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岡
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詮 説

①
思
想
と
豊
の
脱
近
代
Ｉ
叢
思
想
の
可
能
性

（
１
）

か
っ
て
私
は
論
文
「
義
思
想
の
可
能
性
Ｉ
思
想
の
脱
近
代
」
で
、
護
形
成
に
お
い
て
意
味
と
役
割
を
も
つ
思
想
を
「
地
域
思

想
」
と
名
づ
け
て
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
核
と
し
て
私
た
ち
が
共
有
す
る
地
域
思
想
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
た
。
つ
ま
り

私
は
、
か
つ
て
の
普
遍
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
想
や
近
代
以
来
の
国
家
と
不
即
不
離
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
の
思
想
で
は
な
く
、
ご
く

身
近
に
私
た
ち
が
直
面
す
る
課
題
の
解
決
策
や
地
域
の
エ
ー
ト
ス
の
表
現
と
し
て
生
ま
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
思
想
に
着
目
し
、
「
い
ま
こ

こ
に
生
き
る
」
私
た
ち
か
ら
生
ま
れ
た
「
地
域
思
想
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
の
「
地
域
思
想
」
こ
そ
が
地
域
を
作
り
支
え
る

内
発
的
な
ち
か
ら
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。

こ
の
転
換
は
、
大
き
く
は
脱
近
代
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
一
つ
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
か
ら
ロ
ー
カ
ル
レ
ベ
ル
へ
の
「
思
想
の

脱
近
代
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
私
は
、
地
域
思
想
が
、
地
域
の
思
想
と
し
て
内
発
性
と
生
産
性
を
も
ち
、
地
域
公

共
圏
の
中
核
と
し
て
共
同
の
記
憶
・
物
語
・
規
範
と
し
て
生
き
て
い
る
と
主
張
し
た
。
私
は
、
「
地
域
思
想
」
の
特
徴
と
し
て
、
地
域

(1)

は
じ
め
に
ｌ
‐
い
ま
な
ぜ
、
こ
と
ば
か

③
お
わ
り
に
ｌ
こ
と
ば
と
地
域
形
麟

①
こ
と
ば
と
共
同
性

②
問
題
点
と
展
望
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ことばと地域形成

引
き
続
き
本
稿
で
は
、
地
域
思
想
を
櫛
成
す
る
「
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
倫
理
を
は
じ
め
、
こ
と
ば
の
対
話
可
能
性
が
開
く
世
界
に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
私
自
身
が
関
わ
っ
た
い
く

つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
、
地
域
形
成
に
お
け
る
こ
と
ば
の
意
義
と
い
う
視
点
か
ら
接
近
す
る
。
つ
ま
り
私
は
、
地
域
に
お
け
る
人
々

の
感
悩
や
思
い
を
相
互
に
交
わ
し
合
い
蓄
積
し
て
ひ
と
つ
の
思
想
を
内
発
し
支
え
、
生
（
な
ま
）
の
生
活
に
関
わ
る
、
見
え
ざ
る
文
化
・

風
土
・
歴
史
・
伝
統
の
総
体
と
し
て
地
域
を
創
出
し
櫛
成
す
る
「
こ
と
ば
」
の
意
味
と
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

つ
ま
り
、
「
近
代
」
や
「
近
代
国
家
」
か
ら
「
人
間
」
や
「
地
域
」
へ
と
、
脱
近
代
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
が
進
む
中
で
、
こ
と
ば

と
そ
の
機
能
が
国
家
か
ら
で
な
く
、
人
間
や
地
域
か
ら
の
思
想
の
表
現
と
し
て
そ
の
役
割
を
変
え
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、

今
日
、
政
治
や
行
政
に
お
け
る
の
み
な
ら
ず
、
広
く
思
想
や
文
化
も
ま
た
分
権
化
・
脱
近
代
化
・
脱
焦
点
化
・
グ
ロ
ー
カ
ル
化
し
つ
つ

あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
こ
の
時
代
転
換
の
中
で
、
地
域
と
り
わ
け
地
域
の
文
化
や
思
想
の
面
で
内
発
し
支
え

私
た
ち
が
こ
れ
を
共
有
す
る
手
段
と
し
て
の
こ
と
ば
の
意
味
と
役
割
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
今
日
に
お
け
る
近
代
国
家
や
中
央
集
権
を
中
核
と
す
る
近
代
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
は
、
近
代
の
こ
と
ば
の
崩
壊
と
一

体
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
従
来
の
こ
と
ば
は
機
械
化
・
記
号
化
し
、
身
体
と
い
う
自
然
や
生
と
乖
離
し
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
。

国
家
か
ら
地
域
へ
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
娠
換
は
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
が
地
域
に
お
い
て
生
き
た
力
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

記
号
化
し
た
近
代
の
こ
と
ば
か
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。

性
、
内
発
性
、
生
産
性
を
挙
げ
て
、
地
域
思
想
こ
そ
が
地
域
性
と
普
遍
性
を
兼
ね
備
え
た
「
グ
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
（
地
球
Ⅱ
地
域
性
）

と
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
（
現
実
性
）
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
こ
と
ば
と
護
の
再
生
Ｉ
近
代
シ
ス
テ
ム
を
超
え
て
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論 説

近
代
シ
ス
テ
ム
を
支
え
た
こ
と
ば
が
、
無
力
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
シ
ス
テ
ム
や
制
度
と
表
裏
一
体
の
も
の
だ
か
ら
、
私
た

ち
は
ま
ず
、
こ
と
ば
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
と
ば
の
再
生
と
は
何
か
、
ど
う
い
う
こ
と
ば
が
再
生
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
牟
礼
道
子
が
示
唆
し
て
い
る
。
水
俣
病
に
関
わ
り
水
俣
病
裁
判
を
通
し
て
国
家
や
企
業
と
い
う
近
代

シ
ス
テ
ム
の
本
質
を
垣
間
見
た
石
牟
礼
は
、
「
人
権
」
、
「
環
境
」
、
「
連
帯
」
「
団
結
」
と
い
い
「
自
立
」
と
い
い
、
近
代
の
市
民
主
義
や

（
２
）

法
・
行
政
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
ば
に
は
、
ど
こ
か
心
に
届
か
ぬ
虚
構
性
や
空
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
直
観
し
て
い
た
。
石
牟
礼
道
子
は
こ
と

ば
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
共
同
体
が
近
代
化
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
の
は
、
ま
ず
こ
と
ば
か
ら
だ
っ
た
と
言
う
。
つ
ま
り
、

石
牟
礼
に
よ
れ
ば
、

考
え
て
み
れ
ば
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
国
家
の
形
成
は
、
そ
の
内
実
と
し
て
の
国
民
の
創
出
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
各
種
の
共

同
体
、
地
域
の
思
想
や
エ
ー
ト
ス
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
育
ん
で
き
た
塵
土
（
う
ぶ
す
な
）
の
こ
と
ば
や
言
霊
が
葬
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

明
治
期
の
近
代
化
国
民
化
や
昭
和
期
の
都
市
化
大
衆
化
の
中
で
中
央
集
権
的
で
機
械
的
機
能
的
な
近
代
の
こ
と
ば
は
、
ま
す
ま
す
地
域

の
人
々
の
生
活
や
感
情
か
ら
乖
離
す
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
共
同
体
は
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
の
内
な
る
共
同
性
を
も
こ
と
ご
と
く
破
壊

し
た
。
私
た
ち
は
今
日
に
至
っ
て
、
既
に
機
能
不
全
化
し
た
抑
圧
機
栂
に
す
ぎ
な
い
近
代
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
っ
て
、
地
域
か
ら
の
共
同

