
つ
い
て
い
く
だ
け
じ
ゃ
け
ぇ

　
「
み
ん
な
が
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
く
れ

る
」と
さ
ら
っ
と
言
っ
て
の
け
る
松
井
さ

ん
。
御
年
、
85
歳
。
毎
月
広
島
市
で

開
か
れ
る
同
窓
会
に
参
加
さ
れ
る
と
い

う
元
気
な
方
で
あ
る
。

　

松
井
さ
ん
自
身
は
、
謙
遜
し
て
そ

う
言
わ
れ
る
が
、
会
が
企
画
す
る
行

事
を
町
の
人
に
了
解
し
て
も
ら
う
た

め
、
頭
を
下
げ
て
回
ら
れ
る
。
松
井

さ
ん
が
言
う
な
ら
・
・
・
と
町
の
人
も

承
知
す
る
の
で
あ
る
。

　

上
下
の
ま
ち
づ
く
り
の
裏
話
を
聞

く
と
、
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

後
か
ら
後
か
ら
出
て
く
る
。
し
か
も
楽

し
そ
う
に
語
っ
て
く
だ
さ
る
。
自
ら
が

ま
ち
づ
く
り
を
楽
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
が
、
そ
の
語
り
口
か
ら
も
伺
え
る
。

楽
し
い
ま
ち
づ
く
り

　

そ
れ
は
今
か
ら
36
年
前
の
あ
る
飲

み
会
で
の
話
に
遡
る
。

「
ま
ち
を
も
っ
と
楽
し
ゅ
う
す
る
面
白
い

こ
と
を
考
え
よ
う
や
〜
」元
青
年
団
の

若
手
か
ら
声
が
あ
が
っ
た
。

　

ま
ち
に
は
天
領
時
代
に
繁
栄
し
た

面
影
と
と
も
に
、
上
下
人
気
質
と
も

い
え
る　
〝
金
と
お
天
と
う
様
は
つ
い
て

く
る
〞と
い
う
お
お
ら
か
な
気
風
が
み

ら
れ
る
。
こ
れ
が
数
々
の
奇
想
天
外
な

発
想
を
現
実
の
も
の
に
し
て
き
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
源
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
入
り

口
に
は「
ど
う
ぞ
道
を
お
尋
ね
く
だ
さ

い
」「
ト
イ
レ
を
お
使
い
く
だ
さ
い
」と
い

う
看
板
が
あ
る
。
や
さ
し
さ
の
あ
る
町

で
も
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
を
生
か
し
た

奇
抜
な
取
り
組
み

　

街
路
灯
の
ポ
ー
ル
塗
り
、
日
本
一
の

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
（
翁
山
）
街
頭
劇

の
上
演
、
芝
居
小
屋
（
翁
座
）
の
復

活
、
町
民
が
勝
手
に
表
彰
す
る
「
町

　
　
　
　
　
　

 

＊

並
み
景
観
賞
」、
な
ま
こ
壁
講
習
会
の

開
催
、
ツ
チ
ノ
コ
探
し
等
々
取
り
組
み

は
ど
れ
も
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。

      

＊

　
〝
欽
ち
ゃ
ん
が
上
下
に
く
る
！
〞「
欽

ち
ゃ
ん
に
人
力
車
に
乗
っ
て
も
ら
お
う
」。

「
人
力
車
は
ど
う
す
る
？
」こ
ん
な
時

１
５
０
万
円
で
人
力
車
が
売
り
に
出
て
い

る
と
、
飛
騨
高
山
か
ら
電
話
し
て
き
た

若
者
。「
今
な
ら
半
額
で
譲
っ
て
も
ら
え

そ
う
だ
。約
束
す
る
ぞ
！
」と
矢
の
催
促
。

当
時
、
手
元
の
金
は
20
万
円
し
か
な
い
。

「
じ
ゃ
〜
、
仕
方
な
い
金
の
段
取
り
は
後

で
…
」と
即
断
即
決
。

　

