
評書

滝
波
章
弘
著

『〈

ﾌ
域
化
〉
す
る
空
間

　
…
多
文
化
フ
ラ
ン
ス
を
記
述
す
る
i
』

｝

荒
　
又
　
美
　
陽

　
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
「
多
文
化
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
移
民
と
そ
の
子
孫
に
よ
る
生
活
習
慣
と
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で
あ
ろ
う
。
ム
ス
リ
ム
女
性
が
身
に
着
け
る
ス

カ
ー
フ
を
め
ぐ
る
論
争
や
、
移
民
の
多
い
大
都
市
郊
外
に
お
け
る
貧
困
や
非

行
の
問
題
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
門
孤
立
」
な
ど
も
し
ば
し
ば

語
ら
れ
る
。
本
書
タ
イ
ト
ル
の
〈
領
域
化
〉
と
い
う
表
現
は
、
ま
た
こ
の
見

方
を
支
持
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
本
書
を
い
っ
た
ん
開
け
ば
、
そ
れ
が
予
断
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

に
気
づ
く
。
移
民
が
も
た
ら
す
多
文
化
性
に
も
も
ち
ろ
ん
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
本
書
が
扱
う
範
囲
は
よ
り
広
い
。
一
つ
の
イ
シ
ュ
ー
で
は
な
く
、
現
代

社
会
を
ミ
ク
ロ
に
観
察
し
た
時
に
見
え
て
く
る
多
角
化
性
こ
そ
が
本
書
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
領
域
が
あ
る
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
空
間
に
実

際
に
身
を
置
い
て
じ
っ
く
り
観
察
し
て
初
め
て
得
ら
れ
る
知
見
で
あ
り
、
一

人
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
長
期
に
わ
た
る
研
究
（
地
元
の
人
々
と
サ
ッ

カ
ー
を
す
る
な
ど
、
そ
こ
に
は
多
く
の
「
実
践
」
も
含
ま
れ
て
い
る
）
に
よ

ら
な
け
れ
ば
得
難
い
情
報
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
も
フ
ラ
ン
ス
の
多
様
性
を
論
じ
た
本
や
論
文
は
書
か
れ
て
き

た
。
ま
ず
は
各
地
の
気
候
や
食
習
慣
な
ど
に
始
ま
り
、
産
業
構
造
の
違
い
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

経
済
格
差
を
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
歴
史
的
に
、
現
在
と
は
異

な
る
領
域
を
支
配
し
た
領
主
の
存
在
な
ど
を
示
し
、
政
治
的
な
区
分
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
述
べ
る
も
の
も
あ
る
。
近
代
国
民
国
家
形
成
期
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
語
へ
の
統
一
の
た
め
に
地
域
語
を
抑
圧
し
て
き
た
歴
史
が
、
と
く
に

E
U
統
合
に
向
け
た
言
語
政
策
と
の
か
か
わ
り
で
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
た
時
期

　
　
④

も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
同
義
語
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

「
六
角
形
（
寓
Φ
×
帥
α
q
o
器
こ
の
外
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
領
、
つ
ま
り
帝
國
主
義

の
遺
産
と
し
て
の
海
外
フ
ラ
ン
ス
（
鳴
尻
9
0
】
P
O
Φ
　
仙
．
O
自
け
巴
Φ
l
b
P
Φ
「
）
が
議
論
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
が
問
題
と
す
る
の
は
多
忙
化
性
が
特
定
の
状
況
下

で
作
り
出
す
領
域
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
国
境
線
の
よ
う
な
目
に
見
え

る
形
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
「
イ
メ
ー
ジ
扁
、
「
ふ
る
ま
い
」
、
「
雰
囲
気
」
と

い
っ
た
、
目
に
見
え
な
い
形
で
、
し
か
し
確
実
に
存
在
し
て
い
る
境
界
の
問

題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
政
策
や
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
よ
う
な
強
力
な
力
だ
け

で
は
な
く
、
日
常
の
ミ
ク
ロ
な
行
為
の
積
み
重
ね
が
関
与
し
て
い
る
。
と
き

に
は
そ
れ
が
差
異
を
強
調
し
、
排
除
を
生
み
出
す
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
権
力
の

発
現
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
通

じ
て
引
き
出
し
て
い
く
の
が
著
者
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
り
、
本
書
を
他
の

