
〈
玉
の
井
〉
の
地
政
学

―
―
永
井
荷
風
と
地
図
（
そ
の
２
）

嶋

田

直

哉

五

永
井
荷
風
と
〈
玉
の
井
〉

永
井
荷
風
が
〈
玉
の
井
〉
を
初
め
て
訪
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
一
月
二
二

日
の
こ
と
。
定
例
と
な
っ
た
中
洲
病
院
で
の
診
察
後
、
清
洲
橋
か
ら
南
千
住

行
の
バ
ス
に
乗
り
、
途
中
で
乗
り
換
え
て
堀
切
橋
で
下
車
。
荒
川
放
水
路
の

堤
防
を
四
ツ
木
橋
方
面
に
南
下
し
て
〈
玉
の
井
〉
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の

日
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
の
記
述
か
ら
は
〈
玉
の
井
〉
を
目
的
地
と
し
て
出
掛

け
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
散
歩
中
に
偶
然
〈
玉
の
井
〉
を
〈
発
見
〉
し
た

印
象
を
受
け
る
。

こ
の
荷
風
の
初
め
て
の
〈
玉
の
井
〉
訪
問
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
実
際
の
街

の
表
玄
関
で
あ
る
東
武
線
玉
の
井
駅
や
浅
草
雷
門
発
の
バ
ス
を
利
用
し
た
と

い
う
の
で
は
な
く
、
裏
側
と
も
い
う
べ
き
荒
川
放
水
路
の
堤
防
か
ら
〈
玉
の

井
〉
に
た
ど
り
着
い
た
点
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
〈
表
〉
で
は
な
く
〈
裏
〉

か
ら
〈
玉
の
井
〉
に
到
着
し
た
の
で
あ（
１
）る。
こ
の
日
、
一
九
三
二
年
一
月
二

二
日
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
は
「
立
寄
り
て
女
の
は
な
し
を
聞
く
に
、」
と

あ
り
、「
女
」
か
ら
聞
い
た
街
の
様
子
が
簡
単
に
描
写
さ
れ
、「
江
東
の
新
開

地
に
て
玉
の
井
最
も
繁
華
な
り
と
見
ゆ
」
と
い
っ
た
荷
風
の
感
想
が
記
さ
れ

て
い（
２
）る。

し
か
し
、
こ
の
初
め
て
の
〈
玉
の
井
〉
訪
問
は
荷
風
に
と
っ
て
そ
れ
な
り

の
感
興
を
与
え
た
よ
う
だ
が
、
街
に
通
い
詰
め
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
時
期
の
荷
風
は
街
の
詳
細
な
様
子
を
記
す
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と

マ
ク
ロ
な
風
景
描
写
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
荷
風
は
こ
の
日
も

荒
川
放
水
路
が
中
央
に
流
れ
る
ア
ン
グ
ル
で
煙
突
が
印
象
的
な
図
⑥
「
堀
切

橋
よ
り
四
ツ
木
橋
を
望
む
」
と
題
す
る
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
荷
風
が
連
日
の
よ
う
に
〈
玉
の
井
〉
を
訪
れ
る
の
は
こ
の
日

か
ら
約
四
年
後
の
一
九
三
六
年
三
月
三
一
日
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃

の
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
は
浅
草
か
ら
〈
玉
の
井
〉
へ
向
か
う
、つ
ま
り
〈
表
〉

か
ら
〈
玉
の
井
〉
を
訪
れ
る
コ
ー
ス
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
四
年
前
に
初
め

て
〈
玉
の
井
〉
を
訪
れ
た
時
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
点
で
は
す
で
に
〈
玉
の

井
〉
へ
行
く
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
荷

風
の
関
心
も
風
景
か
ら
〈
玉
の
井
〉
の
街
そ
の
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

例
え
ば
一
九
三
六
年
四
月
二
四
日
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
「
ぬ
け
ら
れ
ま

す
」
の
看
板
や
ハ
ー
ト
型
を
し
た
覗
き
窓
が
印
象
的
な
図
⑦
「
玉
の
井
路
地
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眞
景
」
と
題
す
る
ス
ケ
ッ
チ
が
残
さ
れ
て
お（
３
）り、
前
述
し
た
四
年
前
の
ス

ケ
ッ
チ
図
⑥
「
堀
切
橋
よ
り
四
ツ
木
橋
を
望
む
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
風
景

を
眺
め
る
視
点
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

荷
風
が
一
九
三
六
年
三
月
三
一
日
以
降
、〈
玉
の
井
〉
に
通
い
出
す
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
次
第
に
街
の
様
子
を
調
査
し
て
い
く
様
子
は
、
四
月
二
一

日
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
「
稍
陋
巷
迷
路
の
形
勢
を
知
り
得
た
り
。
然
れ
ど

も
未
精
通
す
る
に
至
ら
ざ
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で

マ

マ

き
る
。
ま
た
翌
二
二
日
に
は
「
玉
井
の
記
を
つ
く
る
。」
と
あ
り
、
こ
れ
が

「
濹
東
綺
譚
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三
七
・
四
・
一
六
〜
六
・
一
五
）

の
ス
ケ
ッ
チ
的
作
品
と
も
な
っ
た
「
寺
じ
ま
の
記
」（「
中
央
公
論
」
一
九
三

六
・
六
）
で
あ
る
。
次
第
に
荷
風
が
〈
玉
の
井
〉
を
言
語
化
す
る
水
準
に
ま

で
理
解
を
深
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
『
断
腸
亭
日
乗
』
の
一
連
の
記
述
の
中
で
、
特
に
注
目
し
た
い
の

は
五
月
一
六
日
に
記
載
さ
れ
た
「
玉
の
井
見
物
の
記
」
と
題
す
る
文
章
で
あ

る
。
こ
の
「
見
物
の
記
」
の
冒
頭
に
は
以
下
の
記
載
が
あ
る
。

初
て
玉
の
井
の
路
地
を
歩
み
た
り
し
は
、
昭
和
七
年
の
正
月
堀
切
四
木

の
放
水
路
堤
防
を
歩
み
し
帰
り
道
な
り
。
其
時
に
は
道
不
案
内
に
て
ど

の
あ
た
り
が
一
部
や
ら
二
部
や
ら
方
角
更
に
わ
か
ら
ざ
り
し
が
、
先
月

来
屢
散
歩
し
備
忘
の
た
め
に
畧
図
を
つ
く
り
置
き
た
り
。

そ
し
て
こ
の
文
章
に
は
荷
風
の
詳
細
な
観
察
を
も
と
に
描
か
れ
た
図
⑧

「
畧
図
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
玉
の
井
見
物
の
記
」
は
さ
ら
に
以
下
の
よ

う
に
続
く
。

▲図⑥「堀切橋より四ツ木橋を望む」
（『断腸亭日乗』１９３２・１・２２）

▲図⑦「玉の井路地眞景」
（『断腸亭日乗』１９３６・４・２４）
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路
地
口
に
お
で
ん
屋
多
く
あ
り
。
こ
ゝ
に
立
寄
り
話
を
聞
け
ば
、
ど
の