後
日
、
町
民
に
呼
び
か
け
寄
付
金

を
募
っ
た
と
こ
ろ
80
万
円
も
集
ま
っ

た
。
上
下
人
気
質
の
面
目
躍
如
た
る

物
語
で
あ
る
。

山
に
灯
り
が
。

な
に
や
ら
楽
し
そ
う
・
・
・

　
ツ
チ
ノ
コ
探
し
は
、
町
の
人
か
ら「
居

も
し
な
い
生
き
物
で
観
光
客
を
誘
致

す
る
と
は
」と
い
う
批
判
を
浴
び
て
頓

挫
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
終
わ
ら
な

か
っ
た
の
が
、
こ
の
会
の
元
気
な
と
こ

ろ
。
同
じ
年
の
暮
れ
に
は
、
も
う
別

の
面
白
い
こ
と
を
思
い
つ
い
て
、
し
か

も
実
行
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

上
下
が
寂
し
い
か
ら
、
な
ん
か
面
白

い
こ
と
を
や
っ
て
、
他
所
か
ら
人
に
き

て
も
ら
お
う
と「
過
疎
を
逆
手
に
と
る

会
イ
ン
上
下
」を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
時
の
こ
と 

で
あ
る
。

　＊なまこ壁：土蔵・塗屋などの外壁に方形の平瓦を貼り、
     その目地を漆喰（しっくい）でかまぼこ形に盛り上げた壁
　＊欽ちゃん：タレントの萩本欽一さん　

と
ん

ざ
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多
く
の
人
に
来
て
も
ら
う
に
は「
過

疎
を
逆
手
に
〜
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

は
面
白
く
な
い
。
も
っ
と
面
白
い
キ
ャッ

チ
フ
レ
ー
ズ
を
と「
過
疎
逆（
か
そ
さ

か
）は
、
マ
ツ
タ
ケ
に
勝
て
る
か
」と
い

う
タ
イ
ト
ル
を
考
え
た
。

　

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
マ
ツ
タ
ケ
鍋

を
み
ん
な
で
食
べ
な
が
ら「
ミ
ニ
コ
ミ
は

マ
ツ
タ
ケ
に
勝
て
る
か
」を
語
ろ
う
と

翁
山
山
頂
に
集
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
た

町
の
人
が「
今
日
は
何
が
あ
る
ん
じ
ゃ

ろ
う
か
。
翁
山
に
灯
り
が
つ
い
て
、
え

ら
い
き
れ
い
じ
ゃ
。」と
言
わ
れ
た
の
が
、

日
本
一
の
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
を
作
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　
「
翁
山
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
作
ろ

う
！
」の
ア
イ
デ
ア
に一
同
大
賛
成
。
早

速
電
気
工
事
会
社
に
相
談
し
た
ら
、

「
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
」と
断
ら
れ

た
。そ
れ
で
も
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
、 

電
気
の
仕
事
を
し
て
い
た
人
に
相
談
し

て
み
た
。「
や
る
気
に
な
っ
た
ら
で
き
る
」

そ
う
い
わ
れ
、
お
金
は
な
い
け
ど
や
っ

て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
資
金
の
あ
る
や
つ
は
資
金
を
だ
そ

う
。
知
恵
の
あ
る
や
つ
は
知
恵
を
だ

そ
う
。
何
も
な
い
や
つ
は
元
気
を
出
そ

う
」と
、
町
の
人
達
に
呼
び
掛
け
た
。

一口
千
円
。
電
球
を
提
げ
る
作
業
に
は

60
〜
70
人
集
ま
っ
た
。

　

だ
が
山
頂
か
ら
80
メ
ー
ト
ル
下
ま
で

木
の
枝
の
上
に
電
球
を
下
げ
る
の
は

至
難
の
業
。
試
行
錯
誤
の
末
、
ガ
イ

ド
ロ
ー
プ
を
先
に
渡
し
、
電
球
付
の
電

線
を
引
っ
張
る
と
い
う
苦
肉
の
策
で
よ

う
や
く
実
現
し
た
。

ゆ
る
や
か
な
取
り
組
み

　

町
並
み
整
備
で
は
古
い
町
並
み
と

建
造
物
を
残
し
、多
く
の
観
光
客
を

呼
び
込
む
と
こ
ろ
が
多
い
。（
宮
島
、

鞆
、竹
原
、石
見
銀
山
等
）

　