研
究
か
ら
際
立
た
せ
て
い
る
特
徴
と
い
え
る
。

　
著
者
の
滝
波
章
弘
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
観
光

を
軸
に
研
究
活
動
を
続
け
て
き
た
地
理
学
者
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
も
旧

著
『
遠
い
風
景
　
　
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
視
線
一
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

三
一
一
頁
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
九
〇
年
代
か
ら
発
表
さ
れ
て
き
た
彼
の
論
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考
で
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
観
光
の
場
を
つ
く
り
出
す
要
素
と

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
人
々
の
経
験
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。
と
り
わ
け
、

「
雰
囲
気
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
そ
こ
に
迫
る
方
法
に
つ
い
て
は
長
い
研

究
実
績
が
あ
り
、
本
書
は
そ
の
集
大
成
と
も
い
え
る
作
品
で
あ
る
。

二

　
ま
ず
は
表
紙
を
見
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
三
枚
の
写
真

と
、
日
本
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
タ
イ
ト
ル
が
出
て
い
る
。
門
あ
と
が
き
」
に

よ
れ
ば
、
三
枚
の
写
真
は
そ
れ
ぞ
れ
、
パ
リ
の
北
の
郊
外
の
団
地
、
パ
リ
の

東
の
郊
外
の
カ
フ
ェ
、
パ
リ
ー
四
区
の
T
A
T
I
が
あ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
セ

ン
タ
ー
で
あ
る
。
T
A
T
1
が
極
め
て
安
価
な
衣
料
品
チ
ェ
ー
ン
店
で
、
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ユ
ニ
ジ
ア
出
身
者
が
創
業
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
三
枚
の
写
真
は
日
本
語

タ
イ
ト
ル
と
同
様
に
移
民
の
つ
く
り
出
す
悪
文
化
性
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か

し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
書
の
扱
う
範
囲
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

著
者
の
意
図
は
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
語
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
に
は
「
パ
リ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
、
地
中
海
－
余
暇
空
間
と
多
文
化

的
な
領
域
（
℃
餌
鼠
ρ
○
①
避
く
ρ
ζ
Φ
如
け
Φ
「
麺
P
σ
①
二
．
①
ω
冒
8
ξ
島
ρ
信
Φ
簿
ω
Φ
ω

お
霞
ぎ
騨
Φ
ω
置
三
賦
。
巳
け
⊆
H
9
の
ご
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
余
暇
空
間
を
通
じ
て

見
ら
れ
る
多
文
化
状
況
と
そ
の
領
域
を
描
く
の
が
本
書
の
課
題
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
タ
イ
ト
ル
に
は
本
書
の
具
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
も

三
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
視
点
を
変
え
た
二
つ
の
章
が
当
て

ら
れ
て
お
り
、
目
次
に
は
そ
の
対
象
が
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。

終第第第第霧隠序
　六五四三ニー
章章章章章章章章

パ
リ
の
場
末
と
郊
外
の
差

肥
ル
ネ
三
〇
〇
〇
団
地
と
サ
ッ
カ
ー

セ
ヨ
ン
、
南
仏
の
丘
の
上
の
村

地
中
海
の
港
町
セ
ッ
ト
と
色
彩

国
境
が
結
ぶ
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ォ
ワ
地
域

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
湖
岸
の
ホ
テ
ル

　
序
章
で
は
、
観
光
研
究
の
動
向
と
と
も
に
、
空
間
の
不
運
続
性
を
め
ぐ
る

地
理
学
的
研
究
の
流
れ
が
示
さ
れ
る
。
英
語
圏
の
研
究
と
と
も
に
、
紹
介
さ

れ
る
こ
と
の
少
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
動
向
も
多
数
示
さ
れ
て
お
り
、
日
本

の
研
究
者
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
貫
く
概
念

と
し
て
〈
領
域
化
〉
を
用
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
自
体
に

つ
い
て
の
定
義
は
直
接
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
関
係
的
で
流
動
的
」

（
九
、
二
〇
頁
）
な
仕
方
で
領
域
を
と
ら
え
る
と
い
う
目
的
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
た
め
、
動
態
的
な
領
域
形
成
の
あ
り
よ
う
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
と
理