家
の
何
と
云
ふ
女
は
サ
ー
ビ
ス
が
よ
い
と
か
わ
る
い
と
か
云
ふ
こ
と
を

知
る
に
更
な
り
。
七
丁
目
四
十
八
番
地
高
橋
方
ま
り
子
と
い
ふ
は
生
ま

れ
つ
き
淫
乱
に
て
若
い
お
客
は
驚
い
て
逃
げ
出
す
な
り
。
七
丁
目
七
十

三
番
地
田
中
方
ゆ
か
り
と
云
ふ
は
先
月
亀
井
戸
よ
り
住
替
に
来
り
し
女

に
て
、
尺
八
専
門
な
り
。
七
丁
目
五
七
番
地
千
里
方
智
慧
子
と
い
ふ
は

泣
く
評
判
あ
り
。
曲
取
の
名
人
な
り
。
七
丁
目
五
十
四
番
地
工
藤
方
妙

子
は
芸
者
風
の
美
人
に
て
部
屋
に
鏡
を
二
枚
か
け
置
き
、
覗
か
せ
る
仕

掛
を
な
す
。
但
し
覗
き
料
弐
円
の
由
。

「
路
地
口
の
お
で
ん
屋
」
が
案
内
所
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
傍
線
部
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
娼
家
が
番
地
表
示
と
と
も
に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
番
地
表
示
に
は
前（

４
）稿第
三
節
で
明
ら
か
に
し

た
寺
島
町
の
番
地
表
示
政
策
の
成
果
が
色
濃
く
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
述
し
た
「
寺
じ
ま
の
記
」
で
も
同
じ
く
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

足
の
向
く
方
へ
、
ま
た
十
歩
ば
か
り
も
歩
い
て
、
路
地
の
分
れ
る
角

へ
来
る
と
、
ま
た
「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
。」
と
云
ふ
灯
が
見
え
る
が
、
さ

て
其
処
ま
で
行
つ
て
、
今
歩
い
て
来
た
後
方
を
顧
み
る
と
、
何
処
も
彼

処
も
一
様
の
家
造
り
と
一
様
の
路
地
な
の
で
、
自
分
の
歩
い
た
道
は
、

ど
の
路
地
で
あ
つ
た
の
か
、も
う
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
。お
や
〳
〵

と
思
つ
て
、
後
へ
戻
つ
て
見
る
と
、
同
じ
や
う
な
溝
が
あ
つ
て
、
同
じ

や
う
な
植
木
鉢
が
並
べ
て
あ
る
。
然
し
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て

同
じ
路
地
で
は
な
い
。

路
地
の
両
側
に
立
並
ん
で
ゐ
る
二
階
建
の
家
は
、
表
付
に
幾
分
か
相

▲図⑧「畧図」（『断腸亭日乗』１９３６・５・１６）
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違
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
近
寄
つ
て
番
地
で
も
見
な
い
か
ぎ
り
、
全
く
同

じ
や
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
の
看
板
、「
路
地
」
そ
し
て
「
溝
」
と
い
っ

た
〈
玉
の
井
〉
の
表
象
を
め
ぐ
る
お
決
ま
り
と
も
言
え
る
重
要
な
要
素
が
記

載
さ
れ
て
い（
５
）る。
荷
風
は
そ
の
よ
う
な
要
素
に
注
目
し
て
街
を
眺
め
て
い
た

た
め
に
、
ど
の
風
景
も
「
同
じ
や
う
」
に
見
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
区

別
す
る
の
は
傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
街
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
掲
出
さ
れ
て

い
る
「
番
地
」
表
示
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
前
述
し
た
図
⑧
「
畧
図
」
を
検
証

し
て
み
よ
う
。
図
⑧
「
畧
図
」
上
部
に
は
「
朱
線
ノ
道
路
ハ
両
側
ト
モ
商
店

ナ
リ
魔
窟
路
地
ノ
内
ハ
迷
宮
ニ
テ
地
図
ニ
作
リ
難
シ
路
地
入
口
丈
ケ
ヲ
記
ス

路
地
ニ
ハ
ぬ
け
ら
れ
ま
す
ト
カ
キ
タ
ル
灯
ヲ
出
ス
」
と
い
う
荷
風
の
コ
メ
ン

ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
朱
線
ノ
道
路
」
と
い
う
の
は
図
⑧
「
畧
図
」
で
向

か
っ
て
右
側
の
部
分
に
記
さ
れ
た
太
線
に
見
え
る
道
路
を
指
す
。
ま
た
コ
メ

ン
ト
中
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
の
看
板
、「
迷
宮
」
と

呼
ぶ
「
路
地
」、
そ
し
て
図
⑧
「
畧
図
」
中
に
散
見
で
き
る
「
ド
ブ
」
の
存

在
な
ど
、
荷
風
が
こ
の
図
⑧
「
畧
図
」
を
作
成
す
る
際
に
お
い
て
も
先
述
し

た
〈
玉
の
井
〉
の
表
象
の
お
決
ま
り
と
も
い
え
る
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
図
⑧
「
畧
図
」
の
向
か
っ
て
右
側
が
北
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

地
図
の
規
則
性
を
守
ら
ず
個
人
的
な
「
備
忘
」
の
た
め
に
地
図
を
作
成
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
荷
風
が
何
を
基
準
と
し
て
こ
の
地
図
を

描
い
た
の
か
が
明
確
に
理
解
で
き
る
。
荷
風
が
こ
の
地
図
を
描
く
に
あ
た
っ

て
注
目
し
た
の
は
図
中
向
か
っ
て
右
に
位
置
す
る
「
京
成
バ
ス
通
路
」
と
記

さ
れ
た
大
正
道
路
、
中
央
に
位
置
す
る
点
が
多
数
描
か
れ
「
線
路
跡
」
と
記

さ
れ
た
京
成
白
鬚
線
の
廃
線
跡
（
一
九
三
六
年
二
月
に
廃
止
）、
そ
し
て
図

中
「
広
小
路
」
と
記
さ
れ
て
い
る
大
き
な
道
路
―
―
放
射
一
三
号
線
の
存
在

で
あ（
６
）る。
図
の
左
下
を
大
き
く
横
切
る
こ
の
放
射
一
三
号
線
は
〈
玉
の
井
〉

の
様
子
を
中
心
に
描
く
に
し
て
は
そ
の
道
幅
が
不
自
然
な
ま
で
に
太
す
ぎ
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
な
の
か
荷
風
の
意
識
は
放
射
一
三
号
線
の
向�

こ�

う�

側
に

は
届
い
て
い
な
い
。
そ
の
証
拠
に
図
の
左
下
に
は
「
六
丁
目
魔
窟
ハ
調
査
セ

ズ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
荷
風
は
〈
玉
の
井
〉
全
体
を
く
ま
な
く