し
か
し
上
下
町
の
取
り
組
み
は
、あ

く
ま
で〝
町
並
み
づ
く
り
〞で
あ
り
、家

の
造
作
を
す
る
際
に
は「
な
ま
こ
壁
に

し
よ
う
」「
室
外
機
等
は
板
な
ど
で
囲

い
を
つ
け
よ
う
」「
の
れ
ん
を
さ
げ
よ

う
」と
い
う
緩
や
か
な
取
組
で
あ
り
、見

た
目
の
古
さ
を
保
つ
こ
と
に
力
点
を
お

い
て
い
る
。

　

明
治
の
作
家
、田
山
花
袋
の「
蒲

団
」に
登
場
す
る〝
警
察
署
の
火
の
見

や
ぐ
ら
〞は
、今
も
外
観
が
保
存
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
店
を
改
装
し
よ
う
と
し
た
当

時
、こ
の
建
物
の
所
有
者
は
、新
し
い

も
の
を
取
り
入
れ
て
機
能
的
な
建
物

に
変
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、松
井
さ
ん
達
に
、外
観
を

保
存
す
る
よ
う
説
得
さ
れ
た
。改
修
費

も
予
定
よ
り
多
く
か
か
る
の
で
大
変

困
惑
し
た
が
、結
局
町
並
み
づ
く
り
に

協
力
す
る
こ
と
に
し
た
。そ
の
結
果
、

古
い
も
の
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
で
、

完
成
後
は
、マ
ス
コ
ミ
各
社
が
取
材
に

来
て
、宣
伝
費
を
か
け
ず
に
宣
伝
効
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。商
売
に
も

大
い
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
と
述
懐
し
て
い

る
。

小
さ
な
資
料
館
が
町
中
に

　

個
人
資
料
館
の
多
さ
に
、
今
も
残

る
。

　

主
な
も
の
で「
メ
ガ
ネ
の
真
野（
歴

史
的
道
具
類
）」「
仙
田
商
店（
古
仏

と
刺
し
子
）」「
時
永
酒
店（
酒
器
、

醤
油
関
連
器
具
、資
料
の
展
示
）」「
末

広
商
店（
酒
造
資
料
の
展
示
、
骨
董
、

土
人
形
、
等
）」「
ス
パ
ー
上
下（
切
手

博
物
館
）「
永
井
硝
子
店（
頼
山
陽
資

料
の
展
示
）」「
上
下
画
廊（
ギ
ャ
ラ

リ
ー
、骨
董
市
）」非
公
開
の「
エ
ク
シ
ー

ド
タ
ク
シ
ー（
ブ
リ
キ
の
お
も
ち
ゃ
、
マ

ツ
ダ
の
古
い
自
動
車
）」が
あ
る
。

　

現
上
下
歴
史
文
化
資
料
館
は
、
元

藤
永
金
物
店
を
改
装
し
た
も
の
で
、

資
料
館
建
設
ま
で
は
、
岡
田
美
知
代

の
生
家（
田
山
花
袋
に
師
事
、
小
説

「
蒲
団
」の
モ
デ
ル
）と
し
て
温
存
さ
れ

て
い
た
。

　

こ
の
た
め
資
料
館
に
、
居
室
や
資

料
な
ど
が
引
き
継
が
れ
再
現
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

上
下
の
町
並
み
を
眺
め
る
だ
け
な

ら
、
１
時
間
く
ら
い
の
滞
在
時
間
に

終
わ
る
が
、
小
さ
な
資
料
館
や
、
公

の
資
料
館
が
あ
る
こ
と
で
、
上
下
で

の
観
光
客
の
滞
在
時
間
が
長
く
な
っ

よ
う
や
く

ま
ち
づ
く
り
の

芽
が
め
ば
え
て
き
た

　

上
下
町
で
特
筆
す
べ
き
は
住
民
先

行
型
の
取
り
組
み
で
あ
ろ
う
。
住
民

の
取
り
組
み
は
、
昭
和
47
年
有
志
25

名
が
妻
籠
宿（
長
野
県
）の
視
察
に
い
っ

た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
る
。
あ
れ
か
ら
36

年
た
っ
た
。

　

