
（
一
）

「
空
港
か
ら
町
へ
ゆ
く
バ
ス
の
中
か
ら
、
地
平
線
ま
で
ひ
ろ
が
る
野
原
を
見
た
。
木
が
ま
っ

た
く
な
い
。

岩
が
多
く
、
そ
の
上
に
苔
と
低
い
草
が
は
え
、
遠
く
の
丘
は
青
と
と
き
い
ろ
の
だ
ん
だ
ら

模
様
の
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
に
光
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
人
間
が
死
に
た
え
た
あ
と
に
ひ
ら
け
て
く
る
風
景
の
よ
う
だ
っ
た
。

よ
く
み
る
と
、
羊
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
点
の
よ
う
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
か

に
人
家
が
か
く
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
努
力
し
て
も
私
に
は
人
間
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」。
q

第
二
次
大
戦
後
の
日
本
社
会
で
の
民
主
主
義
を
代
表
す
る
思
想
家
、
鶴
見
俊
輔
の
言
葉
で

あ
る
。
鶴
見
の
思
想
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
「
私
的
な
根
」
に
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
鶴
見
が
、
こ
の
場
所
を
梃
子
に
平
和
運
動
、
市
民
運
動
へ
の
関
わ
り
を
持

っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
w

ま
た
鶴
見
の
視
点
の
貫
く
と
こ
ろ
が
、
日
本
社

会
を
含
む
近
代
社
会
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、「
私
的
な
根
」
が
さ
ら
に
奥
行
き
を
持
っ
た

も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
外
部
か
ら
批
判
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
一
定

程
度
解
明
さ
れ
て
い
る
。
e

こ
の
場
合
鶴
見
は
、
と
り
わ
け
日
本
近
代
社
会
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
き
た
文
明
の
直
線
的
進
歩
の
観
念
に
対
し
て
、
相
対
的
複
眼
的
見
方
を
提
起
す
る
。

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
近
代
社
会
を
見
返
し
、
未
来
か
ら
現
在
を
見
返
す
視
点
で
も
あ
る
。

小
論
は
こ
の
鶴
見
の
視
点
を
、『
絵
葉
書
の
余
白
に
│
│
文
化
の
す
き
ま
を
旅
す
る
』
r

の
諸
記
述
を
も
と
に
検
討
す
る
。
時
代
的
に
見
て
過
去
に
属
す
る
紀
行
記
で
は
あ
る
が
、
現

在
で
も
そ
の
視
点
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
は
新
鮮
で
あ
る
。
む
し
ろ
近
代
化
が
よ
り
効
率
的
に

拡
大
深
化
し
て
い
る
今
こ
そ
、
そ
の
有
効
性
は
重
み
を
増
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

鶴
見
の
近
代
社
会
批
判
が
ど
こ
に
行
き
着
く
の
か
と
い
う
意
味
で
は
、
前
出
の
文
章
は
象

徴
的
で
あ
る
が
、
筆
者
の
推
測
で
は
、
鶴
見
は
、
近
代
社
会
を
、
過
去
・
周
辺
・
未
来
の
三

方
向
か
ら
乗
り
越
え
て
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
未
来
か
ら
の

批
判
が
、
近
代
文
明
の
滅
ん
だ
後
、
人
類
の
滅
ん
だ
後
か
ら
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
こ
と

は
、
鶴
見
の
思
想
の
特
徴
づ
け
の
重
要
な
要
素
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

鶴
見
の
言
う
近
代
社
会
の
本
質
と
こ
れ
に
抵
抗
す
る
人
び
と
の
あ
り
方
を
、
未
来
か
ら
の

見
返
し
と
い
う
分
母
に
乗
せ
て
検
討
し
て
い
く
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
通
じ
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て
、
鶴
見
の
近
代
社
会
の
乗
り
越
え
方
の
一
端
に
迫
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
考
え
て
い

る
。

（
二
）

鶴
見
は
前
出
書
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
印
象
を
通
じ
て
近
代
社
会
批
判
を
行
な
う

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
ス
ケ
ッ
チ
風
に
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。
そ
の
焦
点
と
は
、
共
同
体
と
民
主
主
義
の
あ
り
方
の
問
題
、
全
体
主
義
や
戦
争
、

あ
る
い
は
圧
倒
的
な
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
姿
勢
の
問
題
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
歴
史
の
問

題
と
そ
の
文
化
を
近
代
以
降
輸
入
し
続
け
て
き
た
日
本
社
会
の
問
題
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
諸
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
交
錯
し
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
鶴
見
の
近
代
社
会
批

判
の
特
徴
的
な
側
面
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
諸
国
は
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ガ
リ

ア
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
（
当
時
）、
ウ
ェ
イ
ル
ズ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

ギ
リ
シ
ャ
、
ト
ル
コ
、
イ
ン
ド
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
感
想
は

一
見
し
た
と
こ
ろ
ま
と
ま
り
の
な
い
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
通
じ
て
そ
の
底
に

流
れ
る
深
い
洞
察
が
、
わ
れ
わ
れ
に
近
代
社
会
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
見
返
り
を
促
し
て

い
く
。

さ
て
小
論
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
文
章
で
始
ま
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
（
九
三
〇
年
に
共
和
国
と

し
て
成
立
。
そ
の
後
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
等
に
占
領
さ
れ
た

が
、
一
九
四
四
年
に
独
立
を
回
復
し
た
）
に
つ
い
て
、
鶴
見
は
、
こ
の
国
に
根
付
く
民
主
主

義
の
発
祥
の
地
、
シ
ン
グ
ヴ
ェ
リ
ル
の
平
原
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
る
。

「
レ
イ
キ
ャ
ヴ
ィ
ク
の
東
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
マ
ル
マ
ナ
ギ
ア
の
巨
大
な
岩
山
が
あ

