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生
命
と
し
て
の
景
観

佐
々
木
高
弘

　

そ
う
、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
々
と
人
々
と
星
々
と
電
子
と
原
発
と
市
場
か
ら
同
時
に
な
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
世
界
の
中
で
生
き
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
手
に
負
え
な
い
散
乱
」
か
「
秩
序
だ
っ
た
総
体
」
の
い
ず
れ
か
に
転
換
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
義

務
な
の
で
あ
る）1
（

。
一　

人
間
中
心
主
義
か
ら
の
脱
却

　

地
理
学
は
人
間
と
自
然
環
境
の
関
係
を
、
長
年
に
わ
た
っ
て
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
研
究
史
の
な
か
で
、
あ
る
繰
り
返
す
駆
け

引
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
球
環
境
の
な
か
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
は
自
然
環
境
に
対
し
て
、
受
け
身
的
存
在
な
の
か
、
そ
う

で
は
な
く
能
動
的
存
在
な
の
か
、
と
い
う
駆
け
引
き
で
あ
る
。
こ
の
駆
け
引
き
は
、
様
々
な
地
理
学
の
隣
接
分
野
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
右
往
左
往
し
つ
つ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

最
近
の
地
理
学
者
の
言
説
に
は
、「
新
し
い
文
化
地
理
学
で
は
、
唯
物
論
的
関
心
の
回
帰
が
叫
ば
れ
、
そ
の
こ
と
が
生
物（
生
命
）
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こ
れ
は
、
現
在
の
私
た
ち
人
間
の
経
験
は
、
機
械
と
生
命
体
の
、
あ
る
種
の
混
合
で
あ
る
「
サ
イ
ボ
ー
グ
」
の
経
験
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
て
い
る
と
の
、
ス
リ
フ
ト
の
見
解
で
、
こ
こ
で
も
、
人
間
だ
け
で
自
然
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
人
間
中
心
主

義
で
は
現
代
社
会
自
体
も
、
す
で
に
捉
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
論
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
サ
イ
ボ
ー
グ
文
化
」
を
唱
え
た
ス
リ
フ
ト
は
、「
非
表
象
理
論
」（N

on-representational theory

）な
る
も
の
を
も
提
唱
し
、

そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
は
主
観
で
も
な
く
、
あ
る
モ
ノ
に
触
れ
な
が
ら
、

皮
膚
の
感
覚
を
通
じ
て
作
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
ら
関
係
性
の
奥
底
に
流
れ
続
け
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
モ
ノ
、
様
々
な
生
命
体
、
景
観
の
影
響
力
を
も
包
含
し
て
い
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
私

た
ち
の
主
観
が
理
解
す
る
前
に
機
能
す
る
、
人
類
の
個
を
越
え
た
側
面
の
研
究
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
け
る
、
こ
の
超
個
人
的
な
動
作
と
調
整
を
理
解
す
る
に
は
、
事
象
と
物
質
性
を
再
び
、
そ
れ
自
身
の
感
受
性
に
し
た
が
っ
て
思

考
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
人
類
の
心
に
共
有
さ
れ
て
い
る
、
意
図
さ
れ
ざ
る
知
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
を
思
考
す
る
必
要

が
あ
る
、
と）5
（

。

　

確
か
に
、
近
年
の
世
界
の
事
件
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
の
理
解
を
遙
か
に
越
え
た
出
来
事
が
頻
発
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
私
た
ち
が
信
じ
き
っ
て
い
た
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
自
由
、
平
等
、
平
和
、
民
主
主
義
、
国
民
国
家
等
々
に

つ
い
て
、
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
日
常
に
お
い
て
も
、
同
様
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
登
場
は
、
私
た
ち
の
環
境
と
の
関
係
を
、
明
ら
か
に
変
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
動
車
が
登
場
し
た
と

き
も
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
が
登
場
し
た
と
き
も
同
じ
だ
っ
た
ろ
う
。
い
や
鉄
器
だ
っ
て
…
。

　

で
は
、
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
。
ど
う
も
こ
こ
に
き
て
、
近
代
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
、
既
存
の
人
間
性
、
あ
る
い
は
理
性
、
知

（2）

と
大
地（
地
球
）の
間
の
、
生
き
生
き
と
し
た
結
び
つ
き
を
見
い
だ
す
契
機
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
生
命
の
様
相
が
、
政
治
的
に
、

そ
し
て
科
学
技
術
的
に
溶
け
合
っ
て
い
る
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
世
界
は
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
張
さ
れ
は
じ
め
て
い
る）2
（

」
と
い
う
よ
う
な
、
唯
物
論
へ
の
回
帰
や
、
政
治
、
科
学
技
術
と
の
溶
け
合
い
、

あ
る
い
は
世
界
が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
古
典
的
な
よ
う
で
新
し
く
も
あ
る
よ
う
な
、
人
間
と
自
然
環
境
と
の
駆
け

引
き
が
、
今
な
お
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
物
質
に
戻
ろ
う
と
す
る
研
究
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
う
も
こ
の
、
人
間
対
自
然
と
い
っ
た
二
元

論
か
ら
の
脱
出
へ
の
試
み
か
ら
来
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
世
界
を
人
間
と
自
然
に
二
分
割
し
、
人
文
科
学
者
と
自
然
科
学
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
研
究
す
る
、
そ
の
よ
う
な
旧
態
然
と
し
た
態
度
で
は
、
も
は
や
新
し
い
事
態
が
つ
ぎ

つ
ぎ
発
生
し
、
流
動
的
で
急
変
的
な
現
代
社
会
に
は
対
応
で
き
な
い
、
と
い
う
危
機
感
か
ら
来
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
人
文
科

学
の
側
か
ら
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
中
心
主
義
か
ら
の
脱
却
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
な
か
、
社
会
科
学
者
の
ブ
ル
ー
ノ･
ラ
ト
ゥ
ー
ル
ら
の
、
ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
）
3
（

の
よ
う
な
、
ア
ク
タ
ー
、
つ

ま
り
行
為
者
を
人
間
だ
け
で
な
く
、
モ
ノ
や
科
学
技
術
、
動
物
や
植
物
、
地
理
学
で
言
え
ば
、
場
所
や
景
観
を
も
参
加
さ
せ
て
、

そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
参
照
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
物
質
主
義
へ
の
回
帰
と
は
、
人
間
を
取

り
巻
く
様
々
な
モ
ノ
を
も
、
ア
ク
タ
ー
の
一
員
と
し
て
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
な
の
だ
。

　

そ
し
て
人
文
地
理
学（H

um
an geography

）の
な
か
に
、「
非
人
間
地
理
学
」（Inhum

an geography

）の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
ま
で

登
場
す
る
こ
と
に
な
る）4
（

。
そ
こ
で
は
、
私
た
ち
人
間
が
、
も
は
や
科
学
技
術
や
モ
ノ
を
介
さ
ず
に
、
自
然
環
境
と
の
関
係
性
を
持

つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
の
観
点
か
ら
「
サ
イ
ボ
ー
グ
文
化
」
と
い
う
よ
う
な
言
説
も
飛
び
出
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
現
在
の
私
た
ち
人
間
の
経
験
は
、
機
械
と
生
命
体
の
、
あ
る
種
の
混
合
で
あ
る
「
サ
イ
ボ
ー
グ
」
の
経
験
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
て
い
る
と
の
、
ス
リ
フ
ト
の
見
解
で
、
こ
こ
で
も
、
人
間
だ
け
で
自
然
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
人
間
中
心
主

義
で
は
現
代
社
会
自
体
も
、
す
で
に
捉
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
論
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
サ
イ
ボ
ー
グ
文
化
」
を
唱
え
た
ス
リ
フ
ト
は
、「
非
表
象
理
論
」（N

on-representational theory

）な
る
も
の
を
も
提
唱
し
、

そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
は
主
観
で
も
な
く
、
あ
る
モ
ノ
に
触
れ
な
が
ら
、

皮
膚
の
感
覚
を
通
じ
て
作
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
ら
関
係
性
の
奥
底
に
流
れ
続
け
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
モ
ノ
、
様
々
な
生
命
体
、
景
観
の
影
響
力
を
も
包
含
し
て
い
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
私

た
ち
の
主
観
が
理
解
す
る
前
に
機
能
す
る
、
人
類
の
個
を
越
え
た
側
面
の
研
究
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
け
る
、
こ
の
超
個
人
的
な
動
作
と
調
整
を
理
解
す
る
に
は
、
事
象
と
物
質
性
を
再
び
、
そ
れ
自
身
の
感
受
性
に
し
た
が
っ
て
思

考
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
人
類
の
心
に
共
有
さ
れ
て
い
る
、
意
図
さ
れ
ざ
る
知
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
を
思
考
す
る
必
要

が
あ
る
、
と）5
（

。

　

確
か
に
、
近
年
の
世
界
の
事
件
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
の
理
解
を
遙
か
に
越
え
た
出
来
事
が
頻
発
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
ま
で
私
た
ち
が
信
じ
き
っ
て
い
た
正
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
自
由
、
平
等
、
平
和
、
民
主
主
義
、
国
民
国
家
等
々
に

つ
い
て
、
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
日
常
に
お
い
て
も
、
同
様
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
登
場
は
、
私
た
ち
の
環
境
と
の
関
係
を
、
明
ら
か
に
変
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
動
車
が
登
場
し
た
と

き
も
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
が
登
場
し
た
と
き
も
同
じ
だ
っ
た
ろ
う
。
い
や
鉄
器
だ
っ
て
…
。

　

で
は
、
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
。
ど
う
も
こ
こ
に
き
て
、
近
代
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
、
既
存
の
人
間
性
、
あ
る
い
は
理
性
、
知
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へ
近
寄
る
内
に
い
つ
の
間
に
か
、
す
ー
と
消
え
て
無
く
な
っ
て
仕
舞
ふ
。
さ
あ
之
か
ら
と
云
ふ
も
の
は
、
連
夜
大
勢
の
人
が

見
物
に
来
る
者
故
天
神
橋
上
に
は
両
側
に
夜
更
け
迄
多
く
の
屋
臺
店
が
出
で
、
飴
湯
、
善
哉
、
な
ど
を
商
ひ
、
見
物
の
人
々

も
こ
れ
に
入
り
て
夜
更
け
を
待
ち
た
る
為
、
大
い
に
繁
昌
し
た
り
。
其
の
内
に
大
阪
中
の
評
判
と
な
り
し
故
警
察
当
局
に
て

も
捨
て
置
け
ず
、
厳
重
に
相
調
べ
た
る
處
、
飴
湯
屋
、
善
哉
屋
の
連
中
が
、
十
五
六
才
の
乞
食
を
一
晩
五
十
銭
に
て
雇
込
み
、

見
物
の
客
を
當
込
ん
で
、
御
多
福
の
面
を
着
せ
て
踊
ら
し
て
居
た
も
の
な
り
。
そ
の
出
現
に
當
っ
て
は
、
橋
の
中
央
邊
の
川

へ
泳
ぎ
来
り
、
右
の
乞
食
は
橋
桁
を
傳
っ
て
上
へ
登
り
、
又
歸
り
途
は
元
の
橋
桁
を
傳
ふ
て
す
べ
り
降
り
、
川
を
泳
い
で
向

ふ
岸
へ
歸
っ
て
行
く
と
云
ふ
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
一
同
口
あ
ん
ぐ
り
、
と
は
妖
怪
を
め
ぐ
る
一
編
の
ナ
ン
セ

ン
ス
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
筆
者
が
父
よ
り
聞
き
し
實
話
な
り
。

　

こ
の
怪
談
、『
大
阪
史
蹟
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
警
察
が
張
り
込
む
と
、
本
当
に
お
多
福
は
出
て
き
て
、
追
い
か
け
る
と
ザ
ン
ブ

と
川
に
飛
び
込
む
、
と
う
と
う
舟
を
出
し
橋
脚
に
刑
事
を
置
き
追
跡
、
捕
ら
え
て
み
る
と
ぜ
ん
ざ
い
屋
に
一
晩
五
十
銭
で
雇
わ
れ

た
ア
ル
バ
イ
ト
と
判
明
、
署
に
留
置
し
て
大
目
玉
と
な
っ
た
が
、
不
思
議
に
も
そ
の
晩
も
お
多
福
は
出
た
。
実
話
」
と
あ
る）7
（

。
つ

ま
り
お
多
福
の
正
体
は
、
い
ま
だ
に
判
明
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
怪
異
の
言
説
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
虚
構
が
ま
こ
と
し
や
か
に
、
実
在
の
場
所
と
と
も
に
言
説
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
度
、
こ
の
明
治
十
八
年
の
怪
異
譚
「
天
神
橋
上
の
化
け
お
多
福
」
を
、
こ
の
事
件
の
あ
っ
た
年
の
地
図（
図
1
）と
と
も
に
、

順
を
追
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
汽
船
は
、
京
都
の
伏
見
港
を
出
港
し
て
、
大
阪
の
八
軒
屋
を
目
指
し
て

い
た
。
図
1
に
、
駅
逓
出
張
局
と
あ
る
場
所
が
、
八
軒
屋
の
あ
っ
た
辺
り
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
の
「
改
正
新
版
大
阪
明
細
全

（4）

性
だ
け
で
は
、
現
在
進
行
中
の
問
題
に
、
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
の
憶
測
が
、
様
々
な
分
野
か
ら
噴
出
し
て
い
る

よ
う
だ
。
で
あ
れ
ば
、
人
間
と
そ
れ
以
外
の
モ
ノ
と
の
関
係
を
、
再
考
す
る
ほ
か
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
こ
れ

ら
道
具
や
科
学
技
術
を
使
わ
ず
に
、
も
は
や
環
境
を
知
覚
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

二　

近
代
大
阪
の
言
説
と
景
観

　

昭
和
八
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
、『
上
方
』
三
十
三
号
の
「
上
方
怪
談
号
」
に
、「
天
神
橋
上
の
化
け
お
多
福
」
と
題
す
る

次
の
よ
う
な
言
説
が
、
実
話
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る）6
（

。
そ
う
、
ま
ず
は
そ
れ
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　

明
治
十
八
年
六
月
、
大
阪
一
帯
に
大
洪
水
の
有
り
し
一
ヶ
月
前
の
事
な
る
が
、
そ
の
頃
大
阪
八
軒
屋
の
濱
よ
り
京
都
伏
見

へ
通
ふ
汽
船
あ
り
。
こ
の
船
が
伏
見
よ
り
下
り
来
て
、
天
満
橋
迄
来
し
折
り
、
事
故
に
因
り
沈
没
し
八
十
人
の
溺
死
者
を
出