解
で
き
る
。
そ
し
て
「
観
光
・
余
暇
が
領
域
の
強
弱
の
変
化
を
も
た
ら
す
実

態
、
領
域
が
観
光
・
余
暇
の
保
持
や
活
性
化
に
利
用
さ
れ
る
様
子
、
領
域
を

め
ぐ
っ
て
観
光
・
余
暇
を
実
践
す
る
人
々
が
交
流
し
た
り
対
立
す
る
背
景
扁

（
＝
三
貝
）
な
ど
が
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
本
書
で

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
観
光
・
余
暇
と
領
域
と
い
う
概
念
が
結
び
付

け
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
た
め
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
高
い
視
角
で
あ
る

と
い
え
る
。

　
本
書
に
お
け
る
〈
領
域
化
〉
の
視
点
は
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
一
．
領
域
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評書

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
二
．
越
境
行
為
と
領
域
側
の
反
応
、
三
．
領
域
内
で

の
雰
囲
気
、
四
．
領
域
の
地
理
的
呼
称
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
地
域
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
が
意
識
さ
れ
、
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
る
の
は
「
人
々

の
態
度
・
発
籍
・
姿
勢
・
反
応
・
様
子
」
（
二
一
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

と
ら
え
が
た
い
資
料
か
ら
真
実
を
導
き
出
す
方
法
は
門
見
掛
け
の
頻
度
や
数

量
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
蓄
積
し
た
体
験
や
知
識
」
に
よ
っ
て
お
り
、

「
そ
れ
が
専
門
で
あ
る
こ
と
の
意
義
」
（
同
）
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
資
料

の
選
択
方
法
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
ろ
う
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
少
な
く

と
も
複
数
の
分
析
に
お
い
て
、
こ
れ
が
非
常
に
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と

評
者
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
観
光
・
余
暇
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
が
関

心
に
な
い
読
者
に
と
っ
て
も
、
論
争
的
で
新
し
い
手
法
を
提
示
す
る
も
の
と

し
て
本
書
は
一
読
の
価
値
が
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
パ
リ
が
分
析
対
象
と
な
る
。
観
光
・
余
暇
が
テ
ー
マ
で
パ
リ

と
な
れ
ば
中
心
地
が
対
象
と
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
「
場

末
」
と
「
郊
外
」
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
パ
リ
ニ
○
区
の
う
ち
、
九
～
二

〇
区
を
「
場
末
」
、
そ
の
外
を
「
郊
外
」
と
冒
頭
で
ま
ず
は
整
理
さ
れ
、
そ

の
区
分
が
行
政
区
画
で
あ
る
以
上
に
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
の
か
が
分
析

さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
著
者
は
「
写
真
を
撮
る
篇
と
い
う
行
為
を
取

り
上
げ
る
。
場
末
に
お
い
て
は
写
真
撮
影
は
親
密
さ
、
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
中
心
部
で
は
撮
影
の
邪
魔
に
な
ら

な
い
よ
う
に
立
ち
止
ま
る
人
や
、
あ
え
て
被
写
体
に
な
ろ
う
と
す
る
人
が
現

れ
る
。
郊
外
で
は
写
真
撮
影
の
経
験
が
な
い
人
と
出
会
う
こ
と
も
あ
る
。
観

光
に
は
付
き
物
の
写
真
撮
影
が
、
撮
影
者
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
全
く
異
な

る
反
応
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
態
度
の
差
が
領

域
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
を

研
究
対
象
と
し
て
い
れ
ば
漠
然
と
違
い
を
感
じ
て
い
て
も
、
意
識
し
な
け
れ

ば
そ
の
研
究
者
自
身
も
〈
領
域
化
〉
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
気
づ
か

さ
れ
る
個
所
で
あ
る
。

　
ギ
ド
・
ブ
ル
ー
、
ギ
ド
・
ル
タ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
分
析
か
ら
は
、
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
や
記
述
方
法
の
違
い
か
ら
、
や
は
り

〈
領
域
化
〉
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
自
体
膨
大
な
資

料
分
析
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
記
述
さ
れ
な
い
ケ
バ

ブ
店
の
分
析
に
本
書
の
意
義
が
強
く
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
現
在
、
パ
リ

