
批

評
・
紹

介

古

登
著

賀
漢
長
安
城
と
肝
悶
・

軒
郷
亭
里
制
度

楠

修

作

山
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本
書
の
書
評
を
頼
ま
れ
た
と
き
、
引
き
受
け
る
か
断
わ
る
か
、
賓
の
と
こ

ろ
、
か
な
り
迷
っ
た
。
結
局
承
諾
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
あ
ま
り
乗
気
で
な
か

っ
た
の
は
、

衣
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

委
員
の
方
の
依
頼
朕
に
「
先
生
の
御
研
究
分
野
と
関
連
も
あ
り
」
と
あ
っ
た

が
、
私
は
、
一
九
六
九
年
に

「
肝
陪
の
研
究
」
と
い
う
小
篇
を

『
東
方
皐
』
第

三
十
八
輯
に
設
表
し
た
。
こ
の
中
で
、
従
来
の
肝
陪
に
関
す
る
諸
設
を
整
理
・

批
判
し
た
う
え
で
、
肝
陪
は
、

ω
域
外
の
田
聞
の
道
路
で
あ
る
、

ω
他
の

田
作
の
道
と
は
異
な
る
大
道
で
あ
る
、

ω
域
内
の
一
里
百
家
の
持
分
で
あ
る

百
頃
の
田
地
を
区
劃
す
る
境
界
で
あ
る
、

糾

し
た
が
っ
て
、
肝
陪
の
陪
H

百

は
、
一
塁
H
百
家
の
百
に
由
衆
す
る
、
と
い
う
濁
自
の
見
解
を
明
ら
か
に
し

た
。そ

れ
か
ら
三
年
後
の
一
九
七
二
年
に
古
賀
登
氏
が
、
本
誌
第
三
十
一
港
第
二

放
に
「
漢
長
安
城
の
建
設
プ
ラ
ン

l
肝
陪

・
鯨
郷
制
度
と
の
関
係
を
中
心
と
し

て
|
」
を
設
表
さ
れ
た
ハ
す
な
わ
ち
、
本
書
所
枚
の
諸
論
文
の
鴨
矢
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
〉
。
私
は
跳
び
っ
く
思
い
で
氏
の
高
論
を
貧
り
讃
ん
だ
。
氏
は

L

肝
陪
の
特
徴
十
一
筒
僚
を
穆
げ
て
お
ら
れ
る
が
、

驚
い
た
こ
と
に
は
、
そ
の
う

ち
の
貸
に
八
筒
篠
ま
で
が
、
既
に
私
が
考
護

・
指
摘
し
た
こ
と
が
ら
そ
の
ま
ま

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
は
全
然
拙
論
に
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
わ
ず
か
に
、
こ
の
部
分
と
関
係
の
な
い
「
註
〈
3
ど
に
お
い
て
、
「
肝
陪

に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
楠
山
修
作
氏
が
、
「
肝
陪
の
研
究
」
(
『東
方
皐
』

第
三
八
輯
〉
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
(
本

書
に
お
い
て
は
、
こ
の
註
す
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
)
。

私
事
め
い
た
書
出
が
長
く
な
っ
た
が
、
氏
の
論
文
と
拙
論
と
の
か
か
わ
り

を
、
あ
る
い
は
偏
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
以
下
の
拙
文
を
讃
ん

で
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
は
じ
め
に
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
、
と
考

え
た
の
で
一
言
し
た
次
第
で
あ
る
。
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本
書
は
、
「
ま
え
が
き
」
、

「緒
論
」
、
「
本
論
」
、
「
結
論
」
、
「
補
|
経
緯
と
方

法」
、
「
あ
と
が
き
」
、「
英
文
要
旨
」、

「
察
引
」
か
ら
成
る
が
、
氏
自
身
、
「
本

研
究
は
、
漢
長
安
城
と
肝
隔
制
と
豚
郷

(亭
)
皇
制
度
の
関
係
と
、
そ
れ
ら
に

関
連
す
る
肝
陪
制
下
の
農
業
技
術
・
家
族
制
度
・
鯨
保
制
度

・
軍
制
・
軍
功
褒

賞
制
と
身
分
制
お
よ
び
商
戦
の一

連
の
政
策
の
基
礎
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
裂

の
李
慢
の
そ
れ
を
、
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
五
一
頁
〉
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
心
と
な
る
の
は
、
や
は
り
、
「
木
論
」
を
構
成
す
る

