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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
語
り
の
実
践
と
「
つ
な
が
り
」
の
創
出

　
　
　
　
　
　
　

―
ま
ち
づ
く
り
・
記
憶
・
文
化
資
源
―

小
売
業
の
外
部
性
と
し
て
の
語
り
と
ま
ち
づ
く
り

　
─
新
潟
県
村
上
市
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
を
事
例
と
し
て
─

矢 

野
　
敬 

一
　

は
じ
め
に
―
『〈
口
承
〉
研
究
の
地
平
』
か
ら

二
〇
〇
一
年
の
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
合
わ
せ

て
刊
行
さ
れ
た
『〈
口
承
〉
研
究
の
地
平
』
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
口

承
〉
研
究
は
言
語
使
用
の
「
場
」
に
対
し
て
関
心
を
払
い
、
何
ら
か
の
つ

な
が
り
を
作
り
上
げ
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
着
目
し
よ
う
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
（
１
）。

そ
こ
で
は
語
り
は
日
常
生
活
に
対
し

て
解
釈
し
意
味
と
価
値
を
与
え
、
一
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み
出
し
、
そ

こ
に
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
創
出
し
て
い
く
力
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。

他
方
、文
化
資
源
化
と
い
う
問
い
は
、様
々
な
文
化
資
源
に
対
し
て
個
々

人
が
直
接
的
・
能
動
的
・
選
択
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
だ
と
い
う
社
会
状
況

を
背
景
と
し
て
、
文
化
が
資
源
と
な
っ
て
い
く
動
態
に
着
目
す
る
も
の
で

あ
る
（
２
）。

見
方
を
変
え
れ
ば
、〈
口
承
〉
と
い
う
文
化
が
い
か
に
資
源
と
し

て
能
動
的
・
選
択
的
に
作
動
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
つ
な
が
り
が
創
出
さ

れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
動
態
を
と
ら
え
る
と
い
う
問
題
設
定
が
文
化
資
源

化
と
い
う
問
い
を
補
助
線
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
っ
た
時
、
従
来
の
口
承
文
芸
と
い
う
枠
組

み
以
外
の
多
様
な
語
り
の
実
践
が
、
つ
な
が
り
の
創
出
と
い
う
局
面
か
ら

文
化
資
源
化
の
問
題
と
し
て
視
野
に
入
っ
て
く
る
。「
声
」
の
生
み
出
さ

れ
る
「
場
」
や
語
ら
れ
る
「
言
葉
」
の
背
景
が
こ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る

の
だ
。

こ
こ
に
文
化
資
源
化
と
い
う
問
い
と
口
承
文
芸
研
究
と
が
切
り
結
ぶ

接
点
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
従
来
の
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら
な
い
多
様
な

「
声
」
が
、
文
化
資
源
化
の
問
題
と
し
て
視
野
に
入
っ
て
来
る
だ
ろ
う
。
上

述
の
観
点
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
本
学
会
会
員
の
矢
野
敬
一
に
加
え
、

博
物
館
学
を
専
攻
と
す
る
静
岡
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
金

子
淳
氏
を
会
員
外
の
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
お
招
き
し
た
。

な
お
本
研
究
例
会
は
、
当
初
二
〇
一
一
年
三
月
一
九
日
に�

國
學
院
大
學

で
実
施
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
の
大
震
災
を
受
け
て
延
期
し
、
七

月
二
三
日
土
曜
に
白
百
合
女
子
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
一
連
の
事
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
タ
イ
ト
ル
の
変
更
を
し
た
い

と
い
う
例
会
委
員
会
の
要
請
を
受
け
て
、
全
体
の
テ
ー
マ
も
「
語
り
（
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
）
と
文
化
資
源
化
」
か
ら
、
上
記
の
も
の
に
変
更
し
た
経
緯
が

あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
こ
こ
で
は
新
潟
県
村
上
市
で
実

施
さ
れ
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
の
イ
ベ
ン
ト
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
を
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例
に
取
り
上
げ
て
考
え
て
ゆ
く
（
３
）。

一　

町
屋
の
文
化
資
源
化
と
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」

新
潟
県
の
最
北
端
に
位
置
し
、
日
本
海
に
接
し
て
い
る
村
上
市
は
人
口

七
万
弱
。
幾
度
か
の
合
併
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
市
の
中
心
部