せ
し
椿
事
有
り
。
其
の
後
は
天
神
橋
に
夜
更
け
て
か
ら
人
の
影
が
大
勢
見
ゆ
る
と
か
、
又
は
大
勢
の
人
の
泣
き
聲
が
聞
え
る

と
か
、
種
々
の
風
説
が
取
沙
汰
せ
ら
れ
、
附
近
の
人
々
は
恐
が
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
今
度
は
、
お
多
福
が
、
天

神
橋
の
中
央
に
出
現
し
、
手
に
は
杓
子
を
持
ち
て
、
糸
の
如
き
細
い
聲
に
て
、「
ほ
ー
ね
ん
ぢ
ゃ
豊
年
じ
ゃ
」
と
云
ひ
つ
つ

手
拍
子
足
拍
子
を
取
り
つ
つ
踊
る
と
の
噂
が
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
流
布
さ
れ
、
是
が
非
常
な
る
評
判
と
な
れ
り
。
何
し
ろ

相
手
が
お
多
福
の
事
と
て
、
人
々
は
恐
が
ら
ず
、
是
を
見
ん
も
の
と
連
夜
夜
更
け
て
よ
り
天
神
橋
へ
と
押
か
け
た
り
。
軈
て

夜
半
と
も
な
れ
ば
橋
の
中
央
に
、
忽
然
と
白
衣
の
お
多
福
が
出
現
し
て
来
る
の
で
有
っ
た
。
見
物
の
人
は
、
恐
々
な
が
ら
側
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へ
近
寄
る
内
に
い
つ
の
間
に
か
、
す
ー
と
消
え
て
無
く
な
っ
て
仕
舞
ふ
。
さ
あ
之
か
ら
と
云
ふ
も
の
は
、
連
夜
大
勢
の
人
が

見
物
に
来
る
者
故
天
神
橋
上
に
は
両
側
に
夜
更
け
迄
多
く
の
屋
臺
店
が
出
で
、
飴
湯
、
善
哉
、
な
ど
を
商
ひ
、
見
物
の
人
々

も
こ
れ
に
入
り
て
夜
更
け
を
待
ち
た
る
為
、
大
い
に
繁
昌
し
た
り
。
其
の
内
に
大
阪
中
の
評
判
と
な
り
し
故
警
察
当
局
に
て

も
捨
て
置
け
ず
、
厳
重
に
相
調
べ
た
る
處
、
飴
湯
屋
、
善
哉
屋
の
連
中
が
、
十
五
六
才
の
乞
食
を
一
晩
五
十
銭
に
て
雇
込
み
、

見
物
の
客
を
當
込
ん
で
、
御
多
福
の
面
を
着
せ
て
踊
ら
し
て
居
た
も
の
な
り
。
そ
の
出
現
に
當
っ
て
は
、
橋
の
中
央
邊
の
川

へ
泳
ぎ
来
り
、
右
の
乞
食
は
橋
桁
を
傳
っ
て
上
へ
登
り
、
又
歸
り
途
は
元
の
橋
桁
を
傳
ふ
て
す
べ
り
降
り
、
川
を
泳
い
で
向

ふ
岸
へ
歸
っ
て
行
く
と
云
ふ
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
一
同
口
あ
ん
ぐ
り
、
と
は
妖
怪
を
め
ぐ
る
一
編
の
ナ
ン
セ

ン
ス
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
筆
者
が
父
よ
り
聞
き
し
實
話
な
り
。

　

こ
の
怪
談
、『
大
阪
史
蹟
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
警
察
が
張
り
込
む
と
、
本
当
に
お
多
福
は
出
て
き
て
、
追
い
か
け
る
と
ザ
ン
ブ

と
川
に
飛
び
込
む
、
と
う
と
う
舟
を
出
し
橋
脚
に
刑
事
を
置
き
追
跡
、
捕
ら
え
て
み
る
と
ぜ
ん
ざ
い
屋
に
一
晩
五
十
銭
で
雇
わ
れ

た
ア
ル
バ
イ
ト
と
判
明
、
署
に
留
置
し
て
大
目
玉
と
な
っ
た
が
、
不
思
議
に
も
そ
の
晩
も
お
多
福
は
出
た
。
実
話
」
と
あ
る）7
（

。
つ

ま
り
お
多
福
の
正
体
は
、
い
ま
だ
に
判
明
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
怪
異
の
言
説
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
虚
構
が
ま
こ
と
し
や
か
に
、
実
在
の
場
所
と
と
も
に
言
説
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
度
、
こ
の
明
治
十
八
年
の
怪
異
譚
「
天
神
橋
上
の
化
け
お
多
福
」
を
、
こ
の
事
件
の
あ
っ
た
年
の
地
図（
図
1
）と
と
も
に
、

順
を
追
っ
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
汽
船
は
、
京
都
の
伏
見
港
を
出
港
し
て
、
大
阪
の
八
軒
屋
を
目
指
し
て

い
た
。
図
1
に
、
駅
逓
出
張
局
と
あ
る
場
所
が
、
八
軒
屋
の
あ
っ
た
辺
り
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
の
「
改
正
新
版
大
阪
明
細
全
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さ
て
こ
こ
か
ら
が
こ
の
怪
談
の
中
心
部
分
と
な
る
、
夜
更

け
に
大
勢
の
人
影
が
見
え
る
、
あ
る
い
は
大
勢
の
人
の
泣
き

声
が
聞
こ
え
る
、
と
い
っ
た
近
代
大
阪
人
の
怪
異
体
験
談
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
場
所
は
、
沈
没
事
故
の
あ
っ
た
天
満

橋
で
も
な
く
、
そ
の
目
的
地
の
八
軒
屋
で
も
な
い
、
そ
の
先

に
あ
る
天
神
橋
な
の
で
あ
る（
図
1
）。

　

な
ぜ
天
神
橋
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
天
神
橋
の
名
の
由

来
は
、
そ
の
橋
の
北
に
あ
る
大
阪
天
満
宮
に
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
大
阪
天
満
宮
の
主
祭
神
、
菅
原
道
真（
天
満
大
自
在
天

神
）の
天
神
か
ら
き
て
い
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
大
阪

天
満
宮
で
行
わ
れ
る
祭
も
、
天
神
祭
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
天

神
橋
が
、
こ
の
怪
異
の
生
じ
た
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由

は
、
こ
の
無
念
の
死
を
遂
げ
た
大
勢
の
人
々
と
、
同
じ
く
平

安
時
代
に
無
念
の
死
を
遂
げ
、
大
怨
霊
と
も
御
霊
と
も
な
っ

た
菅
原
道
真
と
を
、
類
似
関
係
に
あ
る
と
と
ら
え
た
、
近
代

大
阪
人
の
隠
喩
的
な
風
景
解
釈
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

天
神
橋
の
怪
異
の
目
撃
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、

図 2『摂津名所図会』（1798年）に描かれた江戸時代の八軒屋の賑わいと三十
石船（秋里籬島『摂津名所図会　第一巻』臨川書店、1996、414～415頁より）。

（6）

図
」
に
は
、
同
箇
所
に
八
軒
家
と
明
記
さ
れ
て
い
る）8
（

。

　

伏
見
と
は
京
都
の
南
に
あ
る
港
で
、
い
わ
ば
京
の
南

出
入
り
口
と
い
っ
た
性
格
の
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
を
出

た
汽
船
が
、
八
軒
屋
手
前
の
天
満
橋
の
辺
り
で
沈
没
し

て
し
ま
う
。
こ
の
汽
船
は
、
明
治
五
年（
一
八
七
二
）か

ら
登
場
し
た
近
代
の
産
物
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
は
、
伏
見
か
ら
八
軒
屋
の
間
を
、
三
十
石

船
が
航
行
し
て
い
た
。
こ
の
事
件
の
あ
っ
た
明
治
十
八

年
に
は
、
も
う
す
で
に
三
十
石
船
の
姿
は
な
い
。
そ
し

て
こ
の
近
代
の
汽
船
事
故
は
、
八
十
名
も
の
死
者
を
出

し
た
。

　

洪
水
が
起
こ
る
一
ヶ
月
前
と
の
言
説
も
、
こ
の
事
故

が
そ
の
後
の
洪
水
の
予
兆
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
も
と
れ
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
洪
水
は
荒
ぶ
る
神（
妖
怪
）の
怒
り
の
表
象（
お
祓
い
）で
も
あ
る
か
ら
だ
。

　

そ
し
て
目
的
地
で
あ
っ
た
八
軒
屋
と
は
、
天
満
橋
か
ら
天
神
橋
の
間
に
宿
屋
が
八
軒
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
名
付
け
ら
れ
た
、

江
戸
時
代
か
ら
の
京
都
と
大
阪
を
結
ぶ
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
八
軒
屋
の
景
観
は
『
摂
津
名
所
図
会
』
に
描
か

れ
て
い
る（
図
2
）。
こ
こ
ま
で
が
、
こ
の
怪
談
の
前
段
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
景
観
、
そ
の
他
諸
々
と
の
関
係
で
あ
る
。

図 1　「実測大阪市街全図」（明治18年）に見る天満橋・
天神橋・天満社・坐摩社旅所・駅逓出張局（『大阪
古地図集成（大阪建設史夜話附図）』1980、大阪都市協会）
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さ
て
こ
こ
か
ら
が
こ
の
怪
談
の
中
心
部
分
と
な
る
、
夜
更

け
に
大
勢
の
人
影
が
見
え
る
、
あ
る
い
は
大
勢
の
人
の
泣
き

声
が
聞
こ
え
る
、
と
い
っ
た
近
代
大
阪
人
の
怪
異
体
験
談
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
場
所
は
、
沈
没
事
故
の
あ
っ
た
天
満

橋
で
も
な
く
、
そ
の
目
的
地
の
八
軒
屋
で
も
な
い
、
そ
の
先

に
あ
る
天
神
橋
な
の
で
あ
る（
図
1
）。

　

な
ぜ
天
神
橋
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
天
神
橋
の
名
の
由

来
は
、
そ
の
橋
の
北
に
あ
る
大
阪
天
満
宮
に
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
大
阪
天
満
宮
の
主
祭
神
、
菅
原
道
真（
天
満
大
自
在
天

神
）の
天
神
か
ら
き
て
い
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
大
阪

天
満
宮
で
行
わ
れ
る
祭
も
、
天
神
祭
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
天

神
橋
が
、
こ
の
怪
異
の
生
じ
た
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由

は
、
こ
の
無
念
の
死
を
遂
げ
た
大
勢
の
人
々
と
、
同
じ
く
平

安
時
代
に
無
念
の
死
を
遂
げ
、
大
怨
霊
と
も
御
霊
と
も
な
っ

た
菅
原
道
真
と
を
、
類
似
関
係
に
あ
る
と
と
ら
え
た
、
近
代

大
阪
人
の
隠
喩
的
な
風
景
解
釈
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

天
神
橋
の
怪
異
の
目
撃
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、

図 2『摂津名所図会』（1798年）に描かれた江戸時代の八軒屋の賑わいと三十
石船（秋里籬島『摂津名所図会　第一巻』臨川書店、1996、414～415頁より）。



231

生命としての景観 

（9）

三　

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
大
阪
ら
し
さ

　

さ
て
こ
の
怪
異
譚
、「
商
人
の
町
」
大
阪
ら
し
い
落
ち
が
つ
い
て
い
る
。
商
売
人
た
ち
が
、
こ
の
連
夜
の
数
多
く
の
人
出
を
当

て
込
ん
で
、
飴
湯
や
善
哉
な
ど
の
屋
台
を
出
し
大
繁
盛
し
た
、
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
怪
異
譚
に
、
商
人
の
経

済
活
動
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
大
阪
ら
し
い
。
し
か
も
そ
の
怪
異
の
正
体
は
、
商
人
た
ち
が
雇
っ
た
ア
ル
バ
イ
ト

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
さ
ら
に
商
魂
た
く
ま
し
い
大
阪
ら
し
さ
が
滲
み
出
て
い
る
。

　

そ
し
て
つ
ぎ
に
近
代
国
家
権
力
の
登
場
で
あ
る
。
警
察
が
乗
り
出
し
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
飴
湯
屋
と
善
哉
屋
が
乞
食
を
雇
い
、

お
多
福
の
面
を
被
ら
せ
踊
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
た
の
で
あ
る
。
雑
誌
『
上
方
』
は
、「
妖
怪
を
め
ぐ
る
一
編
の
ナ
ン
セ
ン

ス
物
語
」
と
片
付
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
大
阪
史
蹟
辞
典
』
が
紹
介
し
た
話
で
は
、
お
多
福
を
演
じ
た
ア
ル
バ
イ
ト
は
逮
捕
後
、

「
署
に
留
置
し
て
大
目
玉
と
な
っ
た
が
、
不
思
議
に
も
そ
の
晩
も
お
多
福
は
出
た
。
実
話
」
と
謎
を
残
し
た
か
た
ち
で
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
怪
異
の
目
撃
談
、
様
々
な
異
な
る
要
素
を
ま
じ
え
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
京
都
の
伏
見
と
大
阪
の
八
軒

屋
を
結
ぶ
河
川
交
通
、
そ
の
八
軒
屋
を
取
り
囲
む
天
満
橋
と
天
神
橋
の
景
観
、
汽
船
と
い
う
近
代
が
生
み
出
し
た
機
械
、
が
ゆ
え

に
多
数
の
死
者
を
出
し
た
近
代
的
な
大
規
模
輸
送
事
故
、
八
軒
屋
と
い
う
古
く
か
ら
の
交
通
の
要
所
、
菅
原
道
真
を
祭
神
と
す
る

天
神
に
つ
な
が
る
天
神
橋
と
い
う
宗
教
的
要
素
、
さ
ら
に
民
俗
芸
能
的
側
面
を
持
つ
お
多
福
の
面
、
記
紀
神
話
か
ら
出
雲
神
楽
、

商
人
の
経
済
活
動
、
近
代
国
家
の
権
力
を
示
す
警
察
の
取
り
調
べ
、
あ
る
い
は
常
識
的
な
行
動
を
逸
脱
し
た
庶
民
の
監
禁
拘
束
。

さ
ら
に
、
洪
水
が
多
発
す
る
河
川
、
と
い
う
自
然
的
要
素
ま
で
含
め
る
と
、
実
に
異
種
で
多
様
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
要
素
が
、
こ

（8）

な
ん
と
お
多
福
が
天
神
橋
の
中
央
に
出
現
し
、
手
に
杓
子
を
持
っ
て
、「
ほ
ー
ね
ん
じ
ゃ
豊
年
じ
ゃ
」
と
、
手
拍
子
足
拍
子
を
取
っ

て
踊
る
、
と
の
噂
が
た
つ
の
で
あ
る
。
お
多
福
と
は
、
あ
の
下
ぶ
く
れ
の
丸
顔
で
、
お
で
こ
が
広
く
鼻
が
低
い
、
頬
の
高
い
女
性