中
に
み
ら
れ
る
ケ
バ
ブ
店
を
取
り
上
げ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
ガ
イ
ド
は
な
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
み
と
い
う
偏
り
を
ま
ず
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の

中
で
評
価
の
高
い
店
は
ケ
バ
ブ
店
の
少
な
い
欧
州
系
の
多
い
地
域
に
集
中
す

る
と
い
う
。
中
東
ル
ー
ツ
で
あ
り
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
常
食
に
な
り
つ

つ
あ
る
ケ
バ
ブ
だ
が
、
失
業
率
の
高
い
地
域
の
コ
メ
ン
ト
頻
度
は
低
く
、
比

較
サ
イ
ト
の
運
営
者
や
そ
こ
へ
の
参
加
者
が
作
り
出
す
〈
領
域
化
〉
が
そ
こ

に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
は
パ
リ
郊
外
の
余
暇
と
し
て
路
上
で
の
サ
ッ
カ
ー
の
実
践
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ッ
カ
ー
に
移
民
出
自
で
あ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

が
多
数
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
が
豊
か
で
は
な
い
大
都
市
郊
外
の
出
身

で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
コ
　
九
九
八
年
に
フ
ラ
ン

ス
で
行
わ
れ
た
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
が
優
勝
し
た
こ
ろ

に
は
、
多
様
性
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
の
勝
利
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
理
想
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
郊
外
か
ら
多
く
の
選
手
が
輩
出
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
現
在
の
シ
テ

（
団
地
）
と
サ
ッ
カ
ー
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を

問
う
の
が
第
二
章
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
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対
象
と
な
っ
て
い
る
オ
ル
ネ
ー
ー
ス
ゥ
ー
ー
ボ
ワ
の
三
〇
〇
〇
団
地
は
メ
デ
ィ

ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
も
多
く
、
本
書
で
は
ル
モ
ン
ド
紙
と
地
元
メ
デ

ィ
ア
、
あ
る
い
は
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
欧
州
系
と
移
民
系
の
記
者
の

見
解
の
比
較
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
章
で
も
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ
る
ミ
ク
ロ
な
発
言
の
分
析
が
興
味
深
い
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
落
書
き

か
ら
若
者
た
ち
の
こ
の
団
地
へ
の
誇
り
や
愛
着
を
読
み
取
り
つ
つ
、
さ
ら
に

通
り
が
か
り
の
人
に
地
元
な
ら
で
は
団
地
の
俗
称
を
用
い
て
話
し
か
け
な
が

ら
、
内
部
の
細
か
い
領
域
が
割
り
出
さ
れ
て
い
く
。

　
と
り
わ
け
、
地
元
の
子
供
や
若
者
が
サ
ッ
カ
ー
を
す
る
「
ベ
ト
ン
漏
と
呼

ば
れ
る
区
画
の
分
析
は
、
余
暇
と
領
域
を
結
び
つ
け
る
本
書
の
ね
ら
い
か
ら

見
て
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
上
で
は
ベ
ト
ン
こ
そ
が
郊
外
で
サ

ッ
カ
ー
選
手
を
は
ぐ
く
む
場
所
と
し
て
特
別
視
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は

住
民
た
ち
を
結
び
つ
け
る
場
で
こ
そ
あ
れ
、
地
元
で
は
プ
ロ
選
手
を
育
て
る

場
と
し
て
の
役
割
が
大
き
い
と
は
み
ら
れ
て
い
な
い
。
路
上
で
技
術
を
学
ん

で
い
く
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
こ
か
ら
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
な
ど
で
チ
ー
ム
プ

レ
ー
を
学
び
、
社
会
統
合
に
つ
な
げ
る
こ
と
こ
そ
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
が
い
か
に
郊
外
の
神
話
化
を
進
め
、
外
に
向
か
お

う
と
す
る
地
元
の
意
識
か
ら
は
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
か
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
、
対
象
地
域
が
大
き
く
変
わ
り
、
舞
台
は
南
面
に
移
る
。
こ

の
章
で
は
「
鷲
の
巣
村
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
丘
上
集
落
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
な
ぜ
人
々
は
不
便
な
場
所
に
住
み
続
け
る
の
か
。
防
御
説
や
気
候
説
な

ど
の
文
明
論
を
越
え
、
実
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
が
こ
の
章
で
あ
る
。
ま
ず