ま
ち
に
は
電
線
の
地
中
化
や
十
里

堂
辻
広
場（
ト
イ
レ
と
憩
い
の
場
）も
完

成
し
、
資
料
館
も
で
き
た
。

　
一
方
、
平
成
18
年
府
中
市
に
合
併

し
、
駐
車
場
の
支
援
打
ち
切
り
な
ど

町
時
代
の
独
自
性
の
あ
る
行
政
支
援

に
も
陰
り
が
み
え
始
め
て
い
る
。

　

た
し
か
に
活
動
の
輪
は
増
え
た
が
、

地
域
全
体
の
高
齢
化
と
重
な
り
グ

ル
ー
プ
自
体
も
高
齢
化
し
て
き
た
。

　

次
の
世
代
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
気

に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
上
下
町

で
は
、
頼
も
し
い
後
継
者
達
が

育
っ
て
い
る
。
上
下
歴
史
文
化

資
料
館
の
パ
ワ
ー
あ
ふ
れ
る
女

性
ス
タ
ッ
フ
の
守
本
さ
ん
が
言

う
。
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「
歴
史
国
道
に
選
定
さ
れ
た
ら
、
す

ぐ
に
何
か
実
行
に
移
さ
な
く
て
は
と

考
え
ま
し
た
。
二
番
煎
じ
で
も
え
え

よ
、
や
っ
て
み
よ
う
や
。
で
始
め
た
の

が
、
ひ
な
祭
り
。
や
っ
て
み
た
ら
お
客

さ
ん
が
来
ち
ゃっ
た
ん
で
す
よ
。

　

こ
れ
ま
で
２
月
に
上
下
に
人
が
来

る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
、ひ
な
祭
り
を
や
っ
た
こ
と
で
、

来
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら

は
季
節
ご
と
に
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
、

年
中
上
下
に
き
て
も
ら
お
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。」

　

上
下
地
区
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
い
う
組
織
も
で
き
て
い
る
。

町
内
の
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
、
農
家
の
人
達
、
い
ろ
ん
な
団
体

が
つ
な
が
っ
て
白
壁
の
町
に
観
光
客

を
呼
び
こ
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

平
成
18
年
に
に
ぎ
わ
い
創
出
検
討

事
業
報
告
書
が
出
さ
れ
て
こ
れ
か
ら

の
上
下
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
ア
イ
デ
ア

が
出
さ
れ
て
い
る
。
好
き
勝
手
に
出

さ
れ
た
意
見
だ
け
ど
、
否
定
せ
ず
に
、

全
部
や
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
と

い
う
。　

ま
ち
の
人
が
変
わ
っ
た

　

ま
ち
づ
く
り
に
は
時
間
が
か
か
る
。

し
か
し
上
下
町
で
は
、
着
実
な
変
化

が
み
ら
れ
る
。
町
を
歩
く
我
々
取
材

班
に
、
目
が
会
う
と
町
の
人
々
が「
こ

ん
に
ち
は
」と
声
を
か
け
て
く
れ
る
。

よ
う
こ
そ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
い
う
気

持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
薬
局
は
最
近

改
築
し
た
と
紹
介
さ
れ
、
店
の
外
か

ら
外
観
を
眺
め
て
い
る
と
、
薬
局
の

ご
主
人
が
、
中
庭
を
見
せ
て
く
れ
る

と
い
う
。

　

後
で
聞
く
と
、
薬
局
の
お
客
で
も

な
い
の
に
、
招
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と

は
今
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
。
会
の
取

り
組
み
が
、
そ
こ
に
住
む
人
に
着
実
に

変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
証
拠
で
あ

る
。
知
ら
な
い
人
で
も
、
家
に
あ
る
も

の
を
ど
う
ぞ
見
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
と
い

う
気
持
ち
が
、
町
の
人
々
に
浸
透
し

て
き
て
い
る
。

　