次
の
七
篇
の
論
考
で
あ
る
。

第
i
章

渓
長
安
城
の
建
設。プ
ラ
ン
|
肝
陪

・
豚
郷
制
度
と
の
関
係
を
中
心

と
し
て

l
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服
郷
一
亭
旦
制
度
の
原
理
と
由
来

肝
陪
佼
二
四

O
歩

u
一
畝
制
の
成
立
問
題
を
中
心
と
し
て
|

肝
陥
制
下
の
裂
民
法
|
代
田
法
の
併
科
を
手
出
り
と
し
て
|

川
rM
川
下
の
家
族

什
伍

同

盟

秦
商
制
収
の
軍
制

・
軍
功
裂
立
制
と
身
分
制

哉
地
力
説
孜
|
戟
図利却
の
李
恨
の
経
済
政
策

れ
の
題
名
を
一
瞥
し
て
も
分
る
よ
う
に
、
取
扱
わ
れ
た
問
題
は
、
極
め
て
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
中
国
古
代
(
秦
漢
時
代
)
の
社
合
経
済
に
関
す
る
主
要

々
が
頃
を
刑
法
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の

一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
は
、
紙
数
の
都
合
併
寸
も
あ
っ

て

差
控
え
る
が
、
氏
の
古
川
訟
を
要
約
す
れ
ば
、

「
閃
肝
悶
(
肝
陪
制
の
創
始
)
を

中
心
と
す
る

奈
の
商
似
の
諸
改
本
は
、
準
恨
の
法
を
縫
震
設
展
さ
せ
た
も
の

で
、
秦
漢
帝
図
の
諸
制
度
(
都
市

・
村
落
制
度
、
土
地
制
度
、
身
分
制
度
等
)

の
基
礎
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
商
敬
が
十
字
恒
の
法
を
縫
承
し
た
と
い
う
貼
で
あ
る
が
、

『
漢
書
』
食

貨
志
に
記
載
さ
れ
る
李
慢
の
盆
地
力
法

・
卒
程
法
は
、
は
た
し
て
彼
自
身
の
設

で
あ
っ
た
の
か
、
た
と
え
そ
う
だ
つ
た
と
し
て
も
、
戦
図
の
貌
闘
で
究
施
さ
れ

た
の
か
否
か
、
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
う
え、

李
慢
の
こ
れ
ら
の
法
と
商
映
の

改
革
と
の
関
辿
を
示
す
史
料
は
な
に
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
開
肝
陪
」

を
向
燃
の
最
も
芳
一
安
な
改
革
と
み
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
先
駆
的
な
改
革
と

し
て
、
楚
の
策
絡
の

「井
街
沃
、
量
入
筒
賦
」
(
『
左
停
』
袈
公
二
年
〉
、
鄭
の

子
産
の

「
回
有
封
油
、
底
井
有
伍
」

(『
左
侍
』
同
三
十
年
)
な
ど
の
改
革
を
こ

そ
取
上
げ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

氏
の
た
ど
ら
れ
る

「李
健
|
商
政
|
葵
漢
諸
制
度
」
の
系
譜
は
、
食
貨
士
山
に

李
慢
の
語
と
し
て
「
地
方
百
里
」

と
あ
り
、
ま
た
、
『
商
君
主
』
に
「
方
土
百

里
」
(
算
地
筋
)
、
「
地
方
百
里
」

(係
民
筋
)
と
あ
り
、
さ
ら
に
、

『漢
書
』
百

官
公
卿
表
に

「
際
大
率
方
百
笠

:

皆
奈
制
也
」
と
あ
る
こ
と
に

扱
っ
て
い

る
。氏

は
、

『
商
君
荒
田
』
境
内
佐川
の
校
一訂
を
行
い
、
考
察
を
加
え
ら
れ
た
の
ち
、

「境
内
篇
に
み
え
る
軍
制
・

軍
功
褒
賞
制
は
、
同
算
地
篇

・
係
民
篇
か
ら
剖
り

だ
さ
れ
た
邑
制
と
、
完
全
に
符
合
し
て
い
る」
、
「こ
れ
だ
け
の

メ
カ

ニ
ズ
ム

は
、
一

人
の
天
才
的
な
頭
脳
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
と
う
て
い
考
え
出
せ
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
私
は
、や
は
り
こ
れ
ら、