は
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
地
籍
図
の
比
較
か
ら
、
集
落
が
東
か
ら
西
へ
と

移
動
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
村
人
が
残
し
た
記
録
か
ら
、
二
〇
世
紀

を
通
じ
、
地
域
の
生
活
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
グ
ロ
ッ
ト
（
洞
穴
状
の
岩
屋
）

が
湿
気
を
理
由
に
放
棄
さ
れ
、
夏
の
暑
さ
を
し
の
ぐ
た
め
に
小
さ
か
っ
た
窓

が
光
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
拡
大
さ
れ
る
な
ど
、
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
人
々
が
地
元
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
通
じ
て
記
述
さ
れ
る
。
居
住
地
に
強
い
愛
着
を
示
す
入
か
ら
、
仕
事
の
た

め
と
い
う
現
実
的
な
回
答
を
す
る
人
ま
で
紹
介
し
な
が
ら
、
丘
上
集
落
は
二

〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
、
気
候
の
良
さ
、
家
屋
の
改
良
、
余
暇
的
な
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ

れ
は
都
会
か
ら
の
移
住
者
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
観
光
メ
デ
ィ

ア
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
別
荘
や
観
光
向
け
の
店
舗
が
増

え
た
こ
と
も
そ
の
〈
領
域
化
〉
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
第
二
章
ま
で
の
中

心
性
と
周
辺
性
の
考
察
に
か
か
わ
る
多
文
化
性
と
は
大
き
く
異
な
り
、
こ
こ

で
は
フ
ラ
ン
ス
で
歴
史
的
と
み
ら
れ
や
す
い
景
観
に
お
け
る
外
来
の
要
素
の

役
割
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
港
町
の
セ
ッ
ト
が
対
象
と
な
る
。
「
色
彩
扁
と
い
う
、
経

験
的
に
は
重
要
な
が
ら
、
社
会
科
学
的
な
分
析
の
難
し
い
切
り
口
で
〈
領
域

化
〉
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
は
ガ
イ
ド
分
析
か
ら
近
年
こ
の
町
で
は
「
カ
ラ

フ
ル
で
あ
る
こ
と
」
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
こ

に
は
地
発
の
観
光
局
の
存
在
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。

住
民
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
、
カ
ラ
フ
ル
さ
へ
の
愛
着
が
そ
れ
ほ
ど
強

く
は
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
市
文
書
館
の
職
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、

そ
れ
は
一
九
八
五
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
作
ら
れ
た
仕
掛
け
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
説
明
は
観
光
客
の
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
は
な
く
、

ま
る
で
こ
の
町
の
カ
ラ
フ
ル
さ
が
伝
統
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
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評書

る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。

　
で
は
そ
の
よ
う
な
戦
略
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
え
ば
、
南
仏

の
他
の
有
名
観
光
地
と
比
較
し
た
独
自
性
を
打
ち
出
す
た
め
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
赤
芽
系
統
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
青
系
統
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
構

成
さ
れ
る
市
の
公
式
ロ
ゴ
を
流
通
さ
せ
、
「
カ
ラ
フ
ル
な
セ
ッ
ト
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
広
め
て
い
く
。
そ
の
色
彩
に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
ひ
と
つ
で
は

な
く
、
当
初
の
意
味
を
越
え
て
多
様
に
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
問
題
視
せ
ず
、

「
膨
張
」
に
任
せ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
〈
領
域
化
〉
に
寄
与
す
る
と
い
う
。

つ
く
り
出
さ
れ
た
文
化
的
特
性
が
、
当
初
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
越
え
て
発
展
し

つ
つ
、
し
か
し
行
政
の
意
図
通
り
に
働
い
て
い
く
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

と
い
え
る
。

　
第
五
章
は
ま
た
地
域
が
変
わ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
境
へ
と
移
動
す
る
。
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
は
フ
ラ
ン
ス
に
食
い
込
む
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
ス
イ
ス
・
フ
ラ

ン
ス
語
圏
の
都
市
だ
が
、
そ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
と
国
境
を
接
し
て
い
る
フ
ラ
ン

