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な
る
か
―
―
と
い
う
こ
と
を
や
り
た
く

て
立
ち
上
げ
た
も
の
な
の
で
、
そ
う

言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

栗
本　

私
も
、
地
域
の
歴
史
や
古
典
芸

能
な
ど
の
物
語
を
、
現
代
の
人
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」

と
い
う
取
り
組
み
を
続
け
て
い
て
、
と

て
も
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
木
ノ
下
さ

ん
は
、
歌
舞
伎
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地

を
旅
し
て
背
景
の
読
み
解
き
を
試
み
た

ご
著
書
『
物
語
の
生
ま
れ
る
場
所
へ　

歌
舞
伎
の
源
流
を
旅
す
る
』（
淡
交
社
）

を
執
筆
さ
れ
、
2
0
2
4
年
4
月
か
ら

は
長
野
県
の
「
ま
つ
も
と
市
民
芸
術

館
」
の
芸
術
監
督
団
団
長
に
就
任
さ
れ

る
な
ど
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
や
関
係

性
を
意
識
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
続
け
て

お
ら
れ
ま
す
。
今
日
は
、
過
去
の
物
語

を
現
代
的
な
視
点
か
ら
伝
え
る
試
み
が
、

人
や
地
域
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

得
る
の
か
、
ご
一
緒
に
探
っ
て
い
け
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
典
芸
能
と
の
出
会
い
で
、

常
識
の
枠
組
み
を
壊
さ
れ
る

栗
本　

古
典
芸
能
と
の
出
会
い
は
、
小

学
生
の
時
に
上
方
の
古
典
落
語
を
聞
い

た
の
が
最
初
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

木
ノ
下　

3
年
生
の
時
で
す
。
僕
は
和

歌
山
市
の
生
ま
れ
な
の
で
す
が
、
町
内

会
の
催
し
で
初
め
て
生
の
落
語
を
聞
い

て
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。
と
い
う
の
も
、
子
ど
も
の
時
分
は

漫
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
目
で
〝
観
る
〟
も

の
が
と
て
も
多
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
落
語
は
、
お
じ
さ
ん
が
ひ
と
り
座

布
団
に
座
っ
て
話
し
て
い
る
だ
け
の
地

味
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
の
に
、
言
葉
や

ち
ょ
っ
と
し
た
所
作
だ
け
で
頭
の
中
で

物
語
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ビ

ジ
ュ
ア
ル
が
な
い
こ
と
で
、
か
え
っ
て

想
像
す
る
面
白
さ
を
知
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
落
語
に
夢
中
に
な
り
、
桂

米
朝
［
＊
2
］
師
匠
の
追
っ
か
け
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
折
、

『
米
朝
落
語
全
集
』（
創
元
社
）
を
親
に

買
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に

よ
る
と
、
古
典
芸
能
と
い
う
の
は
何
百

年
も
脈
々
と
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
る

と
思
わ
れ
が
ち
な
と
こ
ろ
、
実
は
そ
う

で
は
な
く
―
―
多
く
の
ネ
タ
が
米
朝
師

匠
に
よ
っ
て
組
み
立
て
直
さ
れ
、
時
代

に
沿
っ
て
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
新
鮮
な
驚
き
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

自
分
も
古
典
と
現
代
の
橋
渡
し
を
す
る

仕
事
を
し
た
い
と
漠
然
と
思
う
よ
う
に

栗
本　

先
日
、主
宰
を
さ
れ
て
い
る
木
ノ

下
歌
舞
伎
の
公
演『
三さ

ん
に
ん
き
ち
さ
く
る
わ
の
は
つ
が
い

人
吉
三
廓
初
買
』

［
＊
1
］
を
拝
見
し
ま
し
た
。
題
材
は
古

典
な
が
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
役

者
さ
ん
に
よ
る
、
七
五
調
と
ラ
ッ
プ
調

を
混
在
さ
せ
な
が
ら
も
耳
な
じ
み
の
良

い
台
詞
や
音
楽
、
和
洋
折
衷
の
衣
装
な

ど
、
現
代
的
な
要
素
を
入
れ
つ
つ
も
原

作
を
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

非
常
に
楽
し
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
わ
か

り
や
す
く
、
怒
涛
の
展
開
に
最
後
ま
で

目
が
離
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
ノ
下　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