性
の
再
構
築
の
必
要
に
気
づ
き
始
め
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
地
域
の
人
々
が
、
普
遍
化
記
号
化
し
機
械
化
機
能
化
し
て
実
感
か
ら

遠
ざ
か
っ
た
近
代
の
こ
と
ば
に
代
わ
る
、
自
分
た
ち
の
生
に
根
差
し
た
こ
と
ば
と
思
想
を
そ
の
基
底
か
ら
再
生
さ
せ
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
言
葉
か
ら
ま
ず
壊
れ
た
、
こ
れ
が
近
代
化
の
一
番
の
芯
だ
と
思
い
ま
す
。
田
舎
言
葉
を
捨
て
て
、
均
質
な
標
準
語
で
言
う
よ
う
に

③
こ
と
ば
を
支
え
る
世
界
の
回
復
「
ｌ
「
言
葉
果
つ
る
と
こ
ろ
」
か
ら
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ことばと地域形成

こ
れ
に
対
し
て
石
牟
礼
は
以
下
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
以
前
の
世
界
Ｔ
Ｉ
Ｉ
こ
と
ば
を
生
み
出
す
基
底
、
た
と
え
ば
「
ア
ニ
マ
」
（
魂
）
、

（
６
）

「
く
に
」
、
「
風
土
」
あ
る
い
は
「
存
在
そ
の
も
の
」
ｌ
に
回
帰
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
す
る
．

「
言
葉
を
生
み
出
す
ど
こ
か
、
基
底
部
の
闇
の
よ
う
な
、
存
在
の
亀
裂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
言
葉
は
噴
出
し
て
、
…
…
出
て
き
た

（
７
）

言
葉
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
闇
の
中
は
つ
な
が
っ
て
る
と
思
う
ん
で
す
。
」

「
ア
ニ
マ
ね
え
、
な
ん
で
し
ょ
う
ね
え
。
…
…
自
由
と
い
う
言
葉
以
前
に
も
っ
と
本
質
的
に
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
だ
れ
に
も
束
縛

さ
れ
な
い
、
一
番
理
想
的
な
宇
宙
と
と
も
に
あ
る
も
の
、
宇
宙
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
。
言
葉
に
す
れ
ば
、
魂
と
い
う
言
葉
を
共

通
の
言
葉
と
し
て
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
そ
れ
以
前
に
、
存
在
そ
の
も
の
か
ら
、
い
つ
で
も
ど
こ
へ
で
も
飛
翔
す
る
こ
と
が
で

（
３
）

な
り
ま
し
た
よ
。
官
庁
言
葉
も
、
裁
判
所
の
言
葉
も
。
…
．
：
エ
イ
ズ
か
な
に
か
の
よ
う
に
浸
透
し
て
内
部
か
ら
こ
わ
れ
ま
す
。
」

さ
ら
に
石
牟
礼
は
鶴
見
和
子
と
の
対
談
で
、
こ
の
近
代
の
こ
と
ば
の
崩
壊
と
再
生
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
な
に
し
ろ
言
葉
は
先
人
た
ち
の
意
識
の
痕
跡
だ
か
ら
、
近
代
的
に
進
化
、
あ
る
い
は
劣
化
、
奇
形
化
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
そ
れ

（
４
）

の
言
霊
的
祖
型
を
と
り
返
す
べ
く
…
…
」

「
い
ま
、
人
類
の
歴
史
は
た
ぶ
ん
大
き
く
ひ
と
ま
わ
り
し
て
終
わ
り
に
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
言
葉
ま
で
非
常

に
衰
え
て
、
全
部
、
人
間
の
働
き
は
内
部
か
ら
衰
え
て
き
て
、
こ
の
次
、
再
生
…
…
す
る
潜
在
能
力
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
試
さ
れ
る

時
期
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
…
…

言
蕊
が
全
部
篝
化
き
れ
て
Ｉ
別
胴
着
補
足
’
一
機
械
で
寳
葉
を
生
産
し
て
い
る
と
思
っ
て
る
け
れ
ど
錯
覚
で
、
こ
と
ば
を

全
部
、
分
断
機
に
か
け
て
切
っ
て
捨
て
て
る
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
に
な
ら
な
い
情
感
と
か
悲
し
み
と
か
も
櫟
き
く
だ
い
て
ぐ
じ
や
ぐ

じ
ゃ
に
し
て
、
切
り
刻
ま
れ
捨
て
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
、
言
葉
は
。
…
…
言
葉
も
お
び
た
だ
し
い
消
費
財
に
な
っ
て
い

じ
ゃ
に
し
て
、

（
５
）

ま
せ
ん
？
．
」
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麓 説

そ
れ
で
日
本
人
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
結
果
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
振
り
返
る
と
水
俣
病
が
予
兆
と

し
て
出
て
き
た
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
い
っ
た
人
た
ち
が
求
め
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
ご
先
祖
様
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
連

（
９
）

綿
と
私
た
ち
の
感
性
を
育
て
て
く
れ
た
心
の
風
土
。
」

こ
う
し
て
近
代
の
言
葉
と
そ
の
崩
壊
が
社
会
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
の
だ
が
、
「
近
代
の
終
わ
り
」
を
た
ん
な
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ン
（
脱
近
代
）
と
い
っ
た
文
化
現
象
で
は
な
く
よ
り
深
い
文
明
史
的
転
換
と
考
え
る
石
牟
礼
は
、
こ
の
言
葉
と
社
会
の
再
生
の
た
め
に

は
、
人
間
と
そ
の
言
葉
を
超
え
た
「
言
葉
果
つ
る
と
こ
ろ
」
、
つ
ま
り
存
在
の
根
源
へ
回
帰
し
こ
こ
か
ら
再
生
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
石
牟
礼
が
「
く
に
」
と
呼
ぶ
「
地
域
」
の
再
生
は
、
こ
と
ば
と
そ
れ
を
生
み
出

す
基
層
で
あ
る
地
域
の
魂
や
風
土
に
回
帰
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
変
え
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
と
ば
に
ど
う
力
を
取
り
戻
し
再
生
さ
せ
る
か
、
私
自
身
が
関
わ
っ
た
三
つ
の
試
み
を
通
し
て
、
こ
と
ば

に
よ
る
地
域
形
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
文
字
が
生
ま
れ
て
く
る
ま
で
の
長
い
意
識
の
悠
久
の
、
悠
遠
な
言
葉
の
時
代
の
記
憶
が
あ
っ
た
っ
て
、
こ
れ
は
白
川
静
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
近
い
よ
う
な
言
葉
だ
け
の
、
言
霊
だ
け
の
時
代
に
ま
だ
生
き
て
い
る
人
た
ち
。
…
…

そ
の
人
た
ち
が
感
じ
て
い
る
く
に
と
い
う
の
は
、
い
ま
は
な
く
な
り
ま
し
た
よ
ね
。
故
郷
の
山
河
。
そ
れ
が
水
俣
病
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
…
…
。

そ
れ
で
切
実
に
く
に
を
探
し
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
自
分
た
ち
の
周
辺
が
、
国
の
実
質
み
た
い
な
の
が
薄
ら
い
で
き
て
る
よ
う

（
Ｈ
》

・
垂
こ
る
。
」

に
思
え
る
。
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ことばと地域形成

平
成
一
九
（
二
○
○
七
）
年
八
月
二
七
日
兵
庫
県
伊
丹
市
で
、
第
一
回
「
こ
と
ば
文
化
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
た
。
こ
の