の
仮
面
を
指
す
。
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
仮
面
を
被
っ
た
女
性（
？
）が
天
神
橋
の
上
を
夜
更
け
に
、
踊
り
な
が
ら
出
現
し
た
こ
と
に

な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
の
無
念
の
死
を
遂
げ
た
怨
霊
と
は
違
い
、
あ
ま
り
怖
そ
う
で
は
な
い
。
人
々
が
そ
う
判
断
し
た
証
拠
に
、
多
く

の
人
が
こ
の
お
多
福
の
見
物
に
出
か
け
て
い
る
。
死
者
た
ち
の
怨
霊
で
な
い
の
な
ら
、
こ
の
お
多
福
の
出
現
目
的
と
は
、
一
体
な

ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
年
の
は
じ
め
に
、
稲
の
豊
作
を
祈
る
田
遊
び
と
い
う
民
俗
芸
能
に
も
、
こ
の
お
多
福
が
登
場
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
踊
る
お
多
福
の
唱
え
る
「
豊
年
じ
ゃ
」
は
、
こ
の
芸
能
と
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

出
雲
神
楽
で
は
、
天
鈿
女
命
を
演
じ
る
役
者
が
、
こ
の
お
多
福
の
面
を
つ
け
て
踊
る
。
こ
の
天
鈿
女
命
は
、
記
紀
神
話
に
お
い

て
は
、
ス
サ
ノ
オ
の
乱
暴
の
末
乱
れ
た
世
界
秩
序
を
鎮
め
る
役
割
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
天
岩
屋
戸
神
話
は
、
鎮
魂
祭
の
儀
礼

の
起
源
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

で
あ
る
な
ら
こ
の
お
多
福
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
故
の
死
者
の
御
霊
を
、
鎮
魂
す
る
た
め
に
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
考
え

る
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
噂
を
聞
い
た
人
た
ち
が
、
こ
の
天
神
橋
の
お
多
福
を
見
よ
う
と
、
連
夜
押
し
か
け
た
わ
け
も
理
解
で
き

る
の
だ
。
不
幸
な
死
者
た
ち
の
鎮
魂
の
た
め
で
も
あ
り
、
祟
り
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
が
し
か
し

こ
の
お
多
福
は
、
実
際
に
人
々
の
前
に
現
れ
て
は
消
え
る
の
で
あ
っ
た
。
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三　

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
大
阪
ら
し
さ

　

さ
て
こ
の
怪
異
譚
、「
商
人
の
町
」
大
阪
ら
し
い
落
ち
が
つ
い
て
い
る
。
商
売
人
た
ち
が
、
こ
の
連
夜
の
数
多
く
の
人
出
を
当

て
込
ん
で
、
飴
湯
や
善
哉
な
ど
の
屋
台
を
出
し
大
繁
盛
し
た
、
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
怪
異
譚
に
、
商
人
の
経

済
活
動
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
大
阪
ら
し
い
。
し
か
も
そ
の
怪
異
の
正
体
は
、
商
人
た
ち
が
雇
っ
た
ア
ル
バ
イ
ト

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
さ
ら
に
商
魂
た
く
ま
し
い
大
阪
ら
し
さ
が
滲
み
出
て
い
る
。

　

そ
し
て
つ
ぎ
に
近
代
国
家
権
力
の
登
場
で
あ
る
。
警
察
が
乗
り
出
し
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
飴
湯
屋
と
善
哉
屋
が
乞
食
を
雇
い
、

お
多
福
の
面
を
被
ら
せ
踊
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
た
の
で
あ
る
。
雑
誌
『
上
方
』
は
、「
妖
怪
を
め
ぐ
る
一
編
の
ナ
ン
セ
ン

ス
物
語
」
と
片
付
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
大
阪
史
蹟
辞
典
』
が
紹
介
し
た
話
で
は
、
お
多
福
を
演
じ
た
ア
ル
バ
イ
ト
は
逮
捕
後
、

「
署
に
留
置
し
て
大
目
玉
と
な
っ
た
が
、
不
思
議
に
も
そ
の
晩
も
お
多
福
は
出
た
。
実
話
」
と
謎
を
残
し
た
か
た
ち
で
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
怪
異
の
目
撃
談
、
様
々
な
異
な
る
要
素
を
ま
じ
え
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
京
都
の
伏
見
と
大
阪
の
八
軒

屋
を
結
ぶ
河
川
交
通
、
そ
の
八
軒
屋
を
取
り
囲
む
天
満
橋
と
天
神
橋
の
景
観
、
汽
船
と
い
う
近
代
が
生
み
出
し
た
機
械
、
が
ゆ
え

に
多
数
の
死
者
を
出
し
た
近
代
的
な
大
規
模
輸
送
事
故
、
八
軒
屋
と
い
う
古
く
か
ら
の
交
通
の
要
所
、
菅
原
道
真
を
祭
神
と
す
る

天
神
に
つ
な
が
る
天
神
橋
と
い
う
宗
教
的
要
素
、
さ
ら
に
民
俗
芸
能
的
側
面
を
持
つ
お
多
福
の
面
、
記
紀
神
話
か
ら
出
雲
神
楽
、

商
人
の
経
済
活
動
、
近
代
国
家
の
権
力
を
示
す
警
察
の
取
り
調
べ
、
あ
る
い
は
常
識
的
な
行
動
を
逸
脱
し
た
庶
民
の
監
禁
拘
束
。

さ
ら
に
、
洪
水
が
多
発
す
る
河
川
、
と
い
う
自
然
的
要
素
ま
で
含
め
る
と
、
実
に
異
種
で
多
様
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
要
素
が
、
こ
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な
存
在
に
対
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
私
た
ち
が
自
身
を
組
み
入
れ
て
ゆ
く
手
段
な
の
で
あ
る）9
（

」
と
言
っ
た
よ
う
に
、

こ
の
「
天
神
橋
上
の
化
け
お
多
福
」
と
い
う
言
説
は
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
高
次
の
全
体
に
従
属
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
い

は
私
た
ち
自
身
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
に
接
し
た
と
き
、
自
身
を
そ
こ
へ
と
組
み
入
れ
て
ゆ
く
手
段
と
し
て
、
成
立

し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
、
こ
れ
ら
都
市
景
観
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
私
た
ち
が
意
識
領
域
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
言
説
は
、
そ
の
語
ら
れ
た
時
代
の
よ
り
大
き
な
、
私
た
ち
を
左
右
す
る
よ
う
な
存
在
を
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

明
治
十
八
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
私
た
ち
の
先
輩
た
ち
が
、
こ
の
近
代
と
い
う
何
か
大
き
な
転
換
を
、
私
た
ち

に
迫
る
非
常
に
大
き
な
全
体
存
在
、
あ
る
い
は
時
代
の
大
き
な
「
流
れ
」、
だ
と
膚
で
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
「
サ

イ
ボ
ー
グ
文
化
」
を
唱
え
た
ス
リ
フ
ト
の
、「
非
表
象
理
論
」
を
応
用
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
物
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
は
主
観
で
も
な
く
、
あ
る
モ
ノ
に
触
れ
な
が
ら
、
皮
膚
の
感
覚
を
通
じ
て

作
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
ら
関
係
性
の
奥
底
に
流
れ
続
け
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
モ
ノ
、
様
々
な

生
命
体
、
景
観
の
影
響
力
を
も
包
含
し
て
い
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
表
象
し
が
た
い
「
何
ら
か
の
流
れ
」
を
捉
え
る
に
は
、
私
た
ち
の
主
観
が
理
解
す
る
前
に
機
能
す
る
、
人
類
の
個
を
越

え
た
側
面
の
研
究
が
必
要
だ
、
と
ス
リ
フ
ト
は
言
う
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
、
こ
の
超
個
人
的
な
言
説
や
行
為
を
理
解

す
る
に
は
、
事
象
と
物
質
性
を
再
び
、
そ
れ
自
身
の
感
受
性
に
し
た
が
っ
て
思
考
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
人
類
の
心
に
共
有
さ
れ

て
い
る
、
意
図
さ
れ
ざ
る
知
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
を
思
考
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
主
張
す
る）10
（

。

　

こ
の
八
軒
屋
周
辺
の
景
観
は
、
こ
の
よ
う
な
「
手
に
負
え
な
い
散
乱
し
た
」、
あ
る
い
は
「
秩
序
だ
っ
た
総
体
」
と
し
て
の
記

憶
を
保
持
し
、
私
た
ち
に
伝
達
し
よ
う
と
し
た
、
あ
る
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
生
命
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
忘
れ

（10）

の
舞
台
と
な
っ
た
景
観
に
、
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
さ
に
様
々
な
ア
ク
タ
ー（
人
も
モ
ノ
も
景
観
を
も
含
む
）が
、
様
々
な
場

所
を
結
ぶ
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
宗
教
的（
神
話
的
）世
界
観
や
国

家
権
力
、
商
業
活
動
、
近
代
の
産
物
、
民
俗
芸
能
な
ど
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な

諸
要
素
を
も
散
乱
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
言
説
を
大
阪
の
人
た
ち
に
語
ら
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
ま
さ
に
、
情
報
伝
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
、
巨
大
な
外

部
記
憶
装
置
と
し
て
の
都
市
景
観
と
言
え
は
し
ま
い
か
。
こ
の
都
市
景
観

は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
生
命
と

し
て
の
景
観
」
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
今
な
お
こ
れ
ら
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

な
都
市
景
観
が
、
私
た
ち
の
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る（
図
3
）。
な

の
に
私
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な

い
。

　

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
諸
物
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
私
た
ち
の
言
説
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
あ
の
ニ
ー
チ
ェ
が
、「
主
要
な
大
半
の
活
動
は
無
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
意
識
は
ふ
つ
う（
私
な
ら
私
と
い
う
）ひ
と
つ
の

全
体
が
高
次
の
全
体
に
従
属
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
し
か
現
れ
て
こ
な
い
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
高
次
の
全
体

に
対
す
る
意
識
、
私
の
外
部
に
あ
る
実
在
に
対
す
る
意
識
な
の
だ
。
意
識
は
、
私
た
ち
自
身
が
そ
れ
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う

図 3　現在の八軒屋浜跡からみた天満橋と天神橋間の
景観（佐々木撮影）
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な
存
在
に
対
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
私
た
ち
が
自
身
を
組
み
入
れ
て
ゆ
く
手
段
な
の
で
あ
る）9
（

」
と
言
っ
た
よ
う
に
、

こ
の
「
天
神
橋
上
の
化
け
お
多
福
」
と
い
う
言
説
は
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
高
次
の
全
体
に
従
属
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
い

は
私
た
ち
自
身
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
に
接
し
た
と
き
、
自
身
を
そ
こ
へ
と
組
み
入
れ
て
ゆ
く
手
段
と
し
て
、
成
立

し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
、
こ
れ
ら
都
市
景
観
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
私
た
ち
が
意
識
領
域
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
言
説
は
、
そ
の
語
ら
れ
た
時
代
の
よ
り
大
き
な
、
私
た
ち
を
左
右
す
る
よ
う
な
存
在
を
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

明
治
十
八
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
私
た
ち
の
先
輩
た
ち
が
、
こ
の
近
代
と
い
う
何
か
大
き
な
転
換
を
、
私
た
ち

に
迫
る
非
常
に
大
き
な
全
体
存
在
、
あ
る
い
は
時
代
の
大
き
な
「
流
れ
」、
だ
と
膚
で
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
「
サ

イ
ボ
ー
グ
文
化
」
を
唱
え
た
ス
リ
フ
ト
の
、「
非
表
象
理
論
」
を
応
用
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
物
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
は
主
観
で
も
な
く
、
あ
る
モ
ノ
に
触
れ
な
が
ら
、
皮
膚
の
感
覚
を
通
じ
て

作
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
そ
れ
ら
関
係
性
の
奥
底
に
流
れ
続
け
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
モ
ノ
、
様
々
な

生
命
体
、
景
観
の
影
響
力
を
も
包
含
し
て
い
る
「
何
ら
か
の
流
れ
」、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
表
象
し
が
た
い
「
何
ら
か
の
流
れ
」
を
捉
え
る
に
は
、
私
た
ち
の
主
観
が
理
解
す
る
前
に
機
能
す
る
、
人
類
の
個
を
越

え
た
側
面
の
研
究
が
必
要
だ
、
と
ス
リ
フ
ト
は
言
う
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
、
こ
の
超
個
人
的
な
言
説
や
行
為
を
理
解

す
る
に
は
、
事
象
と
物
質
性
を
再
び
、
そ
れ
自
身
の
感
受
性
に
し
た
が
っ
て
思
考
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
人
類
の
心
に
共
有
さ
れ

て
い
る
、
意
図
さ
れ
ざ
る
知
性
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
を
思
考
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
主
張
す
る）10
（

。

　

こ
の
八
軒
屋
周
辺
の
景
観
は
、
こ
の
よ
う
な
「
手
に
負
え
な
い
散
乱
し
た
」、
あ
る
い
は
「
秩
序
だ
っ
た
総
体
」
と
し
て
の
記

憶
を
保
持
し
、
私
た
ち
に
伝
達
し
よ
う
と
し
た
、
あ
る
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
生
命
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
忘
れ
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古
図
」
で
、
図
1
と
ほ
ぼ
同
じ
範
囲
を
示
し
て
い
る
。
同
系
統
の
図
の
中
に
、
応
永
二
十
四
年（
一
四
一
七
）写
本
と
明
記
し
た
も

の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
図
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
と
さ
れ
る）11
（

。
伝
承
に
基
づ
い
た
想
像
図
、
と
も
評
価
さ
れ
る
古
地
図
で
あ
る
が
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
、
大
阪
の
重
要
な
情
報
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
図
4
に
も
描
か
れ
て
い
る
渡
辺
橋（
現
在
の
渡
辺
橋
と
は
違
う
）、
船
着
駅
の
南
に
隣
接
し
て
い
た
坐
摩
神
社
で
あ
る
が
、

こ
の
神
社
の
神
官
を
代
々
務
め
た
の
が
、
あ
の
渡
辺
綱
を
祖
と
す
る
渡
辺
党
の
家
筋
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
神
社
は
、
豊
臣
秀
吉

に
よ
っ
て
移
転
さ
せ
ら
れ
、
現
在
は
中
央
区
久
太
郎
町
四
丁
目
渡
辺
に
鎮
座
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
こ
の
八
軒
屋
と
い
う
地
は
京
と
大
阪
を
結
び
、
怪
異
・
妖
怪
を
鎮
撫
し
天
皇

