加
し
く
る
の
も
、

こ
の
大
正
十
年
頃
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
日
本
で
貧
富
の
差
が
広
が
る
中
で
、

ロ
シ
ア
共
産
党
の
大
会
が
開
か
れ
、
日
本
が
革
命
後
の
ロ
シ
ア
に
惹
か
れ
て

い
く
の
も
こ
の
時
代
で
す
。 

 

■
「
栄
光
の
立
教
」
成
立 

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
、
茨
城
県
で
は
、
県
知
事
・
守
屋
源
次
郎
に
よ
っ

て
、
大
正
自
由
教
育
運
動
に
政
治
的
圧
迫
を
か
け
ま
す
。
一
方
、
池
袋
で
は

『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
の
創
刊
、
日
本
童
話
協
会
の
設
立
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
自
由
学
園
の
校
舎
が
完
成
す
る
。
立
教
大
学
が
、
大
学
令
に
よ
る
大
学

と
し
て
認
可
さ
れ
る
の
も
こ
の
年
で
す
。 

僕
が
か
つ
て
勤
め
て
い
た
武
蔵
高
校
が
設
立
さ
れ
た
の
も
大
正
十
一
年
で

す
。
「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
よ
」
と
い
う
の
が
武
蔵
高
校
の
理
想
で
あ
り

ま
す
が
、
「
自
学
自
習
」
と
「
自
由
」
は
対
の
思
想
で
す
。
「
自
主
独
立
自

由
」
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
武
蔵
高
校
が
開
校
し
て
「
自
ら
学
び
、
自
ら

考
え
よ
」
と
言
っ
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
羽
仁
も
と
子
に
よ
る
自
由
教

育
の
成
立
や
立
教
大
学
の
認
可
な
ど
が
あ
っ
た
の
だ
と
非
常
に
納
得
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
自
由
を
封
じ
込
め
る
内
容
の
「
か
ご
の
鳥
」
の
歌

も
流
行
し
ま
す
。 

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
、
本
郷
中
学
が
巣
鴨
に
で
き
ま
す
。
平
凡
社
の

社
長
で
あ
っ
た
下
中
弥
三
郎
ら
が
「
教
育
の
新
世
紀
社
」
と
い
う
「
自
由
教

育
」
を
旗
印
に
し
た
団
体
を
結
成
し
ま
す
。
ま
た
、
同
年
九
月
一
日
、
関
東

大
震
災
が
起
き
ま
す
。
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
大
正
期
に
培
っ
て
き
た
自

由
主
義
が
そ
こ
で
さ
ら
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
も
事
実
で
す
が
、
い

ま
ま
で
の
古
い
も
の
が
崩
壊
し
て
新
し
い
文
化
が
で
き
て
き
た
、
と
い
う
主

張
も
あ
り
ま
す
。 
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さ
て
、
そ
こ
で
、
今
日
の
主
眼
点
で
あ
る
「
栄
光
の
立
教
」
が
作
詞
さ
れ

る
わ
け
で
す
。 

 
芙
蓉
の
高
嶺
を
雲
井
に
望
み 

紫
匂
え
る
武
蔵
野
原
に 

い
か
し
く
そ
ば
だ
つ
我
等
が
母
校 

見
よ
見
よ
立
教

自
由
の
学
府 

 

愛
の
魂
正
義
の
心 

朝
に
夕
べ
に
鍛
え
つ
錬
り
つ 

邦
家
に
捧
ぐ
る
我
等
が
母
校 

見
よ
見
よ
立
教

自
由
の
学
府 

 

星
経
る
幾
年
伝
統
う
け
つ 

東
西
文
化
の
粋
美
を
こ
ら
し 

栄
光
輝
く
我
等
が
母
校 

見
よ
見
よ
立
教

自
由
の
学
府 

 

最
初
は
「
見
よ
見
よ
立
教
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
後
か
ら
各
説
末

尾
に
「
自
由
の
学
府
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
詩

全
体
で
見
る
と
「
自
由
の
学
府
」
は
、
な
ん
だ
か
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
我
々
は
、
つ
く
り
手
が
「
自
由
の
学
府
」

を
付
け
加
え
た
思
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
が
今
日
の
眼
目
で

す
。
戦
時
中
、
こ
の
歌
は
歌
唱
を
禁
止
さ
れ
ま
す
。
戦
時
中
は
「
自
由
」
で

は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
自
由
」
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

こ
の
頃
、
キ
リ
ス
ト
教
連
盟
が
成
立
し
て
、
ひ
と
つ
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
き