木
ノ
下
歌
舞
伎
自
体
、
江
戸
時
代
に
初

演
さ
れ
た
折
の
感
動
や
、
観
客
が
体
感

し
た
も
の
を
現
代
に
復
元
し
た
ら
ど
う

な
り
ま
し
た
。

栗
本　

歌
舞
伎
と
は
、
ど
の
よ
う
に
出

会
わ
れ
ま
し
た
か
。

木
ノ
下　

中
学
2
年
生
の
時
に
片
岡
我が

當と
う

［
＊
3
］
さ
ん
が
主
人
公
「
い
が
み
の

権
太
」
を
演
じ
た
『
義
経
千
本
桜
・
鮓す

し

屋や

の
段
』
を
観
た
の
が
最
初
で
す
。

栗
本　

源
平
の
合
戦
後
、
源
氏
と
平
氏

お
の
お
の
の
忠
義
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
と

し
て
有
名
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。

父
親
が
敗
将
の
平

た
い
ら
の

維こ
れ

盛も
り

を
か
く
ま
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
荒
く
れ
者
の
権

太
が
、
命
を
懸
け
て
そ
の
窮
地
を
救
う

と
い
う
、
謎
解
き
も
交
え
な
が
ら
悲
し

さ
も
あ
る
物
語
で
す
。

木
ノ
下　

び
っ
く
り
し
た
の
は
、
現
代

劇
な
ら
見
せ
場
に
な
る
で
あ
ろ
う
不
良

だ
っ
た
権
太
が
改
心
す
る
場
面
が
一
切

描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
。
1
回
目
の
登

場
か
ら
2
回
目
の
登
場
の
間
で
、
も
う

改
心
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
最
後
は
、

演
じ
る
役
者
の
熱
量
で
納
得
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
、
語
り

や
表
現
の
強
さ
に
グ
ッ
と
き
た
ん
で
す

ね
。
自
分
が
今
ま
で
「
こ
れ
は
、
こ
う

い
う
も
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
る
常

識
の
枠
組
み
み
た
い
な
も
の
を
、
古
典

に
よ
っ
て
外
側
か
ら
壊
さ
れ
た
と
い
う

感
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
は
、
高
校

特
集
／
文
化
芸
術
に
で
き
る
こ
と
――
人
を
つ
な
ぎ
、社
会
を
ひ
ら
く

加
藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

木
ノ
下
裕
一

栗
本
智
代

［�

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱

エ
ネ
ル
ギ
ー・文
化
研
究
所
研
究
員
］

Kurim
oto Tom

oyo

Kinoshita Yuichi

［
木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰
／

　
ま
つ
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館
芸
術
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］

対
談

グランフロント大阪・北館のガーデンテラスにて。
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＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
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藤
し
の
ぶ
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

「
今
の
街
の
景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
は
決
し
て
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
地
続
き
で
あ
る
」

古
典
芸
能
の
秘
め
た
力
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た
な
可
能
性
へ
と
つ
な
げ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
や
発
想
が
必
要
な
の
か
。

古
典
作
品
が
も
つ
歴
史
的
な
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
上
演
の
可
能
性
を
常
に
発
信
し
、

い
ま
最
も
注
目
を
集
め
る
「
木
ノ
下
歌
舞
伎
」
主
宰
の
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
に
、
お
話
を
伺
っ
た
。

「
今
の
街
の
景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
は
決
し
て
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
地
続
き
で
あ
る
」

古
典
芸
能
の
秘
め
た
力
を
掘
り
起
こ
し
、
新
た
な
可
能
性
へ
と
つ
な
げ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
や
発
想
が
必
要
な
の
か
。

古
典
作
品
が
も
つ
歴
史
的
な
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
歌
舞
伎
上
演
の
可
能
性
を
常
に
発
信
し
、

い
ま
最
も
注
目
を
集
め
る
「
木
ノ
下
歌
舞
伎
」
主
宰
の
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
に
、
お
話
を
伺
っ
た
。
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上／『夏祭浪花鑑』で団
七の義平次殺しの舞台と
なった長町裏は、現在、
アニメやフィギュアの専
門店が並ぶエリアに。撮影
／小林正和
下／堺から住吉、大阪に
至る物語の空間的構成を
描いた自筆の取材メモ。
提供／木ノ下裕一
出典（上下とも）／『物語
の生まれる場所へ   歌舞伎
の源流を旅する』（木ノ下
裕一著、淡交社）

生
の
時
に
文
楽
、
大
学
生
で
能
・
狂
言

と
、
芸
能
と
し
て
の
歴
史
の
古
い
も
の

へ
と
遡
っ
て
い
き
ま
し
た
。

栗
本　

木
ノ
下
歌
舞
伎
を
立
ち
上
げ
ら

れ
た
の
は
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
（
現
・

京
都
芸
術
大
学
）
在
学
中
の
2
0
0
6

年
で
し
た
ね
。

木
ノ
下　

西
洋
で
は
、
た
と
え
ば
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
現
代
的
に
新
解

釈
す
る
こ
と
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
で
も
、
日
本
の
古
典
を
新
解
釈
し

て
い
く
試
み
は
、
一
部
に
限
ら
れ
て
き

た
。
現
代
人
が
古
典
の
物
語
を
新
し
く

受
け
止
め
、
掘
り
下
げ
て
い
く
試
み
が

も
っ
と
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
考
え
て
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