「
調
査
」
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
放
射
一
三
号
線
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
限

定
さ
れ
た
一
画
に
つ
い
て
「
見
物
」
し
、「
調
査
」
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な

い
の
だ
。

ま
た
図
⑧
「
畧
図
」
に
お
い
て
〈
玉
の
井
〉
の
街
の
様
子
を
具
体
的
に
描

い
た
部
分
で
は
細
か
い
路
地
と
と
も
に
番
地
表
示
が
欄
外
に
ま
で
あ
ふ
れ
出

し
て
い
る
。
先
述
し
た
「
寺
島
の
記
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
荷
風
が
街
を

「
調
査
」
す
る
の
に
こ
の
番
地
表
示
を
大
切
な
指
標
と
し
て
い
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
寺
島
町
が
徹
底
し
た
番
地
表
示
政
策
の
成

果
を
荷
風
も
大
い
に
吸
収
し
な
が
ら
街
を
「
調
査
」
し
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。放

射
一
三
号
線
に
よ
る
限
定
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
に
よ
る
〈
玉
の
井
〉
の
認

識
、細
か
い
路
地
を
番
地
表
示
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
く
マ
ッ
ピ
ン
グ
認
識
。

放
射
一
三
号
線
が
、
そ
し
て
そ
の
道
路
建
設
に
伴
う
番
地
表
示
の
徹
底
が
と

も
に
関
東
大
震
災
後
の
都
市
復
興
事
業
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
荷
風
の
〈
玉
の
井
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
は
総
じ
て
都
市
復
興
の
地
政
学
的

な
力
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
荷
風
が

〈
玉
の
井
〉
を
み
つ
め
る
そ
の
ま
な
ざ
し
は
至
っ
て
同
時
代
的
で
あ
り
、
関
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東
大
震
災
後
に
お
け
る
都
市
復
興
政
策
の
到
達
点
を
わ
か
り
や
す
く
示
し
出

し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
こ
の
同
時
代
性
に
つ
い
て
「
濹
東
綺（
７
）譚」
に
拠

り
な
が
ら
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

六
「
お
雪
」
の
家
の
位
置
―
―
都
市
計
画
の
中
で

先
述
し
た
番
地
表
示
は
「
濹
東
綺
譚
」
に
も
さ
り
気
な
く
書
き
込
ま
れ
て

い
る
。「

何
て
云
ふ
家
だ
。
こ
ゝ
は
。」

「
今
、
名
刺
あ
げ
る
わ
。」

靴
を
は
い
て
ゐ
る
間
に
、
女
は
小
窓
の
下
に
置
い
た
物
の
中
か
ら
三
味

線
の
バ
チ
の
形
に
切
っ
た
名
刺
を
出
し
て
く
れ
た
。
見
る
と
寺
島
町
七

丁
目
六
十
一
番
地
（
二
部
）
安
藤
ま
さ
方
雪
子
。

「
さ
よ
う
な
ら
。」

「
ま
っ
す
ぐ
に
お
帰
ん
な
さ
い
。」〈
三
〉（
章
番
号
を
示
す
。
以
下
同

じ
。）

「
わ
た
く
し
」
が
初
め
て
「
お
雪
」
の
家
を
訪
れ
、
そ
の
帰
り
際
名
刺
を

渡
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
し
っ
か
り
と
傍
線
部
の
よ
う
に
番
地
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
番
地
に
位
置
す
る
「
お
雪
」
の
家
の
周
辺
が
ど
の
よ
う

な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

わ
た
く
し
の
忍
ん
で
通
ふ
溝
際
の
家
が
寺
島
町
七
丁
目
六
十
何
番
地
に

在
る
こ
と
は
既
に
識
し
た
。
こ
の
番
地
の
あ
た
り
は
こ
の
盛
場
で
は
西

北
の
隅
に
寄
つ
た
と
こ
ろ
で
、
目
貫
の
場
所
で
は
な
い
。

（
中
略
）

わ
た
く
し
が
ふ
と
心
易
く
な
つ
た
溝
際
の
家
…
…
お
雪
と
い
ふ
女
の

住
む
家
が
、
こ
の
土
地
で
は
大
正
開
拓
期
の
盛
時
を
想
起
さ
せ
る
一
隅

に
在
つ
た
の
も
、
わ
た
く
し
の
如
き
時
運
に
取
り
残
さ
れ
た
身
に
は
、

何
や
ら
深
い
因
縁
が
あ
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
其
家
は
大
正
道
路
か

ら
唯
あ
る
路
地
に
入
り
、
汚
れ
た
幟
の
立
つ
て
ゐ
る
伏
見
稲
荷
の
前
を

過
ぎ
、
溝
に
沿
う
て
、
猶
深
く
入
り
込
ん
だ
処
に
在
る
の
で
、
表
通
の

ラ
デ
イ
オ
や
蓄
音
機
の
響
も
素
見
客
の
足
音
に
消
さ
れ
て
よ
く
は
聞
え

な
い
。〈
六
〉

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
お
雪
」
の
家
は
街
の
「
目
貫
の
場
所
」
で
は
な

く
、
か
な
り
「
深
く
入
り
込
ん
だ
処
」
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
実
際

に
当
時
の
地
図
を
参
照
し
な
が
ら
「
お
雪
」
の
家
の
位
置
を
確
定
し
て
み
よ

う
。
参
照
す
る
の
は
図
⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」（
都
市
製
図
社

一
九

三
九
・（
８
）七）
で
あ
る
。
こ
の
地
図
は
荷
風
が
描
い
た
図
⑧
「
畧
図
」
と
ほ
ぼ

同
一
の
場
所
を
対
象
と
し
て
い
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
こ
の
地
図
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
地
図
は

「
火
災
保
険
」
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
番
地
表

示
が
詳
細
で
か
つ
正
確
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
寺
島
町
の
番
地
表
示
政
策
が

徹
底
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
番
地
表
示
に
基
づ
い
た
地
図
を
製
作
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。ま
た
図
中
上
部
に
位
置
す
る
大
正
道
路
、

下
部
に
位
置
す
る
放
射
一
三
号
線
、
そ
し
て
左
側
に
位
置
す
る
京
成
白
鬚
線

の
廃
線
跡
の
二
本
の
道
路
と
一
つ
の
廃
線
跡
に
よ
っ
て
地
図
の
対
象
と
な
る

場
所
を
切
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
放
射
一
三
号
線
を
下
部
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▲図⑨「火災保険特殊地図」（都市製図社 １９３９・７）
地図中に記入した注釈、記号は引用者（嶋田）による。
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に
位
置
さ
せ
た
た
め
に
図
中
向
か
っ
て
右
側
が
北
の
方
角
と
な
り
、
一
般
的

な
地
図
の
法
則
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
も
特
徴
的
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
特