趣
旨
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
伊
丹
市
都
市
創
造
部
都
市
企
画
室
都
市
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
担
当
に
よ
れ
ば
、
「
こ
と
ば
文
化
の

発
展
に
先
進
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
全
国
の
都
市
が
集
ま
り
、
各
地
の
活
動
状
況
を
報
告
し
、
今
後
の
こ
と
ば
文
化
の
発
展
に
向
け
て

私
自
身
こ
れ
ま
で
関
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
今
も
関
わ
っ
て
い
る
、
以
下
の
三
つ
の
運
動
は
、
全
体
と
し
て
社
会
再
生
へ
向
け
て

「
こ
と
ば
の
力
」
の
回
復
を
目
指
す
試
み
で
あ
る
。
第
一
は
、
「
相
互
に
語
ら
れ
る
場
と
し
て
の
こ
と
ば
」
、
つ
ま
り
人
と
人
と
が
語
り

あ
う
こ
と
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
ば
の
力
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
場
」
と
し
て
の
地
域
や
そ
の
文
化
を
再
生
す
る
試
み

で
あ
る
。
第
二
は
、
「
自
然
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
環
境
・
風
土
と
し
て
の
こ
と
ば
」
、
つ
ま
り
人
々
と
自
然
が
語
り
合
う
こ
と
を
通
し
て

生
ま
れ
共
有
さ
れ
て
き
た
こ
と
ば
の
力
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
環
境
や
風
土
を
豊
か
に
再
生
す
る
試
み
で
あ
る
。
第
三

は
、
「
次
世
代
へ
伝
え
ら
れ
る
歴
史
・
伝
統
と
し
て
の
こ
と
ば
」
、
つ
ま
り
人
々
が
次
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
ば
の
力
を
回
復
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
伝
え
る
力
を
再
生
す
る
試
み
、
の
三
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
が
も
つ
第
一
は
地
域
社
会
の
空

間
軸
、
第
二
は
環
境
軸
、
第
三
は
時
間
軸
に
関
わ
る
も
の
で
、
全
体
と
し
て
こ
と
ば
の
力
で
、
こ
と
ば
と
生
の
実
感
を
よ
り
近
づ
け
る

こ
と
で
、
地
域
の
歴
史
的
文
化
的
生
活
圏
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
し
地
域
と
い
う
場
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

①
こ
と
ば
と
都
市
創
造
ｌ
「
こ
と
ば
文
化
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

(2)

こ
と
ば
の
カ
ー
三
つ
の
試
み
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の
意
見
交
換
・
提
言
を
行
う
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
よ
り
、
参
加
都
市
の
交
流
と
こ
と
ば
文
化
に
よ
る
町
の
活
性
化
の
取
り

組
み
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
化
庁
と
伊
丹
市
の
共
催
に
よ
る
も
の
で
、
現
在
こ
と
ば
の
文
化
事
業
に
よ
っ
て
都
市
創
造
に
取
り
組
ん
で
い
る
次
の
六
つ

の
市
が
一
同
に
会
し
た
。
夏
目
漱
石
ゆ
か
り
の
「
草
枕
」
国
際
俳
句
大
会
一
二
年
目
（
当
時
）
を
迎
え
る
熊
本
市
、
高
校
生
の
俳
句
甲

子
園
を
開
催
す
る
愛
媛
県
松
山
市
か
ら
「
こ
と
ば
の
ち
か
ら
実
行
委
員
会
」
、
「
一
難
啓
上
、
火
の
用
心
…
…
」
で
有
名
な
「
日
本
－
短

い
手
紙
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
こ
と
ば
の
対
話
性
に
着
目
す
る
福
井
県
坂
井
市
（
丸
岡
町
）
、
「
元
気
つ
す
へ
き
な
ん
世
界
俳
句
大
会
」

を
主
催
す
る
愛
知
県
碧
南
市
、
元
禄
の
女
流
俳
人
・
田
捨
女
（
で
ん
・
す
て
じ
よ
）
に
因
む
「
青
春
俳
句
祭
」
を
開
催
す
る
兵
庫
県
丹

波
市
、
小
・
中
学
校
で
「
こ
と
ば
科
」
を
新
設
す
る
な
ど
「
こ
と
ば
文
化
都
市
特
区
」
作
り
に
取
り
組
む
伊
丹
市
の
六
都
市
が
集
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
と
ば
の
力
と
こ
と
ば
文
化
に
よ
っ
て
地
域
の
力
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

こ
と
ば
の
力
を
テ
ー
マ
と
し
た
各
種
大
会
か
ら
特
区
ま
で
形
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
語
ら
れ
た
こ
と
や
参
加
都

市
の
問
題
意
識
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
は
、
第
一
に
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
地
域
の
文
化
的
ブ
ラ
ン
ド
作
り
と
い
う
文
化
・

教
育
戦
略
や
観
光
も
含
む
経
済
戦
略
、
つ
ま
り
は
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
へ
の
都
市
戦
略
の
転
換
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
副
次
的
産
物

に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
事
業
の
背
景
に
は
、
今
日
の
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
状
況
に
対
す
る
参
加
者
の
強
い
危
機
感
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
下
、
熊
本
市
か
ら
報
告
し
た
私
自
身
の
レ
ポ
ー
ト
を
引
用
し
つ
つ
、
今
日
の
「
こ
と
ば
と
地
域
」
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
と
私

｛
、
｝

自
身
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

「
つ
ま
り
、
今
日
よ
く
言
わ
れ
る
、
こ
と
ば
の
乱
れ
や
貧
困
、
言
葉
の
持
つ
豊
か
さ
と
力
の
喪
失
、
さ
ら
に
は
そ
れ
と
表
裏
一
体
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
と
社
会
形
成
の
力
の
弱
体
化
へ
の
危
倶
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
、
個
々
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
感
情
の
形

成
、
社
会
形
成
に
不
可
欠
の
も
の
。
い
わ
ば
社
会
が
今
日
、
そ
の
根
底
の
こ
と
ば
か
ら
揺
ら
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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だ
か
ら
こ
そ
、
こ
と
ば
と
文
化
の
問
題
は
、
地
域
づ
く
り
の
基
本
的
な
問
題
で
も
あ
る
の
だ
。
ロ
ー
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
い
、

地
域
公
共
圏
と
い
い
、
こ
れ
ら
を
支
え
る
の
は
合
意
形
成
で
あ
り
、
こ
と
ば
で
あ
る
。
ビ
ジ
ョ
ン
を
語
り
構
想
し
実
現
し
て
い
く
に
は
、

生
き
た
こ
と
ば
の
力
に
よ
る
以
外
に
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
真
に
豊
か
な
成
熟
社
会
の
地
域
形
成
へ
向
け
て
、
こ
れ
ら
の
「
こ
と
ば
の
文
化
事
業
」
は
有
効
だ
し
必
要
だ
。

た
だ
、
私
が
こ
れ
ら
の
事
業
に
共
通
す
る
と
思
う
最
大
の
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
一
過
性
の
も
の
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
だ
。
こ
れ
は
難
問
だ
が
、
や
は
り
、
早
く
行
政
主
導
か
ら
市
民
参
画
に
よ
る
市
民
主
導
の
運
動
に
変
わ
る
こ
と
だ
。

そ
の
中
か
ら
日
常
的
な
学
習
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
文
化
と
し
て
社
会
に
定
着
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

ま
た
、
た
し
か
に
社
会
が
生
き
生
き
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
と
ば
が
生
き
生
き
と
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題