算
地
篇

・
後
民
篇
に
み
え
る
百
里

四
方
の
土
地
利
用
法
お
よ
び
境
内
筋
の
傍
え
る
軍
制

・
軍
功
褒
賞
制
は
、
商
戦

が
創
案
し
た
も
の
と
断
定
し
た
い
」
(
三
八
九
頁
)
と
結
論

e

つ
け
て
お
ら
れ
る。

と
こ
ろ
で
、

私
は
か
つ
て、

『
商
君
書
』
な
か
ん
ず
く
境
内
篇
な
ど
は
、
商

映
創
始
の
制
度
を
述
、
へ
た
も
の
と
し
て
は
盤
い
す
ぎ
て
い
な
い
か
、
と
い
う
疑

問
を
引
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
釘
し
て
、

『
商
君
書
』
の
信
湿
性
が
高
い

こ
と
を
主
張
さ
れ
る
氏
は
、

「
木
来
、
法
な
り
制
度
な
り
は
、
無
矛
盾

・
整

合
的
で
あ
る
べ
き
で
、
矛
盾
し
て

い
る
方
が
お
か
し
く
、
整
い
す
ぎ
て
い
る
と

い
う
理
由
で
、

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
三
五
九
頁
)
と
批
判
さ
れ

る
。

一
般
論
と
し
て
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
研
究
者
の
後
言
と

し
て
は
空
疏
な
も
の
を
感
じ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
先
秦
の
文
献
は
大
抵
戦
園

時
代
か
ら
秦
漢
の
聞
に
最
後
の
袋
形
を
経
た
形
跡
が
あ
る
」
(
小
川
琢
治
氏

「
肝
陪
と
井
田
」、
『支
那
風
ナ
』
第
五
経
第
二
披
)
と
い
う
先
皐
の
指
摘
を
無
視

し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
商
君
書
』

と
て
例
外
で
は
な
い
。
無
矛
盾

・

整
合
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
正
確
な
史
料
で
あ
る
こ
と
の
透
明
に
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
、
氏
は
、

家
族

・
郡
保
制
度
の

「
関
係
史
料
の

主
な
も
の
」
と
し
て、

群
疑
の
府
と
よ
ば
れ
る
『
周
檀
』

を
は
じ
め
、
『
儀
雄
」
、

-116ー



『
碓
記
』
な
ど
を
穆
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
右
の
後
言
は
、
け
だ
し
、
語
る
に
落

ち
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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氏
に
よ
れ
ば
、
秦
漢
の
郷
里
制
、
長
安
城
の
建
設
計
輩
、
こ
れ
ら
は
全
て
商

散
の
肝
陪
制
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
氏
の
中
園
古
代
史
解
明
の
マ

ス
タ
ア

・
キ
イ
と
も
い
う
べ
き
肝
陪
制
を
氏
自
身
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
肝
陪
制
と
は
、
清
水
な
ど
の
大
河
に
流
入
す
る
諸

川
を
利
用
し
て
港
紙
し
、
タ
テ
五
千
歩
の
肝
(
幹
線
道
路
)
の
左
右
に
、
ヨ
コ
一
一

千
四
百
歩
の
陪
(
支
線
道
路
)
を
五
本
ず
つ
作
り
、
陪
の
左
右
に
、
そ
れ
ぞ
れ

二
百
四
十
歩
H

一
畝
制
で
五
十
頃
の
耕
地
を
開
き
、
一
昨
陪
H

一
千
頃
と
し
」

こ
の
耕
地
を
「
肝
・
陪
・
診
・
昨
な
る
タ
テ
・
ヨ
コ
の
道
路
に
よ
っ
て
、
一
千
区

割
に
区
分
し
た
土
地
制
度
で
あ
る
」
(
一
七
三
頁
)
。
氏
は
、

他
の
皐
者
の
設
を

「
誼
援
が
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
る
が
(
た
と
え
ば
一
八
二
頁
)
、
氏
の
創
見
に

か
か
る
肝
陪
と
濯
概
の
結
合
、
五
千
歩
・
二
千
四
百
歩
の
肝

・
陪
に
よ
る
匡
到

な
ど
は
、
そ
れ
こ
そ
、
ど
こ
を
探
し
て
も
「
設
接
、か
な
い
」
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
原
宗
子
氏
の
精
微
な
考
究
に
よ
る
と
、
滑
水
流
域
に
お
い

て
は
濯
淑
農
業
は
必
ず
し
も
有
数
で
な
く
、
時
と
し
て
は
害
を
も
た
ら
す
こ
と

(
ア
ル
カ
リ
土
壌
化
〉
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
(
同
氏
「
い
わ
ゆ
る
。
代
田
法
。