徴
は
先
に
確
認
し
た
荷
風
作
成
の
図
⑧
「
畧
図
」
と
多
く
の
点
で
重
な
っ
て

く
る
。
詳
細
な
番
地
表
示
を
書
き
込
む
こ
と
、
大
正
道
路
と
放
射
一
三
号
線

と
廃
線
跡
に
よ
る
土
地
認
識
、
図
中
向
か
っ
て
右
側
が
北
の
方
角
で
あ
る
こ

と
な
ど
こ
れ
ら
二
つ
の
地
図
は
製
作
上
の
基
準
が
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
〈
玉
の
井
〉
を
番
地
表
示
に
注
目
し
て
作
成
す
る
と
き
、
自
然

と
こ
れ
ら
の
点
に
よ
っ
て
土
地
が
認
識
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
地
図
―
―
図
⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
か
ら

「
濹
東
綺
譚
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
お
雪
」
の
家
の
位
置
を
確
定
し
て
み
た

い
の
だ
が
、
す
で
に
詳
細
な
住
宅
地
図
を
使
っ
て
の
確
定
作
業
に
は
先
例
が

あ
る
。
日
比
恆
明
調
査
・
取
材
「『
濹
東
綺
譚
』
の
世
界
が
地
図
で
再
現
。」

（「
荷
風
！
」
二
三
号

二
〇
一
〇
・
三
）
で
あ（
９
）る。「
お
雪
」
の
名
刺
に
記

さ
れ
た
「
寺
島
町
七
丁
目
六
十
一
番
地
」
は
図
⑨
の
Ａ
で
囲
ん
だ
と
こ
ろ
で

あ
る
。
廃
線
跡
脇
の
一
画
に
あ
た
る
。
後
述
す
る
が
前
出
の
日
比
氏
の
調
査

も
ま
た
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
同
じ
く
こ
の
場
所
を
「
お
雪
」
の
家
が

あ
っ
た
場
所
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
わ
た
く
し
」
が
「
お
雪
」
の
家
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
図
⑨

「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
を
も
と
に
再
現
し
て
み
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
傍

線
部
を
参
考
に
す
れ
ば
「
わ
た
く
し
」
は
「
大
正
道
路
か
ら
唯
あ
る
路
地
」

を
入
り
「
伏
見
稲
荷
の
前
を
過
ぎ
」
て
「
お
雪
」
の
家
に
た
ど
り
着
い
て
い

る
。
ち
な
み
に
「
伏
見
稲
荷
」
の
場
所
は
図
中
Ｂ
寺
島
町
七
丁
目
六
五
番（

１０
）地

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
を
目
印
に
す
れ
ば
、「
お
雪
」
の
家
の
場
所
で
あ

る
Ａ
が
テ
ク
ス
ト
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
溝
に
沿
う
て
、
猶
深
く
入

り
込
ん
だ
処
」
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

た
だ
問
題
な
の
は
テ
ク
ス
ト
の
「
溝
に
沿
う
て
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

実
際
に
「
お
雪
」
が
「
わ
た
く
し
」
に
示
し
た
番
地
―
―
図
中
Ａ
「
寺
島
町

七
丁
目
六
十
一
番
地
」
の
近
く
に
は
「
溝
」
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
図

⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
に
拠
れ
ば
、「
溝
」
は
伏
見
稲
荷
の
前
あ
た
り

で
途
切
れ
て
お
り
、「
お
雪
」
の
家
近
く
ま
で
に
は
流
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
番
地
で
は
「
溝
際
の
家
」
と
い
う
表
現
と
は
相
容
れ
ず
、
ま
し
て

や
「
お
雪
」
が
心
配
す
る
よ
う
な
「
溝
が
あ
ふ
れ
る
と
、
此
方
ま
で
水
が
流

れ
て
く
る
」
と
い
っ
た
事
態
は
ま
ず
起
こ
り
え
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た

前
出
の
日
比
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
こ
の
Ａ
の
地
点
は
「
民
家
が
あ
っ
た
場
所

で
あ
り
、
銘
酒
屋
は
無
か
っ
た
。」
と
い
う
よ
う
に
根
本
的
な
問
題
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
溝
」
と
「
民
家
」
の
問
題
は
実
作
者
で
あ
る
荷
風
の
記
憶
違
い
と

い
っ
た
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
際
に
こ
の
箇
所
の
「
濹
東
綺

譚
」
の
草
稿
（
図
⑩
）
を
検
証
し
て
み
る
と
「
寺
島
町
七
丁
目
四
十
八
番

地
」
と
一
旦
は
記
し
な
が
ら
、「
四
十
八
」
を
消
し
そ
の
隣
に
「
六
十
一
」

と
書
き
直
し
て
い
る
か
ら（

１１
）だ。
ち
な
み
に
「
寺
島
町
七
丁
目
四
十
八
番
地
」

と
い
う
の
は
先
述
の
「
玉
の
井
見
物
の
記
」
に
記
さ
れ
た
「
高
橋
方
ま
り

子
」
の
家
で
あ
り
、
図
⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
と
照
合
し
て
み
る
と
、

図
中
Ｃ
に
位
置
す
る
。「
目
貫
の
場
所
」
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、〈
玉
の
井
〉

の
中
心
地
で
確
か
に
「
溝
際
」
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ

え
「
四
十
八
番
地
」
か
ら
「
六
十
一
番
地
」
へ
の
書
き
直
し
は
荷
風
の
間
違

い
で
は
な
く
、明
ら
か
に
故
意
的
な
操
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

荷
風
が
故
意
に
「
六
十
一
番
地
」
へ
変
更
し
た
の
は
「
目
貫
の
場
所
」
で
は

な
く
、「
大
正
開
拓
期
の
盛
時
を
想
起
さ
せ
る
一
隅
」
と
い
う
場
面
設
定
が

必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
六
十
一
番
地
」
な
ら
ば
あ
り
得
な
い
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「
溝
」
の
存
在
が
テ
ク
ス
ト
で
印
象
的
に
描
か
れ
る
の
は
、「
溝
」
そ
の
も

の
が
〈
玉
の
井
〉
の
表
象
体
系
の
中
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
事
項
で

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な（

１２
）い。
そ
れ
ゆ
え
テ
ク
ス
ト
で
は
「
六
十
一
番
地
」

に
は
本
来
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
「
溝
」
が
あ
た
か
も
存
在
す
る
よ
う
に
描

か
れ
て
い
く
の
だ
。
ま
た
日
比
氏
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
こ

の
「
六
十
一
番
地
」
が
実
際
は
「
民
家
」
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
「
目
貫
の
場

所
」
で
は
な
く
、「
大
正
開
拓
期
の
盛
時
を
想
起
さ
せ
る
一
隅
」
と
い
う
趣

向
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ（

１３
）る。

従
来
「
お
雪
」
の
家
の
位
置
は
小
針
美
男
作
成
「「
濹
東
綺
譚
」
文
学
散

歩
の
玉
の
井
概
要（

１４
）図」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
隅
田
バ
ス
車
庫
の
裏
あ
た

り
、
図
⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
で
い
え
ば
七
丁
目
七
〇
〜
七
三
番
地
と