翁
健
康
茶
。
こ
れ
も
そ
の
薬
局
が

作
っ
た
も
の
で
、
い
ま
ま
で
ま
ち
づ
く

り
に
関
わ
る
き
っ
か
け
が
な
か
っ
た
が
、

ひ
な
祭
り
で
あ
ま
り
に
た
く
さ
ん
人
が

来
る
の
で
、
商
品
を
開
発
し
て
売
る

と
い
う
こ
と
を
始
め
ら
れ
た
。
こ
う
し

た
物
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
画
期

的
な
こ
と
だ
と
い
う
。

　

松
井
さ
ん
た
ち
が
ま
ち
づ
く
り
の
土

壌
を
ゆ
っ
く
り
作
っ
て
き
た
活
動
が
こ

う
い
う
形
で
芽
ぶ
い
て
き
て
い
る
。

　
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
行
事
を
や
れ

ば
、
沿
道
の
店
も
出
店
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
近
隣
の
農
家
か
ら
野
菜

も
並
ぶ
。
町
の
人
達
が
自
主
的
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

上
下
は
、
観
光
地
化
さ
れ
す
ぎ
て

い
な
い
。
観
光
地
に
あ
り
が
ち
な
、
映

画
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
み
た
い
な
人
工
的
な

感
じ
が
な
い
。
住
む
人
が
直
接
、
訪

れ
た
者
に
笑
顔
を
向
け
る
。

　

観
光
客
が
ど
ん
ど
ん
来
る
こ
と
よ
り

も「
わ
ぁ
、
い
ら
っ
し
ゃい
」と
い
う
気
持

ち
を
大
切
に
し
て
、こ
こ
へ
来
れ
ば
ほ
っ

と
す
る
、
ま
た
来
よ
う
か
と
い
う
気
持

ち
に
な
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
大
切

だ
と
考
え
て
い
る
。

　

飲
食
店
を
経
営
し
て
い
た
岡
田
さ

ん
は
、
従
業
員
に
は
、
と
に
か
く
人
に

親
切
に
、
特
に
観
光
客
に
は
親
切
に

と
指
導
し
た
と
い
う
。
道
を
聞
か
れ

た
ら
、
外
に
で
て
地
図
と
鉛
筆
を
持
っ

て
、
示
す
よ
う
に
と
徹
底
し
た
。
ソ

フ
ト
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
お
金
を
か
け

な
い
で
も
で
き
、効
果
が
あ
る
と
い
う
。

　

よ
そ
か
ら
来
た
人
を
大
切
に
す
る

の
は
、
そ
の
人
達
の
目
、
上
下
の
こ

こ
が
素
敵
と
い
う
と
こ
ろ
を
大
切
に
し

た
い
、
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
よ
そ
か

ら
の
人
の
意
見
は
、
日
ご
ろ
そ
こ
に

住
む
者
が
気
づ
か
な
い
町
の
魅
力
と

改
善
点
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。

「
上
下
は
い
け
い
け
で
や
っ
て
み
て
振
り

返
っ
て
み
る
と
で
き
て
い
る
・
・
・
と

い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
に
も
っ
と
、
分
析
力
が
出
て
く
れ

ば
も
っ
と
よ
く
な
る
。
こ
れ
か
ら
は
、

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る

人
材
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。」と
歴
史
文
化
資
料
館
の
守
本
さ

ん
。

　

上
下
町
は
、
点
で
は
な
く
銀
山
街

道
の
宿
場
町
と
し
て
、
街
道
沿
い
の

町
と
繋
が
り
な
が
ら
、
面
で
さ
ら
に

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ
う
と
も
し

て
い
る
。

▼上下町並みづくり研究会

会長　松井　義武
広島県府中市上下町上下１０６１
TEL＆ＦＡＸ ０８４７－６２－３０２４
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喜
怒
哀
楽
で
語
る
ま
ち
づ
く
り

　

こ
の「
市
民
活
動
ま
ち
づ
く
り
読
本
」

は
、
感
情
の
代
表
選
手
と
し
て「
喜
怒
哀

楽
」を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
切
り
口
と
し

て
、
人
と
活
動
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
感
情
だ
け
存
在
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ろ
い
ろ
な

感
情
が
入
り
交
じ
る
中
で
の
象
徴
的
な

「
喜
」「
怒
」「
哀
」「
楽
」と
と
ら
え
て
く

だ
さ
い
。

　