の
記
載
を
め
ぐ
る
諸
解
稗
に
つ
い
て
」
、
『
史
皐
雑
誌
』
第
八
十
五
編
第
十
一

続
可
ご
く
素
朴
に
考
え
て
も
、
商
験
改
革
以
来
、
秦
の
濯
瓶
技
術
が
設
達
し

て
い
た
な
ら
ば
、
百
年
の
後
、
鄭
図
渠
を
作
る
の
に
斡
の
問
者
な
ど
を
使
役
す

る
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

タ
テ
五
千
歩
、

ヨ
コ
二
千
四
百
歩
の
数
は
、
土
徳
の
数
五
十
と
木
徳
の
数
二

十
四
に
合
わ
せ
た
、
と
説
明
さ
れ
る
が
、
二
百
四
十
歩
H

一
畝
制
で
一
頃
(
百

畝
〉
の
庚
さ
の
土
地
千
頃
を
と
る
た
め
に
は
じ
き
出
し
た
数
む
土
徳
・
木
徳
の

数
な
る
も
の
を
牽
強
附
曾
し
た
苦
し
い
解
穫
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

氏
は
、
睡
虎
地
秦
衡
法
律
答
間
六
四
の
「
封
を
盗
徒
せ
ば
、
願
耐
。
何
如
な

る
を
封
と
篤
す
や
。
封
と
は
即
ち
回
の
肝
・
悶
・
頃
・
酔
の
封
な
り
。
且
し
是

に
非
ず
し
て
こ
れ
を
盗
徒
せ
ば
、
瞭
耐
。
何
ぞ
重
き
ゃ
。
是
れ
重
か
ら
ず
」
と

い
う
記
載
を
引
い
て
自
己
の
肝
陪
制
解
穫
が
立
註
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
た
だ
、
肝
隔
頃
畔
と
い
う
名
稽
の
土
地
の
境
界
が
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ

ず
、
氏
の
設
か
れ
る
港
紙
説
、
肝
陪
の
長
さ
な
ど
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
。

ち
な
み
に
、
太
田
幸
男
氏
に
よ
れ
ば
、
右
の
法
律
答
聞
の
傍
黙
の
部
分
は
、

「封
と
は
即
ち
回
の
千
陪
な
り
。
頃
ご
と
の
牢
(
昨
)
は
封
な
り
や
、
且
た
是

に
非
ず
や
。
而
し
之
を
盗
徒
し
て
煩
耐
な
れ
ば
、
何
ぞ
重
き
ゃ
。
是
に
し
て
重

か
ら
ず
」
と
あ
っ
て
古
賀
氏
の
謬
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
太
田
氏
日
く
、
「
こ

の
文
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
肝
陪
と
は
大
き
な
区
切
り
の
た
め
の
大
道
で
あ

り
、
昨
と
は
質
的
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
」
(
同
氏
「
商
戦
第
法
の
再
検
討

・

補
正
」
、
『
歴
史
聞
学
研
究
』
第
四
八
三
鏡
、
一
九
八

0
・
八
〉
。
念
の
魚
、
原
文
を

掲
げ
る
。
「
盗
徒
封
劇
耐
可
如
震
封
々
郎
田
千
倍
頃
牢
封
殴
且
非
同
定
而
務
徒
之

照
耐
可
重
也
是
不
重
」
(
二
二
頁)。

と
も
あ
れ
、
新
出
の
秦
簡
を
動
員
し
て
も
、
氏
の
肝
陪
設
は
、
や
は
り
「
特
異

な
論
理
で
砂
上
の
棲
閣
を
築
い
た
と
批
剣
さ
れ
た
と
し
て
も
、
反
論
で
き
な
」

い
(
三
頁
)
解
稗
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

-117ー

四

前
節
で
み
た
よ
う
な
濁
特
の
解
緯
に
よ
る
肝
陪
制
を
基
礎
と
し
て
、

秦
漢
肝

陪
の
郷
里
制
が
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
郷
の
大
き
さ
が
一
肝
陪