〝
受
け
渡
し
可
能
〟な
形
で

古
典
芸
能
を
現
代
化
す
る
こ
と

栗
本　

選
ん
だ
古
典
の
題
材
を
ど
う
現

代
の
人
に
伝
え
る
か
、
観
て
も
ら
う
か

と
い
う
編
集
・
構
成
作
業
は
難
し
い
で

す
よ
ね
。
演
劇
は
社
会
を
映
す
鏡
と
も

言
わ
れ
ま
す
が
…
…
。

木
ノ
下　

ど
う
つ
な
い
で
い
く
か
は
と

て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
初
演
か
ら

何
百
年
も
経
っ
て
現
代
人
が
理
解
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
面
も
、
台
本
を
補
い
、

演
出
を
見
直
す
こ
と
で
わ
か
り
や
す
く

で
き
ま
す
か
ら
。『
三
人
吉
三
廓
初
買
』

も
幕
末
に
コ
レ
ラ
が
流
行
っ
た
2
年
後

が
初
演
で
、
そ
の
前
に
は
安
政
江
戸
大

地
震
も
あ
る
な
ど
震
災
と
疫
病
の
な
か
、

人
が
バ
タ
バ
タ
死
ん
で
い
っ
た
時
代
の

空
気
感
が
作
中
に
濃
厚
に
漂
っ
て
い
る
。

現
行
の
歌
舞
伎
で
観
て
い
て
も
あ
ま
り

感
じ
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
こ
が

鏡
に
な
り
得
る
と
思
い
、
そ
の
部
分
を

丁
寧
に
抽
出
す
る
と
、
そ
ん
な
風
に
見

え
て
く
る
し
、
そ
う
い
う
上
演
に
な
る
。

鏡
を
ど
う
磨
い
て
い
く
か
、
磨
く
人
に

よ
っ
て
違
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
面
白
い

で
す
ね
。

栗
本　

当
時
と
現
代
の
価
値
観
の
違
い

や
解
釈
な
ど
、
翻
訳
の
し
か
た
が
非
常

に
重
要
で
難
し
く
、
私
も
「
語
り
べ
シ

ア
タ
ー
」
の
台
本
づ
く
り
で
毎
回
悩
む

の
で
す
が
、
木
ノ
下
さ
ん
は
ど
の
よ
う

な
形
で
制
作
を
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

木
ノ
下　

古
典
芸
能
を
観
る
際
は
、

「
共
感
で
き
る
楽
し
さ
」
と
「
当
時
の

価
値
観
と
新
た
に
出
合
え
る
楽
し
さ
」

の
ふ
た
つ
が
あ
り
、
制
作
プ
ロ
セ
ス
で

も
、
両
方
の
楽
し
さ
を
意
識
し
て
い
ま

す
。
台
詞
も
旗
揚
げ
当
時
は
一
言
一
句

変
え
ず
に
上
演
し
て
い
ま
し
た
が
、
現

代
語
に
訳
す
方
が
よ
り
原
作
を
尊
重
す

る
こ
と
に
な
り
得
る
と
わ
か
っ
て
き
て

か
ら
は
、
す
べ
て
現
代
語
に
訳
し
た
り
、

歌
舞
伎
の
台
詞
と
現
代
語
を
交
ぜ
た
り

す
る
手
法
を
意
識
し
は
じ
め
ま
し
た
。

栗
本　
『
三
人
吉
三
廓
初
買
』
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
「
こ
れ
は
居
場
所
を
探
す

物
語
だ
」
と
木
ノ
下
さ
ん
が
書
か
れ
た

文
を
読
み
、
こ
の
物
語
を
と
て
も
身
近

な
も
の
に
感
じ
ま
し
た
。
価
値
観
の
大

き
く
違
う
江
戸
の
演
目
で
も
、
誰
も
が

自
分
た
ち
の
居
場
所
を
求
め
る
気
持
ち

は
一
緒
な
ん
だ
、
と
。
そ
う
い
う
誘い

ざ
な

い

の
糸
が
あ
る
だ
け
で
も
、
共
感
性
が
高

ま
り
ま
す
。

木
ノ
下　

ま
た
制
作
手
法
で
の
特
徴
と

し
て
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
で
は
作
品
ご
と

に
演
出
家
や
俳
優
を
集
め
て
舞
台
を
創

る
形
式
を
取
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な

劇
団
で
は
、
主
宰
者
が
作
・
演
出
を
兼

ね
て
い
て
、
劇
団
員
と
呼
ば
れ
る
俳
優

が
い
ま
す
が
、
そ
の
選
択
は
し
な
か
っ

た
。
こ
れ
ま
で
も
、
日
本
の
古
典
を
現

代
演
劇
の
立
ち
位
置
か
ら
作
品
に
す
る

劇
団
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
多
く
は
演
技
の
メ
ソ
ッ
ド
と
表

裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
劇

団
で
し
か
上
演
し
得
な
い
形
式
に
な
る
。

そ
れ
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
が
、
僕
は
も
っ
と
多
く
の
方
々
や
次