は
、
人
間
と
社
会
を
支
え
る
こ
の
『
こ
と
ば
の
力
」
を
、
私
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
獲
得
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
も
な
か
な
か

難
問
だ
が
、
こ
の
点
で
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
坪
内
稔
典
氏
の
発
言
が
示
唆
的
だ
、
つ
ま
り
今
日
、
こ
と
ば
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

不
信
感
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
に
は
や
は
り
、
こ
と
ば
は
楽
し
い
ぞ
、
面
白
い
ぞ
と
い
う
経
験
を
た
く
さ
ん
す
る
の
が
一
番

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
楽
し
い
実
感
を
通
し
て
、
こ
と
ば
が
真
に
自
分
の
生
き
た
力
に
な
る
の
だ
。
…
…

考
え
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
私
た
ち
に
は
、
い
か
に
声
高
で
も
、
こ
と
ば
が
実
感
か
ら
遠
ざ
か
り
、
生
き
生
き
と
し
た
力
を
失
っ
て
い

た
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
は
、
社
会
も
ま
た
活
力
を
失
っ
て
い
た
。
い
ま
私
た
ち
は
、
真
に
生
き
生
き
と
し
た
こ
と
ば
の
力
で
、

地
域
と
時
代
を
創
り
支
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

以
上
、
「
こ
と
ば
の
文
化
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
各
事
例
は
、
い
み
じ
く
も
こ
と
ば
と
社
会
の
崩
壊
に
対
す
る
危
機
感
を
と
も
に

す
る
諸
地
域
・
都
市
か
ら
、
何
と
か
こ
と
ば
の
創
造
性
を
回
復
し
て
地
域
を
考
え
再
生
す
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
と
い
う
思
い
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
こ
と
ば
文
化
」
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
今
日
、
地
域
と
こ
と
ば
の
ゆ
ら
ぎ
や
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
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都
市
・
地
域
創
造
の
基
礎
が
、
い
わ
ば
水
平
次
元
で
地
域
内
外
の
人
間
と
社
会
を
つ
な
ぐ
「
こ
と
ば
」
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
包
括

的
総
体
的
に
身
体
と
地
域
の
環
境
や
風
土
を
つ
な
ぐ
も
の
も
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
が
持
つ
身
体
性
と
い
う
視
点
か

ら
い
え
ば
、
人
間
の
こ
と
ば
は
人
間
の
身
体
の
一
部
で
あ
る
。
身
体
と
環
境
・
風
土
の
関
係
は
、
人
間
の
身
体
が
発
す
る
こ
と
ば
に
よ
っ

て
自
覚
化
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
身
体
が
感
じ
発
す
る
こ
と
ば
が
、
私
た
ち
が
そ
れ
と
自
覚
す
る
環
境
や
風
土
を
作
っ
て
い
る
の
で

（
Ｍ
）

あ
る
。
そ
の
「
身
体
の
こ
と
ば
」
の
、
最
も
日
本
的
象
徴
と
し
て
、
俳
句
に
お
け
る
季
巍
叩
（
な
い
し
季
題
）
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
季
節
の
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
、
と
く
に
歌
や
詩
に
お
け
る
季
節
の
こ
と
ば
は
ど
の
国
に
も
民
族
に
も
あ
る
が
、
と
く
に
こ

れ
を
俳
句
と
い
う
日
常
普
段
の
詩
に
固
有
の
こ
と
ば
と
し
て
文
化
的
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
た
「
歳
時
記
」
は
他
国
に
類
を
見
な
い
。
身

体
の
こ
と
ば
で
あ
り
季
節
の
こ
と
ば
で
あ
る
季
語
を
介
し
て
、
私
た
ち
は
地
域
の
環
境
や
風
土
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
環
境

や
風
土
を
創
出
し
て
き
た
し
、
こ
う
し
て
こ
と
ば
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
生
ま
れ
た
環
境
や
風
土
が
地
域
文
化
や
地
域
形
成
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
季
語
の
中
に
、
私
た
ち
は
地
域
と
そ
の
風
土
の
形
成
に
与
え
た
こ
と
ば
の
力
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
季
語
は
も
ち
ろ
ん
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
が
、
私
は
と
く
に
地
域
特
有
の
季
語
に
注
目
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
そ

の
地
域
に
こ
め
ら
れ
た
自
然
環
境
・
文
化
・
歴
史
・
風
土
の
蓄
積
や
そ
こ
の
込
め
ら
れ
た
人
々
の
思
い
や
エ
ー
ト
ス
、
さ
ら
に
風
土
と

場
の
基
層
に
あ
る
魂
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
と
ば
と
地
域
の
環
境
・
風
土
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
季
語
を
集
成
し
た
「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
を
通
し

て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
と
地
域
を
つ
な
ぐ
こ
と
ば
を
回
復
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
個
々
人
が
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

感
情
形
成
に
お
い
て
こ
と
ば
の
力
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
と
ば
の
重
要
な
役
割
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

②
こ
と
ば
と
身
体
癩
境
ｌ
「
新
く
ま
も
と
歳
墓
」
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第
二
に
、
こ
の
主
題
や
作
品
の
地
域
性
に
対
し
て
、
他
方
で
当
然
の
こ
と
だ
が
、
文
学
性
や
普
遍
性
に
も
配
感
し
た
。
両
者
は
決
し

て
矛
盾
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
徹
底
し
て
地
域
を
見
つ
め
る
こ
と
の
中
に
普
遍
性
と
高
い
文
学
性
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
今
回
、

生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
た
く
さ
ん
の
優
れ
た
俳
句
作
品
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
何
よ
り
の
収
穫
だ
っ
た
。
「
不
易
流
行
」
の
う
ち
、

「
流
行
」
は
中
央
に
あ
り
「
不
易
」
は
地
方
に
こ
そ
あ
る
。

第
三
に
、
以
上
と
関
連
し
て
私
た
ち
は
、
毎
日
の
鑑
賞
句
の
作
者
は
有
名
無
名
を
問
わ
ず
、
一
回
し
か
取
り
上
げ
な
い
と
決
め
た
。

学
だ
と
思
っ
て
い
る
。

「
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
歳
時
記
は
一
般
に
、
昔
は
京
都
、
そ
の
後
は
東
京
を
中
心
に
編
ま
れ
た
が
、
私
た
ち
は
熊
本
の
風
土
性
地
域

性
を
正
視
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
気
候
に
関
す
る
季
語
な
ど
は
熊
本
で
の
実
感
に
近
づ
け
て
配
慨
し
た
し
、
肥
後
六
花
の
「
肥
後
菊
，
一

「
肥
後
椿
」
「
肥
後
菖
蒲
」
、
さ
ら
に
は
「
ハ
イ
ャ
祭
」
「
風
鎮
祭
」
「
頓
写
会
」
な
ど
の
ほ
か
、
「
小
楠
忌
」
（
横
井
小
楠
）
「
渦
天
忌
」

す
な
お

（
宮
崎
掴
天
）
「
寸
七
翁
忌
」
（
宮
部
寸
七
翁
）
な
ど
熊
本
生
ま
れ
の
思
想
家
や
文
学
者
の
忌
日
も
入
れ
た
。

つ
ま
り
は
「
美
し
い
熊
本
の
再
発
見
」
で
、
こ
の
熊
本
に
生
き
る
私
た
ち
の
足
許
を
大
事
に
し
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
俳
句
は

う
ぶ
す
な

こ
と
は

生
活
実
感
に
近
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
私
は
、
俳
句
は
私
た
ち
の
こ
の
産
土
と
そ
こ
で
の
藤
ら
し
を
言
祝
ぐ
、
肯
定
と
自
足
の
文