ま
す
。 

大
正
十
二
年
に
普
通
選
挙
法
が
可
決
さ
れ
、
孫
文
が
広
東
で
大
元
帥
に
な

り
、
中
国
革
命
は
新
た
な
展
開
を
見
せ
ま
す
。
周
恩
来
な
ど
も
様
々
な
形
で

参
加
し
、
大
き
く
ア
ジ
ア
全
体
が
揺
れ
動
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た

こ
と
が
、
中
国
へ
出
て
行
く
、
大
陸
へ
出
て
行
く
と
い
う
日
本
の
動
き
に
つ

な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
中
国
侵
攻
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
一
方
で

「
一
旦
空
洞
化
し
た
都
市
で
、
人
口
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
の
だ
か
ら
、
新

た
な
土
地
を
求
め
る
こ
と
も
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
見

解
も
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
視
点
が
交
錯
す
る
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
成
立

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
話
の
要
点
な
ん
で
す
。 

 

■
池
袋
周
辺
地
域
と
自
由
教
育 

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
、
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
と
い
う
一
学
級
六

十
人
く
ら
い
の
小
さ
な
学
校
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
時
に
で
き
た
の
が

芦
屋
児
童
の
村
で
す
。
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
池
袋
の
イ
メ
ー
ジ
は

芦
屋
な
ん
で
す
ね
。
池
袋
と
高
級
住
宅
地
で
あ
る
芦
屋
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
、
池
袋
と
芦
屋

は
共
通
し
た
土
壌
を
持
っ
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
色
々
な
意
味
で
豊
か
な
土
地
に
児
童
の
村
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
自

由
教
育
を
や
る
。
児
童
の
村
小
学
校
は
小
さ
い
学
校
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
「
自

由
」
に
、
「
主
役
は
生
徒
だ
」
と
い
う
方
針
を
示
す
。
そ
れ
ま
で
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
学
校
が
、
野
口
援
太
郎
ら
に
よ
っ
て
池
袋
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と

は
、
や
は
り
象
徴
的
な
事
実
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
大
正
十
三
年
の
児
童
の
村
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小
学
校
創
立
も
ま
た
、
立
教
大
学
校
歌
斉
唱
と
い
う
時
に
重
ね
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。 

同
年
に
は
、
川
井
訓
導
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
川
井
清
一
郎
と
い
う
先
生

が
、
当
時
の
文
部
省
の
視
学
官
が
来
た
時
に
、
指
定
さ
れ
た
教
科
書
を
使
わ

な
い
で
授
業
を
し
た
ん
で
す
ね
。
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
と
い
う
森
鷗
外
の

作
品
を
扱
っ
た
ん
で
す
。
護
持
院
と
い
う
の
は
、
今
の
気
象
庁
の
あ
た
り
に

あ
っ
た
お
寺
で
す
。
感
応
寺
と
同
様
に
大
奥
の
支
持
を
受
け
た
寺
で
、
江
戸

城
に
近
い
と
こ
ろ
に
建
て
た
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
焼
失
し
、
そ
の
跡

地
が
護
持
院
ヶ
原
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
気
象
庁
の
あ
た
り
の
、
今
で
も
何
だ

か
さ
び
し
い
鬱
蒼
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
鷗
外
の
「
護
持
院
原
の
敵
討
」
は
、

そ
こ
で
決
闘
す
る
と
い
う
話
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
視
察
官
が
「
ち
ゃ
ん
と

指
定
の
教
科
書
を
使
え
」
と
怒
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
こ
れ
が
、
川
井
訓
導
事

件
と
い
う
非
常
に
象
徴
的
な
一
つ
の
事
件
で
す
。 

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
、
池
袋
児
童
の
村
小
学
校
は
、
現
在
も
池

袋
に
あ
る
城
西
学
園
に
吸
収
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）

に
は
、
立
教
大
学
の
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
主
教
が
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
教
育
が

激
し
く
な
っ
て
い
く
時
に
「Pro D
eo et Patria

（
神
と
国
の
た
め
に
）
」
と
い

う
言
葉
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
は
「
国
」
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い

状
況
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
背
景
と
し
て
「
自
由
の
精
神
」

と
い
う
も
の
が
一
方
で
は
残
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。 

同
じ
く
大
正
十
五
年
に
は
、
成
蹊
学
園
の
創
立
を
迎
え
て
、
仏
教
を
理
念

と
す
る
大
正
大
学
が
で
き
て
、
平
和
運
動
に
貢
献
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
か