の
世
代
に
も
〝
受
け
渡
し
可
能
〟
な
現

代
化
の
し
か
た
を
見
つ
け
た
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
演
技
者
の
身
体
的
メ
ソ
ッ
ド

に
頼
ら
ず
に
、
ど
う
い
う
定
石
の
踏
み

方
が
あ
る
か
、
ロ
ジ
ッ
ク
の
組
み
方
が

あ
る
か
と
い
う
思
考
の
メ
ソ
ッ
ド
を
求

め
た
ん
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
出
演
す
る
俳
優
の
皆

さ
ん
に
歌
舞
伎
俳
優
が
演
じ
て
い
る
舞

台
映
像
を
何
度
も
見
な
が
ら
、
動
き
や

し
ぐ
さ
、
台
詞
を
体
に
落
と
し
込
ん
で

も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
僕
ら
は

こ
れ
を
「
完
全
コ
ピ
ー
稽
古
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
そ
う
し
て
一
度
体
に
落

と
し
込
め
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
は
そ
れ

を
壊
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
、
い
わ
ば

汎
用
性
の
あ
る
メ
ソ
ッ
ド
を
構
築
す
る

こ
と
で
、
舞
台
が
終
わ
っ
た
後
も
演
出

家
や
俳
優
は
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
い
け

る
。
そ
の
営
み
を
通
じ
て
、
歌
舞
伎
そ

の
も
の
も
、
も
っ
と
広
が
っ
て
い
く
と

思
っ
て
い
ま
す
。

生
き
た
文
化
的
ア
ー
カ
イ
ブ

と
し
て
の
古
典
芸
能

栗
本　

先
日
、
社
会
人
の
娘
が
、
初
め

て
歌
舞
伎
の
古
典
作
品
を
観
劇
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
舞
踊
は
楽
し
め

た
よ
う
で
す
が
、
近
松
門
左
衛
門
作

『
曽
根
崎
心
中
』［
＊
4
］
に
関
し
て
は
、

な
ぜ
心
中
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、

私
が
解
説
し
て
も
ど
う
し
て
も
理
解
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

木
ノ
下　
『
曽
根
崎
心
中
』
の
解
釈
は

な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
廓
の
価
値

観
も
、
当
時
の
死
生
観
も
、
今
で
は
理

解
し
が
た
い
。
た
だ
、
共
感
で
き
な
い

け
れ
ど
理
解
は
し
た
い
と
思
う
、
な
ぜ

そ
う
考
え
る
の
か
興
味
が
あ
る
と
い
う

立
ち
位
置
に
い
る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

栗
本　

時
代
背
景
を
知
り
、
そ
の
時
代

を
生
き
た
人
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

感
じ
る
の
は
、
一
種
の
タ
イ
ム
ト
リ
ッ

プ
で
す
ね
。
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

既
成
概
念
が
覆
さ
れ
る
体
験
、
異
文
化

体
験
だ
と
言
え
ま
す
。

木
ノ
下　

異
文
化
を
知
り
、
最
大
限
の

敬
意
を
払
う
。
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め

て
、
今
の
時
代
や
自
身
の
も
の
の
考
え

方
、
生
活
文
化
な
ど
を
見
直
せ
る
と
思

い
ま
す
。

栗
本　

先
ほ
ど
、
歌
舞
伎
の
初
演
か
ら

数
百
年
経
っ
て
今
理
解
し
に
く
い
こ
と

を
わ
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
お
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
代
の
世
相
や

価
値
観
だ
け
で
な
く
、
物
語
が
生
ま
れ

た
土
地
に
住
む
人
で
も
そ
の
物
語
を
知

ら
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

私
も
、
木
ノ
下
さ
ん
の
ご
著
書
で
『
夏な

つ

祭ま
つ
り

浪な
に
わ
の
か
が
み

花
鑑
』［
＊
5
］
の
「
長
町
裏
の
場
」

の
舞
台
と
な
っ
た
地
を
訪
ね
た
く
だ
り

を
読
ん
で
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。

木
ノ
下　

主
人
公
の
団
七
が
喧
嘩
沙
汰

で
入
れ
ら
れ
た
牢
か
ら
釈
放
後
、
住
吉

大
社
の
境
内
で
心
新
た
に
再
起
を
は
か

ろ
う
と
す
る
も
、
金
銭
に
目
が
な
い
強

欲
な
舅
の
義
平
次
に
我
慢
な
ら
ず
、
舅

を
殺あ

や

め
て
し
ま
う
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
作
品
で
す
。
そ
の
殺
し
の
現
場
が

長
町
裏
で
す
ね
。

栗
本　

こ
の
作
品
は
堺
か
ら
大
阪
へ
と

紀
州
街
道
を
北
上
し
な
が
ら
物
語
が
進

行
し
て
い
く
と
い
う
構
造
が
あ
る
こ
と

や
、
話
が
大
き
く
動
く
殺
害
の
場
を
長

町
裏
と
設
定
し
た
作
者
の
意
図
を
も
っ

と
考
察
し
て
も
よ
い
の
で
は
―
―
と
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