推
定
さ
れ
て
い（

１５
）た。そ
の
理
由
と
し
て
『
断
腸
亭
日
乗
』
の
記
述
、特
に
「
玉

の
井
見
物
の
記
」
及
び
図
⑧
「
畧
図
」
な
ど
か
ら
荷
風
が
足
繁
く
通
っ
た
娼

家
周
辺
を
「
お
雪
」
の
家
と
推
定
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か

し
本
稿
が
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
お

雪
」
の
名
刺
に
記
載
さ
れ
た
番
地
表
示
に
従
え
ば
前
述
し
た
い
く
つ
か
の
問

題
点
は
あ
る
に
し
て
も
図
⑨
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
の
Ａ
を
「
お
雪
」
の

家
の
正
し
い
位
置
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

た
っ
た
一
軒
の
銘
酒
屋
を
番
地
表
示
に
よ
っ
て
示
し
出
す
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
ミ
ク
ロ
な
水
準
に
お
け
る
視
覚
化
が
、
関
東
大
震
災
復
興
後
の
都
市

政
策
と
い
う
マ
ク
ロ
な
事
業
の
達
成
度
を
示
し
出
し
て
い
く
。
こ
の
ミ
ク
ロ

と
マ
ク
ロ
の
交
錯
こ
そ
荷
風
が
獲
得
し
た
〈
玉
の
井
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
に
他

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
お
雪
」
の
家
を
め
ぐ
る
一
枚
の
地
図
か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

七
〈
玉
の
井
〉
の
描
写
―
―
文
体
の
時
間
構
成

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
荷
風
の
〈
玉
の
井
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
が
関
東
大
震
災

後
の
都
市
復
興
事
業
の
地
政
学
的
な
力
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
検
証
し
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
て
本
節
で
は
そ
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
か
た

と
荷
風
の
文
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た（

１６
）い。
こ
こ
で
問
題
と
な

る
の
は
荷
風
が
〈
玉
の
井
〉
を
同
時
代
的
な
ま
な
ざ
し
で
捉
え
な
が
ら
も
、

そ
の
逢
着
す
る
地
点
が
「
む
か
し
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
〈
玉
の
井
〉

を
捉
え
る
ま
な
ざ
し
は
関
東
大
震
災
後
の
都
市
復
興
と
い
っ
た
同
時
代
性
を

帯
び
な
が
ら
、
そ
の
ま
な
ざ
し
で
見
る
も
の
は
旧
懐
的
な
「
む
か
し
」
で
あ

る
、
と
い
う
形
式
と
内
容
の
ネ
ジ
レ
が
お
き
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
こ
そ
が

荷
風
と
〈
玉
の
井
〉
の
関
係
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
荷
風
の
文
体
の
時
間
構
成
に
つ

▲図⑩永井荷風『濹東綺譚 自筆原稿複製』
（中央公論社 １９７１・１）４行目に注目。
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い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
以
下
「
寺
じ
ま
の
記
」
に
お
け
る
〈
玉
の
井
〉
の

描
写
で
あ
る
。

窓
の
女
は
人
の
跫
音
が
す
る
と
、
姿
の
見
え
な
い
中
か
ら
、
チ
ヨ
イ

ト
〳
〵
旦
那
。
チ
ヨ
イ
ト
〳
〵
眼
鏡
の
お
ぢ
さ
ん
と
か
云
つ
て
呼
ぶ
の

が
、
チ
イ
ト
、
チ
イ
ー
ト
と
妙
な
節
が
つ
い
て
ゐ
る
や
う
に
聞
え
る
。

こ
の
妙
な
声
は
、
わ
た
く
し
が
二
十
歳
の
頃
、
吉
原
の
羅
生
門
横
町
、

州
崎
の
ケ
コ
ロ
、又
は
浅
草
公
園
の
裏
手
な
ど
で
聞
き
馴
れ
た
も
の
と
、

少
し
も
変
り
が
な
い
。
時
代
は
忽
然
三
四
十
年
む
か
し
に
逆
戻
り
し
た

や
う
な
心
持
を
さ
せ
た
が
、 �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

さ
う
云
へ
ば
溝
の
水
の
流
れ
も
せ
ず
、
泡

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

立
つ
た
ま
ゝ
沈
滞
し
て
ゐ
る
さ
ま
も
、
わ
た
く
し
に
は
鉄
漿
溝
の
埋
め

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ら
れ
な
か
つ
た
昔
の
吉
原
を
思
出
さ
せ
る
。

わ
た
く
し
は
我
な
が
ら
意
外
な
る
追
憶
の
情
に
打
た
れ
ざ
る
を
得
な

い
。

街
中
で
聞
え
て
く
る
「
窓
の
女
」
た
ち
の
「
声
」
を
縁
に
傍
線
部
「
三
四

十
年
む
か
し
に
逆
戻
り
し
た�

」
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の

は
「
〜
た
」
と
い
う
単
起
的
表
現
で
あ
る
。そ
れ
に
続
く
波
線
部
「
溝
の
水
」

か
ら
は
「
昔
の
吉
原
を
思
い
出
さ
せ
る�

」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
文
末
が
「
〜

る
。」
で
括
ら
れ
る
括
復
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
一
文

に
は
一
回
的
な
出
来
事
を
語
る
単
起
的
表
現
と
「
い
つ
も
」
の
様
子
を
語
る

括
復
的
表
現
が
交
互
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
構
成
に
よ
っ

て
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
窓
の
女
」
た
ち
の
様
子
と
「
三
四
十
年
む
か

し
」
の
様
子
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
構
成

は
以
下
の
「
濹
東
綺
譚
」
の
箇
所
で
さ
ら
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
記
さ
れ
て

い
る
。雷

門
か
ら
は
ま
た
円
タ
ク
を
走
ら
せ
、
や
が
て �

�
�
�

い
つ
も
の
路
地
口
。 �

い

�
�
�

つ
も
の
伏
見
稲
荷
。
ふ
と
見
れ
ば
汚
れ
き
っ
た
奉
納
の
幟
が
四
五
本
と

も
皆
新
し
く
な
っ
て
、
赤
い
の
は
な
く
な
り
、
白
い
も
の
ば
か
り
に
な

つ
て
ゐ
た
。 �

�
�
�

い
つ
も
の
溝
際
に
、 �

�
�
�

い
つ
も
の
無
花
果
と
、
い
つ
も
の
葡

萄
、
然
し
そ
の
葉
の
茂
り
は
す
こ
し
薄
く
な
つ
て
、
い
く
ら
暑
く
と
も
、

い
く
ら
世
間
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
此
路
地
に
も
、
秋
は
知
ら
ず
〳
〵
夜