(
一
千

頃
)
、
戸
数
は
千
五
百
戸
、
そ
の
う
ち
の
五
百
戸
が
役
人

・
軍
人
・
そ
の
私
廊
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人

-
商
工
業
者
な
ど
で
域
内
の
皇
に
住
み
、
他
の
千
戸
が
州
民
民
で
城
外
に
住

む
。
二
郷
の
大
き
さ
(
二
肝
悶
、
三
千
戸
)
を
も
つ
の
は
大
郷
で
あ
り
、
こ
こ

に
照
治
を
置
き
、
約
百
里
四
方
内
に
あ
る
諸
郷
を
管
理
さ
せ
た
。

こ
れ
だ
け
の
説
明
の
中
に
も
幾
多
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
こ

こ
で
は

た
だ
一
つ
、
山
氏
が
す
べ
て
減
外
に
住
ん
で
い
た
、
と
い
う
粘
に
疑
問
(
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
興
議
)
を
提
出
し
て
お
く
。
た
と
え
ば
高
祖
劉
邦
で
あ
る
。

彼
は
妊
時
山
政
耕
を
家
業
と
し
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
盟

邑
の
中
陽
旦
の
人
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
切
-
邑
は
の
ち
に
劉
邦
の
部
下
旋
歯

が
こ
こ

に
抽出

っ
て
彼
に
奴
い
た
邑
で
、
ど
う
考
え
て
も
城
壁
で
園
ま
れ
た
都
市

の
よ
う
で
あ
る
。
中
陽
里
は
こ
の
惣
邑
の
内
部
に
在
っ
た
里
で
は
な
か
ろ
う

か
。
少
く
と
も
、
す
べ
て
の
汲
民
が
悼
例
外
陥
上
の
里
に
住
ん
で

い
た
、
と
氏
の

よ
う
に
簡
単
に
言
い
切
っ
て
し
ま
え
な
い
、
と
思
う
。

五

長
安
城
に
関
す
る
侍
閲
に
は
、
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
が
あ
る
。
孫
星
訂
の

校
訂
し
た

『漠
哲
儀』

に
は
、
「
長
安
城
方
六
十
皇
、
経
総
各
十
五
盟
、
十
二

城
門
、
積
九
百
七
十
三
頃
、
百
二
十
一苧
」
と
あ
り
、

一
方
、

『
三
輪
貧
困
』
所

引
の
『
漢
沓
儀
』
に
は
、

「
長
安
城
中
、
経
緯
各
長
三
十
二
里
十
八
歩
、
地
九

百
七
十
三
頃
、
八
街
、
九
陪
、
=
一宮
、
九
府
、
三
廟
、

十一

一門
、
九
市
、
十
六

橋
」
と
あ
り
、
若
干
の
出
入
が
み
ら
れ
る
が
、
地
積
九
百
七
十
三
頃
、
十
二
減

門
が
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
、
ど
ち
ら
も
城
ー
帰
宅
固
ま
れ
た
長

安
城
の
こ
と
を
述
べ
た
記
放
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
古
賀
氏
は
、
後
者
の
文
中
に

「
九
回
」
と
あ
る
か
ら
、
こ

の
文

は
域
外
の
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
四
肝
陪
か
ら
な
る
長
安
豚

の
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
さ
れ
、
こ

の
長
安
豚
の
北
宇
分
の
県
中
の一

肝
陪

(
東
西
の
牢
阿
川
悶
ず
つ
を
ま
と
め
た
も
の
)
を
城
壁
で
悶
っ
た
も
の
が
長
安
城

で
、
前
者
の
文
は
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ば
川
陪
が
域
外
の
遁
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
私
も
後
者
の
文
の
「
九
陪
」
に
つ
い
て
は
例
外
的
と
み

な
さ
ざ
る
を
え
ず
、

「長
安
城
は
惑川
市
五
年
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
と
き
、
も
と
の
城
外
の
地
械
を
新
城
一円
に
包
婚
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
地

域
に
あ
っ
た
九
僚
の
陥
が
新
域
内
に
含
ま
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
た
。

こ
の
文
を
氏
は
、
「
九
陪
は
、
惑
帝
が
城壁一
を
つ
く
っ
た
時
に
新

た
に
加
え
ら
れ
た
新
市
街
の
道
路

で
あ
ろ
う
」
と

書
き
改
め
て
紹
介
さ
れ
、

「し
か
し、

街
が
域
内
の
大
道
で
あ
る
の
に
封
し
、
陪
は
域
外
の
大
道
で
あ

る
」
(
八
十
頁
)
以
下
、
私
の
穆
げ
た
肝
栢
域
外
設
の
論
談
，
を
ひ
っ
さ
げ
て
、

他
な
ら
ぬ
私
に
肝
陥
域
外
訟
を
数一
ホ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
い
た
口
が
塞