木
ノ
下　

歌
舞
伎
台
本
で
地
名
は
と
て

も
大
事
で
す
ね
。
登
場
す
る
地
名
を

マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、
距
離
感
や

移
動
時
間
が
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
か
か

る
か
と
い
う
こ
と
が
地
理
的
に
把
握
で

き
、
物
語
が
断
然
立
体
的
に
迫
っ
て
き

ま
す
。
長
町
裏
周
辺
は
今
で
言
い
ま
す

と
、
大
阪
の
住
吉
か
ら
、
天
王
寺
動
物

園
前
・
恵
美
須
町
を
抜
け
て
北
上
し
た
、

日に
つ

本ぽ
ん

橋ば
し

の
あ
た
り
で
す
が
、
実
際
に
歩

い
て
み
る
と
東
京
の
秋
葉
原
の
よ
う
に

電
気
屋
や
ア
ニ
メ
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
専

門
店
が
並
ぶ
街
で
、
そ
こ
に
は
人
間
の

欲
求
と
か
欲
望
み
た
い
な
も
の
を
強
く

感
じ
る
。
こ
の
地
で
死
ん
だ
金
の
た
め

な
ら
何
で
も
す
る
義
平
次
と
い
う
男
を

象
徴
す
る
よ
う
な
街
の
系
譜
の
延
長
に
、

今
の
長
町
裏
・
日
本
橋
が
あ
る
と
し
た

ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

栗
本　

自
分
の
欲
望
に
素
直
に
生
き
る

人
が
集
ま
る
ま
ち
。
そ
の
よ
う
に
情
報

が
入
る
だ
け
で
、
今
こ
こ
に
立
っ
て
い

る
こ
と
の
意
味
や
街
の
見
え
方
が
ガ

ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
気
が
し
ま
す
。

木
ノ
下　

そ
う
で
す
よ
ね
。
今
の
街
の

景
色
と
古
典
で
描
か
れ
る
世
界
が
す
ご

く
乖
離
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
そ
う

で
は
な
く
て
地
続
き
な
ん
で
す
よ
。
た

と
え
ば
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
［
＊
6
］
の

展
望
台
に
上
る
と
、
遠
く
淡
路
島
の
方

ま
で
見
え
る
。
謡
曲
の
『
弱よ

ろ

法ぼ

師し

』［
＊

7
］
に
、
天
王
寺
か
ら
「
淡
路
絵
島
須

磨
明
石
、
紀
の
海
ま
で
も
み
え
た
り
」

と
あ
る
の
で
す
が
、
現
代
の
我
々
が
ハ

ル
カ
ス
か
ら
見
る
よ
う
な
感
覚
で
、
昔

は
天
王
寺
か
ら
淡
路
島
が
見
え
た
ん
だ

ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
昔
と
今
で
ま
っ

た
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

そ
の
町
が
背
負
っ
て
き
た
歴
史
を
考
え

る
と
、
ど
こ
か
で
ち
ゃ
ん
と
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
ね
と
感
じ
ら
れ
る
。
何
で
も
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まつもと市民芸術館で2024年4月に開催された『〜 0歳からお
年寄りまで、みんなのコンサート〜「はじめまして！」』の舞台より。
写真最前列右より木ノ下、石丸、倉田の各氏。写真提供／まつ
もと市民芸術館　撮影／山田毅

あべのハルカス展望台・地上300mから
見た夕陽。木津川から大阪南港を越えた
彼方には、淡路島も。撮影／栗本智代

典
芸
能
は
生
き
た
文
化
的
ア
ー
カ
イ
ブ

と
し
て
の
機
能
も
担
っ
て
い
る
」と
書
い

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
同
感
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し

て
の
機
能
を
き
ち
ん
と
活
か
す
と
い
う

か
、
つ
な
い
で
い
く
働
き
か
け
を
も
っ

と
積
極
的
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。
そ
の
街
に
生

き
る
人
が
自
分
の
住
む
地
域
の
物
語
を

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
は
、
地
域
に
対
す

る
誇
り
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
し
、
地
域
の
新
た
な
価
値
創
出
に
も

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
ひ
ら
い
て
い
く
劇
場
」
―
―

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
の
試
み

栗
本　

現
在
は
、
ま
つ
も
と
市
民
芸
術

館
の
芸
術
監
督
団
団
長
の
お
立
場
で
も

あ
り
ま
す
ね
。
舞
踊
部
門
の
倉
田
翠

［
＊
8
］
さ
ん
、
俳
優
、
歌
手
の
石
丸
幹
二

［
＊
9
］
さ
ん
、
木
ノ
下
さ
ん
の
3
人
体
制

で
の
芸
術
監
督
団
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な

体
制
で
の
取
り
組
み
は
い
か
が
で
す
か
。

木
ノ
下　

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館
は
、

僕
の
就
任
前
は
演
出
家
の
串
田
和
美

［
＊
10
］
さ
ん
が
芸
術
監
督
を
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
2
年
に
1
回
開
催
さ
れ
る