家
を
守
護
す
る
こ
と
で
名
を
馳
せ
た
、
渡
辺
綱
を
祖
と
す
る
渡
辺
党
が
陣
取
る
、
重
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
八
軒
屋

周
辺
で
、
明
治
に
な
っ
て
、
先
の
よ
う
な
怪
異
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
古
代
か
ら
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
こ
れ
ら
様
々
な
異
な
る
ア
ク
タ
ー
を
結
び
つ
け
る
、
一
つ
の
基
礎

的
な
要
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
最
も
古
い
記
録
は
、『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年（
六
四
六
）の
大
化
改
新
の
詔
そ
の
二
で
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「
京
師（
都
城
）を
創
設
し
、
畿
内
・
国
司
・
郡
司
・
関
塞（
防
衛
施
設
）・
斥
候
・
防
人（
西
海
防
備
の
兵
）・
駅
馬
・
伝
馬
を

置
き
、
鈴
契（
駅
馬
・
伝
馬
を
利
用
す
る
際
用
い
る
）を
造
り
、
山
河（
地
方
行
政
区
画
）を
定
め
る）12
（

」
と
。
つ
ま
り
都
と
そ
の
周
辺
を
取

り
囲
む
畿
内
、
各
国
の
司
、
各
郡
の
司
、
防
衛
施
設
な
ど
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
駅
や
馬
を
置
き
、

地
方
行
政
区
画
を
整
備
せ
よ
、
と
の
命
令
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
宝
律
令（
七
〇
一
年
）で
も
整
備
さ
れ
、『
延
喜
式
』
等
様
々
な
史

料
に
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）13
（

。

（12）

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上

の
景
観
が
、
発
し
た
と
思
わ
れ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
私
た
ち
の
受
容
は
、
外
部
か
ら

無
理
強
い
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
主
的

に
、
積
極
的
に
、
そ
し
て
創
造
的
、
生
産

的
に
、
私
た
ち
の
内
側
か
ら
発
動
し
た
も

の
だ
っ
た
こ
と
を
。

　

図
3
に
見
る
現
在
の
景
観
、
平
安
時
代

に
は
渡
辺
の
津
と
言
い
、
京
都
か
ら
舟
で

来
た
皇
族
や
貴
族
た
ち
が
こ
こ
で
上
陸
し
、

そ
し
て
こ
の
場
所
か
ら
熊
野
詣
が
始
ま
っ

た
。
こ
の
熊
野
詣
は
、
紀
州
の
熊
野
三
社

ま
で
、
熊
野
権
現
の
御
子
神
と
さ
れ
る

九
十
九
王
子
を
訪
ね
て
祈
り
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。
そ
の
第
一
王
子
を
こ
の
渡
辺
津
を
と
っ
て
渡
辺
王
子
と
呼
び
、
こ
の
地
に
設

置
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
渡
辺
王
子
に
隣
接
し
て
皇
居
を
守
る
神
、
坐
摩
神
を
祭
る
坐
摩
神
社
も
置
か
れ
た
。
つ
ま
り
こ
の
場
所
は
、

平
安
京
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
港
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

　

図
4
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
物
の
位
置
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
図
は
「
河
州
雲
茎
寺
什
物
・
難
波
之
図
」
の
写
本
「
難
波
往

図 4　「難波往古図」（年代不詳だが15世紀以前とも言われ
る古代から中世を描いた大阪図）に描かれた渡辺橋、
坐摩神社、熊野一王子（渡辺王子）、船着駅、天神
宮など（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』1980、
大阪都市協会）
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古
図
」
で
、
図
1
と
ほ
ぼ
同
じ
範
囲
を
示
し
て
い
る
。
同
系
統
の
図
の
中
に
、
応
永
二
十
四
年（
一
四
一
七
）写
本
と
明
記
し
た
も

の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
図
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
と
さ
れ
る）11
（

。
伝
承
に
基
づ
い
た
想
像
図
、
と
も
評
価
さ
れ
る
古
地
図
で
あ
る
が
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
、
大
阪
の
重
要
な
情
報
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
図
4
に
も
描
か
れ
て
い
る
渡
辺
橋（
現
在
の
渡
辺
橋
と
は
違
う
）、
船
着
駅
の
南
に
隣
接
し
て
い
た
坐
摩
神
社
で
あ
る
が
、

こ
の
神
社
の
神
官
を
代
々
務
め
た
の
が
、
あ
の
渡
辺
綱
を
祖
と
す
る
渡
辺
党
の
家
筋
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
神
社
は
、
豊
臣
秀
吉

に
よ
っ
て
移
転
さ
せ
ら
れ
、
現
在
は
中
央
区
久
太
郎
町
四
丁
目
渡
辺
に
鎮
座
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
、
こ
の
八
軒
屋
と
い
う
地
は
京
と
大
阪
を
結
び
、
怪
異
・
妖
怪
を
鎮
撫
し
天
皇

家
を
守
護
す
る
こ
と
で
名
を
馳
せ
た
、
渡
辺
綱
を
祖
と
す
る
渡
辺
党
が
陣
取
る
、
重
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
八
軒
屋

周
辺
で
、
明
治
に
な
っ
て
、
先
の
よ
う
な
怪
異
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
古
代
か
ら
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
こ
れ
ら
様
々
な
異
な
る
ア
ク
タ
ー
を
結
び
つ
け
る
、
一
つ
の
基
礎

的
な
要
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
最
も
古
い
記
録
は
、『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年（
六
四
六
）の
大
化
改
新
の
詔
そ
の
二
で
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。「
京
師（
都
城
）を
創
設
し
、
畿
内
・
国
司
・
郡
司
・
関
塞（
防
衛
施
設
）・
斥
候
・
防
人（
西
海
防
備
の
兵
）・
駅
馬
・
伝
馬
を

置
き
、
鈴
契（
駅
馬
・
伝
馬
を
利
用
す
る
際
用
い
る
）を
造
り
、
山
河（
地
方
行
政
区
画
）を
定
め
る）12
（

」
と
。
つ
ま
り
都
と
そ
の
周
辺
を
取

り
囲
む
畿
内
、
各
国
の
司
、
各
郡
の
司
、
防
衛
施
設
な
ど
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
駅
や
馬
を
置
き
、

地
方
行
政
区
画
を
整
備
せ
よ
、
と
の
命
令
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
宝
律
令（
七
〇
一
年
）で
も
整
備
さ
れ
、『
延
喜
式
』
等
様
々
な
史

料
に
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）13
（

。
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こ
う
し
て
時
間
を
か
け
て
権
力
は
、
こ
れ
ら
物
質
と
人
間
行
為
の
、
特
殊
な
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ（
集
合
体
、
あ
る
い
は
組
み

合
わ
せ
）を
通
じ
て
循
環
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
が
生
み
出
し
た
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
、
こ
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ

の
な
か
で
局
所
効
果（local effect

）を
生
み
始
め
る）15
（

。
こ
の
よ
う
な
循
環
と
繰
り
返
し
を
経
て
、
徐
々
に
場
所
が
調
え
ら
れ
、
空

間
が
組
織
化
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
古
代
か
ら
現
在
、
未
来
に
ま
で
こ
の
循
環
は
続
き
、
そ
の
空
間
の
組
織
化
は
更
新
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

四　

現
代
に
残
る
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
景
観

　

こ
れ
ら
を
、
私
が
著
書
『
神
話
の
風
景
』
で
描
い
た
図
「
平

安
京
の
神
話
的
世
界
観
と
疫
病
の
神
の
循
環
）
16
（

」
に
則
し
て
、
抽

象
化
し
描
き
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
図
5
の
よ
う
に
る
。

　

図
の
中
央
に
あ
る
の
が
都
城（
難
波
宮
や
藤
原
京
、
平
安
京
な

ど
）で
、
そ
こ
は
政
治
経
済
の
中
心
地
と
な
る
。
街
道
は
そ
の

都
城
の
あ
る
国（
摂
津
や
大
和
、
山
城
な
ど
）の
境
界
を
通
過
し
、

日
本
国
土
の
境
界
と
認
識
さ
れ
る
場
所
に
ま
で
行
き
渡
る
。

　

中
心
に
位
置
す
る
権
力
主
体
の
持
つ
神
話
的
世
界
観
が
、
そ

こ
に
付
き
従
う
。
天
界
に
は
、
天
皇
に
見
立
て
ら
れ
た
北
極
星

図 5　多様で異質な諸物（星・山・川・都市・交通路・建
造物・人間・心理・宗教・経済・社会など）からなる
ネットワーク世界（佐々木作図）

（14）

　

日
本
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
最
初
に
整
備
し
た
主
体
は
、
古
代
律
令
国
家
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
生
成
に
は
、

権
力
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
律
令
制
度
と
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
と
は
天
皇
の
居
所
で
あ
る
都
城（
京
師
）で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
列
島
の
特
定
の
場
所
を
指
し
示
し
て
い

る
。
大
化
二
年
の
時
点
で
は
難
波
宮（
現
在
の
大
阪
城
辺
り
）、
大
宝
律
令
が
出
さ
れ
た
七
〇
一
年
に
お
い
て
は
藤
原
京（
現
在
の
奈
良

県
橿
原
市
）、
一
〇
世
紀
の
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
は
平
安
京（
現
在
の
京
都
市
）と
な
る
。
こ
れ
ら
中
心
地
の
移
動
に
伴
っ
て
、
当

然
こ
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
微
妙
に
変
化
し
た）14
（

。

　

権
力
の
主
体
が
、
な
ぜ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整
備
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
中
央
の
知
識（
律
令
と
記
紀
な
ど
の
物
語
）を
、
全
国

に
伝
達
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
地
方
の
情
報（
風
土
記
や
抵
抗
勢
力
の
情
報
）を
、
中
央
に
集
め
る
目
的
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
す

る
こ
と
が
全
国
支
配
を
目
論
む
主
体
に
と
っ
て
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
権
力
主
体
に
と
っ
て
、
中
央
の
知
識
を
地
方
へ

拡
散
さ
せ
、
同
時
に
地
方
の
情
報
を
中
心
地
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
思
惑
を
実
現
さ
せ
る
の
に
、
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
地
方
に
ば
ら
ま
か
れ
た
律
令（
法
と
秩
序
）と
物
語（
権
力
者
の
由
来
、
宗
教
的
世
界
観
）は
、
実
際
に
そ
れ
ら
が
具
体

性
を
持
っ
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
地
方
の
人
々
の
社
会
的
実
践（
行
為
）と
物
質（
国
府
・
郡
家
・
駅
・
宗
教
施
設
な
ど
）の

空
間
的
配
置
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
織
り
な
さ
れ
る
と
、
一
つ
の
知
と
権
力
の
世
界
が
、
あ
る
一
定
の
広
が

り
を
持
っ
た
具
体
的
な
空
間
に
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
『
延
喜
式
』
の
世
界
観
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら

法
や
秩
序
、
物
語
、
実
践
や
物
質
に
よ
っ
て
取
り
込
ま
れ
、
取
り
囲
ま
れ
た
個
人
た
ち
が
、
そ
れ
ら
に
規
制
さ
れ
標
準
化
さ
れ
は

じ
め
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
基
準
か
ら
逸
脱
し
た
個
人
や
集
団
は
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



224

生命としての景観 

（15）

　

こ
う
し
て
時
間
を
か
け
て
権
力
は
、
こ
れ
ら
物
質
と
人
間
行
為
の
、
特
殊
な
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ（
集
合
体
、
あ
る
い
は
組
み

合
わ
せ
）を
通
じ
て
循
環
し
は
じ
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
が
生
み
出
し
た
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
、
こ
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ

の
な
か
で
局
所
効
果（local effect

）を
生
み
始
め
る）15
（

。
こ
の
よ
う
な
循
環
と
繰
り
返
し
を
経
て
、
徐
々
に
場
所
が
調
え
ら
れ
、
空

間
が
組
織
化
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
古
代
か
ら
現
在
、
未
来
に
ま
で
こ
の
循
環
は
続
き
、
そ
の
空
間
の
組
織
化
は
更
新
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

四　

現
代
に
残
る
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
景
観

　

こ
れ
ら
を
、
私
が
著
書
『
神
話
の
風
景
』
で
描
い
た
図
「
平

安
京
の
神
話
的
世
界
観
と
疫
病
の
神
の
循
環
）
16
（

」
に
則
し
て
、
抽

象
化
し
描
き
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
図
5
の
よ
う
に
る
。

　

図
の
中
央
に
あ
る
の
が
都
城（
難
波
宮
や
藤
原
京
、
平
安
京
な

ど
）で
、
そ
こ
は
政
治
経
済
の
中
心
地
と
な
る
。
街
道
は
そ
の

都
城
の
あ
る
国（
摂
津
や
大
和
、
山
城
な
ど
）の
境
界
を
通
過
し
、

日
本
国
土
の
境
界
と
認
識
さ
れ
る
場
所
に
ま
で
行
き
渡
る
。

　

中
心
に
位
置
す
る
権
力
主
体
の
持
つ
神
話
的
世
界
観
が
、
そ

こ
に
付
き
従
う
。
天
界
に
は
、
天
皇
に
見
立
て
ら
れ
た
北
極
星

図 5　多様で異質な諸物（星・山・川・都市・交通路・建
造物・人間・心理・宗教・経済・社会など）からなる
ネットワーク世界（佐々木作図）
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八
衢
比
古
、
八
衢
比
売
、
久
奈
戸
神
な
ど
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
三
柱
の
神
は
、
ま
さ
に
『
延
喜
式
』
の
「
道

饗
祭
」
の
祝
詞
で
登
場
す
る
神
々
で
あ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
、
こ
の
大
将
軍
社
の
地
に
天
暦
三

年（
九
四
九
）、
社
前
に
一
夜
に
し
て
七
本
の
松
が
生

え
、
夜
な
夜
な
泣
く
の
で
、
こ
の
地
に
大
阪
天
満
宮

が
創
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
七
本
の
松
は
、
北
斗

七
星
の
化
身
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
菅
原
道
真
が

祀
ら
れ
る
。
道
真
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
る
時
に
、
こ

の
地
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
安
京
に
お
い
て
も
大
将
軍
社
と
、
そ
の
す
ぐ
北
の
北
野
天
満
宮
の
間
に
、
七
本
松（
現
在
の
七
本
松
通
）が
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
奇
妙
な
事
に
、『
拾
遺
都
名
所
図
会
』（
一
七
八
七
年
）に
よ
る
と
、
こ
の
七
本
松
に
あ
の
源
頼
光
と
渡
辺
綱
が
退
治
し

た
、
土
蜘
蛛
の
塚
が
あ
っ
た
と
い
う）17
（

。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
脇
を
流
れ
る
の
が
紙
屋
川
で
あ
り
、
平
安
京
の
西
堀
川
と
な
る
。
そ
の