て
、
地
域
形
成
に
お
け
る
こ
と
ば
の
力
に
つ
い
て
考
え
る
。
熊
本
日
日
新
聞
社
と
私
た
ち
編
集
委
員
会
は
約
一
年
間
の
準
備
期
間
を
経

て
、
二
○
○
六
年
四
月
一
日
か
ら
二
○
○
七
年
三
月
一
一
一
一
日
ま
で
の
一
年
間
の
毎
日
、
朝
刊
に
「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
を
連
戦
し
、

（
脳
）

一
一
○
○
七
年
五
月
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
同
新
聞
社
か
ら
刊
行
し
た
。
同
書
は
、
「
連
載
に
当
た
っ
て
は
、
一
日
一
季
語
と
し
て
冒
頭
に

鑑
賞
句
を
据
え
、
季
語
を
熊
本
の
風
土
と
の
か
か
わ
り
わ
り
合
い
の
中
で
紹
介
し
な
が
ら
句
の
鑑
賞
を
行
っ
た
上
で
、
末
尾
に
数
句
の

（
ｕ
）

例
句
を
挙
げ
る
体
裁
を
取
っ
た
」
。
ま
た
、
同
書
の
編
者
の
一
人
と
し
て
私
は
、
本
書
に
込
め
た
風
土
性
地
域
性
の
意
味
を
次
の
五
点

｛
州
）

に
ま
と
め
て
記
し
た
。
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説
そ
れ
は
、
機
会
均
等
と
い
蕾
｜

何
の
関
係
も
な
い
か
ら
だ
。

諭
塙
回
一
』
よ
、
し
｝
く
こ
濫
畔

そ
こ
で
、
「
こ
と
ば
と
地
域
形
成
」
と
い
う
視
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
地
域
の
五
人
の
編
者
、
二
十
三
人
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
千
二

百
句
の
作
品
を
収
め
、
準
備
期
間
も
含
め
二
年
が
か
り
で
作
ら
れ
た
「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
の
意
義
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
第
一
に
こ
の
歳
時
記
の
意
義
は
、
季
語
と
く
に
地
域
の
季
語
と
い
う
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
地
域
の
風
土
性
、
文
化
的
固
有
性
を

再
発
見
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
と
ば
と
自
然
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
風
土
や
環
境
か
ら
こ
と
ば
が
生
ま
れ
、
こ
と
ば
が
風
土
や
環
境
を

生
む
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
こ
と
ば
の
「
場
」
が
こ
こ
で
育
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
象
徴
が
季
語
で
あ
り
歳
時
記
な
の
で
あ

第
四
に
は
、
と
く
に
鑑
賞
句
と
し
て
平
明
な
句
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
平
明
」
は
「
平
凡
」
と
は
全
く
違
う
も
の
だ
。

感
動
が
深
く
か
つ
平
明
で
あ
る
理
解
で
き
る
こ
と
が
大
事
で
、
そ
れ
が
文
学
性
の
基
礎
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
俳
句
は
、

俳
句
を
作
ら
な
い
読
者
に
も
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…

第
五
に
、
こ
の
編
集
を
通
し
て
多
分
誰
も
が
思
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
俳
句
文
学
と
そ
れ
に
よ
る
地
域
再
発
見
の
感
動
を
、
私
た
ち
の

共
通
遺
産
と
し
て
次
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
今
日
の
情
報
化
社
会
の
中
で
、
私
た
ち
か
ら
こ
と
ば
の
力
、

感
動
の
力
が
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
私
は
危
倶
し
て
い
る
。
こ
と
ば
に
力
を
取
り
戻
す
た
め
に
も
、
こ
の
俳
句
文
化
を
伝

え
て
い
く
こ
と
は
、
私
た
ち
の
世
代
責
任
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
熊
本
の
地
に
あ
っ
て
こ
の
地
を
愛
し
毎
日
を
丁
寧
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
へ
の
共
感
を
こ
め
て
こ
の
歳
時
記
を
贈
り

る
０

た
い
。
」

⑪
第
二
の
意
義
は
、
た
し
か
に
文
学
と
し
て
の
普
遍
性
も
大
事
な
の
だ
が
、
第
一
の
地
域
性
と
こ
の
普
遍
性
は
対
立
・
排
除
す
る
も

機
会
均
等
と
い
う
よ
う
な
便
宜
的
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
作
者
の
有
名
無
名
は
、
作
品
の
良
し
悪
し
と
は
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ことばと地域形成

第
三
の
事
例
は
、
「
熊
本
城
四
○
○
年
と
熊
本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
県
民
運
動
」
（
熊
本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
県
民
運
動
）
で
あ
る
。
第
一
の
事

例
の
「
こ
と
ば
文
化
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
こ
と
ば
に
よ
る
社
会
の
関
係
性
の
再
構
築
の
全
国
的
事
例
で
あ
り
、
第
二
の
事
例
の

「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
が
こ
と
ば
（
季
語
）
に
よ
る
身
体
・
生
活
と
環
境
・
風
土
を
つ
な
ぐ
地
域
的
事
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の

第
三
の
事
例
は
、
熊
本
と
い
う
都
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
と
り
わ
け
「
永
青
文
庫
」
と
い
う
文
瞥
（
こ
と
ば
）
を
生
か
し
て
歴

の
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
両
者
は
一
体
で
あ
り
、
む
し
ろ
地
域
性
を
深
く
ボ
ー
リ
ン
グ
し
て
い
く
と
そ
こ
に
文
学
的
普
遍
性
が
あ
る
こ
と

を
、
こ
の
歳
時
記
が
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
真
実
は
、
足
下
の
生
活
に
根
ざ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑪
さ
ら
に
第
三
に
、
こ
と
ば
と
他
者
（
社
会
）
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
前
述
の
第
四
点
と
第
五
点
に
関
連
す
る
が
、
こ
の
歳
時
記
が
、

地
域
形
成
に
お
け
る
、
こ
と
ば
の
「
伝
え
る
力
」
の
大
切
さ
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
私
た
ち
は
具
体
的
な
生
活
の
感
動
を
季
語
と

い
う
日
常
の
自
然
・
風
土
・
生
活
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
の
力
で
他
者
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
に
共
通
の
言
語
・
文
化
空
間
お
よ

び
こ
れ
を
支
え
る
生
活
空
間
の
基
礎
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
共
通
の
言
語
生
活
空
間
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
過
剰
な
ま
で
の
悩
報
化
社
会
に
お
い
て
却
っ
て
こ
と
ば
の
力
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
本
瞥
は
、
地
域
の
風
土
・
文
化
・
生

活
の
再
発
見
・
再
創
造
の
感
動
を
季
語
・
歳
時
記
と
い
う
形
で
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
瞥
の
中
に
、
季

語
と
い
う
「
こ
と
ば
」
を
中
核
と
し
、
自
然
・
風
土
・
他
者
と
い
う
ヨ
コ
軸
と
歴
史
・
伝
統
と
い
う
タ
テ
軸
か
ら
成
る
地
域
公
共
圏
の

基
盤
形
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
季
語
、
と
り
わ
け
地
域
の
季
語
と
歳
時
記
は
、
私
た
ち
が
直
接
、
地
域
の
季
節
・
風
土
・

環
境
と
肌
身
を
接
し
ま
た
感
じ
る
と
い
う
、
季
語
が
も
つ
身
体
性
と
そ
れ
に
よ
る
共
感
と
共
同
性
の
ゆ
え
に
、
地
域
の
共
同
の
生
活
圏