り
、
そ
れ
が
ね
じ
れ
て
ま
ん
な
か
が
わ
れ
て
、
ひ
と
す
じ
の
道
が
岩
に
間
を
と
お
り
ぬ
け
て

い
る
。
そ
の
道
を
一
キ
ロ
ほ
ど
歩
い
て
終
わ
り
ま
で
い
き
つ
く
と
、
眼
下
に
シ
ン
グ
ヴ
ェ
リ

ル
の
平
原
が
ひ
ら
け
る
。

こ
の
平
原
が
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
共
和
国
の
議
会
だ
っ
た
。
議
会
は
ア
ル
シ
ン
グ
と
呼
ば

れ
、
共
和
国
成
立
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
西
暦
九
三
〇
年
に
う
ま
れ
た
。
平
原
に
は
建
物
な

ど
一
切
の
こ
っ
て
い
な
い
。
毎
年
、
夏
が
来
る
と
二
週
間
ほ
ど
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
各
地
か

ら
、
来
ら
れ
る
も
の
は
み
な
こ
こ
に
あ
つ
ま
っ
て
、（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
が
馬
に
の
っ
て
、

山
を
こ
え
、
川
を
わ
た
っ
て
や
っ
て
来
て
、
一
年
ぶ
り
に
お
互
い
に
あ
う
の
だ
か
ら
、
た
の

し
い
空
気
が
夜
の
な
い
野
原
に
あ
ふ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
馬
を
つ
な
ぐ
の
に
、
大
き
な
場
所

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
」（
三
五
六
）。

「
岩
の
上
を
歩
い
て
い
る
と
、
案
内
人
が
手
ま
ね
き
し
た
。

『
こ
こ
に
た
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
ほ
ら
、
む
こ
う
の
岩
に
、
自
分
の
声
が
よ
く
ひ
び
く
で

し
ょ
う
』

た
し
か
に
こ
こ
は
、
巨
大
な
岩
壁
で
む
か
い
あ
っ
て
つ
く
っ
た
自
然
の
講
堂
に
な
っ
て
い

た
。

『
こ
こ
に
、
法
律
の
読
み
役
が
た
っ
て
、
下
に
あ
つ
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
に
、
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
の
国
法
を
朗
読
し
て
き
か
せ
た
も
の
で
す
。
法
律
全
部
を
読
む
の
に
、
三
年
か
か
っ
た
と

言
い
ま
す
』

案
内
人
は
、
岩
の
上
に
自
分
の
孫
を
た
た
せ
て
、
た
の
し
そ
う
に
し
て
い
た
。
三
年
と

は
、
一
年
に
二
週
間
ご
と
で
三
年
と
い
う
わ
け
で
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
法
律
全
部
を
朗
読
す

る
の
に
六
週
間
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
同
）。

こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
伝
統
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
語
る
べ
き
言
葉
を
持
っ
て
い
る

か
。
欧
米
流
の
民
主
主
主
義
の
主
張
に
対
し
て
、
鶴
見
は
、
こ
う
語
る
。

「
私
は
米
国
の
学
校
に
か
よ
っ
て
い
た
こ
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
の
圧
制
を
の
が
れ
て
ア
メ
リ
カ
大

陸
に
わ
た
る
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
の
上
で
、
新
し
い
土
地
で
ど
う
く
ら
す
の
か
の
と
り
き
め
が

つ
く
ら
れ
た
話
を
米
国
史
の
時
間
に
き
い
た
。
そ
の
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
協
定
が
米
国
建
設
の

原
型
と
な
っ
た
と
い
う
。
あ
と
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
話
だ
と
思
う
。
こ

れ
か
ら
い
く
土
地
に
は
す
で
に
先
住
民
族
が
い
る
の
だ
。
そ
の
人
び
と
の
意
見
を
も
と
に
す

る
こ
と
な
く
、
ど
う
し
て
民
主
的
政
治
の
形
を
と
り
き
め
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

私
の
う
け
た
米
国
史
の
教
育
に
は
、
こ
う
い
う
現
実
無
視
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
と

対
照
的
に
、
西
暦
九
三
〇
年
の
シ
ン
グ
ヴ
ェ
リ
ル
で
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
人
の
つ
く
っ
た
議
会

は
、
こ
の
島
に
は
先
住
民
族
が
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
西
欧
民
主
主
義
の
理
想
を
、
米
国

建
国
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
あ
ざ
や
か
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
思
う
」（
三
五
九
）。

民
主
主
義
を
特
徴
づ
け
る
場
合
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
血
と
汗
が
流
さ
れ
た
か
、
と
い
う

こ
と
と
は
少
し
異
な
る
、
そ
の
民
族
の
分
母
と
し
て
の
民
主
主
義
の
基
盤
を
西
欧
民
主
主
義

が
ど
れ
だ
け
持
ち
続
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
度
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
社
会
に
西
欧
民
主
主
義
の
原
型
あ
る
い
は
純
粋
型
が
あ
る
と
い
う
の
と

は
す
こ
し
ち
が
う
。
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
国
の
介
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
イ
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ス
ラ
ン
ド
と
し
て
の
時
間
の
流
れ
を
保
ち
得
た
し
、
そ
の
故
に
、
欧
米
式
の
近
代
文
明
の
破

局
の
あ
と
に
来
る
文
化
の
形
を
示
唆
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
」（
三
六
〇
）。

（
三
）

右
で
見
た
民
主
主
義
の
基
盤
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
鶴
見
は
、
こ
の
民
主
主
義

す
ら
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
全
体
主
義
と
戦
争
に
よ
る
圧
迫
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ

し
て
圧
倒
的
な
権
力
に
対
し
て
さ
え
、
な
お
根
強
く
抵
抗
し
続
け
る
力
が
存
在
し
、
そ
れ
が

先
程
の
民
主
主
義
の
基
盤
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

鶴
見
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
収
容
所
跡
地
に
お
い
て
、
こ
う
語
る
。

「
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
の
収
容
所
に
は
、
別
に
も
の
も
の
し
い
入
口
は
な
い
。

入
っ
て
ゆ
く
と
ま
っ
す
ぐ
に
道
が
つ
づ
き
、
両
側
に
有
刺
鉄
線
で
へ
だ
て
ら
れ
た
野
原
が

ひ
ら
け
て
い
る
。
左
側
に
は
女
、
右
側
に
は
男
が
住
ま
わ
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
バ
ラ
ッ
ク
の

い
く
ら
か
は
の
こ
っ
て
お
り
、
多
く
は
く
ず
れ
て
、
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
中
略
）

こ
こ
で
殺
さ
れ
た
四
〇
〇
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
か
わ
り
に
、
四
〇
〇
万

の
四
角
い
小
石
が
し
き
つ
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
祭
壇
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
む
こ
う
に

は
記
念
碑
、
そ
の
う
し
ろ
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
旗
が
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
鉄
道
の
引
き

こ
み
線
の
終
わ
る
と
こ
ろ
に
ひ
ら
け
て
い
る
ひ
ろ
い
石
だ
た
み
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
と

こ
ろ
と
い
う
感
じ
を
あ
た
え
る
。

ひ
ど
い
こ
と
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
場
所
に
、
空
白
を
お
く
。

空
白
に
よ
っ
て
記
念
す
る
と
い
う
流
儀
は
、
人
間
の
言
葉
を
こ
こ
に
長
々
と
書
き
こ
ん
で

い
ま
し
め
と
す
る
と
い
う
流
儀
以
上
に
、
人
の
心
に
う
っ
た
え
る
。

（
中
略
）

こ
れ
ほ
ど
ひ
ろ
い
敷
地
を
、
戦
後
の
窮
乏
の
さ
な
か
に
、
他
の
目
的
に
転
用
す
る
と
い
う

こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
の
こ
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
国
旗
に
感
謝
し
た
い
と
思
っ
た
」（
三

六
〇
〜
三
六
二
）。

こ
の
よ
う
な
記
憶
術
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
も
見
ら
れ
る
、
と
言
う
。

「
一
九
四
五
年
一
月
、
首
都
ワ
ル
シ
ャ
ワ
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
軍
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ

軍
か
ら
う
ば
い
か
え
さ
れ
た
時
、
戦
前
の
人
口
一
二
〇
万
人
の
三
分
の
一
が
そ
こ
に
の
こ
っ

て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

生
き
の
こ
っ
た
人
び
と
は
、
目
前
の
廃
墟
の
写
真
を
と
り
、
戦
争
中
の
不
幸
な
日
々
を
忘

れ
ま
い
と
心
に
き
ざ
み
、
そ
し
て
戦
前
の
古
い
町
並
を
三
年
間
か
け
て
昔
ど
お
り
に
つ
く
り

だ
す
計
画
を
た
て
た
。

今
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
一
画
に
昔
ど
お
り
に
た
て
な
お
さ
れ
た
古
い
町
に
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ

歴
史
博
物
館
と
な
っ
た
一
軒
が
あ
り
、
そ
こ
に
十
世
紀
以
来
の
こ
の
町
の
資
料
と
と
も
に
戦

時
の
犠
牲
の
記
録
、
戦
争
終
結
当
時
の
首
都
の
町
並
の
写
真
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
。

文
部
省
の
入
口
の
左
側
に
、
墓
標
が
あ
り
、
そ
こ
に
花
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
入
っ

て
左
側
に
地
下
室
が
あ
り
、
そ
こ
は
か
つ
て
ナ
チ
ス
秘
密
警
察
の
司
令
室
が
お
か
れ
て
い

た
。
司
令
官
の
部
屋
、
囚
人
の
監
房
、
ご
う
も
ん
を
く
わ
え
た
部
屋
が
そ
の
ま
ま
の
こ
っ
て

い
る
。

（
中
略
）

思
想
犯
は
ひ
と
り
ひ
と
り
小
さ
い
部
屋
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
日
光
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て
こ

こ
に
お
か
れ
、
思
わ
ぬ
時
に
向
こ
う
の
都
合
で
ひ
き
だ
さ
れ
て
、
昼
と
な
く
夜
と
な
く
、
た

だ
一
人
で
占
領
軍
と
む
き
あ
わ
さ
れ
て
と
り
し
ら
べ
を
う
け
、
ご
う
も
ん
を
う
け
た
。

（
中
略
）
そ
こ
を
出
れ
ば
、
も
う
普
通
の
文
部
省
で
あ
り
、
た
だ
の
官
庁
街
だ
。
日
本
の

官
僚
の
誰
が
、
敗
戦
後
の
三
〇
年
あ
ま
り
に
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
戦
前
の
日
本
の
思
想

警
察
を
保
存
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
だ
ろ
う
」（
三
六
四
〜
三
六
六
）。

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
テ
レ
ジ
ン
収
容
所
（
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
）
で
、
手
づ
く
り
の
芝
居
の
衣
装
と
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
絵
を
見
た
時
の
感