毎
に
深
く
な
つ
て
行
く
事
を
知
ら
せ
て
ゐ
た
。

�
�
�
�

い
つ
も
の
窓
に
見
え
る
お
雪
の
顔
も
、
今
夜
は �

�
�
�

い
つ
も
の
潰
島
田
で

は
な
く
、
銀
杏
返
し
に
手
柄
を
か
け
た
や
う
な
、
牡
丹
と
か
よ
ぶ
髷
に

変
つ
て
ゐ
た
の
で
、〈
九
〉

こ
の
箇
所
で
は
主
に
前
半
を
中
心
に
波
線
部
「
い
つ
も
」
と
い
う
括
復
的

表
現
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
の
な
い
「
伏
見
稲
荷
」

「
溝
際
」「
無
花
果
」「
葡
萄
」
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に

後
半
で
は
「
今
夜
」
と
い
う
物
語
内
容
の
そ
の
時
、
そ
の
場
を
指
示（

１７
）子に

よ
っ
て
示
し
、
そ
の
時
制
に
合
わ
せ
る
形
で
「
変
つ
て
ゐ
た�

」
と
い
う
よ
う

に
「
わ
た
く
し
」
の
過
去
の
一
時
点
の
一
回
的
な
行
為
を
「
〜
た
」
を
中
心

と
す
る
単
起
的
な
表
現
に
よ
っ
て
語
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
時
間
構
成
は
か

な
り
複
雑
で
「
い
つ
も
の
」
変
わ
ら
ぬ
街
の
様
子
を
括
復
的
表
現
（
波
線

部
）
に
よ
っ
て
記
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
的
振
幅
が
示
さ
れ
た
あ
と
、
今

度
は
「
今
夜
」
と
い
っ
た
特
定
の
一
時
点
が
、
そ
の
時
そ
の
場
の
一
回
的
な

出
来
事
を
語
る
単
起
的
表
現
（
傍
線
部
）
に
よ
っ
て
引
き
出
し
て
語
ら
れ
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
構
造
は
「
濹
東
綺
譚
」
の
末
尾
に
付
さ
れ
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た
「
作
後
贅
言
」
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。

わ
た
く
し
は �

�
�
�
�
�
�

毎
年
冬
の
寝
覚
に
、
落
葉
を
掃
く
同
じ
や
う
な
こ
の
響
を

き
く
と
、
矢
張 �

�
�
�
�
�
�

毎
年
同
じ
や
う
に
、「
老
愁
ハ
葉
ノ
如
ク
掃
ヘ
ド
モ
尽

キ
ズ
蔌
蔌
タ
ル
声
中
又
秋
ヲ
送
ル
。」
と
言
つ
た
館
柳
湾
の
句
を �

�心
頭

�
�
�
�
�

に
思
浮
べ
る
。
そ
の
日
の
朝
も
、
わ
た
く
し
は
此
句
を
黙
誦
し
な
が
ら
、

寝
間
着
の
ま
ゝ
起
つ
て
窓
に
倚
る
と
、
崖
の
榎
の
黄
ば
ん
だ
其
葉
も
大

方
散
つ
て
し
ま
つ
た
梢
か
ら
、
鋭
い
百
舌
の
声
が
き
こ
え
、
庭
の
隅
に

咲
い
た
石
蕗
花
の
黄
い
花
に
赤
蜻
蛉
が
と
ま
つ
て
ゐ
た
。
赤
蜻
蛉
は
数

知
れ
ず
透
明
な
其
翼
を
き
ら
〳
〵
さ
せ
な
が
ら
青
々
と
澄
渡
つ
た
空
に

も �
�
�
�
�
�
�

高
く
飛
ん
で
ゐ
る
。〈
作
後
贅
言
〉

こ
こ
で
も
や
は
り
波
線
部
「
毎
年
冬
の
寝
覚
に
」「
毎
年
同
じ
よ
う
に
」

以
下
の
箇
所
で
「
わ
た
く
し
」
の
「
い
つ
も
」
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
習

慣
的
行
為
が
括
復
的
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
そ
こ
で
示
し
出
さ
れ
た
時
間

的
振
幅
の
一
時
点
と
し
て
「
そ
の
日
の
朝
」
の
出
来
事
が
文
末
の
「
〜
た
。」

と
と
も
に
単
起
的
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
括
復
的
表
現
と
単
起
的
表
現
の
踵
を
返
す
よ
う
な
時
間
構
成

は
「
濹
東
綺
譚
」
全
体
を
統
括
す
る
語
り
の
特
徴
と
い
え
る
の
だ（

１８
）が、
こ
の

よ
う
な
語
り
を
採
用
す
る
こ
と
で
昔
か
ら
変
わ
ら
ぬ
「
い
つ
も
」
の
光
景
と

眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
今
・
こ
こ
」
の
光
景
が
ご
く
自
然
に
接
続
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
「
わ
た
く
し
」
は
眼
前
の
「
お
雪
」
か
ら

「
明
治
年
間
の
娼
妓
」
や
「
三
四
十
年
む
か
し
に
消
え
去
つ
た
過
去
の
幻

影
」
を
連
想
し
、
さ
ら
に
は
「
群
り
鳴
く
蚊
の
声
」
か
ら
「
昭
和
現
代
の
陋

巷
で
は
な
く
し
て
、
鶴
屋
南
北
の
狂
言
な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
る
過
去
の
世
の

裏
淋
し
い
情
味
」〈
六
〉
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
の
だ
。「
濹
東
綺
譚
」
が
絶

え
ず
「
郷
愁
」
や
「
懐
旧
」
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も
に
読
み
解
か
れ
て
し
ま

う
原
因
は
ひ
と
え
に
こ
こ
に
あ（

１９
）る。

結
〈
文
学
〉
へ
の
欲
望

〈
玉
の
井
〉
の
成
立
を
都
市
計
画
の
歴
史
か
ら
考
え
て
み
た
と
き
、
放
射

一
三
号
線
と
環
状
五
号
線
と
い
っ
た
二
本
の
大
き
な
幹
線
道
路
が
織
り
な
す

交
差
点
は
ま
さ
に
関
東
大
震
災
復
興
事
業
の
象
徴
と
も
い
え
る
地
点
で
あ
っ

た
。「
濹
東
綺
譚
」
の
「
わ
た
く
し
」
が
初
め
て
〈
玉
の
井
〉
へ
行
く
と
き

に
、
浅
草
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
に
降
り
立
っ
て
い
る
。

ま
た
「
わ
た
く
し
」
は
〈
玉
の
井
〉
を
彷
徨
す
る
際
、
こ
の
二
本
の
道
路
に

よ
っ
て
〈
玉
の
井
〉
の
「
外
廓
」
を
認
識
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時

に
放
射
一
三
号
線
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
街
の
向�

こ�

う�

側
を
切
り
捨
て
る
行

為
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
濹
東
綺
譚
」
の
「
わ
た
く
し
」
は
〈
玉
の