「
信
州
・
ま
つ
も
と
大
歌
舞
伎
」
な
ど

で
も
知
ら
れ
、
松
本
の
城
下
町
周
辺
で

の
認
知
度
は
高
い
の
で
す
が
、
城
下
町

を
は
ず
れ
る
と
知
名
度
が
落
ち
て
し
ま

う
。
松
本
市
全
域
に
劇
場
が
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
い
、
多
く
の
方
た
ち
に

来
て
も
ら
お
う
と
、「
ひ
ら
い
て
い
く

劇
場
」［
＊
11
］
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
掲

げ
ま
し
た
。
チ
ー
ム
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
に
よ
り
、
演
目
が
偏
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
公
演
ご
と
に
発
見
や
ス
リ
ル
、

自
分
た
ち
も
変
わ
っ
て
い
く
面
白
さ
が

あ
り
ま
す
。

　
僕
自
身
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
文
化
芸
術

の
不
要
不
急
が
議
論
さ
れ
た
際
、「
と

て
も
役
に
立
つ
」
と
い
う
主
張
が
多
く

の
方
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
に
、
一
種
の

危
う
さ
を
感
じ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
役

立
つ
も
の
は
、「
役
に
立
た
な
く
な
っ

た
ら
す
ぐ
に
切
り
捨
て
て
い
い
も
の
」

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
か

ら
。
問
題
は
、
そ
れ
ま
で
の
劇
場
が
時

間
な
ど
に
余
裕
の
あ
る
な
か
で
行
く
も

の
、
自
分
に
は
関
係
な
い
も
の
と
、
多

く
の
人
に
思
わ
せ
て
い
た
こ
と
で
は
な

い
か
―
―
来
る
人
が
少
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
劇
場
や
作
り
手
側
は
も
っ
と
反
省

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
。
だ
か
ら

こ
そ
、
今
は
と
に
か
く
劇
場
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
き
、「
私
の
人
生
に
劇
場

が
必
要
だ
」
と
思
っ
て
く
れ
る
方
を
増

な
い
景
色
も
大
事
な
も
の
に
見
え
て
く

る
、
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
よ
ね
。

栗
本　

そ
の
昔
は
、
上
町
台
地
の
す
ぐ

西
は
崖
で
海
が
迫
っ
て
お
り
、
四
天
王

寺
は
、
西
門
・
石
鳥
居
か
ら
極
楽
浄
土

が
あ
る
と
さ
れ
る
西
に
向
か
っ
て
夕
陽

を
拝
む
「
日に

つ

想そ
う

観か
ん

」
の
聖
地
と
し
て
信

仰
を
集
め
ま
し
た
。
た
だ
、
河
川
の
改

修
や
埋
め
立
て
な
ど
に
よ
り
徐
々
に
海

岸
線
も
遠
く
な
り
。
今
は
ビ
ル
が
立
ち

並
ん
で
、
展
望
台
か
ら
で
な
い
と
海
が

見
え
ま
せ
ん
。

木
ノ
下　

そ
う
考
え
る
と
、
あ
べ
の
ハ

ル
カ
ス
の
展
望
台
も
一
部
の
方
た
ち
が

言
う
ほ
ど
に
は
悪
い
も
の
で
は
な
い
な
、

と
。
都
市
計
画
も
土
地
の
背
負
っ
て
き

た
来
歴
を
引
き
受
け
る
よ
う
な
発
想
が

大
事
だ
と
、
古
典
を
通
じ
て
よ
く
わ
か

り
ま
す
ね
。

栗
本　

ご
著
書
に
「
現
代
に
お
い
て
古

栗
本
智
代

（
く
り
も
と
・
と
も
よ
）

大
阪
ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
㈱
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究

員
。
1
9
8
8
年
大
阪
ガ
ス
入

社
後
、
91
年
よ
り
現
職
。
94
年

よ
り
、
関
西
の
活
性
化
を
目
指

す
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
わ
が
ま
ち
の
歴
史
・
文
化

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
語
り
と
映
像
と
音
楽
に
よ
る
独
自
の

手
法
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
「
語
り
べ
シ
ア
タ
ー
」
公

演
活
動
を
展
開
。

木
ノ
下
裕
一

（
き
の
し
た
・
ゆ
う
い
ち
）

木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰
。1
9
8
5

年
生
ま
れ
。
京
都
造
形
芸
術
大

学
（
現
・
京
都
芸
術
大
学
）
大

学
院
修
了
。
博
士
（
芸
術
）。
在
学

中
の
2
0
0
6
年
、
歌
舞
伎
や
能

の
古
典
演
目
を
補
綴
（
ほ
て
つ
）
し
、
現
代
的
な
解
釈
を

施
し
上
演
す
る
劇
団
・
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
旗
揚
げ
。
代
表