想
に
つ
な
が
る
。

「
そ
の
収
容
所
の
中
で
か
か
れ
た
絵
が
た
く
さ
ん
の
こ
っ
て
い
た
。

こ
ど
も
の
か
い
た
絵
で
、
ク
レ
ヨ
ン
や
色
鉛
筆
で
か
い
て
あ
る
。
一
家
が
、
食
卓
を
か
こ

ん
で
、
た
の
し
そ
う
に
み
ん
な
で
食
べ
て
い
る
絵
。
収
容
所
で
は
食
物
が
足
り
な
く
て
、
こ

ど
も
が
、
自
由
だ
っ
た
こ
ろ
の
夕
食
を
空
想
し
て
か
い
た
の
だ
ろ
う
。

や
が
て
、
色
鉛
筆
も
ク
レ
ヨ
ン
も
な
く
な
っ
た
の
か
、
黒
一
色
で
か
い
た
絵
に
な
る
。
太

陽
が
照
っ
て
い
て
、
そ
の
下
で
、
棺
を
こ
ど
も
た
ち
が
か
つ
い
で
行
進
し
て
い
る
絵
。
ほ
ん

と
う
に
収
容
所
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」（
三
八
八
）。
t

「
テ
レ
ジ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
使
っ
て
、
昔
の
ユ
ダ
ヤ
人
街
を
再
現
し

よ
う
と
し
た
。（
中
略
）
音
楽
会
が
あ
り
、
歌
劇
が
も
よ
お
さ
れ
た
。『
カ
ル
メ
ン
』
は
と
く

に
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
そ
れ
を
し
の
ぐ
成
功
を
お
さ
め
た
の
は
、『
売
ら
れ
た
花
嫁
』
だ
っ

た
。（
中
略
）
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
強
制
収
容
所
の
あ
り
あ
わ
せ
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の
布
を
つ
か
っ
て
演
じ
る
『
カ
ル
メ
ン
』
と
『
売
ら
れ
た
花
嫁
』
は
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
オ
ペ
ラ
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
豪
華
な
衣
装
と
練
習
を
つ
ん
だ
楽

団
と
歌
手
に
よ
る
『
カ
ル
メ
ン
』
と
『
売
ら
れ
た
花
嫁
』
に
く
ら
べ
て
、
ま
ず
し
い
ま
ね
ご

と
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
手
（
そ
の
多
く
は
シ
ロ
ウ
ト
）
の
意
図
と
聴
衆
の
う

け
と
り
か
た
を
と
お
し
て
見
る
時
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
オ
ペ
ラ
劇
場
の
歌
劇
以
上
の
芸
術

と
し
て
こ
の
世
に
あ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
を
か
が
や
か
し
い
も
の
に
す
る
の
が

芸
術
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
が
芸
術
で
あ
る
。
に
せ
も
の
が
ほ
ん
も
の
を
こ
え
る
時
が
、
人
間

の
歴
史
に
は
あ
る
」（
三
九
二
）。

こ
の
よ
う
に
鶴
見
は
、
全
体
主
義
や
強
制
収
容
所
の
苛
酷
な
状
況
下
に
お
い
て
さ
え
な
お

存
在
す
る
、
民
衆
の
中
に
生
き
続
け
る
基
盤
・
岩
床
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
こ
の
象
徴
と
し

て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
を
離
れ
る
空
港
の
売
店
で
見
つ
け
た
シ
ュ
ヴ
ェ
イ
ク
人
形
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。

『
兵
士
シ
ュ
ヴ
ェ
イ
ク
の
冒
険
』
は
、
チ
ェ
コ
の
作
家
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
ハ
シ
ェ
ク
（
一
八

八
三
〜
一
九
二
三
）
の
代
表
作
で
あ
り
、
シ
ュ
ヴ
ェ
イ
ク
と
い
う
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な

い
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
馬
鹿
な
よ
う
で
賢
い
兵
士
が
主
人
公
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鶴
見

は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
軍
隊
に
と
ら
わ
れ
て
戦
争
に
か
り
だ
さ
れ
、
そ
れ

が
い
や
で
逃
げ
ま
わ
る
チ
ェ
コ
の
農
民
兵
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
の
参
加
し
て
い
る
戦
争
を

ま
っ
た
く
無
意
味
だ
と
思
い
、
本
気
で
参
加
し
て
人
殺
し
を
す
る
同
僚
を
に
く
ん
だ
。
彼
に

命
令
を
く
だ
す
上
官
を
バ
カ
に
し
、
私
物
で
あ
る
上
等
の
コ
ニ
ャ
ッ
ク
を
ぬ
す
ん
で
の
ん
で

は
、
脱
走
を
く
り
か
え
し
た
。
彼
に
は
学
問
は
な
い
が
抑
圧
す
る
も
の
と
抑
圧
さ
れ
る
も
の

と
の
区
別
は
わ
か
っ
て
い
た
。（
中
略
）
戦
争
は
、
国
家
と
国
家
の
た
た
か
い
だ
が
、
た
が

い
に
た
た
か
う
国
家
が
実
は
肩
を
よ
せ
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
民
衆
を
殺
し
て
い
る
と

い
う
別
の
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
兵
隊
シ
ュ
ヴ
ェ
イ
ク
は
、
そ
れ
を
感
じ
と
っ
て
、

国
家
の
壁
の
下
に
穴
を
ほ
っ
て
、
国
家
間
を
通
底
す
る
道
を
さ
が
し
も
と
め
た
。
彼
に
は
生

き
る
本
能
の
内
に
も
と
も
と
か
く
さ
れ
て
い
る
知
恵
と
行
動
力
が
あ
る
」（
三
九
四
〜
三
九

六
）。か

く
し
て
民
衆
を
抑
圧
す
る
権
力
は
、
そ
の
力
が
い
か
に
強
大
で
あ
ろ
う
と
も
、
民
衆
の

生
き
る
力
を
零
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
民
衆
の
バ
ネ
の
よ
う
に
強
靭
で
し
な
や

か
な
未
来
へ
の
生
命
力
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
テ
レ
ジ
ン
の
こ
ど
も
の
絵
と
シ
ュ
ヴ
ェ
イ