井
〉
に
対
し
て
同
時
代
的
な
認
識
―
―
関
東
大
震
災
後
の
復
興
事
業
に
よ
っ

て
裏
打
ち
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
を
投
げ
か
け
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
濹
東
綺
譚
」
の
実
作
者
で
あ
る
永
井
荷
風
に
お
い
て
も
変

わ
り
は
な
い
。『
断
腸
亭
日
乗
』
に
残
さ
れ
た
手
描
き
の
地
図
で
あ
る
図
⑧

「
畧
図
」
か
ら
は
放
射
一
三
号
線
、
大
正
道
路
、
京
成
白
鬚
線
廃
線
跡
の
三

つ
を
基
準
に
し
て
〈
玉
の
井
〉
を
切
り
抜
い
て
認
識
し
て
い
る
様
子
が
理
解

で
き
る
。
ま
た
細
か
な
路
地
や
番
地
表
示
が
欄
外
に
ま
で
引
き
出
さ
れ
て
大

き
く
記
さ
れ
て
い
る
様
子
は
ま
さ
し
く
関
東
大
震
災
後
の
復
興
事
業
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
延
長
線
上
と
し
て
大
東
京
編
入
の
た
め
に
寺
島
町
が
徹
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底
し
た
番
地
表
示
の
政
策
を
大
い
に
吸
収
し
て
い
る
証
拠
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
特
徴
的
な
の
は
荷
風
が
放
射
一
三
号
線
の
向�

こ�

う�

側
を
一
切
「
調

査
」
し
て
お
ら
ず
図
⑧
「
畧
図
」
に
も
そ
の
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る

点
だ
。
つ
ま
り
荷
風
が
〈
玉
の
井
〉
を
認
識
す
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
関
東
大

震
災
復
興
後
の
都
市
計
画
が
作
り
上
げ
た
地
政
学
的
な
力
学
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
荷
風
は
同
時
代
の
状
況
と
不
分
離
と
も
い
え
る
ま
な
ざ
し
、

さ
ら
に
い
え
ば
時
代
の
尖
端
と
も
い
え
る
ま
な
ざ
し
を
獲
得
し
な
が
ら
〈
玉

の
井
〉
を
描
い
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
代
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ

て
〈
玉
の
井
〉
を
捉
え
な
が
ら
も
、
荷
風
が
作
品
に
書
き
込
ん
で
い
く
〈
玉

の
井
〉
は
「
む
か
し
」
へ
と
逢
着
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
〈
ま
な
ざ
し

＝

形
式
〉
と
〈
物
語＝

内
容
〉
の
ネ
ジ
レ
を
許
容
す
る
の
は
「
い
つ
も
」
の

様
子
を
示
す
括
復
法
的
表
現
と
「
今
・
こ
こ
」
の
一
回
的
な
出
来
事
を
示
す

単
起
法
的
表
現
が
踵
を
返
す
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

時
間
的
操
作
に
よ
っ
て
「
い
つ
も
」
と
「
今
・
こ
こ
」
の
光
景
が
ご
く
自
然

に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。「
濹
東
綺
譚
」
が
絶
え
ず
「
郷
愁
」
と
い
っ
た
コ

ー
ド
で
読
み
解
か
れ
て
し
ま
う
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

確
か
に
荷
風
が
記
述
す
る
〈
玉
の
井
〉
か
ら
「
鶴
屋
南
北
の
狂
言
な
ど
か

ら
感
じ
ら
れ
る
過
去
の
世
の
裏
淋
し
い
情
味
」〈
六
〉
を
感
じ
、そ
れ
を
「
荷

風
的
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
〈
文
学
〉
主
義
的
に
称
揚
す
る
こ
と
は
至
っ
て
簡

単
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
よ
う
な
回
路
に
よ
っ
て
荷
風
の

テ
ク
ス
ト
群
を
回
収
し
て
し
ま
う
と
き
、
こ
れ
ま
で
検
証
し
た
荷
風
の
同
時

代
的
な
ま
な
ざ
し
の
あ
り
よ
う
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

テ
ク
ス
ト
を
繙
く
と
き
求
め
ら
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
〈
文
学
〉
的
欲
望

を
前
に
、
そ
れ
に
抗
い
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
に
対
峙
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

時
テ
ク
ス
ト
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
様
相
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ

る
で
あ
ろ
う
。
荷
風
の
テ
ク
ス
ト
が
読
み
解
か
れ
る
〈
場
〉
は
ま
さ
に
そ
こ

に
こ
そ
あ
る
の
だ
。

（
了
）

注

（
１
）
川
本
三
郎
「
濹
東
の
隠
れ
里
―
―
玉
の
井
」（
同
『
荷
風
と
東
京

―
―
『
断
腸
亭
日
乗
』
私
註
』
所
収

都
市
出
版

一
九
九
六
・
九
）

は
「
奥
の
ほ
う
か
ら
玉
の
井
を
偶
然
の
よ
う
に
見
つ
け
た
と
こ
ろ
が
興

味
深
い
。」（
三
九
九
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
２
）
『
断
腸
亭
日
乗
』
の
引
用
は
『
荷
風
全
集
第
二
十
二
巻
』（
岩
波
書

店

一
九
九
三
・
八
）、『
荷
風
全
集
第
二
十
三
巻
』（
岩
波
書
店

一

九
九
三
・
一
〇
）、『
荷
風
全
集
第
二
十
四
巻
』（
岩
波
書
店
一
九
九
四
・

一

岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

（
３
）
こ
の
日
の
ス
ケ
ッ
チ
を
含
む
〈
玉
の
井
〉
を
め
ぐ
る
図
像
に
つ
い
て

は
拙
稿
「「
ぬ
け
ら
れ
ま
す
」
か
ら
ぬ
け
で
る
た
め
に
―
―
「
玉
の
井
」

の
図
像
学
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
第
四
五
集

二
〇
〇
二
・
九
）
参
照
。

（
４
）
拙
稿
「〈
玉
の
井
〉
の
地
政
学
―
―
永
井
荷
風
と
地
図
（
そ
の
１
）」

（
志
學
館
大
学
人
間
関
係
学
部
「
研
究
紀
要
」
第
三
五
巻

二
〇
一

四
・
一
）
参
照
。

（
５
）
〈
玉
の
井
〉
を
め
ぐ
る
表
象
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
消
え
た
ラ
ビ
リ
ン

ス
―
―
「
玉
の
井
」
の
政
治
学
」（「
日
本
近
代
文
学
」
第
六
四
集

二

〇
〇
一
・
五
）
参
照
。

（
６
）
前
出
（
４
）
で
指
摘
し
た
図
②
「
寺
島
町
変
更
前
字
名
略
図
」、
図

③
「
寺
島
町
変
更
後
字
名
略
図
」
の
地
図
の
向
き
と
荷
風
の
「
畧
図
」

は
向
か
っ
て
右
側
が
北
と
い
う
点
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
一
の
方
向
認
識
に
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

（
７
）
永
井
荷
風
「
濹
東
綺
譚
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三
七
・
四
・
一