西
堀
川
は
、
そ
の
後
南
で
淀
川
に
合
流
す
る
。
大
嘗
会
の
前
の
お
祓
い
は
、
こ
の
川
で
行
わ
れ
た
。

　

ち
な
み
に
東
堀
川
に
は
、
一
条
戻
橋
が
架
か
っ
て
お
り
、
源
頼
光
の
家
は
そ
の
す
ぐ
南
東
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
渡
辺
綱
は
こ
の

戻
橋
で
、
あ
の
酒
呑
童
子
の
家
来
、
茨
木
童
子
に
遭
遇
し
髻
を
つ
か
ま
れ
宙
を
浮
き
、
童
子
の
腕
を
切
り
落
と
し
、
北
野
天
満
宮

の
回
廊
に
落
下
し
た
。
す
べ
て
の
場
所
が
、
こ
の
古
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
一
条
戻
橋
の
頼
光
宅
の
さ

図 6　大阪天満宮の摂社となった大将
軍社、道饗祭を行う際に祭られる
八衢比古・八衢比売・久奈戸神が
祭られている（佐々木撮影）。

（16）

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
天
神
が
住
む
高
天
原
が
想
定
さ
れ
る
。

　

地
上
界
の
山
に
は
、
国
神
が
控
え
私
た
ち
を
監
視
す
る
。
中
心
地
の
汚
れ
は
天
界
か
ら
の
、
あ
る
い
は
地
上
界
の
山
か
ら
流
れ

る
川
に
沿
っ
て
、
国
土
の
境
界
部
ま
で
流
さ
れ
、
地
下
世
界
で
あ
る
根
の
国
・
底
の
国
へ
と
送
り
込
ま
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
一
方
通
行
で
は
な
い
。
双
方
向
に
情
報
は
伝
達
さ
れ
循
環
す
る
。
そ
し
て
様
々
な
物
質
的

配
置
を
通
過
し
な
が
ら
中
心
地
へ
と
帰
還
す
る
。
あ
る
い
は
天
界
や
地
上
界
の
山
か
ら
、
神
の
怒
り
が
人
間
に
災
厄（
こ
の
怪
談
で

は
洪
水
）を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
宗
教
的
世
界
観
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
心
理
、
意
識
、
無
意
識
、
山
や
川
や
天
候
、
季
節
な
ど
の
自
然
、
人
工
的

な
建
造
物
な
ど
の
物
質
世
界
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
私
た
ち
の
言
説
は
成
立
す
る
。

　

ア
ク
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
を
生
み
出
し
た
、
ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
が
言
う
「
神
々
と
人
々
と
星
々
と
電
子
と
原
発

と
市
場
か
ら
同
時
に
な
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
世
界
」
を
、
日
本
列
島
を
仮
想
し
て
描
い
て
み
た
の
が
、
こ
の
図
な
の
で
あ
る
。

　
『
延
喜
式
』
の
世
界
観
は
、
こ
れ
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
巧
妙
に
す
り
込
ま
れ
、
人
々
が
意
識
し
な
い
ま
ま
現
代
に
ま
で

生
き
残
っ
て
い
る
。

　

先
に
紹
介
し
た
大
阪
天
満
宮
は
、
現
在
、
菅
原
道
真
を
主
祭
神
と
し
て
い
る
が
、
最
初
は
違
っ
た
。
現
在
は
大
阪
天
満
宮
の
摂

社
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
こ
こ
は
大
将
軍
社
で
あ
っ
た（
図
6
）。
あ
の
大
化
改
新
の
詔
を
発
し
た
孝
徳
天
皇
が
、
難
波
宮
の

鎮
護
の
た
め
勧
請
し
た
と
伝
え
る
。

　

都
城
が
造
営
さ
れ
る
と
、
四
隅（
西
北
・
西
南
・
東
北
・
東
南
）で
、
疫
神
や
悪
気
を
祓
う
道
饗
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
祭
が
行
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
地
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
場
所
に
大
将
軍
社
が
建
て
ら
れ
、
祭
神
は
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八
衢
比
古
、
八
衢
比
売
、
久
奈
戸
神
な
ど
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
三
柱
の
神
は
、
ま
さ
に
『
延
喜
式
』
の
「
道

饗
祭
」
の
祝
詞
で
登
場
す
る
神
々
で
あ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
、
こ
の
大
将
軍
社
の
地
に
天
暦
三

年（
九
四
九
）、
社
前
に
一
夜
に
し
て
七
本
の
松
が
生

え
、
夜
な
夜
な
泣
く
の
で
、
こ
の
地
に
大
阪
天
満
宮

が
創
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
七
本
の
松
は
、
北
斗

七
星
の
化
身
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
菅
原
道
真
が

祀
ら
れ
る
。
道
真
が
太
宰
府
に
流
さ
れ
る
時
に
、
こ

の
地
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
安
京
に
お
い
て
も
大
将
軍
社
と
、
そ
の
す
ぐ
北
の
北
野
天
満
宮
の
間
に
、
七
本
松（
現
在
の
七
本
松
通
）が
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
奇
妙
な
事
に
、『
拾
遺
都
名
所
図
会
』（
一
七
八
七
年
）に
よ
る
と
、
こ
の
七
本
松
に
あ
の
源
頼
光
と
渡
辺
綱
が
退
治
し

た
、
土
蜘
蛛
の
塚
が
あ
っ
た
と
い
う）17
（

。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
脇
を
流
れ
る
の
が
紙
屋
川
で
あ
り
、
平
安
京
の
西
堀
川
と
な
る
。
そ
の

西
堀
川
は
、
そ
の
後
南
で
淀
川
に
合
流
す
る
。
大
嘗
会
の
前
の
お
祓
い
は
、
こ
の
川
で
行
わ
れ
た
。

　

ち
な
み
に
東
堀
川
に
は
、
一
条
戻
橋
が
架
か
っ
て
お
り
、
源
頼
光
の
家
は
そ
の
す
ぐ
南
東
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
渡
辺
綱
は
こ
の

戻
橋
で
、
あ
の
酒
呑
童
子
の
家
来
、
茨
木
童
子
に
遭
遇
し
髻
を
つ
か
ま
れ
宙
を
浮
き
、
童
子
の
腕
を
切
り
落
と
し
、
北
野
天
満
宮

の
回
廊
に
落
下
し
た
。
す
べ
て
の
場
所
が
、
こ
の
古
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
一
条
戻
橋
の
頼
光
宅
の
さ

図 6　大阪天満宮の摂社となった大将
軍社、道饗祭を行う際に祭られる
八衢比古・八衢比売・久奈戸神が
祭られている（佐々木撮影）。
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さ
れ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
言
説
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
に
も
、
そ
の
祭
礼
の
景
観
が
あ
る
。
日
本
の
三
大
祭
の
一
つ
に
数
え

上
げ
ら
れ
て
い
る
、
天
神
祭
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
七
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
祭
、
古
く
は
六
月
一
日
に
鉾
流
し
神
事
が
あ
り
、
そ
の
鉾
が
漂

着
し
た
地
に
渡
御
す
る
、
六
月
二
十
五
日
の
祭
礼
が
中
心
で
あ
っ
た（
図
7
）。
な
ぜ
こ
の
時
期
か
、
と
い
う
と
現
在
で
も
行
わ
れ

て
い
る
、
六
月
三
十
日
の
夏
越
大
祓
と
の
関
係
が
深
い
。

　

夏
越
大
祓
と
は
、
夏
に
流
行
る
疫
病
に
罹
ら
な
い
た
め
の
、
古
く
か
ら

の
祭
礼
で
、
あ
の
『
延
喜
式
』
に
も
そ
の
際
の
祝
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
天
神
祭
は
、
一
ヶ
月
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
夏
越
大
祓
の
際
の

「
茅
ノ
輪
く
ぐ
り
」
も
行
わ
れ
て
い
る（
図
8
）。
今
で
も
、
各
地
の
神
社

で
行
わ
れ
る
六
月
晦
日
と
大
晦
日
の
大
祓
、
そ
の
祝
詞
を
見
る
と
、
ケ
ガ

レ
を
祓
う
の
に
、
水
の
流
れ
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
大
祓
、
皇
居
、
都
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
国
、
畿
内
を
汚

し
た
罪
や
ケ
ガ
レ
を
祓
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
祝
詞
に
は
、
こ
れ
ら
罪
や
ケ

ガ
レ
は
、
山
か
ら
勢
い
よ
く
落
下
し
て
く
る
、
流
れ
の
早
い
川
の
瀬
に
い

る
セ
オ
リ
ツ
ヒ
メ
が
、
川
か
ら
大
海
原
に
流
し
出
し
、
最
後
は
根
の
国
・

底
の
国
に
い
る
ハ
ヤ
サ
ス
ラ
ヒ
メ
が
消
し
去
っ
て
し
ま
う
、
と
あ
る）19
（

。

　
『
延
喜
式
』
の
場
合
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
は
平
安
京
に
あ
る
。

図 8　大阪天満宮の天神祭の茅ノ輪（佐々木撮影）

（18）

ら
に
南
に
は
、
安
倍
晴
明
宅
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る）18
（

。

　

こ
の
両
者
の
南
北
の
空
間
配
置
は
、
大
阪
に
も
ひ
っ
そ

り
と
隠
さ
れ
て
い
る
。
先
に
熊
野
詣
で
の
第
一
王
子
が
渡

辺
王
子
だ
と
言
っ
た
が
、
そ
の
南
に
は
阿
部
王
子
が
お
か

れ
て
い
る
。
現
在
唯
一
残
る
こ
の
阿
部
王
子
に
は
、
安
倍

晴
明
生
誕
地
の
記
念
碑
と
と
も
に
、
安
倍
晴
明
神
社
が
鎮

座
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
て
き
た
よ
う
な
、「
生
命
と
し
て
の

景
観
」
は
、
人
々
の
言
説
や
行
為
実
践
、
そ
れ
ら
を
取
り

巻
く
物
質
的
諸
存
在
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
も
が
、
何
か
し
ら

の
力
関
係
の
な
か
で
、
と
も
に
結
び
つ
き
な
が
ら
生
成
し

た
、
複
雑
な
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
の
産
物
な
の
で
あ
ろ

う
。
私
た
ち
が
、
年
中
行
事
の
中
で
行
為
し
た
り
接
し
た

り
、
あ
る
い
は
観
光
で
訪
れ
た
り
、
あ
る
い
は
演
じ
た
り

も
す
る
祭
も
、
そ
の
「
生
命
と
し
て
の
景
観
」
と
呼
ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
、
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
の
一
つ
な
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
様
々
な
言
説
も
配
置

図 7　『摂津名所図会』（1798年）に描かれた天神祭（秋里籬島『摂津名所図会』
第一巻、臨川書店、1996、432～433頁）。
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さ
れ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
言
説
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
に
も
、
そ
の
祭
礼
の
景
観
が
あ
る
。
日
本
の
三
大
祭
の
一
つ
に
数
え

上
げ
ら
れ
て
い
る
、
天
神
祭
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
七
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
祭
、
古
く
は
六
月
一
日
に
鉾
流
し
神
事
が
あ
り
、
そ
の
鉾
が
漂

着
し
た
地
に
渡
御
す
る
、
六
月
二
十
五
日
の
祭
礼
が
中
心
で
あ
っ
た（
図
7
）。
な
ぜ
こ
の
時
期
か
、
と
い
う
と
現
在
で
も
行
わ
れ

て
い
る
、
六
月
三
十
日
の
夏
越
大
祓
と
の
関
係
が
深
い
。

　

夏
越
大
祓
と
は
、
夏
に
流
行
る
疫
病
に
罹
ら
な
い
た
め
の
、
古
く
か
ら

の
祭
礼
で
、
あ
の
『
延
喜
式
』
に
も
そ
の
際
の
祝
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
天
神
祭
は
、
一
ヶ
月
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
夏
越
大
祓
の
際
の

「
茅
ノ
輪
く
ぐ
り
」
も
行
わ
れ
て
い
る（
図
8
）。
今
で
も
、
各
地
の
神
社

で
行
わ
れ
る
六
月
晦
日
と
大
晦
日
の
大
祓
、
そ
の
祝
詞
を
見
る
と
、
ケ
ガ

レ
を
祓
う
の
に
、
水
の
流
れ
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
大
祓
、
皇
居
、
都
、
そ
し
て
そ
の
周
辺
国
、
畿
内
を
汚

し
た
罪
や
ケ
ガ
レ
を
祓
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
祝
詞
に
は
、
こ
れ
ら
罪
や
ケ

ガ
レ
は
、
山
か
ら
勢
い
よ
く
落
下
し
て
く
る
、
流
れ
の
早
い
川
の
瀬
に
い

る
セ
オ
リ
ツ
ヒ
メ
が
、
川
か
ら
大
海
原
に
流
し
出
し
、
最
後
は
根
の
国
・

底
の
国
に
い
る
ハ
ヤ
サ
ス
ラ
ヒ
メ
が
消
し
去
っ
て
し
ま
う
、
と
あ
る）19
（

。

　
『
延
喜
式
』
の
場
合
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
は
平
安
京
に
あ
る
。

図 8　大阪天満宮の天神祭の茅ノ輪（佐々木撮影）
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の
祝
詞
に
あ
る
ケ
ガ
レ
の
最
終
地
、
根
の
国
・
底
の
国
の
管
理
者
で
あ
る
。

　

平
安
京
の
ケ
ガ
レ
は
淀
川
を
下
り
、
こ
の
天
神
橋
の
辺
り
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
そ
の
祇
園
祭
は
、
現
在
で
は
七
月
一
日
か
ら

始
ま
り
三
十
一
日
に
終
わ
る
が
、
そ
の
最
終
日
に
、
八
坂
神
社
境
内
摂
社
、
疫
神
社
前
で
の
夏
越
祭
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
よ
う

す
る
に
京
都
の
祇
園
祭
も
、
も
と
も
と
は
大
阪
の
天
神
祭
同
様
に
、
六
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
、
夏
越
大
祓
に
関
わ
る
祭
で

あ
っ
た
の
だ
。五　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
見
た
祇
園
祭
と
天
神
祭

　

私
は
、
こ
の
古
代
の
空
間
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
位
置
関
係
か
ら
、
祇
園
祭
と
天
神
祭
は
、
も
と
は
一
連
の
祭
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
、
平
安
京
の
汚
れ
を
難
波
の
海
に
流
す
、
大
祓
の
世
界
観
が
土
台
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

祇
園
祭
は
、
も
と
は
祇
園
御
霊
会
と
言
っ
た
。
御
霊
会
と
は
、
無
念
に
も
命
を
落
と
し
た
皇
族
や
貴
族
な
ど
権
力
者
た
ち
の
、

怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
庶
民
の
側
か
ら
生
じ
た
祭
で
、
後
に
国
家
祭
祀
と
も
な
っ
て
い
っ
た
祭
礼
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
御
霊
会

に
お
い
て
、
そ
の
御
霊
を
の
せ
た
御
輿
を
、
平
安
京
か
ら
難
波
の
海
に
流
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
御
霊
会
の
記
録
上
の

最
初
の
記
事
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

貞
観
五
年（
八
六
三
）五
月
二
十
日
、
神
泉
苑
で
、
御
霊
六
座（
崇
道
天
皇
・
伊
予
親
王
・
藤
原
夫
人
・
観
察
使
・
橘
逸
勢
・
文
室
宮
田
麻

呂
）の
前
に
、
祭
壇
を
設
け
花
や
果
物
を
並
べ
、
高
僧
の
慧
達
を
招
い
て
「
金
光
明
教
」
や
「
般
若
心
経
」
を
講
説
す
る
、
と
い

（20）

し
た
が
っ
て
そ
の
平
安
京
を
、
こ
の
祝
詞
の
舞
台
と
し
て
見
た
時
、
都
を
取
り
囲
む
北
山
・
西
山
・
東
山
の
三
方
か
ら
流
れ
来
る

川
が
、
宮
や
都
の
罪
や
ケ
ガ
レ
を
伏
見
に
流
し
、
さ
ら
に
淀
川
を
下
り
、
難
波
の
大
海
原
へ
と
流
し
出
す
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に

本
稿
で
扱
う
言
説
空
間
の
舞
台
で
あ
る
。
先
の
怪
異
伝
承
に
あ
っ
た
、
洪
水
の
一
ヶ
月
前
と
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
こ
の
事
故
の

汚
れ
を
流
し
出
す
こ
と
を
、
ほ
の
め
か
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）20
（

。

　

そ
の
難
波
の
海
の
、
ち
ょ
う
ど
出
口
に
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
渡
辺
の
津
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
渡
辺
の
津
と
い
う
地
は
、
道
饗
祭

同
様
に
ケ
ガ
レ
、
つ
ま
り
妖
怪
を
大
海
原
へ
と
流
し
出
す
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
祭
祀
に
立
ち
会
っ
た
の
が
、
渡

辺
党
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

か
つ
て
こ
の
渡
辺
の
津
に
あ
っ
た
坐
摩
神
社
は
、
社
伝
に
よ
る
と
、
仁
徳
天
皇
が
難
波
に
宮
を
造
営
し
た
と
き
に
祀
っ
た
と
あ

り
、
古
い
大
阪
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
、
土
地
の
守
護
神
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
の
重
要
性

が
継
続
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
平
安
京
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
要
所
に
位
置
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
平
安
京
か
ら
隔

た
っ
た
こ
の
地
に
あ
り
な
が
ら
、
皇
居
の
守
り
神
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
こ
れ
ら
疫
病
を
人
々
に
も
た
ら
す
の
は
、
荒
ぶ
る
神
々
、
疫
神
だ
と
か
鬼
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
を
避
け

る
祭
を
行
っ
た
。
そ
れ
が
先
の
道
饗
祭
や
大
祓
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
大
規
模
化
し
た
祭
礼
が
、
現
在
も
続
く
京
都
の
祇
園
祭

な
の
で
あ
る
。

　

祇
園
社
が
祀
る
牛
頭
天
王
は
、
古
代
律
令
国
家
が
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
、
地
方
か
ら
集
め
た
情
報
、『
備
後
国
風

土
記
』
逸
文
に
よ
る
と
、
武
塔
の
神
で
あ
り
ス
サ
ノ
オ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
茅
ノ
輪
を
付
け
れ
ば
疫
病
に
罹
ら
な
い
、

と
私
た
ち
に
助
言
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
「
茅
ノ
輪
く
ぐ
り
」
の
起
源
と
さ
れ
る
。
武
塔
の
神
の
正
体
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ
は
、
大
祓
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の
祝
詞
に
あ
る
ケ
ガ
レ
の
最
終
地
、
根
の
国
・
底
の
国
の
管
理
者
で
あ
る
。

　

平
安
京
の
ケ
ガ
レ
は
淀
川
を
下
り
、
こ
の
天
神
橋
の
辺
り
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
そ
の
祇
園
祭
は
、
現
在
で
は
七
月
一
日
か
ら

始
ま
り
三
十
一
日
に
終
わ
る
が
、
そ
の
最
終
日
に
、
八
坂
神
社
境
内
摂
社
、
疫
神
社
前
で
の
夏
越
祭
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
よ
う

す
る
に
京
都
の
祇
園
祭
も
、
も
と
も
と
は
大
阪
の
天
神
祭
同
様
に
、
六
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
、
夏
越
大
祓
に
関
わ
る
祭
で

あ
っ
た
の
だ
。五　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
見
た
祇
園
祭
と
天
神
祭

　

私
は
、
こ
の
古
代
の
空
間
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
位
置
関
係
か
ら
、
祇
園
祭
と
天
神
祭
は
、
も
と
は
一
連
の
祭
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
、
平
安
京
の
汚
れ
を
難
波
の
海
に
流
す
、
大
祓
の
世
界
観
が
土
台
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

祇
園
祭
は
、
も
と
は
祇
園
御
霊
会
と
言
っ
た
。
御
霊
会
と
は
、
無
念
に
も
命
を
落
と
し
た
皇
族
や
貴
族
な
ど
権
力
者
た
ち
の
、

怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
庶
民
の
側
か
ら
生
じ
た
祭
で
、
後
に
国
家
祭
祀
と
も
な
っ
て
い
っ
た
祭
礼
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
御
霊
会

に
お
い
て
、
そ
の
御
霊
を
の
せ
た
御
輿
を
、
平
安
京
か
ら
難
波
の
海
に
流
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
御
霊
会
の
記
録
上
の

最
初
の
記
事
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

貞
観
五
年（
八
六
三
）五
月
二
十
日
、
神
泉
苑
で
、
御
霊
六
座（
崇
道
天
皇
・
伊
予
親
王
・
藤
原
夫
人
・
観
察
使
・
橘
逸
勢
・
文
室
宮
田
麻

呂
）の
前
に
、
祭
壇
を
設
け
花
や
果
物
を
並
べ
、
高
僧
の
慧
達
を
招
い
て
「
金
光
明
教
」
や
「
般
若
心
経
」
を
講
説
す
る
、
と
い
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権
力
が
生
成
し
た
世
界
観
の
循
環
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
も
は
や
権
力
の
手
を
離
れ
、
庶
民
の
自
発
的
行
為
す
ら
生
み
は
じ
め
、

祇
園
祭
と
天
神
祭
を
も
繋
ぐ
勢
い
を
見
せ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
明
治
の
怪
異
伝
承
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
舞
台
の
一
つ
は
、
京
都
の
伏
見
か
ら
、
大
阪
の
八
軒
屋
ま
で
の
水
上
交
通

路
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
日
本
紀
略
』
の
記
事
を
見
る
と
、
こ
の
水
路
は
単
に
人
や
物
資
を
運
ぶ
だ
け
で
な
く
、
御
霊
の
よ
う
な
目

に
見
え
な
い
、
私
た
ち
の
心
の
暗
部
を
も
運
ん
だ
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
都
の
汚
れ
を

流
す
経
路
で
も
あ
り
、
戻
す
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

実
は
こ
の
八
軒
屋
の
近
辺
に
は
、
こ
の
明
治
の
怪
異
伝
承

だ
け
で
な
く
、
平
安
時
代
の
怪
異
伝
承
を
も
伝
え
る
記
念
碑

が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
源
頼
政
の
鵺
退
治
の
説
話
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
に
は
、
こ
の
怪
鳥
を
退
治
後
、
空
舟
に
乗

せ
て
流
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
が
流
れ
着
い
た
場
所
が
、
現
在

の
都
島
区
に
あ
る
鵺
塚（
図
9
）だ
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は

母
恩
寺
の
境
内
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
の
舞
台
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
位
置
し
て
い
る（
図
11
）。

　

こ
の
鵺
塚
は
兵
庫
県
の
芦
屋
市
に
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、

さ
ら
に
八
軒
屋
を
越
え
、
難
波
の
海
を
も
抜
け
出
て
、
流
さ

図 9　大阪市都島区の鵺塚（佐々木撮影）

（22）

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雅
楽
寮
の
伶
人
に
音
楽
を
奏
さ
せ
、
帝
近
侍
の
児
童
や
良
家
の
稚
子
が
舞
人
と
な
っ
て
、
大
唐
・
高

麗
を
舞
い
、
さ
ら
に
雑
伎
・
散
楽
が
芸
能
を
競
っ
た
。
相
撲
も
行
わ
れ
て
い
る
。
神
泉
苑
の
西
方
の
門
を
開
き
、
人
々
が
出
入
り

し
た
り
見
物
し
た
り
す
る
こ
と
も
許
し
て
い
る
。

　

こ
の
御
霊
六
座
は
、
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
横
死
し
た
先
の
六
人
で
、
そ
の
怨
恨
が
鬼
と
な
り
、
疫
病
を
頻
繁
に
起
こ
し
、
死

者
を
多
く
出
し
て
い
る
と
言
う
。
京
畿
よ
り
諸
国
ま
で
、
夏
天
秋
節
ご
と
に
、
こ
の
御
霊
会
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と）21
（

。
こ
の
最
初

期
の
御
霊
会
が
、
祇
園
祭
の
元
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
記
事
に
は
、
政
争
に
お
け
る
敗
者
が
、
怨
霊
と
な
っ
て
疫
病
を
起
こ
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
の
疫

病
を
鎮
め
る
た
め
に
、
畿
内
か
ら
諸
国
ま
で
、
御
霊
会
を
行
っ
て
い
る
点
が
、
こ
こ
で
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
古

代
律
令
国
家
が
生
み
出
し
た
、
交
通
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
た
、
権
力
と
世
界
観
、
そ
し
て
言
説
の
全
国
へ
の
散
布
と
、
抵
抗

勢
力
と
で
も
言
う
べ
き
、
よ
か
ら
ぬ
モ
ノ
の
、
都
へ
の
帰
還
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

正
暦
五
年（
九
九
四
）六
月
二
十
七
日
の
『
日
本
紀
略
』
の
記
事
で
は
、
や
は
り
疫
病
の
た
め
に
御
霊
会
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、

木
工
寮
・
修
理
職
が
造
っ
た
御
輿
二
基
を
、
北
野
の
船
岡
山
上
に
安
置
し
、
僧
侶
が
「
仁
王
教
」
を
講
説
し
、
そ
の
後
に
御
輿
を

難
波
の
海
に
送
り
出
し
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
人
々
は
音
楽
を
奏
し
、
数
多
く
の
人
々
が
弊
帛
を
も
っ
て
祭
っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
御
霊
会
は
、
も
と
も
と
朝
廷
の
儀
式
で
は
な
く
、
民
間
よ
り
起
こ
っ
た
行
事
で
あ
る
、
と
も
記
さ
れ
て
い
る）22
（

。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
多
く
の
都
人
が
こ
の
祭
礼
行
為
を
実
践
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
御
輿
が
平
安
京
の
北
に
あ
る
船
岡
山

か
ら
、
難
波
の
海
に
流
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
祭
礼
は
、
権
力
者
に
よ
る
押
し
つ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
自
発
的

行
為
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
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権
力
が
生
成
し
た
世
界
観
の
循
環
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
も
は
や
権
力
の
手
を
離
れ
、
庶
民
の
自
発
的
行
為
す
ら
生
み
は
じ
め
、

祇
園
祭
と
天
神
祭
を
も
繋
ぐ
勢
い
を
見
せ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
明
治
の
怪
異
伝
承
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
舞
台
の
一
つ
は
、
京
都
の
伏
見
か
ら
、
大
阪
の
八
軒
屋
ま
で
の
水
上
交
通

路
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
日
本
紀
略
』
の
記
事
を
見
る
と
、
こ
の
水
路
は
単
に
人
や
物
資
を
運
ぶ
だ
け
で
な
く
、
御
霊
の
よ
う
な
目

に
見
え
な
い
、
私
た
ち
の
心
の
暗
部
を
も
運
ん
だ
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
都
の
汚
れ
を

流
す
経
路
で
も
あ
り
、
戻
す
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

実
は
こ
の
八
軒
屋
の
近
辺
に
は
、
こ
の
明
治
の
怪
異
伝
承

だ
け
で
な
く
、
平
安
時
代
の
怪
異
伝
承
を
も
伝
え
る
記
念
碑

が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
源
頼
政
の
鵺
退
治
の
説
話
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
に
は
、
こ
の
怪
鳥
を
退
治
後
、
空
舟
に
乗

せ
て
流
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
が
流
れ
着
い
た
場
所
が
、
現
在

の
都
島
区
に
あ
る
鵺
塚（
図
9
）だ
と
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は

母
恩
寺
の
境
内
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
の
舞
台
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
位
置
し
て
い
る（
図
11
）。

　

こ
の
鵺
塚
は
兵
庫
県
の
芦
屋
市
に
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、

さ
ら
に
八
軒
屋
を
越
え
、
難
波
の
海
を
も
抜
け
出
て
、
流
さ

図 9　大阪市都島区の鵺塚（佐々木撮影）
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宮
周
辺
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
帰
還
し

て
い
る
。

　

こ
の
明
治
の
怪
異
伝
承
は
、
こ
の
古
代
国
家
の
形

成
し
た
、
多
種
多
様
な
モ
ノ
た
ち
が
双
方
向
に
交
通

し
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
伝
承
は
、
ま
さ
に
こ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
局
所
効
果
と
も
言
え
る
、「
生

命
と
し
て
の
景
観
」
が
、
人
々
を
し
て
語
ら
し
め
た

言
説
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
存
在
す
る
限
り
、
ど
の

よ
う
な
モ
ノ
で
あ
ろ
う
が
、
景
観
で
あ
ろ
う
が
、
生

命
を
持
ち
続
け
る
資
格
が
あ
る
。
先
の
鵺
が
、
古
代
の
言
説
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
も
大
阪
港
の
紋
章（
図
10
）と
な
っ
て
生
き
て

い
る
の
が
、
そ
の
何
よ
り
も
の
証
拠
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

六　

最
後
に
上
方
落
語
を
少
々

　
「
饅
頭
こ
わ
い
」
と
い
う
落
語
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
怪
談
が
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
意
外
と
知
ら
な

図10　大阪港紋章。中央に描かれた 2本マ
ストの舟は古代日本船。その両側に鵺
が描かれている（公益社団法人大阪港振興
協会提供）。

（24）

れ
漂
着
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
こ
の
、
汚
れ
を
流
す
ル
ー
ト
上
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