ス
側
も
山
に
よ
っ
て
他
の
地
域
か
ら
離
れ
て
お
り
、
国
境
を
挟
ん
だ
一
帯
が

独
特
の
エ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
彩
な
事
例
か
ら
紹
介
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
側
は
食
品
な
ど
が
安
く
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
側
に
は
文
化
施
設
が
集
中

し
て
お
り
、
ま
た
音
楽
デ
ィ
ス
ク
な
ど
が
安
く
手
に
入
る
と
の
こ
と
で
、
通

貨
の
違
い
や
関
税
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
行
き

来
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
双
方
に
あ
る
と
い
う
。

　
特
に
越
境
労
働
者
で
あ
る
「
フ
ロ
ン
タ
リ
エ
」
に
は
多
く
の
ペ
ー
ジ
が
割

か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
側
に
住
み
な
が
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
働
く
フ
ロ
ン
タ

リ
エ
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
州
の
就
業
人
口
の
一
五
％
に
も
達
す
る
と
い
う
。
さ
ら

に
フ
ラ
ン
ス
に
事
実
上
は
常
住
し
な
が
ら
そ
れ
を
「
副
住
居
」
と
し
て
登
録

し
、
ジ
ユ
ネ
ー
ヴ
で
働
く
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
も
い
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
側
に

無
償
で
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
行
政
か
ら
は
問
題
視
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
地
域
の
特
性
を
活
か
す
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
が
生
活
を

実
践
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
は
双
方
向
に
対
等
な
関
係
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

整
然
と
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
側
と
フ
ラ
ン
ス
側
の
場
末
感
の
あ
る
景
観
の
違
い

が
描
写
さ
れ
た
の
ち
、
人
々
の
意
識
に
よ
る
〈
領
域
化
〉
が
示
さ
れ
る
。
ジ

ユ
ネ
ー
ヴ
側
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
は
差
別
が
あ
る
、
な
ぜ
フ
ラ
ン

ス
人
が
来
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
他
方
で
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

は
中
心
街
で
あ
る
、
あ
る
い
は
物
価
が
高
す
ぎ
る
な
ど
の
評
価
が
な
さ
れ
、

「
反
対
側
」
と
自
分
た
ち
を
区
別
す
る
見
方
は
強
く
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
さ
ら
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
働
き
に
来
る
フ
ロ
ン
タ
リ

エ
を
「
社
会
の
ク
ズ
」
扱
い
す
る
政
党
も
現
れ
、
フ
ラ
ン
ス
側
に
モ
ス
ク
が

建
て
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
新
聞
記
事
な
ど
も
出
て
き
て
い
る
こ
と
が

紹
介
さ
れ
る
。
本
書
の
出
版
に
前
後
し
た
二
〇
一
四
年
二
月
九
日
、
ス
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
E
U
を
含
め
た
移
民
に
制
限
を
設
け
る
法
案
が
可
決
さ
れ
た
が
、
そ
の
直

前
の
動
向
が
こ
こ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
制
度
が
今
後
こ
の

地
域
へ
与
え
る
影
響
を
考
え
る
う
え
で
も
意
義
深
い
。

　
第
六
章
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
内
の
ホ
テ
ル
の
「
雰
囲
気
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
一
九
軒
の
ホ
テ
ル
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
分
析
か
ら
、
窓
か
ら
の
眺
め

を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
、
内
外
装
と
設
備
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
、
観
光
ス

ポ
ッ
ト
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
が
①
湖
畔
の
歴
史
あ
る

ホ
テ
ル
、
②
旧
市
街
周
辺
の
小
規
模
ホ
テ
ル
、
③
世
界
的
チ
ェ
ー
ン
の
大
規

模
ホ
テ
ル
に
対
応
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
の
ホ
テ
ル
が
さ
ら
に
ア
ン
ケ
ー
ト
と
訪
問
調
査
に
よ
っ
て
分
析
さ

れ
て
い
く
。
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①
に
あ
た
る
ボ
ー
リ
ヴ
ァ
ー
ジ
ユ
は
、
家
族
経
営
で
従
業
員
が
作
り
出
す

雰
囲
気
を
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
町
と
一
体
と
な
っ
た
歴
史

が
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
②
の
シ
ゴ
ー
ニ
ュ
は
、
訪
問
客
が