六
〜
六
・
一
五
）、
以
下
「
濹
東
綺
譚
」
の
引
用
は
『
荷
風
全
集
第
十

七
巻
』（
岩
波
書
店

一
九
九
四
・
六
）
に
拠
っ
た
。

（
８
）
こ
の
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
に
つ
い
て
は
日
比
恆
明
『
玉
の
井

色
街
と
社
会
の
暮
ら
し
』
三
九
八
頁
（
自
由
国
民
社

二
〇
一
〇
・
一

〇
）
に
言
及
が
あ
る
。
日
比
氏
は
一
九
四
三
年
製
作
の
同
地
図
を
参
照

し
て
い
る
が
、本
稿
で
は
実
際
に
荷
風
が
〈
玉
の
井
〉
を
「
調
査
」
し
、

「
濹
東
綺
譚
」
を
執
筆
し
た
年
代
に
よ
り
近
い
一
九
三
九
年
製
作
の
も

の
を
参
照
し
た
。

（
９
）
日
比
氏
は
「
昭
和
１８
年
頃
の
玉
の
井
住
宅
地
図
」
と
題
し
て
詳
細
な

検
討
を
加
え
て
い
る
。
参
照
さ
れ
て
い
る
地
図
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

本
文
で
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
前
出
（
８
）
で
掲
出
さ
れ
て
い
た
一

九
四
三
年
製
作
「
火
災
保
険
特
殊
地
図
」
と
同
一
の
地
図
と
考
え
ら
れ

る
。

（
１０
）
一
九
三
七
年
六
月
二
〇
日
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
に
は
伏
見
稲
荷
の
神

官
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
「
寺

島
町
七
ノ
六
五
」
と
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
伏
見
稲
荷
の
位

置
も
判
明
す
る
。
な
お
そ
の
手
紙
の
内
容
は
「
玉
の
井
の
毛
色
の
変

マ

マ

わ
っ
た
小
説
的
事
件
と
人
物
を
照
会
し
ま
す
」
と
し
て
一
三
の
項
目
が

記
さ
れ
て
い
る
。
新
聞
連
載
の
「
濹
東
綺
譚
」
を
受
け
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

（
１１
）
永
井
荷
風
『
濹
東
綺
譚

自
筆
原
稿
複
製
』（
中
央
公
論
社

一
九

七
一
・
一
）

（
１２
）
〈
玉
の
井
〉
を
め
ぐ
る
表
象
に
つ
い
て
は
前
出
（
５
）
を
参
照
。

（
１３
）
無
署
名
「
濹
東
綺
譚
の
�
お
雪
�
を
探
る
」（「
日
本
読
書
新
聞
」
一

九
三
七
・
九
・
五
）
で
「
記
者
」
は
「
お
雪
さ
ん
の
モ
デ
ル
は
果
た
し

て
ど
ん
な
女
だ
ら
う
か
。」
と
い
う
問
い
か
ら
〈
玉
の
井
〉
を
歩
き
回

る
が
、「
こ
れ
ま
た
原
作
通
り
で
あ
る
。」「
何
も
彼
も
そ
の
ま
ゝ
だ
」

と
本
文
と
の
描
写
の
一
致
に
驚
い
て
い
る
。
こ
の
同
時
代
評
は
「
濹
東

綺
譚
」
本
文
が
記
述
す
る
「
大
正
開
拓
期
の
盛
時
を
想
起
さ
せ
る
一

隅
」
へ
実
際
に
足
を
運
ん
で
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
例
で
あ
ろ
う
。

（
１４
）
小
針
氏
作
成
の
図
版
は
川
本
三
郎
『
荷
風
と
東
京
―
―
『
断
腸
亭
日

乗
』
私
註
』（
前
出
）
四
〇
〇
〜
四
〇
一
頁
に
挿
入
。

（
１５
）
本
文
で
も
触
れ
た
日
比
恆
明
調
査
・
取
材
「『
濹
東
綺
譚
』
の
世
界

が
地
図
で
再
現
。」（
前
出
）
も
ま
た
「
六
十
一
番
地
」
が
「
民
家
」
で

あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
結
局
は
従
来
の
研
究
史
同
様
に
七
丁
目
七
〇
〜

七
三
番
地
周
辺
を
「
お
雪
さ
ん
の
店
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
場
所
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
１６
）
「
寺
じ
ま
の
記
」
お
よ
び
「
濹
東
綺
譚
」
の
文
体
的
な
特
徴
に
つ
い

て
は
前
出
（
３
）
に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
よ
っ
て

本
論
で
も
論
旨
が
一
部
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
１７
）
Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
（
岸
本
通
夫
監
訳
）『
一
般
言
語
学
の
諸
問

題
』「
代
名
詞
の
性
質
」
二
三
四
〜
二
四
一
頁
（
一
九
六
六

み
す
ず

書
房

一
九
八
三
・
四
）。

（
１８
）
こ
の
よ
う
な
時
間
構
成
に
つ
い
て
は
金
子
明
雄
「
一
人
の
〈
わ
た
く

し
〉・
複
数
の
〈
わ
た
く
し
〉
―
―
『
濹
東
綺
譚
』
の
領
域
―
―
」（「
日

本
近
代
文
学
」
第
四
八
集

一
九
九
三
・
五
）
が
詳
細
に
言
及
し
て
い

る
。

（
１９
）
こ
の
よ
う
な
受
容
の
代
表
的
な
例
と
し
て
古
屋
健
三
「
事
実
の
夢
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『
濹
東
綺
譚
』
の
世
界
」（
同
『
永
井
荷
風

冬
と
の
出
会
い
』（
朝
日

新
聞
社

一
九
九
九
・
一
一
）
が
あ
る
。
古
屋
は
「『
濹
東
綺
譚
』
は

喪
失
の
秋
を
前
に
し
た
短
い
夏
の
夜
の
夢
物
語
と
い
え
る
だ
ろ
う
。」

（
三
七
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

※
本
稿
は
拙
稿
「〈
玉
の
井
〉
の
地
政
学
―
―
永
井
荷
風
と
地
図
（
そ
の

１
）」（
志
學
館
大
学
人
間
関
係
学
部
「
研
究
紀
要
」
第
三
五
巻

二
〇
一

四
・
一
）
の
続
稿
で
あ
る
。
章
番
号
、
資
料
番
号
な
ど
は
前
稿
の
続
き
と

し
た
。
あ
わ
せ
て
読
ま
れ
た
い
。

ま
た
本
稿
は
二
〇
一
三
年
度
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
春
季
大
会

（
九
州
大
学
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス

二
〇
一
三
年
六
月
八
日
）
に
於
け
る
口

頭
発
表
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
内
外
で
貴
重
な
ご
意
見
を
頂

き
ま
し
た
こ
と
を
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
稿
は
平
成
二
五
年
度
志
學
館
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
成
果
で

あ
る
。

（
し
ま
だ
な
お
や

志
學
館
大
学
准
教
授
）
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