公
共
圏
の
基
礎
ｌ
つ
ま
り
は
共
同
性
ｌ
を
考
え
る
確
か
な
切
り
口
な
の
で
あ
る
。

③
こ
と
ば
と
伝
統
・
文
化
ｌ
「
熊
本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
県
民
運
動
」
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論 説

都
市
創
造
運
動
で
あ
る
。

「
⑪
県
民
運
動
の
趣
旨

加
藤
家
、
細
川
家
の
治
政

生
か
し
、
個
性
的
で
、
魅

史
に
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
地
域
的
事
例
で
あ
る
。

こ
の
運
動
は
、
二
○
○
三
（
平
成
一
五
）
年
、
吉
丸
良
治
氏
（
現
、
会
長
）
が
熊
本
地
域
の
文
化
・
一
般
市
民
・
行
政
・
企
業
の
各

層
に
よ
び
か
け
て
発
足
し
た
研
究
会
に
始
ま
り
、
二
○
○
五
（
平
成
一
七
）
年
小
堀
富
夫
（
熊
本
放
送
名
誉
会
長
・
熊
本
県
文
化
協
会

長
）
を
会
長
と
し
て
正
式
に
発
足
し
た
県
民
運
動
で
あ
っ
て
、
会
員
数
は
個
人
と
法
人
あ
わ
せ
て
八
○
○
ほ
ど
で
あ
る
。
以
来
今
日
ま

で
二
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
の
熊
木
城
築
城
四
○
○
年
の
記
念
熟
業
や
二
○
一
一
（
平
成
二
三
）
年
に
予
定
さ
れ
る
九
州
新
幹
線
の

全
線
開
通
、
あ
る
い
は
熊
本
市
の
政
令
指
定
都
市
へ
の
昇
格
さ
ら
に
は
道
州
制
な
ど
の
喫
緊
の
課
題
へ
の
危
機
感
に
支
え
ら
れ
た
文
化

《
脳
）

都
市
創
造
運
動
で
あ
る
。
報
告
書
に
示
さ
れ
た
⑪
趣
］
曰
、
②
具
体
的
な
骨
子
、
③
目
標
年
次
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

③
県
民
逃
動
の
目
標
年
次

第
一
次
目
標
二
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
の
熊
本
城
築
城
四
○
○
年

第
二
次
目
標
二
○
二
（
平
成
二
三
）
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
九
州
新
幹
線
全
線
開
通
」

そ
こ
で
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
二
○
○
八
（
平
成
二
○
）
年
度
の
活
動
事
例
を
見
る
と
、
次
の
三
つ
の
柱
で
活
動
し
て
い
る
。
具

〃
Ｐ
Ｏ
Ｉ
、
■
■
日
ダ
ニ
■
■
■
■
■
『
Ｉ
グ
】
一
二
Ｆ
正
字
ｊ
■
、
‐
‐
。
ｊ
ｎ
ｌ
０
Ｊ
■
Ｆ
Ｂ
・
ｄ
ｆ
Ｉ
ｊ
ｍ
ｌ
ｌ
ｑ
ｌ

（
イ
）
肥
後
学
の
振
興
と
永
青
文
庫
の
活
用

（
ロ
）
歴
史
の
見
え
る
魅
力
あ
る
街
づ
く
り

六
）
賑
わ
い
の
熊
本
創
造

か
し
、
個
性
的
で
、
魅
力
あ
る
熊

②
県
民
運
動
の
具
体
的
な
骨
子

細
川
家
の
治
政
を
中
心
と
し
た
近
世
熊
本
の
歴
史
的
文
化
遺
産
を
再
発
見
、
再
評
価
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
今
日
の
熊
本
に

個
性
的
で
、
魅
力
あ
る
熊
本
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
活
動
は
、
水
青
文
脈
と
い
う
文
諜
（
こ
と
ば
）
と
そ
の
学
習
を
契
機
に
広
が
っ
て
い
っ
た
城
下
町
づ
く
り
に
ほ
か
な
ら
ず
、

こ
と
ば
が
イ
メ
ー
ジ
へ
、
イ
メ
ー
ジ
が
運
動
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
、
文
化
と
歴
史
に
よ
る
都
市
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
連
動
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
こ
と
ば
か
ら
生
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
運
動
が
、
地
域
生
活
圏
の
人
々
と
時
間
や
歴
史
を
つ
な
ぐ
地
域
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
場
の
形
成
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
い
わ
ば
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
、
こ
と
ば
の
歴
史
・
文
化
述
動
は
、
同
時
に
町
づ
く
り
運
動
、
さ
ら
に
は
地
域
の
経
済
浮
揚

ま
で
、
ま
さ
に
文
化
政
策
や
地
域
経
済
も
視
野
に
入
れ
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
、
二
○
○
五
（
平
成
一
七
）
年
に
正
式
に
活
動
が
始
ま
っ

て
凶
年
目
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
の
運
動
を
文
化
政
策
や
文
化
経
済
学
の
視
点
か
ら
客
観
的
理
論
的
に
考
え
る
た
め
、
私
た
ち
は

二
○
○
九
（
平
成
二
一
）
年
二
月
、
文
化
経
済
学
会
副
会
長
の
後
藤
和
子
・
埼
玉
大
教
授
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
県
民
運
動
の
吉
丸
良
治

会
長
を
熊
本
大
学
へ
招
い
て
「
文
化
政
策
研
究
会
」
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
実
践
（
運
動
）
と
理
論
（
学
会
）
の
殿
初
の
出
会
い
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
、
と
り
わ
け
九
州
新
幹
線
の
開
通
、
熊
本
市
の
政
令
指
定
都
市
化
の
課
題
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
に
し
て
熊
本
の
都
市

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
か
、
た
と
え
ば
熊
本
が
目
指
す
文
化
的
歴
史
的
都
市
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
集
約
し
鮮
明
化
し
合

意
形
成
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
の
誇
り
（
シ
ビ
ッ
ク
・
プ
ラ
イ
ド
）
を
高
め
る
か
、
ま
た
、
文
化
を
素
材
と
し
て
創
造
都
市
論
で

体
的
に
第
一
は
、
熊
本
大
学
に
寄
託
さ
れ
た
四
三
、
○
○
○
点
の
細
川
家
文
書
で
あ
る
永
青
文
庫
に
関
わ
る
肥
後
学
講
座
や
古
文
書
学

講
座
お
よ
び
「
歴
史
回
廊
熊
本
魅
力
発
見
の
旅
」
の
よ
う
な
、
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
講
座
や
そ
の
成
果
の
出
版
と
普
及
で
あ
っ
て
、

文
脅
と
い
う
こ
と
ば
と
そ
の
学
習
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
熊
本
の
祭
り
を
考
え
る
部
会
」
の
行
事
で
あ
る
「
み
ず
あ
か
り
」
や
「
坪
井

川
を
活
か
す
部
会
」
に
よ
る
「
観
桜
坪
井
川
園
遊
会
」
の
よ
う
な
各
櫛
の
参
加
行
事
で
あ
る
。
第
三
は
、
「
熊
本
城
の
利
活
用
と
城
下

町
を
考
え
る
部
会
」
に
よ
る
各
柧
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
サ
イ
エ
ン
ス
・
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
研
究
会
や
視
察
、
な
ど
で
あ

患
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以
上
の
三
例
の
う
ち
、
第
一
の
事
例
「
こ
と
ば
の
文
化
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
は
、
こ
と
ば
と
地
域
社
会
の
相
互
形
成
と
い
う
視
点