ク
人
形
と
は
、
お
な
じ
方
向
に
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
」（
三
九
六
）。

（
四
）

以
上
の
よ
う
な
鶴
見
の
考
察
は
、
民
衆
の
依
っ
て
立
つ
基
盤
・
岩
床
に
関
し
て
、
こ
れ
を

近
代
以
前
の
遥
か
な
時
代
に
そ
の
源
を
探
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
近
代
西
欧
文
明
は
も
と

よ
り
、
人
間
の
活
動
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
的
再
検
討
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
あ
げ
ら

れ
る
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
で
あ
る
。
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
に
つ
い
て
の

印
象
を
通
し
て
、
鶴
見
は
、
自
分
自
身
の
存
在
に
つ
い
て
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
人
間
の
な

し
て
き
た
活
動
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「（
前
略
）
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
と
、
鉄
道
と
紡
績
と
山
高
帽
で
、
得
体
の
し
れ
な
い
巨
石
文

化
で
は
な
い
。
だ
が
、
市
民
革
命
と
産
業
革
命
の
発
生
の
地
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
に
、
と
う
て

い
市
民
文
化
に
つ
つ
み
こ
む
こ
と
の
で
き
な
い
遺
跡
が
、
こ
れ
を
見
よ
と
ば
か
り
に
、
今
も

野
原
に
巨
大
な
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」（
四
〇
八
）。

「
い
っ
た
い
、
こ
れ
ら
の
石
が
、
お
か
れ
た
時
の
ま
ま
こ
こ
に
の
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
四
〇
〇
〇
年
前
の
巨
石
の
神
殿
は
風
化
し
、
こ
れ
ら
を
つ
く
っ
た
人
び
と
の
思
い
お
よ

ば
な
か
っ
た
形
に
な
っ
て
今
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
巨
石
の
独
自

の
表
現
力
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」（
同
）。

こ
こ
か
ら
鶴
見
は
、
自
分
自
身
を
貫
く
生
き
方
を
省
察
す
る
。

「
自
分
が
く
ず
れ
お
ち
た
あ
と
を
考
え
に
い
れ
て
何
か
を
数
千
年
の
後
に
つ
た
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
証
明
の
よ
う
な
も
の
を
表
現
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
う
も

言
え
よ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
作
品
が
く
ず
れ
て
ゆ
く
な
り
ゆ
き
を
く
り
い
れ
て
、
四
〇
〇

〇
年
後
に
対
し
て
何
か
を
う
っ
た
え
よ
う
と
す
る
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
」（
同
）。

「
巨
大
な
石
の
ひ
と
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
人
の
顔
の
よ
う
に
な
っ
て
、
お
だ
や
か
に
笑
っ
て
い

る
。
制
作
後
何
千
年
か
た
っ
て
か
ら
、
制
作
者
の
意
図
に
反
し
て
、
そ
の
石
は
人
の
顔
に
な

っ
て
笑
い
だ
し
た
の
だ
ろ
う
。

誰
に
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
細
か
い
部
分
が
あ
る
。
仕
事
と
は

そ
う
い
う
も
の
だ
し
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
お
も
し
ろ
い
。

そ
う
い
う
お
も
し
ろ
さ
を
、
今
日
の
中
に
見
出
し
て
ゆ
く
見
方
を
、
自
分
の
中
に
つ
く
り

た
い
。
ほ
ろ
び
る
側
面
を
、
自
分
の
今
し
て
い
る
こ
と
に
見
て
、
そ
れ
を
光
と
し
て
感
じ
る

力
を
も
ち
た
い
。
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
」（
四
〇
八
〜

四
一
〇
）。
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換
言
す
れ
ば
、「
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
は
、
私
た
ち
が
今
つ
く
る
も
の
も
、
や
が
て
こ
の
石

と
お
な
じ
よ
う
に
不
可
解
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
私
た
ち
の
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
す
べ
て
過
ぎ
さ
っ
て
、
死
の
世
界
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
」

（
四
一
一
）。

す
な
わ
ち
鶴
見
は
こ
こ
で
、
自
分
自
身
を
含
め
て
の
人
間
の
存
在
の
問
題
へ
と
論
を
進
め

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
人
間
存
在
の
見
方
を
根
底
か
ら
見
直
す
視
点
│
│
そ
れ
は
ま
た

現
在
主
流
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
西
欧
近
代
社
会
へ
の
見
直
し
と
も
な
る
│
│
を
探
る

こ
と
に
到
る
。
こ
の
こ
と
を
鶴
見
は
、「
理
解
を
こ
え
る
も
の
の
も
つ
表
現
力
」（
四
一
〇
）、

「
学
問
の
証
明
の
仕
方
と
は
ち
が
う
表
現
力
」（
同
）
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
示
唆
す
る
。

「
そ
れ
は
、
私
の
今
を
、
そ
の
認
識
の
総
体
を
も
ま
き
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
う
ず
ま
き
の

感
覚
だ
。
存
在
の
胃
の
中
で
消
化
さ
れ
て
し
ま
う
お
れ
．
．

。
お
れ
た
ち
。
そ
の
感
じ
を
、
学
問

と
し
て
記
し
、
分
析
し
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
な
り
ゆ
き
の
全
体

に
対
し
て
、
な
に
か
へ
ん
な
感
じ
を
、
も
つ
こ
と
も
で
き
る
。
自
分
の
存
在
を
す
わ
り
の
わ

る
い
へ
ん
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
こ
の
感
じ
方
の
中
に
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
私
（
た

ち
）
の
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
そ
れ
が
私
の
思
想
を
貫
流
す
る
（
同
）。

か
く
し
て
鶴
見
は
、
人
間
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
見
渡
す
視
点
へ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
世
界
観
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目
指
し
て
い
る
か