ら
立
教
中
学
池
袋
で
は
自
治
組
織
を
つ
く
り
ま
し
た
。「
学
校
市
会
」
と
い
っ

て
、
自
治
会
が
学
校
を
全
部
収
め
る
と
い
う
、
今
よ
り
も
厳
密
な
自
治
組
織

を
求
め
た
の
で
す
。
こ
れ
も
、
武
蔵
高
校
の
「
自
ら
考
え
よ
」
と
い
う
考
え

方
や
自
由
学
園
が
持
っ
て
い
た
思
想
と
同
じ
流
れ
で
す
。
文
化
学
院
が
持
っ

て
い
た
思
想
も
ま
た
、
立
教
が
持
っ
て
い
た
思
想
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
方
向
性
は
そ
れ
ぞ
れ
多
様
で

す
が
、
ど
こ
か
で
重
な
り
合
う
と
思
い
ま
す
。 

こ
こ
ま
で
、
僕
な
り
に
大
正
と
い
う
時
代
の
見
取
り
図
を
示
し
て
き
ま
し

た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
立
教
の
「
自
由
」
や
、
自
由
学
園
や
文

化
学
院
の
成
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。 

 

■
大
正
期
に
お
け
る
多
元
的
自
由
の
成
立 

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
「
日
本
童
画
協
会
」
の
結
成
や
大
多
喜
中
学
の

手
塚
岸
衛
校
長
排
斥
事
件
な
ど
が
起
こ
り
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
手
塚

岸
衛
が
自
由
が
丘
学
園
を
創
設
し
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に

は
羽
仁
も
と
子
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
た
世
界
教
育
大
会
で

新
教
育
に
つ
い
て
の
講
演
を
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
教
育
に
お
け
る
新
し

い
動
き
が
起
こ
る
一
方
で
、
昭
和
三
年
に
治
安
維
持
法
（
大
正
十
四
年
制
定
）

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
、
よ
り
激
し
く
思
想
統
制
さ
れ
る
時
代

が
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
、
児
童
の
村
『
太
陽
の
子
供
』
が
創
刊
さ
れ
ま
す

が
、
自
由
学
園
は
当
時
の
南
沢
（
現
・
東
久
留
米
）
に
移
っ
て
し
ま
う
。
建
物

自
体
は
残
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
象
徴
的
な
移
転
だ
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。 

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
「
児
童
の
村
」
が
解
散
し
、
『
赤
い
鳥
』

が
廃
刊
に
な
り
ま
す
。
『
少
年
倶
楽
部
』
は
売
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
大
正



75 
 

は
完
全
に
消
え
去
り
な
が
ら
戦
争
へ
と
向
か
い
、
戦
時
色
一
色
の
非
常
に
暗

い
時
代
が
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。 

大
正
期
は
大
正
ロ
マ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
正
期
に
お
い
て
は
物

事
が
多
元
的
に
成
立
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
色
々

な
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
以
降
は
一

色
に
な
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
色
々
な
カ
ラ
ー
が
い
い
の
か
、
一
つ
の
カ
ラ
ー

が
い
い
の
か
、
そ
の
分
か
れ
目
が
、
大
正
と
い
う
も
の
を
考
え
る
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

最
後
に
写
真
を
一
枚
見

て
い
た
だ
い
て
終
わ
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
池
袋
本

町
の
戦
災
後
の
風
景
で
す

（
上
写
真
）
。
何
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
何
も

な
い
と
こ
ろ
か
ら
ヤ
ミ
市

が
生
ま
れ
、
池
袋
は
、
新

た
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し

て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

悪
い
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
で

し
ょ
う
け
れ
ど
、
ヤ
ミ
市

は
必
ず
し
も
否
定
的
に
扱

う
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
、
明
治
大
正

に
か
け
た
池
袋
の
活
力
が
、

ヤ
ミ
市
と
い
う
あ
る
種
の

「
自
由
」
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。 

私
な
り
の
大
正
の
捉
え
方
、
そ
れ
か
ら
立
教
大
学
の
「
自
由
」
の
意
味
や

自
由
学
園
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。
今
日
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た

方
に
は
、
大
正
の
多
元
的
な
自
由
の
存
在
と
い
う
も
の
を
是
非
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
注
１
）

拙
稿
「
大
学
入
学
以
前
に
お
け
る
文
学
教
育

―
大
震
災
後
の
「
羅
生
門
」

―
」
（
『
文
学
』
岩
波
書
店

二
〇
一
四
年
九
・
十
月
）
参
照
。 

（
わ
た
な
べ
け
ん
じ

立
教
大
学
名
誉
教
授
、
立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
校
長
） 