か
ら
の
、
こ
と
ば
の
力
の
回
復
に
よ
る
地
域
社
会
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
、
第
二
の
事
例

コ
ス
モ
ス

「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
は
、
地
域
に
お
け
る
こ
と
ば
と
風
土
の
相
互
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
の
、
一
つ
の
宇
宙
と
し
て
地
域
全
体
を

包
含
す
る
環
境
や
風
土
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
を
形
成
す
る
こ
と
ば
の
相
互
的
な
力
の
発
見
と
回
復
、
第
三
の
事
例
「
熊

本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
県
民
運
動
」
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
地
域
の
歴
史
と
文
化
の
継
承
、
つ
ま
り
こ
と
ば
が
歴
史
を
作
り
歴
史
が
こ
と
ば
を

い
う
内
発
的
で
創
造
性
豊
か
な
エ
ー
ト
ス
を
も
っ
た
都
市
・
地
域
に
再
生
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
の
要
素
と
し
て
の
文
化

的
創
造
的
人
材
を
ど
う
ひ
き
つ
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
都
市
・
地
域
住
民
の
中
か
ら
文
化
的
創
造
的
人
材
を
ど
う
育
成
す
る
の

か
、
他
の
地
域
・
都
市
お
よ
び
そ
の
運
動
の
内
外
の
諸
活
動
や
市
民
と
の
相
互
の
関
係
あ
る
い
は
各
レ
ベ
ル
の
行
政
と
の
関
係
な
ど
各

種
の
連
携
を
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
下
で
ど
う
作
る
の
か
、
上
記
二
名
の
報
告
者
以
外
の
実
際
に
活
動
し
て
い
る
市
民
・
行
政
・

研
究
者
な
ど
の
討
論
者
も
加
え
国
際
比
較
も
交
え
つ
つ
、
議
論
が
行
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
議
論
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
が
、

上
記
の
よ
う
な
諸
論
点
は
既
に
出
つ
つ
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
、
展
開
す
る
運
動
を
具
体
的
理
論
的
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
く
中
で
、
こ
の

「
こ
と
ば
」
の
文
化
と
歴
史
の
資
源
を
ど
う
生
か
す
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
こ
と
ば
と
共
同
性

(3)

お
わ
り
に
ｌ
こ
と
ば
と
地
域
形
成
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次
に
こ
の
第
一
の
問
題
と
も
関
わ
る
第
二
の
問
題
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
の
担
い
手
は
誰
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
い
え

ば
、
第
一
の
運
動
を
担
う
の
は
主
と
し
て
文
化
リ
ー
ダ
ー
と
行
政
、
第
二
の
事
例
は
メ
デ
ィ
ア
と
文
化
リ
ー
ダ
ー
、
第
三
の
事
例
は
文

化
・
経
済
界
の
リ
ー
ダ
ー
お
よ
び
そ
れ
ら
と
行
政
と
の
連
携
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
行
政
で
あ
る
。
し
か
し
、
か

と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
す
べ
て
「
上
か
ら
」
の
近
代
的
な
連
動
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
運
動
で
は
、

地
域
間
競
争
や
地
域
浮
揚
と
い
う
外
面
的
経
済
的
価
値
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
け
る
市
民
の
内
面
的
な

を
き
た
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
は
、
と
く
に
第
一
と
第
三
の
事
例
の
場
合
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
る
地
域
形
成
が
、
地
域
「
か
ら
」
の
脱
近
代
的
方

向
を
志
向
し
つ
つ
も
、
他
方
そ
の
動
機
と
し
て
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
国
内
外
で
の
地
域
（
都
市
）
間
競
争
が
あ
り
、
そ

こ
に
は
競
争
や
効
率
と
い
う
近
代
的
価
値
観
が
前
提
に
さ
れ
て
は
い
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
（
》
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
こ
そ
、
日
本
が
明

治
以
降
進
め
て
き
た
近
代
化
と
そ
の
た
め
の
地
域
と
共
同
性
の
徹
底
的
破
壊
と
分
断
へ
の
道
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

つ
ま
り
こ
の
試
み
は
、
脱
近
代
的
で
内
発
的
な
地
域
形
成
を
目
指
し
つ
つ
逆
に
近
代
的
競
争
原
理
の
下
に
身
を
置
く
と
い
う
自
己
矛
盾

こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
、
こ
と
ば
の
力
で
地
域
の
共
同
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
回

あ
げ
た
三
つ
の
事
例
は
、
地
域
の
思
想
の
脱
近
代
的
再
編
を
、
こ
と
ば
と
い
う
基
底
か
ら
支
え
る
運
動
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
こ
れ
ら
の
運
動
に
は
、
以
下
の
問
題
点
が
あ
る
。

す
運
動
で
あ
る
。

作
る
と
い
う
相
互
形
成
の
視
点
か
ら
の
、
一
つ
の
歴
史
的
文
化
的
共
同
体
と
し
て
地
域
形
成
に
お
け
る
こ
と
ば
の
力
の
回
復
、
を
め
ざ

②
問
題
点
と
展
望
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誇
り
や
熊
本
特
有
の
季
語
の
再
発
見
の
よ
う
に
身
体
性
と
生
活
に
深
く
関
わ
る
地
域
の
個
性
的
な
こ
と
ば
を
地
域
の
真
の
豊
か
な
財
産

と
し
て
見
る
内
面
的
視
点
も
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
後
者
の
視
点
の
根
底
に
は
、
地
域
と
い
う
生
活
圏
や
環
境
圏
に
生
き

一
ｍ
）

る
人
々
の
「
自
足
」
と
「
肯
定
」
と
い
う
近
代
後
の
価
値
観
や
存
在
の
哲
学
へ
の
転
換
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
前
述
の
三
つ
の
事
例
に
は
、
近
代
的
価
値
観
に
雄
づ
く
「
上
か
ら
」
の
視
点
と
、
後
者
の
よ
う
な
脱
近
代
的
な
価
値

観
に
基
づ
く
「
下
か
ら
」
や
「
内
か
ら
」
の
視
点
が
交
錯
し
て
い
る
の
だ
が
、
私
は
、
こ
れ
ら
両
者
の
視
点
を
含
み
つ
つ
も
、
こ
れ
ら

全
体
を
後
者
の
視
点
の
方
向
へ
と
徐
々
に
転
換
さ
せ
て
こ
れ
を
制
度
化
し
て
い
く
こ
と
が
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
社
会
転
換
に
お
け
る
、
①
生
活
・
エ
ー
ト
ス
の
レ
ベ
ル
、
②
運
動
レ
ベ
ル
、
③
制
度
レ
ベ
ル
の
三
層
構
造
か
ら
い
え
ば
、

い
う
ま
で
も
な
く
一
⑳
の
基
層
転
換
が
大
事
で
、
こ
こ
で
生
き
生
き
と
し
て
地
域
を
支
え
つ
な
ぐ
生
き
生
き
と
し
た
こ
と
ば
の
力
を
、
私

た
ち
が
回
復
で
き
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
っ
と
い
え
ば
そ
れ
は
、
前
述
の
石
牟
礼
の
主
張
の
よ
う
に
、
「
こ
と
ば
果
つ
る
と

こ
ろ
」
か
ら
こ
と
ば
を
汲
み
取
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
問
題
は
、
近
代
に
お
け
る
権
力
や
知
的
権
威
と
し
て
形
骸
化
し
た

こ
と
ば
で
は
な
く
、
身
体
性
と
共
感
に
よ
っ
て
共
同
性
を
生
み
出
す
、
真
に
生
き
た
こ
と
ば
の
力
を
回
復
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
、
地
域
の
社
会
形
成
・
風
上
形
成
・
歴
史
形
成
、
つ
ま
り
そ
こ
に
存
在
す
ろ
も
の
一
切
が
意
味
の
あ