の
議
論
に
は
、
な
お
余
地
が
あ
る
。

「
人
間
の
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
す
る
こ
と
を
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
ほ
ろ
び
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
。

実
現
し
た
も
の
の
す
べ
て
が
ほ
ろ
び
て
、
可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
、

可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
だ
け
が
の
こ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
に
す
ぎ
ず
、
存
在
に
足
場
を
も
た
な

い
が
、
そ
の
論
理
を
目
で
見
え
る
形
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ
の

石
の
わ
く
ぐ
み
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

そ
の
可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
の
中
か
ら
、
私
た
ち
が
ふ
た
た
び
、
流
れ
だ
し
て
、
こ
こ
に
あ

ら
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。

だ
が
、
私
（
た
ち
）
が
、
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
こ
と
を
う
け
い

れ
る
他
は
な
い
」（
四
一
五
）。

西
欧
近
代
社
会
に
対
す
る
根
底
か
ら
の
批
判
を
、
鶴
見
は
こ
う
語
る
が
、
同
じ
視
点
か

ら
、
西
欧
思
想
に
対
す
る
疑
問
は
、
次
の
よ
う
に
出
さ
れ
る
。

「
西
欧
の
哲
学
史
は
、
完
全
な
覚
醒
と
い
う
こ
と
を
め
ざ
し
、
さ
め
よ
、
さ
め
よ
、
も
っ
と

さ
め
よ
と
い
う
理
想
で
自
分
を
は
げ
ま
し
て
き
た
。
だ
が
、
完
全
に
目
ざ
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
ほ
ど
ね
う
ち
の
あ
る
こ
と
か
。
ね
む
り
こ
ん
で
は
い
け
な
い
の
か
？
　
ね
む
り
こ

ま
な
い
組
織
は
、
銀
行
か
ら
国
家
に
い
た
る
ま
で
何
ら
か
の
非
人
間
性
を
身
に
つ
け
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
め
ざ
し
た
完
全
な
覚
醒
と
い
う
こ
と
に
も
、
第
一
そ
れ
が
可
能
か
ど
う

か
、
第
二
に
そ
れ
が
実
現
で
き
る
か
ぎ
り
に
追
求
さ
れ
る
と
し
て
そ
の
努
力
に
あ
た
い
す
る

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
よ
い
」（
四
四
六
〜
四
四
七
）。
y

こ
の
よ
う
に
鶴
見
は
、
西
欧
近
代
社
会
へ
の
批
判
に
際
し
て
、
そ
の
依
っ
て
立
つ
視
点
と

し
て
の
「
可
能
性
の
わ
く
ぐ
み
」
を
語
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
前
述
の
基
盤
・
岩
床
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

（
五
）

こ
の
鶴
見
の
視
点
は
、
さ
ら
に
近
代
西
欧
社
会
を
追
い
続
け
て
き
た
日
本
社
会
の
あ
り
方

へ
の
疑
問
、
批
判
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
視
点
は
、
と
も
す
れ
ば
直
線
的
平
板
的
に
の
み
歴

史
や
社
会
を
見
が
ち
な
傾
向
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
考
え
る
時
に
、
日
本
人
は
明
治
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
主
に
考
え
て

き
た
。
自
分
た
ち
が
亡
ぼ
さ
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
技
術
を
こ
う
し
て
身
に
つ
け
た
。
し
か

し
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
中
世
が
あ
り
、
古
代
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
先
史
時
代
の
遺

跡
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
眼
が
と
ど
き
、
そ
れ
を
と
も
に
見
る
見
方
が
、
ひ
ら
け
て
き
た
。

日
本
に
も
、
先
史
時
代
の
巨
石
文
化
が
の
こ
っ
て
い
る
。
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
世

界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
の
古
代
の
交
流
は
、
最
小
限
度
の
必
要
か
ら
人
間
の
文
化
を
と
ら

え
な
お
す
道
を
見
出
す
い
と
ぐ
ち
に
な
り
得
る
。
そ
う
い
う
視
野
を
も
つ
に
は
、
今
は
す
で

に
お
そ
す
ぎ
、
そ
れ
は
、
人
類
絶
滅
の
前
の
夢
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
」（
四

一
二
）。

ま
た
、
松
原
正
毅
著
『
遊
牧
の
世
界
　

ト
ル
コ
系
遊
牧
民
ユ
ル
ッ
ク
の
民
族
誌
か
ら
』

（
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
）
に
触
れ
て
、
鶴
見
は
、
日
本
社
会
と
は
対
照
的
に
見
え
る
視

点
か
ら
の
考
察
の
有
効
性
を
説
く
。

「
松
原
正
毅
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
遊
牧
生
活
に
対
す
る
理
解
は
い
ち
じ
る
し
く
低
い
。

『
人
類
の
生
活
に
つ
い
て
の
視
野
を
ひ
ろ
め
、
日
本
文
化
の
位
置
づ
け
を
は
か
る
た
め
に

も
、
遊
牧
生
活
の
内
実
に
つ
い
て
視
野
を
ふ
か
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。』

土
地
や
家
屋
や
銀
行
預
金
や
投
資
と
い
う
形
で
個
人
の
財
産
を
き
ず
く
こ
と
に
関
心
を
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も
た
な
い
と
い
う
点
で
、
遊
牧
民
は
、
日
本
人
の
普
通
に
も
っ
て
い
る
く
ら
し
の
思
想
か
ら

遠
く
は
な
れ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
く
ら
し
を
律
す
る
時
間
の
性
質
で
、
家
畜
の
テ
ム
ポ
に
あ
わ
せ
た
く
ら

し
の
リ
ズ
ム
は
、
今
の
日
本
人
に
は
想
像
し
に
く
い
。

し
か
し
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
の
に
、
そ
の
対
極
に
あ
る
文
化
の
可
能
性
を
お
ぼ
え
て