作
に
『
勧
進
帳
』『
隅
田
川
』『
娘
道
成
寺
』『
義
経
千
本

桜
―
渡
海
屋
・
大
物
浦
―
』
な
ど
。
平
成
28
年
度
（
第
71

回
）
文
化
庁
芸
術
祭
賞
新
人
賞
受
賞
。
2
0
2
4
年
、
ま

つ
も
と
市
民
芸
術
館
芸
術
監
督
団
団
長
に
就
任
。

注＊
1 

安
政
7
（
1
8
6
0
）
年
初
演
。「
吉
三
郎
」
と
い

う
同
じ
名
前
を
も
つ
若
者
3
人
が
数
奇
な
運
命

に
翻
弄
さ
れ
る
物
語
に
、
商
人
と
花
魁
（
お
い

ら
ん
）
の
恋
を
巡
る
物
語
が
絡
む
群
像
劇
。
作

者
は
七
五
調
の
流
暢
な
台
詞
で
知
ら
れ
る
河
竹

黙
阿
弥
（
1
8
1
6
～
1
8
9
3
）。
木
ノ
下
歌
舞

伎
で
は
、
現
行
の
歌
舞
伎
で
は
省
か
れ
る
廓
の

話
を
入
れ
、
さ
ら
に
安
政
の
初
演
以
来
途
絶
え

て
い
た
「
地
獄
正
月
斎
日
の
場
」
を
約
1
5
0

年
ぶ
り
に
復
活
し
て
上
演
し
て
い
る
。

＊
2 

1
9
2
5
～
2
0
1
5
。
三
代
目
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
、
滅
び
か
け
て
い
た
上
方
落
語
の
継
承
・

復
興
に
大
き
く
貢
献
。
人
間
国
宝
。

＊
3 

1
9
3
5
年
生
ま
れ
。
五
代
目
。
幅
広
く
堅
実
な

芸
風
で
知
ら
れ
る
、
上
方
歌
舞
伎
を
代
表
す
る

名
優
の
ひ
と
り
。

＊
4 

元
禄
16
（
1
7
0
3
）
年
、
大
坂
・
道
頓
堀
に
あ
っ

た
竹
本
座
初
演
の
人
形
浄
瑠
璃
・
文
楽
。
の
ち
に

歌
舞
伎
の
演
目
に
も
な
っ
た
、
相
愛
の
若
い
男
女

や
し
て
い
こ
う
と
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
い

ま
す
。

栗
本　

具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

木
ノ
下　

た
と
え
ば
『
～
0
歳
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
の
コ
ン
サ
ー
ト