見
出
す
も
の
が
雰
囲
気
で
あ
る
と
し
、
暖
炉
に
象
徴
さ
れ
る
自
分
の
家
に
い

る
よ
う
な
親
密
さ
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
る
。
③
の
ノ
ガ
・
ヒ
ル
ト
ン
は
た
く

さ
ん
の
人
々
が
往
来
す
る
こ
と
に
よ
る
賑
わ
い
が
強
調
さ
れ
、
「
小
さ
な
町
」

と
し
て
完
結
し
て
い
る
。
ホ
テ
ル
が
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
〈
領
域
化
〉

は
、
最
初
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
分
析
で
読
み
取
ら
れ
た
こ
と
と
見
事
に
対
応
し

て
い
る
。

　
ホ
テ
ル
の
〈
領
域
化
〉
は
雰
囲
気
と
い
う
形
で
客
の
ふ
る
ま
い
を
規
定
す

る
。
客
層
を
選
ぶ
の
は
料
金
で
も
あ
る
程
度
は
可
能
だ
が
、
よ
り
曖
昧
で
柔

軟
な
形
の
ほ
う
が
開
放
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
傷
が
つ
か
な
い
と
本
書
は
主
張
す

る
。
こ
の
章
の
最
後
に
は
、
調
査
者
が
フ
ロ
ン
ト
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う

と
い
う
、
ホ
テ
ル
に
と
っ
て
は
「
突
然
の
訪
問
者
」
を
い
か
に
消
化
・
吸
収

し
た
か
と
い
う
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
調
査
者
を
ホ
テ
ル
の

雰
囲
気
の
中
に
同
化
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ッ
フ
の
行
動
に
は
違

い
が
あ
り
、
ま
た
結
果
と
し
て
そ
の
後
に
調
査
者
が
行
っ
た
こ
と
に
も
違
い

が
出
た
と
し
て
い
る
。
著
者
自
身
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
も
、
本
書
な
ら

で
は
の
視
角
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
ど
の
章
に
お
い
て
も
入
手
可

能
な
資
料
を
最
大
限
に
用
い
た
新
し
い
研
究
手
法
の
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。

上
記
で
は
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
他
の
手
法
、
た
と
え
ば
カ

ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
効
果
が
大
き
い
章
も
あ
る
。
と
ら
え
が
た
い
対
象
に
い

か
に
向
き
合
う
か
が
模
索
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
今
後
の
地
理
学
研

究
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
う
る
著
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三

　
そ
の
よ
う
な
本
書
に
関
し
、
評
者
に
と
っ
て
違
和
感
が
残
っ
た
の
は
タ
イ

ト
ル
で
あ
る
。
蟹
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
暇
本
語
タ
イ
ト
ル
か
ら
本
書
の
内

容
を
想
像
す
る
の
は
か
な
り
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
〈
領
域
化
〉
も

「
多
文
化
」
も
、
実
際
に
開
い
て
み
れ
ば
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
本
書
と
問

題
関
心
を
共
有
す
る
読
者
の
目
に
触
れ
る
機
会
は
減
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
期
待
さ
れ
た
の
は
、
本
書
全
体
を
通
じ
た
方
法
論
に
何
ら
か
の
問
題
意
識

と
関
連
さ
せ
た
新
し
い
名
前
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

評
者
の
幾
分
勝
手
な
理
解
で
は
、
本
書
の
手
法
は
国
家
や
行
政
、
あ
る
い
は

資
本
が
作
り
出
し
た
制
度
が
、
人
々
の
生
活
世
界
に
及
ぼ
す
影
響
力
の
強
弱

を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
制
度
が
生
み
出
さ
れ
た
と
き
、
多
く
の
議
論

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の
人
々
の
行
動
や
思
考
が
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
は
限
ら
ず
、
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
る
に
し
て
も
時
間
差
が
あ
る
。
そ
こ
に

行
政
界
や
特
殊
な
建
造
環
境
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
境
界
が
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
本
当
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
人
々
の
日
常

に
寄
り
添
っ
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
特
に

本
書
第
五
章
の
国
境
地
域
の
分
析
は
圧
巻
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
隣
り

合
っ
た
地
域
の
あ
い
だ
に
走
る
国
境
は
、
単
な
る
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
場
合

も
あ
れ
ば
、
双
方
の
住
民
に
「
反
対
郷
」
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情