実
は
こ
の
阪
神
間
の
海
岸
沿
い
に
は
、
こ
の
京
の
都
か
ら
難
波
の
海
へ
と
流
さ
れ
た
、
様
々
な
モ
ノ
た
ち
の
伝
承
が
記
憶
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
兵
庫
県
の
尼
崎
市
に
は
、
崇
徳
院
と
い
う
名
の
場
所
が
残
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
日
本
最
大
の
怨
霊
と
さ
れ
る
崇

徳
院
が
、
平
安
京
か
ら
讃
岐
国
に
配
流
に
な
る
際
に
、
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
記
憶
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
北
に
隣
接
す
る
浜
田
町
に
は
、
こ
の
崇
徳
院
を
祭
神
と
す
る
松
原
神
社
が
あ
り
、
現
在
で
も
ダ
ン
ゴ
ノ
ボ
ー
と
い
う
、
崇

徳
院
を
こ
の
地
で
接
待
し
た
と
き
の
お
膳
を
再
現
し
た
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る）23
（

。

　

記
憶
は
、
人
の
行
為
と
モ
ノ
、
場
所
を
伴
っ
て
生
き
て
い
る
。
さ
ら
に
西
南
に
隣
接
す
る
、
琴
浦
町
の
琴
浦
神
社
の
祭
神
は
、

源
融
で
あ
る
。
こ
の
源
融
と
は
、
渡
辺
綱
の
祖
に
あ
た
る
人
物
で
、
こ
の
近
辺
に
渡
辺
党
が
住
ん
で
い
た
、
痕
跡
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
崇
徳
院
の
汚
れ
を
祓
う
役
割
で
、
こ
こ
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

海
の
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
陸
上
ル
ー
ト
に
も
伝
承
が
あ
る
。
旧
西
国
街
道（
山
陽
道
）が
、
武
庫
川
を
渡
る
手
前
に
、
常
吉
と

い
う
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
渡
辺
綱
が
住
ん
で
い
た
と
す
る
家
の
伝
承
が
あ
る）24
（

。
こ
こ
も
、
渡
辺
党
の
人
た
ち
が
居
す
る
場
所

だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
怪
異
を
逆
流
さ
せ
る
交
通
路
、
そ
し
て
そ
の
汚
れ
を
流
す
水
流
と
の
接
点
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、平
安
京
で
何
か
災
厄
を
起
こ
す
元
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
汚
れ
を
、水
流
あ
る
い
は
陸
上
交
通
を
使
っ

て
難
波
の
海
へ
と
流
そ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
帰
還
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
、
律
令
国
家
の
権
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

　

実
際
、
崇
徳
院
は
讃
岐
国
へ
流
さ
れ
て
い
る
し
、
崇
道
天
皇（
早
良
親
王
）は
淡
路
島
へ
流
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
と
も
崇

道
神
社
、
白
峯
神
宮
と
し
て
、
京
都
に
帰
還
し
て
い
る
。
あ
の
菅
原
道
真
も
、
太
宰
府
に
流
さ
れ
る
途
中
に
、
現
在
の
大
阪
天
満
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宮
周
辺
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
帰
還
し

て
い
る
。

　

こ
の
明
治
の
怪
異
伝
承
は
、
こ
の
古
代
国
家
の
形

成
し
た
、
多
種
多
様
な
モ
ノ
た
ち
が
双
方
向
に
交
通

し
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
伝
承
は
、
ま
さ
に
こ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
局
所
効
果
と
も
言
え
る
、「
生

命
と
し
て
の
景
観
」
が
、
人
々
を
し
て
語
ら
し
め
た

言
説
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
存
在
す
る
限
り
、
ど
の

よ
う
な
モ
ノ
で
あ
ろ
う
が
、
景
観
で
あ
ろ
う
が
、
生

命
を
持
ち
続
け
る
資
格
が
あ
る
。
先
の
鵺
が
、
古
代
の
言
説
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
も
大
阪
港
の
紋
章（
図
10
）と
な
っ
て
生
き
て

い
る
の
が
、
そ
の
何
よ
り
も
の
証
拠
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

六　

最
後
に
上
方
落
語
を
少
々

　
「
饅
頭
こ
わ
い
」
と
い
う
落
語
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
怪
談
が
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
意
外
と
知
ら
な

図10　大阪港紋章。中央に描かれた 2本マ
ストの舟は古代日本船。その両側に鵺
が描かれている（公益社団法人大阪港振興
協会提供）。



213

生命としての景観 

（27）

殿
様
が
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
幕
府
の

城
代
は
い
た
。
し

か
し
基
本
的
に
侍

は
そ
う
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、

笑
い
話
に
も
怪
異

が
語
ら
れ
た
。
い

や
む
し
ろ
、
怪
談

を
も
笑
い
飛
ば
し

た
。
そ
う
い
う
地

域
性
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
最
初
の
怪

談
で
も
見
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
「
饅
頭
こ
わ
い
」
と
い
う
話
に
は
、
仲
間
が
集
ま
っ
て
順
番
に
好
き
な
モ
ノ
を
言
い
合
い
、

次
に
怖
い
モ
ノ
を
言
い
合
う
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
最
後
に
饅
頭
が
こ
わ
い
、
と
言
う
者
が
出
て
く
る
と
い
う
筋
が
あ
る
。
そ

の
怖
い
モ
ノ
を
言
い
合
う
中
で
、
ま
ず
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
や
怪
談
が
語
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
は
誰
も
が
知
る
オ
チ
、「
今
度
は

図11　改正増補国宝大阪全図（1863年）に見るオハライ
スジ・南農人町・本町の曲りなど「饅頭こわい」
の舞台（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』
1980、大阪都市協会）。

（26）

い
人
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
舞
台
が
、
ど
こ
な
の
か
も
…
。

　

だ
い
ぶ
に
古
い
こ
っ
ち
ゃ
。
そ
の
時
分
わ
い
の
伯
父
貴
と
い
う
の
が
、
南
農
人
橋
、
お
祓
い
筋
を
ち
ょ
っ
と
入
っ
た
と
こ

ろ
に
住
ん
で
た
ん
や
。…
外
へ
出
た
の
が
も
う
か
れ
こ
れ
一
時
、
雲
が
低
う
に
た
れ
こ
め
て
、
陰
気
な
晩
じ
ゃ
っ
た
な
。
ス

タ
ス
タ
、
ス
タ
ス
タ
、
ス
タ
ス
タ
と
道
を
と
っ
て
、
農
人
橋
を
今
渡
ろ
う
と
し
て
、
ヒ
ョ
イ
と
見
る
と
、
橋
の
真
ン
中
に
、

若
い
女
が
一
人
、
ズ
ボ
ー
ッ
と
立
っ
て
る
や
な
い
か
…
本
町
の
曲
り
か
ら
、
あ
の
へ
ん
へ
か
け
て
昼
日
中
で
も
あ
ん
ま
り
気

色
の
え
え
と
こ
や
な
か
っ
た）25
（

。

　

こ
の
怪
談
の
最
初
の
舞
台
が
、「
お
祓
い
筋
」
と
あ
る
。
文
久
三
年（
一
八
六
三
）の
「
改
正
増
補
国
宝
大
阪
全
図
」（
図
11
）で
確

認
す
る
と
、
八
軒
屋
か
ら
南
に
通
じ
て
い
る
筋
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
こ
が
、
あ
の
渡
辺
党
が
平
安
京
か
ら
の
汚
れ

を
大
祓
し
た
場
所
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
道
を
、
熊
野
道
と
も
言
っ
た
。

　

上
方
落
語
に
は
、
怪
談
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
笑
い
話
と
思
わ
れ
る
話
の
な
か
に
も
、
怪
異
を
語
る
部
分
は
少
な
く

な
い）26
（

。「
饅
頭
こ
わ
い
」
は
、
誰
も
が
知
る
落
語
の
一
つ
で
、
笑
い
話
が
中
心
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
特
に
上
方
落
語
で
は

前
半
部
分
で
、
怪
異
が
語
ら
れ
る
。
一
つ
は
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
で
、
江
戸
落
語
で
は
、
こ
の
部
分
は
「
九
郎
蔵
狐
」
と
し
て
、

独
立
し
て
別
に
演
じ
ら
れ
る
。
上
方
落
語
で
は
、
さ
ら
に
幽
霊
に
追
い
か
け
ら
れ
る
話
も
語
ら
れ
る
。

　

江
戸
落
語
の
場
合
、
怪
談
話
は
人
情
話
と
し
て
上
演
さ
れ
た
。
そ
れ
は
江
戸
に
権
力
の
中
心
が
あ
っ
た
、
と
い
う
地
域
性
が
関

与
し
て
い
る
。
笑
い
話
は
基
本
的
に
、
権
力
を
コ
ケ
に
す
る
。
だ
か
ら
江
戸
で
は
演
じ
に
く
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
阪
城
に
は
、
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殿
様
が
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
幕
府
の

城
代
は
い
た
。
し

か
し
基
本
的
に
侍

は
そ
う
い
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、

笑
い
話
に
も
怪
異

が
語
ら
れ
た
。
い

や
む
し
ろ
、
怪
談

を
も
笑
い
飛
ば
し

た
。
そ
う
い
う
地

域
性
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
は
最
初
の
怪

談
で
も
見
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
「
饅
頭
こ
わ
い
」
と
い
う
話
に
は
、
仲
間
が
集
ま
っ
て
順
番
に
好
き
な
モ
ノ
を
言
い
合
い
、

次
に
怖
い
モ
ノ
を
言
い
合
う
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
最
後
に
饅
頭
が
こ
わ
い
、
と
言
う
者
が
出
て
く
る
と
い
う
筋
が
あ
る
。
そ

の
怖
い
モ
ノ
を
言
い
合
う
中
で
、
ま
ず
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
や
怪
談
が
語
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
は
誰
も
が
知
る
オ
チ
、「
今
度
は

図11　改正増補国宝大阪全図（1863年）に見るオハライ
スジ・南農人町・本町の曲りなど「饅頭こわい」
の舞台（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』
1980、大阪都市協会）。
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て
、こ
れ
か
ら
こ
れ
が
、む
ご
た
ら
し
ゅ
う
割
れ
て
血
み
ど
ろ
、見
当
の
違
う
た
眼
で
ヒ
ョ
と
賽
銭
箱
に
眼
を
つ
け
る
と
、ヒ
ョ

ロ
ヒ
ョ
ロ
、
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
と
戻
っ
て
く
る
な
り
、
賽
銭
箱
の
角
へ
、
こ
う
手
を
か
け
て
、
身
体
を
ヌ
ー
ッ
…
さ
っ
き
、
助

け
て
や
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
方
や
な
あ）27
（

。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
語
り
か
ら
、
男
は
幽
霊
に
、
農
人
橋
か
ら
追
い
か
け
ら
れ
て
、
安
堂
寺
町
で
追
い
つ
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
後
こ
の
男
は
、
度
胸
が
す
わ
っ
て
、
逆
に
こ
の
幽
霊
を
捕
ら
え
、
橋
の
上
か
ら
投
げ
落
と
そ
う
と
す
る
。
橋
の
名
は
語
ら
れ

な
い
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
安
堂
寺
橋
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

図
11
は
、
こ
の
落
語
に
語
ら
れ
た
場
所
を
、
文
久
三（
一
八
六
三
）年
の
古
地
図
で
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
坂
で
は
、

南
北
の
道
を
○
○
筋
、
東
西
の
道
を
○
○
町
と
言
う
。
こ
れ
は
京
都
と
は
逆
さ
ま
…
つ
ま
り
地
域
性
で
あ
る
。

　

さ
て
、
噺
の
結
末
は
と
言
う
と
、
男
が
逆
に
堀
川
に
落
ち
、
実
は
夢
で
あ
っ
た
と
す
る
笑
い
話
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
上
方
落

語
の
場
合
、
怪
談
で
も
必
ず
最
後
は
笑
わ
せ
る
。
こ
の
点
も
上
方
落
語
に
は
、
怪
談
が
少
な
い
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
大

阪
「
ら
し
さ
」、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
神
橋
の
お
多
福
の
場
合
で
も
同
じ
だ
っ
た
。

　

確
か
に
最
初
は
、
権
力
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
造
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
ず
れ
は
庶
民
の
手
に
落
ち
る
。
上
方
落

語
や
最
初
の
怪
談
は
、
庶
民
の
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
特
異
な
言
説
を
、
か
つ
て
あ
っ
た
権
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
復
原
し
て
み
る
と
、
多
様
で
異
質
な
物
質
的
要
素
の
一
連
の
セ
ッ
ト
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
こ
の
八
軒
屋
で
あ
り
、

天
満
橋
と
天
神
橋
で
あ
り
、
渡
辺
の
津
、
渡
辺
党
、
大
阪
天
満
宮
、
坐
摩
神
社
、
渡
辺
王
子
、
オ
ハ
ラ
イ
ス
ジ
な
ど
の
地
名
か
ら
、

地
形
、
施
設
か
ら
言
説
な
ど
、
ま
さ
に
多
様
で
異
質
な
も
の
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（28）

お
茶
が
こ
わ
い
」
で
終
わ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

戦
国
時
代
の
御
伽
衆
、
野
間
藤
六
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
、「
野
間
藤
六
女
を
誑
し
餅
く
ふ
事
」
と
い
う
の
は
、「
饅
頭
こ
わ
い
」

の
餅
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
話
は
、
中
国
明
代
の
『
笑
府
』
に
も
あ
り
、
藤
六
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
ア
レ

ン
ジ
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
上
方
落
語
に
は
、
笑
い
話
の
な
か
に
も
、
怪
異
譚
が
挿
入
さ
れ
る
地
域
性
が
あ
っ
た
。
怪
談
が
少
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
、
話
の
タ
イ
ト
ル
に
、
怪
異
の
内
容
が
現
れ
な
い
こ
と
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
「
饅
頭
こ
わ
い
」
を
、
怪

談
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
確
か
に
、
怪
異
は
そ
の
な
か
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

話
に
戻
ろ
う
。
こ
の
後
こ
の
男
は
、
農
人
橋
か
ら
東
横
堀
川
に
飛
び
込
も
う
と
す
る
女
性
を
、
何
と
か
助
け
よ
う
と
す
る
が
、

逆
に
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
女
性
に
腹
立
ち
、
突
き
飛
ば
し
怪
我
を
さ
せ
て
し
ま
う
。
男
は
立
ち
去
る
の
だ
が
、
そ
の
直
後
、
女

性
は
川
に
飛
び
込
む
。
男
は
後
悔
し
な
が
ら
夜
道
を
歩
く
、
そ
の
後
か
ら
、
先
の
女
性
の
幽
霊
が
追
い
か
け
て
く
る
。