お
く
こ
と
が
必
要
だ
。
日
本
人
の
文
化
は
、
自
分
た
ち
の
過
去
さ
え
も
切
り
す
て
て
、
現
在

の
一
点
で
一
つ
の
傾
向
に
ま
と
ま
り
や
す
く
、
こ
れ
が
し
ば
し
ば
、
私
た
ち
に
苦
い
経
験
を

も
た
ら
し
て
い
る
。
相
撲
で
言
え
ば
、
足
が
そ
ろ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
、
倒
さ
れ
や
す

い
姿
勢
に
な
る
。

日
本
の
文
化
を
、
ひ
ら
た
く
現
在
の
形
で
見
る
こ
と
な
く
考
え
て
ゆ
く
と
、
ト
ル
コ
の
遊

牧
民
と
通
底
す
る
部
分
も
、
見
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
そ
う
い
う
努
力
が
必
要
だ
」

（
四
七
〇
〜
四
七
一
）。

日
本
文
化
を
考
え
る
上
で
の
鋭
い
、
的
確
な
指
摘
で
あ
る
。
鶴
見
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
多
面
的
立
体
的
な
視
点
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
必
要
性
は
、
現
今
の
政
治
情
勢
で
は
ま
す
ま
す
重
み
を
増
し
て
い
る
。

（
六
）

以
上
鶴
見
の
視
点
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
視
点
が
近
代
社
会
に

対
す
る
批
判
と
し
て
有
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
は
ま
た
、
一
面
的
理
解
に
よ
っ
て
は
、
終
末
論
的
思
想
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
側
面

を
有
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
プ
ラ
ハ
の
時
計
台
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
は
観
光
地

と
し
て
も
有
名
で
あ
る
が
、
天
体
運
行
図
、
十
二
ヶ
月
の
暦
、
時
計
じ
か
け
の
人
形
芝
居
の

組
み
合
わ
せ
か
ら
成
っ
て
い
る
。

「
一
時
間
ご
と
に
、
が
い
こ
つ
が
片
手
で
つ
な
を
ひ
き
、
も
う
一
本
の
手
が
砂
時
計
を
ひ
っ

く
り
か
え
し
て
、
鐘
を
な
ら
す
。
が
い
こ
つ
は
、
死
の
使
者
で
あ
り
、
時
間
の
動
き
は
、
私

た
ち
が
死
に
近
づ
く
こ
と
を
知
ら
せ
、
死
者
の
立
場
か
ら
生
者
の
動
き
を
計
っ
て
い
る
。

（
中
略
）

こ
の
人
形
芝
居
は
、
一
時
間
ご
と
に
、
五
〇
〇
年
、
こ
の
プ
ラ
ハ
で
く
り
か
え
さ
れ
て
き

た
。
プ
ラ
ハ
の
人
口
が
死
に
た
え
た
と
し
て
も
、
時
計
の
仕
掛
け
が
こ
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

芝
居
は
つ
づ
く
だ
ろ
う
。
滅
亡
に
む
か
っ
て
歩
む
現
代
文
明
を
、
こ
の
大
時
計
は
、
宇
宙
の

規
模
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
計
っ
て
い
る
」（
三
八
六
）。

ま
た
イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
の
ガ
ン
ジ
ス
河
で
水
浴
す
る
人
び
と
の
印
象
に
は
、
こ
う
記
さ

れ
て
い
る
。

「
こ
の
ベ
ナ
レ
ス
と
い
う
町
の
歴
史
は
、
四
〇
〇
〇
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
、
で
き

る
そ
う
だ
。

生
き
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
さ
と
る
た
め
の
道
場
と
し
て
、
こ
の

場
所
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
身
に
つ
け
た
無
関
心
を
と
お
っ
て
、
ふ

た
た
び
生
に
眼
を
む
け
る
時
に
、
こ
こ
に
住
む
人
た
ち
の
お
だ
や
か
な
ま
な
ざ
し
が
あ
ら
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
各
人
が
自
分
の
国
に
情
熱
を
も
や
し
、
自
分
の
た
ま
た
ま
所
属
す
る
党
派

の
言
語
を
絶
対
化
し
て
と
お
そ
う
と
す
る
闘
争
場
裡
に
あ
っ
て
、
な
ん
と
異
質
な
も
の
だ
ろ

う
」（
四
八
〇
）。

こ
れ
ら
の
言
葉
の
中
に
終
末
論
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
響
き
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
鶴
見
の
視
点
そ
の
も
の
が
相
対
的
複
眼
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
を

一
刀
両
断
的
に
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ず
、
現
実
を
行
動
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
く

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
の
複
雑
さ
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
、
そ
の
視
点
の
微
妙
さ
を
示
し
て
い
る
鶴
見
自
作
の

詩
二
篇
を
揚
げ
て
お
く
こ
と
は
、
解
明
の
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「

あ
つ
い
日
、
道
で

鶴
見
俊
輔

あ
か
ん
ぼ
う
に
出
会
う
と
き
、

頭
の
う
し
ろ
に

光
の
輪
が
見
え
る

乳
母
車
の
中
で

動
け
な
い
ま
ま

世
界
に
対
し
て
い
る

世
界
に
う
み
だ
さ
れ
た
こ
と
の

苦
情
を
い
わ
ず
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た
だ
一
心
に
み
て
い
る