が
ら
な
い
。
拙
論
に
接
す
る
こ
と
な
く
本
書
の
み
を
訟
む
人
の
限
に
は
、
肝
陪

が
域
内
に
あ
っ
た
と
考
え
る
私
が
、
肝
陪
域
外
設
を
採
ら
れ
る
氏
の
批
判
を
浴

び
て
い
る
よ
う
に
映
る
カ
ラ
ク
リ
な
の
で
あ
る
。

長
安
城
に
閲
す
る
二
種
の

『漢
哲
儀』

の
記
載
に
つ
い
て
の
氏
の
解
稼
は
納

得
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
私
に
封
す
る
氏
の
お
よ
そ
筆
者

ら
し
か
ら
ぬ
態
度
は
、
不
可
解
で
あ
る
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、

「
緒
論
」
の
「
I

主
題
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
わ
ざ

わ
ざ

「
2

肝
陪
に
つ
い
て
」
と
い
う
項
を
設
定
し
、
宋
の
朱
萩
を
は
じ
め
、

木
村
正
雌
、
小
川
琢
治
、
卒
中
苓
次
、
守
屋
美
都
雄
、
西
嶋
定
生
、
加
藤
繁
、

宮
崎
市
定
、
好
提
隆
司
、
太
田
幸
男
氏
な
ど
の
ほ
川
閲
読
を
丁
寧
に
紹
介
批
判
し

て
お
ら
れ
る
が
、
戦
後
、
肝
陥
を
専
諭
し
た
唯
一
の
論
文
と
思
わ
れ
る
拙
論
に

闘
し
て
は
、
迭
に

一
語
も
鮒
れ
ず、

口
を
と
ざ
し
て
お
ら
れ
る
。
私
の
名
を
出

せ
ば
具
合
の
悪
い
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

-118ー
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代
田
法
や
家
族
制
度
に
つ
い
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
肝
陪
設
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
新
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
『
漢
書
』
食
貨
志
の
鎚
過
の
代
田
法
の
記

述
に
「
率
十
二
夫
魚
田
、
一
井
一
屋
、
故
晦
五
頃
」
と
あ
り
、
通
設
で
は
、
十

一一夫
H
十
二
頃
(
古
頃
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
は
、
こ
れ
を
否
定
し
、
「
(
十

二
夫
を
〉
十
二
人
と
と
り
、
お
お
よ
そ
十
二
人
で
五
頃
を
耕
す
、
と
い
っ
た
も

の
と
解
し
た
い
」
(
二
三
四
頁
)
と
さ
れ
、
ま
た
、
「
代
田
法
の
畝
制
は
庚
さ

二
・
四
歩
×
長
さ
百
歩
」
(
贋
さ
一
歩
×
長
さ
二
四

O
歩
で
は
な
く
)
と
い
う

新
設
を
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
右
の
文
の

少
し
前
に
「
一
晦
三
馴
、
一
夫
三
百
馴
而
播
種
於
馴

中
、
菌
生
」
と
あ
り
、
こ
の
一
夫
が
一
頃
を
意
味
す
る
こ
と
、
同
時
に
三
馴
の

通
る
畝
の
康
さ
(
幡
)
は
一
歩
(
六
尺
)
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
、
播
種
庭
の
酬
を
濯
瓶
水
の
流
路
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は

種
子
が
流
れ
て
し
ま
う
(
原
氏
前
掲
論
文
〉
。

秦
漢
時
代
の
里
共
同
鐙
が
お
よ
そ
百
家
(
各
家
は
五
日
程
度
の
核
家
族
で
様

成
さ
れ
る
〉
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
は
、

既
に
聞
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が

(
も
っ
と
も
反
射
設
も
あ
る
が
て
氏
は
こ
れ
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら、

更
に
、

こ
の
百
家
の
中
の
各
五
家
ず
つ
は
互
い
に
血
縁
関
係
を
も
っ
コ
ニ
族
グ
ル
ー

プ
」

(
父
子
兄
弟
)
で
あ
り
、
一
大
門
を
有
す
る
同
一
宅
地
内
に
戸
(
家
庭
)

を
別
に
し
て
居
住
し
て
い
た
、
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
設
は、