は
城
址
・
武
家
町
・
町
人
町
・
寺
町
の
四
点
セ
ッ
ト
が
今
も
残
る
旧
村
上

藩
の
城
下
町
で
あ
る
。
村
上
で
の
町
人
町
の
特
徴
は
、
町
屋
を
職
住
一
体

で
活
用
し
て
い
る
商
店
が
今
も
多
い
点
だ
。

村
上
市
の
町
人
地
区
に
所
在
す
る
各
商
店
で
は
、
店
舗
部
分
の
奥
に
あ

る
茶
の
間
に
自
家
の
多
種
多
様
な
人
形
を
飾
っ
て
は
訪
れ
る
人
に
見
て
も

ら
う
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
を
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
か
ら
開
催
し
て

い
る
。
一
ヶ
月
に
及
ぶ
イ
ベ
ン
ト
だ
。

町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
で
は
、
も
て
な
し
の
一
環
と
し
て
人
形
の
解
説

を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
人
形
や
町
屋
に
つ
い
て
の
各
商
店
で

の
様
々
な
語
り
は
、
た
と
え
ば
「
世
間
話
」
と
い
っ
た
定
型
的
な
範
疇
に

は
入
ら
な
い
。
だ
が
そ
こ
で
の
語
り
の
実
践
は
、
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り

を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
人
々
を
楽
し

ま
せ
て
い
る
。
ま
ち
づ
く
り
の
具
体
的
な
場
で
あ
る
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡

り
で
は
、
ど
の
よ
う
な
語
り
の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
立
ち
あ
げ
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
小
売
業

上
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
、
商
業
研
究
の
成
果
な

ど
も
踏
ま
え
て
以
下
、
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
が
立
ち
あ
げ
ら
れ
る
ま
で

の
経
緯
に
つ
い
て
、
ふ
れ
よ
う
。
村
上
の
町
人
地
区
に
あ
る
市
内
中
心
部

商
店
街
の
道
路
拡
幅
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
発
端
と

な
っ
た
。
都
市
計
画
道
路
と
し
て
の
計
画
着
工
に
伴
う
道
路
拡
幅
は
、
結

果
と
し
て
市
内
中
心
部
に
数
多
く
存
在
す
る
町
屋
の
破
壊
に
も
つ
な
が

る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
九
九
八
年
に
異
議
を
唱
え
た
の
が
、
サ
ケ
加
工
品

の
製
造
販
売
・
味
匠
喜
っ
川
の
後
継
者
で
あ
る
吉
川
真
嗣
氏
で
あ
る
。

氏
の
店
も
ま
た
、
町
屋
の
作
り
で
あ
る
。
店
に
続
く
吹
き
抜
け
の
茶
の

間
は
土
足
の
ま
ま
見
学
可
能
で
、
喜
っ
川
の
店
に
訪
れ
る
客
は
店
の
奥
の

土
間
の
通
り
に
沿
っ
て
歩
み
を
進
め
、
天
井
の
梁
か
ら
下
げ
ら
れ
た
何
百

匹
も
の
サ
ケ
に
感
嘆
す
る
。
そ
の
反
応
を
見
て
町
屋
こ
そ
が
、「
村
上
の
顔
」

だ
と
吉
川
氏
は
気
づ
く
。
こ
う
し
た
町
屋
の
魅
力
を
根
こ
そ
ぎ
破
壊
す
る

の
が
道
路
拡
幅
だ
と
、
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
い
わ
ば
道
路
拡
幅
問
題
を

機
に
、
文
化
資
源
と
し
て
の
町
屋
が
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

以
後
、
一
九
九
八
年
に
地
酒
、
堆
朱
、
染
物
店
他
二
二
店
舗
に
声
を

か
け
て
「
村
上
町
屋
商
人
会
」
結
成
す
る
。
会
員
で
町
屋
の
作
り
を
し

て
い
る
店
で
あ
れ
ば
内
部
を
公
開
し
、
公
開
店
舗
の
マ
ッ
プ
も
作
成
。
さ

ら
に
一
九
九
九
年
に
は
味
匠
喜
っ
川
の
店
舗
を
古
材
を
利
用
し
て
改
修
。

シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
あ
る
「
今
風
」
な
作
り
か
ら
、
座
売
り
ス
タ
イ
ル