こ
こ
は
ど
こ
か

何
が
自
分
を
待
っ
て
い
る
の
か

自
分
の
責
任
と
は
何
か

│
│
そ
ん
な
も
の
、
あ
る
わ
け
な
い
で
は
な
い
か
　
」
u

も
う
一
篇
は
、
こ
う
で
あ
る
。

「

ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に

鶴
見
俊
輔

ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に

自
分
の
し
た
こ
と
が

自
分
に
も
ど
っ
て
く
る

そ
の
と
き

ひ
と
つ
の
弧
を
と
お
り

風
を
く
ぐ
っ
て
き
た
そ
れ
は

す
こ
し
や
せ
て
ひ
き
し
ま
る

新
し
い
旅
に
出
か
け
る

力
を
も
っ
て
い
る

二
〇
〇
六
、
二
、
一
一
　
　
」
i

こ
れ
ら
二
篇
の
詩
と
前
述
の
視
点
と
の
間
に
は
約
二
〇
年
間
の
開
き
が
あ
る
が
、
鶴
見
の

思
想
に
は
、
こ
れ
ら
を
貫
く
伏
流
水
の
よ
う
な
流
れ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
今
後
更
に
分
析

さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

註

q

「
絵
葉
書
の
余
白
に
　
　
文
化
の
す
き
ま
を
旅
す
る
」（『
鶴
見
俊
輔
集

一
一

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
、
三
四
七
〜
三
四
八
ペ
ー
ジ
）。
以
下

本
書
か
ら
の
引
用
は
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

w

拙
著
『
鶴
見
俊
輔
ノ
ス
ス
メ
』（
新
泉
社
、
二
〇
〇
五
年
）
第
三
章
を
参
考
の
こ
と
。

e

拙
論
「
鶴
見
俊
輔
と
周
辺
か
ら
の
視
点
」（『
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第

四
一
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。

r

鶴
見
、
前
出
書

t

鶴
見
は
、
テ
レ
ジ
ン
に
収
容
さ
れ
た
子
ど
も
の
書
い
た
詩
に
つ
い
て
も
、
紹
介
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
子
ど
も
の
感
性
で
見
た
収
容
所
が
、
こ
う
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
テ
レ
ジ
ン
は
す
ば
ら
し
く
美
し
い
。

美
し
さ
は
は
っ
き
り
と
眼
に
見
え
る
。

道
を
歩
く
人
び
と
の
足
音
の
中
に
も
あ
る
。

テ
レ
ジ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
街
。

自
由
の
あ
る
世
界
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た

こ
の
一
キ
ロ
四
方
の
土
地
が

そ
ん
な
ふ
う
に
私
に
は
見
え
る
。

（
ミ
ロ
ス
ラ
ヴ
・
コ
セ
ク
）」（
三
九
三
〜
三
九
四
）

し
か
し
な
が
ら
収
容
所
は
残
酷
な
現
実
を
子
ど
も
た
ち
に
も
見
せ
て
い
た
。
次
の
詩

は
、
他
の
出
典
に
よ
る
。

「

テ
レ
ジ
ン
で

こ
こ
で
は
　
な
に
も
か
も
が
　
お
か
し
い

床
に
寝
な
け
れ
ば
　
い
け
な
い
し

こ
ん
な
に
黒
く
　
く
さ
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
し
か

食
べ
ら
れ
な
い

こ
れ
が
　
ぼ
く
の
家
だ
っ
て
？

何
て
　
き
た
な
い
ん
だ

ぼ
く
は
　
ど
ろ
だ
ら
け
の
床
の
上
に

横
に
な
る

な
に
を
す
る
の
も
　
よ
ご
れ
て
し
ま
う

こ
こ
は
　
い
つ
も
人
で
い
っ
ぱ
い
だ

ハ
エ
も
飛
び
ま
わ
っ
て
い
る
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ハ
エ
が
　
病
気
を
運
ん
で
こ
な
い
だ
ろ
う
か

ほ
ら
　
何
か
が
ぼ
く
を
刺
す

シ
ラ
ミ
だ
ろ
う
か
？

テ
レ
ジ
ン
は
　
な
ん
て
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
だ

い
つ
　
ぼ
く
た
ち
は
家
に
も
ど
れ
る
の
だ
ろ
う

（
テ
デ
ィ
、
本
名
不
詳
）

」

（『
絵
画
記
録
テ
レ
ジ
ン
強
制
収
容
所

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
消
え
た
子
ど
も
た

ち
』、（〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
消
え
た
子
ら
の
遺
作
展
〉
を
成
功
さ
せ
る
会
編
、
ほ
る

ぷ
出
版
、
一
九
九
一
年
、
二
九
ペ
ー
ジ
）。

y

こ
れ
に
続
け
て
鶴
見
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
上
の
巨
人
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
疑

問
を
呈
し
て
い
る
。

「
い
く
ら
完
全
に
覚
醒
し
た
と
し
て
も
、
こ
こ
が
ど
こ
か
ど
う
か
を
、
私
た
ち
は
ど
の

く
ら
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

哲
学
史
を
勉
強
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
カ
ン
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
ち
が
い
を
と
て
も
大

き
な
も
の
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
も
ス
ピ
ノ
ザ
も
、
人
間
の
哲
学
と
し
て
と
ら
え

る
見
方
も
ま
た
、
あ
り
得
る
。
若
く
し
て
死
ん
だ
ス
ピ
ノ
ザ
は
と
も
か
く
、
カ
ン
ト
自
身

は
、
老
年
の
日
々
、
こ
こ
は
ど
こ
だ
？
　
と
い
う
哲
学
を
生
き
た
の
で
は
な
い
か
」（
四

四
七
）。

u

『
は
な
か
み
通
信
　
其
の
十
一
通
』（
は
な
か
み
通
信
局
発
行
、
二
〇
〇
四
年
九
月
、

四
四
〜
四
五
ペ
ー
ジ
）。

i

『

同
　
其
の
十
六
通
』（
二
〇
〇
六
年
三
月
、
四
〇
〜
四
一
ペ
ー
ジ
）。
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