今
後
検
討
を
要
す

る
が
、
氏
の
引
か
れ
る

『
園
語
』
稿
用
語
の
「
居
は
繁
を
同
じ
く
し
、
行
は
和
を

同
じ
く
し
、

死
は
哀
を
同
じ
く
す
」
(
二
八
二
頁
)
る
は
、
血
の
つ
な
が
ら
な

い
他
人
同
士
が
緊
密
に
生
活
し
て
は
じ
め
て
磁
し
出
す
境
地
を

叙
し
た
も
の

で
、
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
血
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
伐
な
い
よ

う
に
受
け
と
ら
れ
る
。

七

「
商
鞍
の
兵
法
は
割
り
算
で
あ
る
。
だ
か
ら
割
り
算
の
答
を
商
と
い
う
の
で

あ
る
」
と
い
う
「
落
語
の
オ
チ
の
よ
う
な
結
論
」
(
五
一
一
一
一

頁
)
に

還
す
る

「大
著
」
を
遁
譲
す
る
こ
と
は
、

吏
務
に制収
掌
す
る
私
に
と
っ
て
決
し
て
祭
な

作
業
で
な
か
っ
た
。
そ
の
過
程
で
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
役
を
果
し
て
く
れ
た
の

は
、
本
書
の
随
所
に
引
か
れ
て
い
る
陸
虎
地
秦
闘
の
原
文
と
よ
く
こ
な
れ
た
日

本
語
と
な
っ

て
い
る
そ
の
飢
謬
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
、
「
投
書
」

(三

O
一
頁
〉
を
現
代
日
本
語
の
よ
う
な
意
味
に
解
し
て
正
し
い
の
か
、
と
い

う
よ
う
な
素
人
の
疑
問
も
若
干
残
る
が
)。
氏
の
組
織
さ
れ
た
秦
簡
研
究
曾
に

は
、
す
ぐ
れ
た
メ
ン
バ

ー
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

本
書
の
長
所
は
、
中
園
古
代
史
の
諸
問
題
に
多
角
的
に
考
察
を
加
え
、
積
極

的
に
新
設
を
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
、
文
献
史
料
に
接
る
だ

け
で
な
く
、
新
出
の
秦
簡
を
存
分
に
駆
使
し
て
、

自
設
の
補
強
に
努
め
て
お
ら

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

感
心
し
な
い
鮎
は
、
徐
り
に
も
自
説
に
執
着
し
て
他
設
に
耳
を
籍
さ
な
い
傾

向
が
あ
る
こ
と
、
先
に
出
た
皐
設
に
謝
す
る
態
度
が
穏
賞
で
な
い
こ
と
で
あ
ろ

久
ノ
。

n
コ

こ
の
よ
う
に
書
い
て
く
る
と
、
よ
く
も
悪
口
雑
言
、
言
い
た
い
放
題
吐
き
散

ら
し
て
、
さ
ぞ
サ
パ
サ
パ
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
憶
測
す
る
ム
キ
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
大
き
な
見
賞
遠
い
で
あ
る
。
こ
の
一
文
ほ
ど
書
き
に

く
く
、
し
か
も
辛
い
思
い
で
綴
っ
た
文
章
は
か
つ
て
な
い
。
途
中
で
何
ベ
ん
断

ろ
う
と
思
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
も
う
二
度
と
こ
の
よ
う
な
文
を
も
の
し
た
く
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な
い
、
と
い
う
の
が
俄
ら
ぬ
感
懐
で
あ
る
。
貨
は
、
こ
れ
で
も
ま
だ
筆
を
抑
制

し
た

つ
も
り
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
自
己
の
主
慨
に
偏
し、

著

者
の
民
意
を
誤
り
停
え
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
末
尾
な
が
ら
著
者
な
ら
び

に
読
者
の
御
寛
容
を
お
願
い
し
た
い
。

一
九
八

O
年

二

月

東

京

雄

山

閣

B
5
剣
六
四
二
民
文
部
省
助
成
金
出
版

0
2
M
2
4司
広
口
『再
三

(
虫凶
・)噂

同

4F町
内
a
S
F
Z
A古
河
町
宮
崎。
『
句
。
、
内

P
E
a
-
明、。
N
S
S
司
?