や
戸
障
子
の
あ
る
店
に
仕
立
て
直
し
た
。
同
時
に
店
の
前
の
ア
ー
ケ
ー
ド

を
撤
去
し
、
さ
ら
に
建
物
を
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
申
請
し
て
受
理
さ

れ
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
町
屋
の
生
活
空
間
で
あ
る
茶
の
間
に
人
形
を
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飾
り
、
訪
れ
る
人
に
見
て
も
ら
う
こ
と
を
吉
川
氏
が
発
案
す
る
。
そ
れ
を

受
け
て
町
人
地
区
に
あ
る
商
店
を
中
心
に
約
六
〇
軒
が
参
加
し
、
第
一
回

町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
が
二
〇
〇
〇
年
に
開
催
の
運
び
と
な
っ
た
。
翌
年

九
月
か
ら
今
度
は
自
家
の
屏
風
を
茶
の
間
に
飾
っ
て
見
て
も
ら
う
「
町
屋

の
屏
風
ま
つ
り
」
を
開
催
と
い
っ
た
よ
う
に
、
町
屋
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
が
推
し
進
め
ら
れ
て
現
在
に
ま
で
及
ぶ
。

二　

小
売
業
の
外
部
性
と
も
て
な
し
と
し
て
の
語
り

こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
訪
れ
る
人
と
の
ふ
れ
あ
い
が
重
視
さ
れ
、

店
の
人
に
は
人
形
や
屏
風
に
つ
い
て
の
語
り
を
す
る
よ
う
に
主
催
者
側
か

ら
要
請
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
う
べ
き
は
、
店
舗
の
空
間
お
よ
び
対
面
販
売

で
の
語
り
は
商
業
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。

小
売
商
で
の
語
り
の
位
置
付
け
を
見
る
上
で
大
き
な
示
唆
と
な
る
の

が
、
石
原
武
政
が
『
小
売
業
の
外
部
性
と
ま
ち
づ
く
り
』
で
提
示
し
た
小

売
業
の
外
部
性
と
い
う
概
念
だ
。
石
原
に
よ
れ
ば
「
店
舗
は
街
並
み
を
構

成
す
る
し
、
地
域
社
会
と
も
独
特
の
結
び
つ
き
を
主
張
す
る
」「
商
業
論

は
店
舗
を
そ
の
議
論
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
と

の
接
点
を
獲
得
で
き
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
建
築
物
と
し
て
の
店
舗
は
、

内
装
や
家
具
・
調
度
品
を
含
め
て
、
売
買
の
外
部
性
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
し
、
商
人
の
行
動
は
「
自
ら
の
行
動
だ
け
で
完
結
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
必
然
的
に
外
部
に
対
し
て
意
味
を
発
信
し
、
影
響
力

を
及
ぼ
す
。
そ
れ
を
本
書
で
は
小
売
業
の
外
部
性
と
し
て
理
解
し
た
」「
ま

ち
づ
く
り
は
、
こ
の
外
部
性
の
問
題
と
し
て
理
解
で
き
る
」
と
い
う
（
４
）。

町
屋
形
式
の
小
売
店
舗
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
す
る
村
上
で
の
事
例

は
、
そ
こ
で
の
「
語
り
」
を
小
売
業
の
外
部
性
と
い
う
概
念
を
補
助
線
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
理
解
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
こ

よ
う
。
店
舗
で
な
さ
れ
る
売
り
手
と
そ
こ
に
訪
れ
る
者
と
の
「
語
り
」
は
、

従
来
の
商
業
研
究
の
観
点
か
ら
は
周
縁
的
な
位
置
付
け
に
し
か
な
ら
な

い
。
だ
が
こ
う
し
た
実
践
が
、
小
売
業
の
外
部
性
と
い
う
概
念
を
補
助
線

と
し
て
、
そ
の
意
義
を
再
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。

　
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
を
は
じ
め
と
す
る
町
屋
で
の
イ
ベ
ン
ト
で
特

徴
的
な
の
は
、
対
面
販
売
の
場
で
あ
る
小
売
業
店
舗
で
の
客
と
の
双
方
向

性
の
重
視
と
い
う
点
だ
。
先
に
紹
介
し
た
吉
川
の
妻
で
、
と
も
に
ま
ち
づ

く
り
に
邁
進
す
る
吉
川
美
貴
に
よ
れ
ば
、
人
形
さ
ま
巡
り
の
ポ
イ
ン
ト
は

「
人
と
の
ふ
れ
あ
い
」
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
町
屋
に
は
住
人
が
お
り
、
こ
の
人