～
「
は
じ
め
ま
し
て
！
」』
は
、
家
族

全
員
が
音
楽
を
楽
し
め
る
よ
う
に
企
画

し
た
も
の
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
て
も

騒
い
で
も
O
K
。
む
し
ろ
泣
き
声
も

演
奏
に
聞
こ
え
て
く
る
く
ら
い
で
い
い
。

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
劇
場
に
お
い

て
静
か
に
す
る
と
い
う
「
常
識
」
が
、

あ
く
ま
で
最
大
公
約
数
と
し
て
の
大
人

を
基
準
に
し
て
い
る
と
い
う
点
や
、
お

子
さ
ん
連
れ
の
大
人
が
街
に
出
か
け
る

大
変
さ
な
ど
、
集
ま
っ
た
方
た
ち
を
取

り
巻
く
課
題
も
受
け
取
れ
る
ん
で
す
。

　
僕
の
企
画
で
言
う
と
、「
ひ
ら
く
古

典
の
ト
ビ
ラ
」
と
題
し
て
能
や
狂
言
、

あ
る
い
は
琵
琶
の
演
奏
と
と
も
に
『
平

家
物
語
』
の
朗
読
を
し
た
り
、
落
語
や

浪
曲
、
活
弁
な
ど
に
親
し
め
る
寄
席
な

ど
を
開
催
し
た
り
、
古
典
芸
能
を
多
彩

な
切
り
口
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
シ

リ
ー
ズ
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
障
が
い

の
あ
る
方
に
ど
う
や
っ
た
ら
演
劇
が
届

く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
は
聴
覚

と
視
覚
の
障
が
い
を
お
も
ち
の
方
に
、

ど
う
い
う
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
用
意

で
き
る
か
を
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　

手
を
引
き
、
寄
り
添
う

文
化
芸
術
の
役
割
と
可
能
性

栗
本　

最
後
に
、
広
く
文
化
芸
術
が
果

た
す
役
割
に
つ
い
て
も
お
考
え
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

木
ノ
下　

コ
ロ
ナ
禍
の
時
期
、
ち
ょ
う

ど
『
更
級
日
記
』
を
読
ん
で
い
た
ん
で

す
。
菅す

が

原わ
ら
の

孝た
か
す
え
の
む
す
め

標
女
が
書
い
た
半
生
の

記
な
の
で
す
が
、
彼
女
は
子
ど
も
の
頃

す
ご
く
『
源
氏
物
語
』
に
憧
れ
て
、
読

み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
な

か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

身
近
な
人
を
疫
病
で
亡
く
す
な
ど

シ
ョ
ッ
ク
な
こ
と
が
重
な
り
、
当
時
14

歳
の
彼
女
は
物
語
に
対
す
る
興
味
を
な

く
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
ん
な
娘
を

心
配
し
た
母
親
が
与
え
て
く
れ
た
の
が

『
源
氏
物
語
』
で
、
こ
れ
を
読
ん
で
い

る
う
ち
に
孝
標
女
は
「
お
の
づ
か
ら
慰

み
ゆ
く
」、
つ
ま
り
「
少
し
ず
つ
傷
が

癒
え
て
い
く
」
と
書
い
て
い
る
。
本
当

に
悲
し
い
時
、
辛
い
時
に
文
化
芸
術
は

す
ぐ
に
は
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
そ
こ
か
ら
復
活
し
て
い
こ

う
と
す
る
と
き
に
引
っ
張
っ
て
く
れ
る

存
在
に
な
る
、
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

栗
本　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
、
当

時
、
私
の
所
属
し
て
い
た
合
唱
団
が
被

災
地
で
歌
う
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

震
災
か
ら
1
カ
月
経
つ
頃
で
、
果
た
し

て
歌
な
ん
て
歌
っ
て
い
い
も
の
か
と
緊

張
し
て
い
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
楽
し

ん
で
く
だ
さ
り
、
最
後
に
『
ふ
る
さ

と
』
を
歌
っ
た
と
き
は
、
歌
っ
て
い
る

私
た
ち
も
涙
が
自
然
に
あ
ふ
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
時
に
、
歌
は
直
接
に
役

立
つ
も
の
で
は
な
く
て
も
、
隣
で
寄
り

添
う
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と
実
感
し
ま

し
た
。

木
ノ
下　
「
寄
り
添
う
」
と
い
う
言
葉
、

素
敵
で
す
。
僕
も
著
書
な
ど
に
サ
イ
ン

を
す
る
と
き
は
、
よ
く
「
古
典
に
寄
り

添
う
、
古
典
が
寄
り
添
う
」
と
い
う
言

葉
を
添
え
て
い
ま
す
。
古
典
は
い
つ
も

横
に
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
ふ
だ
ん
は
そ

の
存
在
に
気
が
付
か
な
い
。
で
も
、
あ

る
時
ふ
と
横
に
い
る
こ
と
を
発
見
し
て

興
味
を
も
っ
た
り
、
自
分
を
強
く
励
ま

し
て
く
れ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
い
う
あ
り
方
が
、
一
番
し
っ
く
り

く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
常
に
横
に
い

さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
僕
も
で
き
る

こ
と
を
考
え
続
け
、
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
で
す
ね
。

栗
本　

本
日
は
素
晴
ら
し
い
お
話
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

が
心
中
す
る
物
語
。

＊
5 

延
享
2
（
1
7
4
5
）
年
、
竹
本
座
初
演
の
人
形

浄
瑠
璃
で
、
の
ち
歌
舞
伎
に
。
浪
花
の
侠
気
の

男
た
ち
と
、
そ
の
妻
が
織
り
な
す
物
語
。

＊
6 

高
さ
3
0
0
m
の
大
阪
で
最
も
高
い
超
高
層
ビ
ル

（
2
0
2
5
年
3
月
現
在
）。
60
階
建
て
複
合
商
業

施
設
で
、
58
階
か
ら
60
階
に
展
望
台
が
あ
る
。

＊
7 

15
世
紀
前
半
に
成
立
。
大
坂
・
四
天
王
寺
の
観
音

菩
薩
の
救
済
に
ま
つ
わ
る
「
俊
徳
丸
（
し
ゅ
ん

と
く
ま
る
）
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
作
品
。

＊
8 

1
9
8
7
年
生
ま
れ
。
演
出
家
、
振
付
家
、
ダ

ン
サ
ー
、akakilike

主
宰
。

＊
9 

1
9
6
5
年
生
ま
れ
。
俳
優
、
歌
手
。
劇
団
四
季

を
経
て
、
現
在
は
映
像
・
音
楽
分
野
で
も
幅
広

く
活
動
中
。

＊
10 

1
9
4
2
年
生
ま
れ
。
俳
優
、演
出
家
。
1
9
6
6
年
、

劇
団
・
自
由
劇
場
を
結
成
。
音
楽
劇
か
ら
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
、
現
代
劇
、
歌
舞
伎
ま
で
多
彩
な

作
風
で
知
ら
れ
る
。

＊
11 「
開
く
」「
拓
く
」「
易
く
」「
啓
く
」「
披
く
」
と
い
う

5
つ
の
「
ひ
ら
く
」
で
、
よ
り
多
面
的
な
劇
場
を
目

指
す
も
の
。
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