コ
ス
モ
ス

る
存
在
の
総
体
と
し
て
の
宇
宙
と
し
て
の
地
域
が
再
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
「
国
」
で
は
な
く
て
、
よ
り
大
き
な

自
然
や
魂
と
い
う
共
同
性
を
も
内
包
す
る
、
石
牟
礼
が
「
く
に
」
と
よ
ぶ
母
郷
（
つ
ま
り
風
土
・
歴
史
・
言
霊
が
宿
る
根
源
的
世
界
）

と
、
こ
れ
を
支
え
る
こ
と
ば
や
そ
れ
を
生
み
出
す
一
人
一
人
の
感
性
・
ま
な
ざ
し
・
振
鋒
い
と
い
う
基
層
的
次
元
か
ら
の
転
換
が
い
ま

求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
我
」
と
「
汝
」
と
い
う
近
代
の
二
元
論
を
超
え
る
脱
近
代
的
認
識
論
と
こ
れ
ら
感
性
・
ま
な
ざ
し
．
振
る
舞
い

（
肥
〉

の
問
題
に
つ
い
て
私
は
既
に
断
片
的
に
は
述
べ
て
い
る
が
、
よ
り
ま
と
ま
っ
た
議
論
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
｝
」
と
と
し
て
、
こ
こ
で

は
、
三
つ
の
事
例
を
通
し
て
、
こ
と
ば
に
よ
る
、
よ
り
根
底
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
の
地
域
の
共
同
性
の
回
復
の
方
向
に
つ
い
て
示
唆
す
る
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に
と
ど
め
た
い
。

（
９
）
同
撫
、
一
八
四
’
一
八
五
頁

｛
、
）
攪
鬮
小
正
「
こ
と
ば
文
化
交
流
シ
ン
ポ
（
級
僻
市
）
に
参
加
し
て
ｌ
生
き
た
力
で
雌
域
と
滕
代
創
鐵
へ
」
鱸
本
Ⅲ
Ⅱ
新
剛
二
。
○
七
轆
九

（
７
）
同
番
、
一
三
七
Ｉ

（
８
）
同
掛
、
二
四
八
頁
。

（
６
）
泊
牟
礼
道
子
が
近
代
の
「
国
家
」
（
「
図
」
）
に
対
し
て
「
く
に
」
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
「
「
国
家
」
の
「
図
」
で
は
な
く
て
、
人
Ⅲ
が
生

ま
れ
て
．
般
初
に
親
和
感
を
も
っ
た
、
生
ま
れ
処
の
よ
う
な
愈
味
の
「
く
に
」
」
（
同
併
、
一
八
四
頁
）
を
指
し
て
お
り
、
私
は
こ
れ
は
今
川
喬

う
「
地
域
」
の
こ
と
だ
と
考
え
る
。

（
５
）
同
普
、
六
三
－
六
五
頁
。

（
３
）
泊
牟
礼
道
子
「
石
牟
礼
逝
子
対
談
姫
・
魂
の
筒
蕊
を
紡
ぐ
」
（
河
川
泌
房
新
社
、
二
○
○
○
年
）
三
九
瓦
。

（
４
）
石
牟
礼
道
子
・
鰯
見
和
子
「
言
葉
采
つ
る
と
こ
ろ
」
（
藤
原
轡
店
、
二
○
○
二
年
）
三
ｏ
三
頁
。

（
２
）
岩
胸
中
正
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
遺
子
へ
ｌ
近
代
批
判
と
共
闘
性
の
圏
復
」
（
木
鐸
社
、
二
○
ｏ
七
年
一
一
三
四
‐
一
三
五
頁
一
五

（
注
）

（
１
）
潜
鯛
中
雌
一
地
域
恕
惣
の
可
臘
性
ｌ
鯉
惣
の
脱
近
代
」
（
伊
藤
謙
典
縞
『
「
近
代
」
と
「
腿
肴
」
」
成
文
懲
二
ｏ
○
六
轆
所
奴
）
一
六

月
四
日
付
。

九
’
一
八
二
頁
。

二
頁
参
照
。

三
七
－
一
三
八
頁
。
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（
脳
）
同
、
年
次
総
会
資
料
「
平
成
二
○
年
度
活
動
報
告
」
、
二
’
三
頁
。

（
Ⅳ
）
こ
の
脱
近
代
的
価
値
観
で
あ
る
存
在
・
自
足
・
肯
定
と
い
う
価
値
観
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
転
換
期
の
俳
句
と

懸
想
」
（
瓢
日
新
聞
社
、
二
○
○
二
傘
一
の
中
の
「
蝋
か
な
臘
係
の
世
界
ｌ
わ
れ
ら
尖
い
し
も
の
」
（
一
六
－
七
頁
）
や
同
「
石
牟
礼
道

子
に
お
け
る
存
在
の
回
復
」
（
「
熊
本
法
学
」
一
一
五
号
、
熊
本
大
学
法
学
会
、
二
○
○
八
年
）
一
七
’
二
．
頁
、
を
参
照
。

（
旧
）
た
と
え
ば
、
根
源
的
世
界
へ
の
回
帰
を
通
し
て
の
感
性
、
気
配
、
神
話
の
回
復
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
、
前
掲
轡
（
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら

石
牟
礼
道
子
へ
」
）
一
二
七
－
一
二
八
頁
、
一
三
九
－
一
四
○
頁
、
二
○
三
’
一
一
○
四
頁
ほ
か
を
参
照
。

厄
）
「
新
く
ま
も
と
歳
時
記
」
新
く
ま
も
と
歳
時
記
編
集
委
員
会
編
、
熊
本
日
日
新
聞
社
、
二
○
○
七
年
。

（
川
）
脳
神
忠
介
「
あ
と
が
き
」
同
縛
、
三
九
四
頁
。

（
Ｍ
）
料
鬮
中
正
「
風
土
性
地
域
性
を
砿
視
ｌ
地
域
再
発
見
の
感
動
を
次
世
代
へ
」
鬮
轡
、
三
九
一
’
二
九
二
頁
。

（
面
）
「
「
熊
本
城
四
○
○
年
と
熊
本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
同
県
民
運
動
本
部
、
平
成
二
一
年
度
年
次
総
会
資
料
」
、
二
○
○
九
（
平
成
二
一
）
年
五
月
一

（
Ⅲ
）
「
季
語
」
な
い
し
「
季
題
」
は
、
俳
譜
や
俳
句
の
作
品
中
で
特
定
の
季
節
を
示
す
語
で
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
和

歌
で
も
季
節
に
結
び
つ
く
言
葉
は
意
識
さ
れ
て
き
た
が
、
連
歌
に
お
い
て
も
そ
の
発
句
は
そ
の
季
節
に
合
わ
せ
て
読
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
季

節
を
示
す
語
が
愈
要
視
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
、
俳
譜
が
盛
ん
に
な
る
と
季
題
も
著
し
く
増
加
し
、
近
代
の
俳
句
に
な
っ
て
さ
ら
に
増
え
続
け
、

今
日
通
常
の
歳
時
記
は
菰
、
○
○
○
を
こ
え
る
季
題
を
収
め
る
。
〈
「
現
代
俳
句
大
辞
典
」
三
省
堂
、
二
○
○
八
年
、
一
七
三
‐
一
七
四
頁
、
一

六
日
、
一
頁
。

七
八
’
一
七
九
頁
）
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