た
ち
が
説
明
役
に
出
て
き
て
く
れ
る
と
い
う
も
て
な
し
は
、「
大
量
生
産
・

大
量
消
費
型
」
で
は
な
く
「
ま
さ
に
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
さ
れ
感
動
」

で
き
る
体
験
な
の
だ
（
５
）。

町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
の
魅
力
の
本
質
と
し
て
、
こ
う
し
た
も
て
な
し

を
通
じ
た
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
る
。
茶
の
間
で
茶
を
振
る
舞
う
と
い
っ

た
も
て
な
し
も
あ
る
が
、
よ
り
多
く
の
店
で
の
対
応
は
訪
れ
た
者
へ
の
語

り
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
い
わ
ば
語
り
を
作
動
さ
せ
る
仕
掛
け
と
し
て
、

も
て
な
し
が
こ
こ
で
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
同
時
に
そ
れ
を
可
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能
と
さ
せ
る
町
屋
と
い
う
空
間
の
は
ら
む
豊
か
さ
が
、
村
上
で
の
ま
ち
づ

く
り
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ち
づ
く
り
に
率
先
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
吉
川
真
嗣
氏
の
店
、
味
匠

喜
っ
川
で
の
語
り
の
実
践
を
こ
こ
で
簡
単
に
取
り
上
げ
よ
う
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
サ
ケ
加
工
品
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
店
の

奥
の
土
間
の
通
り
に
沿
っ
て
天
井
の
梁
か
ら
下
げ
ら
れ
た
何
百
匹
も
の
サ

ケ
が
、
店
舗
と
し
て
の
特
徴
だ
。

訪
れ
た
者
に
語
る
の
は
主
に
現
社
長
の
吉
川
哲て
っ

鮏
し
ょ
う

氏
で
、
氏
は
真
嗣

氏
の
父
に
あ
た
る
。
語
り
の
場
と
な
る
の
は
土
間
部
分
の
奥
の
方
で
あ
り
、

こ
こ
は
梁
か
ら
数
多
く
の
サ
ケ
が
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
て
加
工
場
の
一
角

を
な
す
。
語
る
相
手
は
一
人
か
ら
団
体
客
ま
で
で
、
長
さ
は
二
、三
分
か

ら
二
〇
分
以
上
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
内
容
は
サ
ケ
に
関
す
る
こ
と
か
ら
、

周
り
に
配
置
さ
れ
た
幾
多
の
モ
ノ
か
ら
喚
起
さ
れ
た
話
題
ま
で
多
岐
に
わ

た
る
。

そ
の
語
り
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
濃
密
な
場
所

性
に
根
差
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
梁
か
ら
つ
り
さ
げ
ら
れ
た
数
多
く

の
サ
ケ
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
村
上
の
町
人
町
の
伝
統
性
と
い
う

脈
絡
で
な
さ
れ
る
語
り
で
あ
る
が
故
に
は
ら
む
説
得
力
を
、
哲
鮏
氏
の
語

り
は
持
つ
。
町
屋
と
い
う
濃
密
な
場
所
性
に
根
差
し
た
多
彩
な
語
り
の
実

践
が
、
訪
れ
る
者
に
印
象
深
く
訴
え
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

語
り
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
二
番
目
に
挙
げ
た
い
の
は
、
文
化
資
源
と
し

て
の
町
屋
の
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
回
路
と
し
て
、
語
り
が
作
用
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
訪
れ
る
者
が
実
際
に
町
屋
の
空
間
で
語
り
を
耳

に
し
な
が
ら
体
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
屋
が
は
ら
む
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

場
所
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
化
資
源
と
し
て
の
町
屋
と
い
う

認
識
が
、
こ
う
し
た
場
を
通
し
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
い
で
語
り
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
多
様
な
モ

ノ
が
配
置
さ
れ
た
町
屋
の
空
間
構
成
が
語
り
を
喚
起
し
て
い
る
と
い
う
点

だ
。
味
匠
喜
っ
川
の
店
舗
内
で
は
、
サ
ケ
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
な
人
形
を

含
め
多
様
な
人
形
や
煙
草
盆
な
ど
の
小
道
具
類
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
来
歴

や
店
の
歴
史
に
つ
い
て
の
語
り
が
展
開
す
る
。
直
接
、
小
売
業
に
は
結
び

つ
か
な
い
よ
う
な
道
具
類
も
語
り
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
モ
ノ