を
抱
か
せ
る
心
理
的
な
境
界
線
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
制
度
を
乗
り
越
え
る

住
民
感
覚
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
何
か
し
ら
の
規
制
と
と
も
に
同
地
域

が
そ
の
ま
ま
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
前
線
と
な
る
可
能
性
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
地
域
に
よ
っ
て
深
く
か
か
わ
る
制
度
は
異
な
っ
て
お
り
、
ミ
ク
ロ
に
生
じ
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る
〈
領
域
化
〉
の
表
れ
も
異
な
る
。
既
存
の
イ
シ
ュ
ー
か
ら
出
発
す
る
こ
と

は
そ
の
国
の
人
々
が
現
実
に
生
き
る
環
境
を
示
す
に
あ
た
っ
て
大
き
な
意
味

を
持
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
あ
る
国
の
現
状
を
「
記
述
す
る
」
た
め
に
、
あ

え
て
余
暇
空
間
と
い
う
、
制
度
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
切
り
口
を

持
っ
て
、
本
書
が
提
示
し
た
方
法
論
が
持
つ
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
確
か
に
著
者
の
研
究
の
特
徴
の
～
部
を

示
し
て
は
い
る
が
、
他
分
野
か
ら
見
て
も
重
要
な
情
報
が
多
い
本
書
の
価
値

を
伝
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
弱
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
書
の
執
筆
の
た
め
に
行
わ
れ
た
研
究
と
考
察
の
膨
大
さ
は

明
ら
か
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
点
は
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
る
べ
き
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
を
研
究
対
象
と
す
る
評
者
に
と
っ
て
は

目
標
と
な
る
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、
本
稿
が
本
書
の
価
値
を
減
じ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
こ
と
を
祈
り
つ
つ
筆
を
お
く
こ
と
と
し
た
胞
・

①
　
た
と
え
ば
宮
島
喬
『
多
文
化
で
あ
る
こ
と
と
は
一
新
し
い
市
民
社
会
の
条
件

　
－
軸
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
、
二
八
八
頁
。

②
田
辺
裕
監
修
・
松
原
彰
子
訳
『
図
説
大
百
科
世
界
の
地
理
8
フ
ラ
ン
ス
惚
朝
倉

　
番
店
、
二
〇
一
〇
、
　
一
〇
一
四
頁
な
ど
。

③
堀
越
孝
一
『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
、
二
九
銀
嶺
な
ど
。

④
古
典
の
域
だ
が
代
表
的
な
研
究
と
し
て
田
中
克
彦
『
こ
と
ば
と
国
家
幅
岩
波
書

　
店
、
一
九
八
一
、
一
＝
八
頁
を
挙
げ
て
お
く
。

⑤
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
に
関
す
る
研
究
も
近
年
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

　
日
本
に
お
け
る
そ
の
流
れ
を
作
っ
た
と
も
い
え
る
著
作
は
平
野
千
果
子
噸
フ
ラ
ン

　
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史
一
奴
隷
制
廃
止
か
ら
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
ま
で
一
』

　
人
文
書
院
、
二
〇
〇
二
、
三
五
八
頁
で
あ
り
、
現
在
の
海
外
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
に

　
つ
い
て
も
説
明
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

⑥
ピ
巴
δ
ヨ
①
9
国
ヨ
筥
国
目
巴
ρ
日
餌
け
一
Φ
け
G
」
霞
9
ω
”
O
藻
財
①
g
o
㊦
け
猪
跳
審
曽

　
8
ロ
ω
竃
ω
Φ
＄
ぴ
q
①
ρ
肉
導
謡
o
N
薦
貯
書
ミ
ミ
貴
く
。
部
㎝
』
O
O
9
零
ム
⑤

⑦
密
§
℃
誉
」
餓
O
獄
ぎ
興
卜
。
O
眞

⑧
た
と
え
ば
国
民
国
家
の
設
立
と
国
民
意
識
の
形
成
が
必
ず
し
も
同
～
で
は
な
い

　
こ
と
な
ど
は
そ
の
大
き
な
証
左
と
い
え
る
。

⑨
本
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
以
下
の
轡
評
も
あ
る
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。
高
木

　
彰
彦
『
地
理
㎞
五
九
－
七
、
二
〇
～
四
、
九
四
頁
。
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