同ご
た

a旬

開

門

町

吋

aa沼
阿
川
町
、

HhaRH・
九お
も
-
|
句
。
。
・
同
》

S
・同同・

ジ
ョ
ン

・
リ

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
国
史
』
全
十
五
径
の
企
鐙
は
、
欧
米
、
阪
密
に
言
え

ば
英
語
閤
諸
図
の
中
園
史
皐
界
が
今
ま
で
着
手
し
た
、
も
っ
と
も
意
欲
的
な
、

ま
た
も
っ
と
も
意
義
の
深
い
事
業
と
も
言
え
よ
う
。
編
集
者
た
ち
も
言
っ

て
い

る
が
、
周
知
の
如
く
英
語
闘
で
は
、
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
大
厚
か
ら
出
さ
れ
る
斯
界

の
権
威
に
よ
り
若
わ
さ
れ
た
歴
史
阜
の
シ

リ
ー
ズ
も
の
が
、
一

世
紀
に
近
い
体

統
を
持
ち
な
が
ら
、
い
わ
ば
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
・
ワ
ー
ク
と
し
て
君
臨
し
て
い

る
。
更
に
そ
の
範
園
も
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
の
各
時
代
、
各
領
域
を
越
え
、
イ
ン

ド
、
イ
ス
ラ
ム
教
聞
、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
ま
で
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

今
そ
こ
に
中
園
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
世
界
史
上
に
お
い
て
中
闘
の
持
つ
重

要
性
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
る
。
が、

一
方
、
欧
米

史
皐
界
の
日
の
浅
い
同
時
統
や
少
な
い
人
口
に
焦
が
附
く
と
、
名
設
に
ふ
さ
わ
し

い
重
厚
な
、
力
量
の
あ
る
著
作
が
本
嘗
に
期
待
で
き
る
の
か
、

一
抹
の
疑
い
が

起
る
の
も
隠
せ
な
い
事
寅
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
培
技
案
よ
り
質
現
に
い
た
る
ま

で
か
か
っ
た
意
外
に
長
い
時
間
は
、
こ
う
し
た
恐
れ
の
質
置
と
も
思
え
る
。
第

一
回
配
本
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
に
十
年
以
上
か
か
っ
た
。
完
結
ま
で
は
、
こ
の

上
と
の
く
ら
い
の
時
開
が
要
る
の
か
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、

一
昨
昨
年
第
十
巻
の
清
末
編
上
冊
が
出
版
さ
れ
た
の
に
紛
い
て
、

今
度

は
第
三
径
の
陥
庖
編
上
冊
。
か
第
二
回
配
木
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
清
末
編
が
最
初
に
な
っ
た
の
は
、
貧
弱
な
欧
米
中
園
史
象
界
で
も
こ
の
時

代
が
比
較
的
研
究
者
を
持
ち
、
目
ざ
ま
し
い
業
績
さ
え
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

む
し
ろ
賞
然
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し、

そ
の
次
が
陥
唐
編
だ
と
言
う
こ
と

は
、
相
笛
数
の
人
々
に
意
外
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
書
け
る
人
が
い
っ
た

い
幾
人
い
る
の
か
、

書
い
た
と
し
て
も
ど
の
ぐ
ら
い
の
水
準
を
期
待
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
少
し
で
も
質
情
を
知
る
者
な
ら
誰
で
も
こ
う
い
う
疑
問
を
投
じ
た
い

の
が
欧
米
陪
厨
史
隼
の
現
献
だ
か
ら
で
あ
る
。

欧
米
人
に
よ
る
陪
唐
研
究
の
歴
史
は
決
し
て
短
く
は
な
い
。
策
筆
を
誇

っ
た

陪
唐
世
界
帝
闘
は
、
そ
の
末
喬
た
る
中
闘
人
ゃ
、
自
闘
の
文
明
を
そ
れ
に
皐
ん

だ
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
「
絹
の
園
」
、
「
陶
磁
の
園
」
の
幻
影
を
追
っ
て
来
た

欧
米
人
に
も
同
じ
く
魅
力
あ
る
劉
象
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
早
く
は
明
清
の
頃
、

淡
土
を
踏
ん
だ
宣
教
師
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
数
盆
の
上
だ
け
で
は
恥
し
く
な

い
ほ
ど
の
著
作
が
残
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
依

然
と
し
て
文
明
史
、
文
慈
史
、
東
西
交
渉
史
の
範
時
を
越
え
な
か
っ
た
。
ま

た、

彼
ら
の
幻
想
の
な
か
で
存
在
す
る
だ
け
の
陥
唐
像
を
描
い
た
の
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

欧
米
、
特
に
英
語
圏
で
、
こ
う
し
た
奮
殻
か
ら
脱
皮
し
、
陪
唐
史
へ
の
新
し
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