自
体
が
は
ら
む
物
語
性
が
、
町
屋
の
空
間
と
い
う
場
所
性
に
よ
っ
て
、
よ

り
豊
か
な
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
語
り
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
対
面
販
売

の
場
面
で
商
品
に
関
す
る
物
語
性
を
共
有
す
る
仕
掛
け
と
し
て
語
り
が
作

用
し
て
い
る
、
と
い
う
点
だ
。
味
匠
喜
っ
川
に
訪
れ
る
客
の
動
線
を
見
る

と
、
ま
ず
奥
に
あ
る
サ
ケ
が
梁
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
土
間
に
足
を
運
び
、

そ
の
後
商
品
の
置
か
れ
た
手
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
移
動
す
る
。
サ
ケ
や
町
屋

に
関
す
る
物
語
性
を
奥
の
空
間
で
語
り
手
と
共
有
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に

味
匠
喜
っ
川
の
商
品
で
あ
る
多
様
な
サ
ケ
加
工
品
へ
の
付
加
価
値
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
て
い
く
。
味
匠
喜
っ
川
と
い
う
町
屋
の
店
舗
空
間
そ
れ
自

体
が
は
ら
む
場
所
性
と
商
品
の
独
自
性
と
が
、
こ
こ
で
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
吉
川
氏
に
よ
る
語
り
は
、
小
売
業
と
い

う
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
義
を
担
う
性
格
の
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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三　

小
売
業
の
外
部
性
と
し
て
の
町
屋
空
間
の
再
定
義
化

以
上
を
踏
ま
え
、
小
売
業
の
外
部
性
と
し
て
の
町
屋
空
間
の
再
定
義
と

語
り
の
実
践
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

喜
っ
川
の
店
舗
内
は
出
格
子
や
戸
障
子
が
あ
る
座
売
り
ス
タ
イ
ル
を
と

る
。
町
屋
と
い
う
建
物
の
特
徴
を
前
面
に
出
し
た
う
え
で
、
店
舗
空
間
が

再
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
外
部
性
と
し
て
の
町
屋
空

間
を
文
化
資
源
化
し
そ
れ
を
活
か
し
て
再
定
義
す
る
過
程
は
、
村
上
の
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
の
一
つ
の
柱
と
し
て
の
意
義
を
担
う
。
町
屋
の
茶
の
間

と
い
う
私
的
空
間
は
、
私
的
な
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
は
商

業
と
は
結
び
付
か
な
い
空
間
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
商
業
上
、
不
要
と
い

え
ば
不
要
な
空
間
が
、
町
屋
の
文
化
資
源
化
の
過
程
で
焦
点
化
さ
れ
て
い

く
。
冠
婚
葬
祭
な
ど
が
外
部
化
さ
れ
て
生
活
空
間
と
し
て
は
多
く
の
機
能

を
失
い
、
ま
た
商
業
の
「
近
代
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
「
古
臭
い
」
も

の
で
し
か
な
い
と
町
屋
は
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
空
間
を

再
定
義
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
他
の

各
種
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

小
売
商
人
が
「
必
然
的
に
外
部
に
対
し
て
意
味
を
発
信
し
、
影
響
力
を

及
ぼ
す
」
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
訪
れ
た
者
に
対
す
る
語
り
の
実
践
を
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
面
販
売
を
よ
り
魅
力
あ
る
も
の
と
さ
せ
る

の
が
村
上
で
の
語
り
の
実
践
で
あ
り
、
ス
ー
パ
ー
等
で
は
生
じ
る
こ
と
が

な
い
店
と
客
と
の
や
り
と
り
が
そ
こ
で
は
展
開
し
、「
つ
な
が
り
」
が
創

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
村
上
の
ま
ち
づ
く
り
の
魅
力
の
一
端
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
村
上
の
町
屋
は
道
路
拡
幅
問
題
を
契
機
に
、

ま
ち
づ
く
り
の
場
面
で
文
化
資
源
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
。
町
屋
で

展
開
さ
れ
る
語
り
の
実
践
は
、
そ
こ
で
小
売
業
の
外
部
性
と
し
て
重
要
な

意
義
を
担
い
、
店
と
客
と
の
関
係
性
を
作
り
上
げ
て
い
く
役
割
を
は
た
し

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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