み
ん
な
と
共
有
す
る「
喜
」が
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
な
っ
た
〝
大
森
〞
、
大
き
く
深
い

「
怒
」が
熱
い
力
と
な
っ
た
〝
ポ
ッ
プ
ラ
〞
、

祭
り
の
後
の
よ
う
な「
哀
」か
ら
次
を
模
索

す
る
〝
か
よ
こ
〞
、
底
抜
け
の「
楽
」が
日

常
に
根
づ
く
〝
上
下
〞
。

　

こ
れ
ら
象
徴
と
し
て
の「
喜
」「
怒
」「
哀
」

「
楽
」と
絡
み
合
っ
た
様
々
な
感
情
の
機
微

や
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
、
感
じ
取
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
を
含
め
、
何
か
を
生
み
出

し
た
り
、
育
て
た
り
す
る
と
き
、
発
想
や

感
性
の
大
切
さ
は
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
そ
の
発
想
や
感
性
は
、
何
か
ら

生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
、
個
々
人
の
経
験

や
知
識
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で

す
が
、
そ
こ
に
感
情
と
い
う
、
極
め
て
人

間
的
、
動
物
的
な
要
素
が
入
り
込
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
、
芸
能
の
誕
生
は
、
苦
し
み
の

中
に
あ
っ
て
も
喜
び
や
楽
し
さ
を
求
め
る

感
情
が
、
公
害
の
克
服
は
、
多
く
の
人
々

の
苦
し
み
や
悲
し
み
、
怒
り
が
、
大
き
な

要
因
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
非
論
理
的
と
と
ら
え
ら

れ
が
ち
な
、
あ
る
い
は
ケ
ン
カ
の
元
と
言

え
る
感
情
を
切
り
口
に
ま
ち
づ
く
り
を
語

る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
る
様
々
な
人
か
ら
話
を
聞
く
中
で
、
感

情
を
抜
き
に
そ
の
活
動
を
語
る
こ
と
は
で

き
ず
、
さ
ら
に
、
感
情
は
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
を
省

察
す
る
道
標
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
、
一
方
で
、
感
情
が
活
動
の
停
滞
や
停

止
の
原
因
と
な
る
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。

　

換
言
す
る
と
、
感
情
の
結
集
や
調
和
・

調
整
、
絡
み
合
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
在
り
方
が
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
左

右
す
る
の
で
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
と
感
情
が
極
め
て
深
い
関

係
に
あ
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
活
動
に

か
か
わ
っ
て
い
る
人
の
生
活
の
一
部
ま
た

は
ほ
ぼ
全
体
に
、
ま
ち
づ
く
り
が
入
り
込

ん
で
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
生
き
甲
斐
で
あ
っ
た
り
、
喜

び
で
あ
っ
た
り
、
悩
み
で
あ
っ
た
り
、「
ま

ち
づ
く
り
は
人
生
だ
」を
実
感
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
取
材
の
中
で
は
、「
ま
ち
づ
く

り
が
先
で
は
な
い
、
ど
ん
な
人
生
を
送
り

た
い
の
か
、
ど
ん
な
暮
ら
し
が
楽
し
い
の

か
が
大
切
」と
い
う
話
も
う
か
が
い
、
漠

然
と
聞
き
心
地
の
よ
い「
ま
ち
づ
く
り
」と

い
う
言
葉
を
、
周
知
の
ご
と
く
使
っ
て
い

た
こ
と
へ
の
反
省
も
あ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
と
、
と
て

も
広
い
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
個
人
個
人

に
よ
っ
て
、
そ
の
と
ら
え
方
は
様
々
だ
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
定
義
に

重
き
を
お
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
紹
介
す
る

活
動
な
ど
に
関
し
て
は
、「
私
的
な
利
益

や
空
間
な
ど
を
超
え
る
形
で
住
民
等(

企

業
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
含
む)

が
参
加
す
る
、
地

域
や
人
々
の
安
心
・
安
全
、
豊
か
さ
、
幸

せ
に
か
か
わ
る
取
組
の
中
に
入
る
も
の
」

と
し
て
お
き
ま
す
。

喜喜
怒怒
哀哀
楽楽
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