　

そ
の
道
も
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
先
の
農
人
橋
を
、
東
岸
か
ら
西
岸
に
渡
っ
て
、
男
は
南
へ
折
れ
、
東
横
堀
の
岸
を
歩
く（
図
11
）。

す
る
と
、
後
を
つ
け
る
ジ
タ
ジ
タ
と
い
う
足
音
が
聞
こ
え
る
。
何
か
に
隠
れ
よ
う
と
、
安
堂
寺
町
の
道
端
に
あ
っ
た
、
お
堂
の
賽

銭
箱
の
後
に
身
を
入
れ
、
男
は
そ
の
女
の
姿
を
垣
間
見
る
。

　

こ
う
、
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
前
へ
行
く
一
つ
の
影
。
フ
ラ
フ
ラ
、
フ
ラ
フ
ラ
、
フ
ラ
…
。
安
堂
寺
町
の
角
、
往
来
安
全
と

書
い
た
石
灯
籠
。
そ
の
あ
か
り
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
、
見
失
の
う
た
な
あ
と
い
う
顔
で
、
キ
ョ
ロ
、
キ
ョ
ロ
、
ヒ
ョ
イ
と
振

り
向
い
た
の
が
、
燈
籠
の
あ
か
り
を
う
け
て
ま
と
も
に
見
え
た
。
最
前
の
女
や
。
え
え
。
欄
干
で
当
た
っ
た
時
の
傷
と
み
え
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て
、こ
れ
か
ら
こ
れ
が
、む
ご
た
ら
し
ゅ
う
割
れ
て
血
み
ど
ろ
、見
当
の
違
う
た
眼
で
ヒ
ョ
と
賽
銭
箱
に
眼
を
つ
け
る
と
、ヒ
ョ

ロ
ヒ
ョ
ロ
、
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
と
戻
っ
て
く
る
な
り
、
賽
銭
箱
の
角
へ
、
こ
う
手
を
か
け
て
、
身
体
を
ヌ
ー
ッ
…
さ
っ
き
、
助

け
て
や
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
方
や
な
あ）27
（

。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
語
り
か
ら
、
男
は
幽
霊
に
、
農
人
橋
か
ら
追
い
か
け
ら
れ
て
、
安
堂
寺
町
で
追
い
つ
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
後
こ
の
男
は
、
度
胸
が
す
わ
っ
て
、
逆
に
こ
の
幽
霊
を
捕
ら
え
、
橋
の
上
か
ら
投
げ
落
と
そ
う
と
す
る
。
橋
の
名
は
語
ら
れ

な
い
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
安
堂
寺
橋
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

図
11
は
、
こ
の
落
語
に
語
ら
れ
た
場
所
を
、
文
久
三（
一
八
六
三
）年
の
古
地
図
で
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
坂
で
は
、

南
北
の
道
を
○
○
筋
、
東
西
の
道
を
○
○
町
と
言
う
。
こ
れ
は
京
都
と
は
逆
さ
ま
…
つ
ま
り
地
域
性
で
あ
る
。

　

さ
て
、
噺
の
結
末
は
と
言
う
と
、
男
が
逆
に
堀
川
に
落
ち
、
実
は
夢
で
あ
っ
た
と
す
る
笑
い
話
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
上
方
落

語
の
場
合
、
怪
談
で
も
必
ず
最
後
は
笑
わ
せ
る
。
こ
の
点
も
上
方
落
語
に
は
、
怪
談
が
少
な
い
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
大

阪
「
ら
し
さ
」、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
神
橋
の
お
多
福
の
場
合
で
も
同
じ
だ
っ
た
。

　

確
か
に
最
初
は
、
権
力
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
造
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
ず
れ
は
庶
民
の
手
に
落
ち
る
。
上
方
落

語
や
最
初
の
怪
談
は
、
庶
民
の
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
特
異
な
言
説
を
、
か
つ
て
あ
っ
た
権
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
復
原
し
て
み
る
と
、
多
様
で
異
質
な
物
質
的
要
素
の
一
連
の
セ
ッ
ト
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
こ
の
八
軒
屋
で
あ
り
、

天
満
橋
と
天
神
橋
で
あ
り
、
渡
辺
の
津
、
渡
辺
党
、
大
阪
天
満
宮
、
坐
摩
神
社
、
渡
辺
王
子
、
オ
ハ
ラ
イ
ス
ジ
な
ど
の
地
名
か
ら
、

地
形
、
施
設
か
ら
言
説
な
ど
、
ま
さ
に
多
様
で
異
質
な
も
の
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
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菅
原
道
真
「
…
東
風
吹
か
ば
、
匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花
、
主
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ
」。

主　

人　

「
ウ
ヘ
ー
」

菅
原
道
真
「
そ
ち
は
当
家
の
主
な
る
か
。
質
置
き
主
に
利
上
げ
を
せ
よ
と
伝
え
よ
。
ど
う
や
ら
ま
た
、
流
さ
れ
そ
う
な
わ
い）28
（

」。

　

こ
の
落
ち
、
蛇
足
だ
が
説
明
し
て
お
こ
う
。
角
の
藤
原
…
と
は
あ
の
道
真
を
お
と
し
め
た
藤
原
時
平
の
こ
と
…
。
掛
け
軸
が
主

人
に
言
う
「
流
さ
れ
そ
う
じ
ゃ
…
」
と
は
、
左
遷
と
質
流
れ
の
洒
落
。

　

権
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
上
に
い
な
が
ら
、
大
阪
は
そ
の
「
ら
し
さ
」
を
主
張
す
る
。
私
た
ち
は
ど
ん
な
場
面
で
も
、
ど
ん
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
上
に
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
性
を
保
持
し
続
け
る
の
だ
。
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
い
る
、「
生
命
と
し

て
の
景
観
」、
そ
の
他
す
べ
て
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
も
う
こ
の
流
れ
は
、
現
代
社
会
の
、
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
の
中
で
あ
っ
て
も
、

永
遠
に
止
ま
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

注（
1
）　

ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
『
科
学
論
の
実
在
―
パ
ン
ド
ラ
の
希
望
』
産
業
図
書
、
二
〇
〇
七
、二
三
頁
。

（
2
）　Sarah W

hatm
ore, M

aterialist returns: practising cultural geography in and for a m
ore-than-hum

an w
orld, 

Cultural G
eographies 13 2006: 600-609

（
3
）　

前
掲
注（
1
）ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
『
科
学
論
の
実
在
』
産
業
図
書
、
二
〇
〇
七
、
同
、『
虚
構
の
「
近
代
」―
科
学
人
類
学
は
警
告

す
る
』
新
評
論
、
二
〇
〇
八
。
こ
の
理
論
が
生
み
出
さ
れ
た
要
因
や
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
川
村
久
美
子
「
訳
者
改
題　

普
遍

主
義
が
も
た
ら
す
危
機
」
二
五
五
〜
三
二
〇
頁
が
わ
か
り
や
す
い
。

（30）

　

し
か
し
そ
の「
手
に
負
え
な
い
散
乱
」状
態
が
、こ
れ
ら
幾
重
に
も
織
り
込
ま
れ
た
暗
示
的
な
関
係
を
、「
生
命
と
し
て
の
景
観
」

と
し
て
、
目
に
見
え
る
形
で
示
す
、
重
要
な
手
段
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
で
先
の
明
治
の
天
神
橋
の
お
多
福
の
話
が
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。
実
話
と
さ
れ
た
り
、
ナ
ン
セ
ン
ス

妖
怪
話
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
場
所
に
は
確
固
た
る
根
拠
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
上
方
の
二
大
都
市
を
結
ぶ
、
表
裏
一
体
の
関
係
を
指
し
示
し
て
い
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
話
、
京
都
と
違
っ
て
、

そ
の
落
ち
が
大
阪
ら
し
い
。
お
多
福
を
捕
ま
え
た
ら
、
ぜ
ん
ざ
い
屋
の
ア
ル
バ
イ
ト
だ
っ
た
と
い
う
。
大
阪
は
商
人
の
町
で
あ
る
。

公
家
や
侍
と
違
っ
て
、な
に
よ
り
も
経
済
を
優
先
し
、こ
の
よ
う
な
怪
異
・
妖
怪
を
笑
い
に
変
え
て
し
ま
う
、独
特
の
文
化
を
持
っ

て
い
る
。

　

も
う
一
つ
上
方
落
語
を
紹
介
し
よ
う
。「
質
屋
蔵
」
と
い
う
噺
で
あ
る
。
滝
沢
馬
琴
の
、『
昔
話
質
屋
庫
』
を
元
に
し
た
落
語
で

あ
る
。

　

船
場
に
あ
る
質
屋
の
三
番
蔵
に
、
妖
怪
が
出
る
と
い
う
噂
が
た
つ
。
質
屋
の
主
人
が
、
夜
中
に
蔵
を
の
ぞ
く
と
、
人
か
ら
預
か
っ

た
帯
と
羽
織
が
、
角
力
を
と
っ
て
い
る
で
は
な
い
か（
ま
さ
に
無
機
物
が
魂
を
得
た
状
態
、
付
喪
神
つ
ま
り
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
）。
お
そ
る

お
そ
る
見
て
い
る
と
、
横
に
置
い
て
あ
っ
た
木
箱
の
ふ
た
が
開
き
、
掛
け
軸
が
蔵
の
壁
を
ス
ル
ス
ル
と
上
が
り
、
勝
手
に
か
か
っ

た
。

主　

人　

「
あ
れ
あ
れ
。
あ
れ
は
角
の
藤
原
さ
ん
と
こ
か
ら
預
か
っ
て
る
天
神
さ
ん
の
絵
像
や
な
い
か
」。

　
　
　
　

見
て
い
る
主
の
前
へ
絵
像
の
中
の
道
真
公
。
そ
れ
へ
さ
し
て
ズ
ー
ッ
…（
ド
ロ
ド
ロ
、
楽
の
合
方
）
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菅
原
道
真
「
…
東
風
吹
か
ば
、
匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花
、
主
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ
」。

主　

人　

「
ウ
ヘ
ー
」

菅
原
道
真
「
そ
ち
は
当
家
の
主
な
る
か
。
質
置
き
主
に
利
上
げ
を
せ
よ
と
伝
え
よ
。
ど
う
や
ら
ま
た
、
流
さ
れ
そ
う
な
わ
い）28
（

」。

　

こ
の
落
ち
、
蛇
足
だ
が
説
明
し
て
お
こ
う
。
角
の
藤
原
…
と
は
あ
の
道
真
を
お
と
し
め
た
藤
原
時
平
の
こ
と
…
。
掛
け
軸
が
主

人
に
言
う
「
流
さ
れ
そ
う
じ
ゃ
…
」
と
は
、
左
遷
と
質
流
れ
の
洒
落
。

　

権
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
上
に
い
な
が
ら
、
大
阪
は
そ
の
「
ら
し
さ
」
を
主
張
す
る
。
私
た
ち
は
ど
ん
な
場
面
で
も
、
ど
ん
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
上
に
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
性
を
保
持
し
続
け
る
の
だ
。
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
い
る
、「
生
命
と
し

て
の
景
観
」、
そ
の
他
す
べ
て
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
も
う
こ
の
流
れ
は
、
現
代
社
会
の
、
こ
の
サ
イ
バ
ー
空
間
の
中
で
あ
っ
て
も
、

永
遠
に
止
ま
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

注（
1
）　

ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
『
科
学
論
の
実
在
―
パ
ン
ド
ラ
の
希
望
』
産
業
図
書
、
二
〇
〇
七
、二
三
頁
。

（
2
）　Sarah W

hatm
ore, M

aterialist returns: practising cultural geography in and for a m
ore-than-hum

an w
orld, 

Cultural G
eographies 13 2006: 600-609

（
3
）　

前
掲
注（
1
）ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
『
科
学
論
の
実
在
』
産
業
図
書
、
二
〇
〇
七
、
同
、『
虚
構
の
「
近
代
」―
科
学
人
類
学
は
警
告

す
る
』
新
評
論
、
二
〇
〇
八
。
こ
の
理
論
が
生
み
出
さ
れ
た
要
因
や
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
川
村
久
美
子
「
訳
者
改
題　

普
遍

主
義
が
も
た
ら
す
危
機
」
二
五
五
〜
三
二
〇
頁
が
わ
か
り
や
す
い
。
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（
7
）、
六
二
二
頁
）。
六
月
下
旬
に
豪
雨
が
続
き
、
七
月
二
日
に
各
所
か
ら
決
壊
し
た
こ
の
洪
水
は
、
時
期
的
に
も
こ
の
夏
越
大
祓
に
見

立
て
ら
れ
、
先
の
よ
う
な
言
説
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
21
）　

武
田
祐
吉
・
佐
藤
謙
三
訳
『
読
み
下
し
日
本
三
大
実
録（
上
巻
）』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
〇
九
、二
〇
一
頁
。

（
22
）　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
十
一
巻　

日
本
紀
略
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
九
、一
七
八
頁
。

（
23
）　

大
江
篤
編
『
尼
崎
百
物
語
』
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
、一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

（
24
）　

渡
辺
久
雄
編
『
尼
崎
市
史　

第
十
巻
』
尼
崎
市
役
所
、
一
九
七
四
、四
六
〇
頁
。

（
25
）　

桂
米
朝
『
上
方
落
語　

桂
米
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
8　

美
味
礼
賛
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
三
、二
一
〜
二
二
頁
。

（
26
）　

佐
々
木
高
弘
「
上
方
落
語
の
怪
異
空
間
―
近
世
大
坂
・
京
都
・
江
戸
の
都
市
空
間
認
識
」『
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
―
絵
巻
・
草
紙

か
ら
マ
ン
ガ
・
ラ
ノ
ベ
ま
で
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
〇
、一
八
八
〜
二
一
〇
頁
。

（
27
）　

前
掲
注（
25
）、
二
四
頁
。

（
28
）　

桂
米
朝
『
上
方
落
語　

桂
米
朝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
2　

奇
想
天
外
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
、二
九
〇
頁
。

　

本
研
究
の
一
部
は
、
二
〇
一
七
〜
二
〇
二
〇
年
文
科
省
科
学
研
究
費
補
助
金（
基
盤
研
究（C

））「
古
代
的
世
界
観
を
記
憶
す
る
景
観
の
歴
史

地
理
学
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
佐
々
木
高
弘
、
課
題
番
号17K

03260

）を
使
用
し
た
。

（32）

（
4
）　Jonathan M

urdoch, Inhum
an/nonhum

an/hum
an: actor-netw

ork theory and the prospects for a nondualistic and 
sym
m
etrical perspective on nature and society, E

nvirom
ent and Planning D
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