
作
品

「古
都
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

田

Ｉ
　
作
家
川
端

の

「古
都
」
創
作
意
図

昭
和
二
五
年

一
二
月
号
の

「婦
人
公
論
」
に
は
、
翌
年
の
新
年
号
か
ら
連
載
さ
れ
る
小
説
の
予
告
欄
が
あ
り
、
そ
こ
に

「古
い
都

（仮
題
と

と
題
し
て
、
川
端
康
成
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
の
悪
い
癖
で
、
い
よ
い
よ
書
き
出
す
ま
で
は
な
に
を
書
く
の
か
分
り
ま
せ
ん
。
京
都
を
背
景
に
し
た
い
と
は
思
い
ま
す
の
で
、
と
に
か

く

「古
い
都
」
と
題
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
仮
題
で
す
。
京
都
の
景
色
だ
け
書
い
て
終
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
…

こ
う
し
て
書
き
出
さ
れ
た
作
品
は
、
し
か
し
「古
都
」
で
は
な
く
、
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
予
告
文
か
ら
遡
る
こ
と
一
年
、

昭
和
二
五
年
元
旦
の

「毎
日
新
聞
」
に
、
川
端
は
や
は
り

「古
都
な
ど
」
と
い
う
表
題
で
随
筆
を
寄
稿
し
て
い
る
。

二
五



一一エハ

東
海
道
線
が
京
都
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
山
川
風
物
に
や
わ
ら
か
い
古
里
を
感
じ
る
。
奈
良
、
京
都
は
日
本
の
古
里
に
し
て
も
、
奈
良
に

は
古
い
町
が
な
い
。
古
都
ら
し
い
町
の
ま
だ
あ
る
う
ち
に
、
私
は
京
都
を
も
っ
と
見
て
お
き
た
い
と
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
思
う
。
…
京

都
を
見
て
、
な
に
か
書
け
れ
ば
よ
い
が
、
強
い
て
書
く
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
書
く
も
の
が
小
説
に
な
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。

年
末
の
京
都
散
策
の
感
慨
を
記
し
た
こ
の
随
筆
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
次
の
六
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
暮
れ
の
二
九
日
か
ら
京
都
に
除

夜
の
鐘
を
聞
き
に
で
か
け
る
。
②
都
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
、
嵐
山
か
ら
苔
寺
を
散
策
。
③
散
策
を
し
な
が
ら
、
実
隆
の
日
記

「実
隆
公
記
」
を
思

う
。
④

（知
り
合
い
に
会
い
、）
知
恩
院
の
そ
ば
の
貸
し
席
で
除
夜
の
鐘
を
聞
く
。
⑤
そ
の
際
、
（そ
の
知
人
が
）
舞
妓
を
二
人
呼
ん
で
同
席
さ

せ
る
。
⑥
元
日
、
鎌
倉
へ
の
帰
り
に
特
急

「は
と
」
の
老
ボ
ー
イ
と
話
す
。

こ
の
出
来
事
は
、　
一
年
後
に
書
か
れ
る
小
説

「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
の
冒
頭
に
い
か
さ
れ
、
現
実
の
孤
独
な
旅
が
、
上
野
音
子
と
二
〇
数

年
ぶ
り
に
再
会
す
る
旅
に
書
き
か
え
ら
れ
る
虚
実
の
皮
膜
に
、
川
端
の
作
品
創
造
の
秘
密
を
か
い
ま
見
る
思
い
が
す
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
こ

の
二
つ
の
文
章
か
ら
コ
示
都
を
見
て
、
な
に
か
書
」
き
た
い
、
「そ
の
書
く
も
の
が
小
説
に
な
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
」、
「京
都
の
景
色
だ
け

書
い
て
終
る
か
も
し
れ
」
な
い
、
と
い
う
川
端
の
意
図
が
最
初
に
試
み
ら
れ
た
作
品
は
、
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ

２つ
。「美

し
さ
と
哀
し
み
と
」
は
昭
和
三
六
年

一
月
か
ら
昭
和
三
八
年

一
〇
月
ま
で
、
二
年
九
か
月
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。　
一
方

「古
都
」

は
、
昭
和
三
六
年

一
〇
月
八
日
か
ら
翌
昭
和
三
七
年

一
月
二
七
日
ま
で
、
お
よ
そ
三
か
月
半
に
わ
た
り

「朝
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て

「古
都
」
の
執
筆
期
間
は
、
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
の
そ
れ
に
完
全
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
次
の
引
用
は

「古
都
」
連
載
に
あ
た
っ
て
の
川
端
の
言
葉
で
あ
る
。



「古
都
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
京
都
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
し
ば
ら
く
私
は
日
本
の

「
ふ
る
さ
と
」
を
た
ず
ね
る
よ
う
な
小
説
を
書
い
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
…
と
に
か
く
京
都
と
そ
の
周
辺
を
書
い
て
み
ま
す
。
人
物
や
物
語
よ
り
も
風
物
が
主
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
古
都
」
作
者
の
言
葉
　
昭
和
三
六
年

一
〇
月
四
日

「朝
日
新
聞
し

「古
都
」
連
載
の
四
日
前
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
執
筆
動
機
は
、
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
起
稿
に
さ
き
だ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
、
先
に
引

用
し
た
二
つ
の
文
章
の
内
容
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け

コ
示
都
の
景
色
だ
け
書
い
て
終
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
「
古
い
都
し

と

「人

物
や
物
語
よ
り
も
風
物
が
主
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
翁
古
都
」
作
者
の
言
葉
）
と
い
う
重
複
箇
所
に
は
注
目
し
た
い
。

と
い
う
の
は
、
「日
本
の
古
里
」
で
あ
る
京
都
の
景
色
や
風
物
を
書
く
つ
も
り
で
着
手
し
た
作
品

「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
は
、
作
者
の
当
初

の
意
図
か
ら
そ
れ
て
、
こ
れ
を
実
現
す
る
見
込
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
あ
ら
た
め
て
京
都
の
景
色
や
風
物
を
主
と
し
た
作
品
を
生
み

（
１
）

だ
す
べ
く
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
の
が

「古
都
」
と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の

企
示
都
の
景
色
や
風
物
を
主
と
し
た
作
品
〉
を
書
き
た
い
と
い
う
、
同
じ
創
作
動
機
か
ら
書
き
出
さ
れ
た

「美
し
さ
と
哀

し
み
と
」
と

「古
都
」
と
い
う
二
つ
の
作
品
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
の
物
語
空
間
は
京
都
で
あ
る
。
京
都
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
北
鎌
倉
と
の
往
還
の
な
か
で
描
か
れ
る
京
都
で
あ
る
。

し
か
し
物
語
の
核
と
な
っ
て
い
る
小
説
家
大
木
と

一
六
歳
の
少
女
で
あ
っ
た
音
子
と
の
恋
愛
劇
が
展
開
さ
れ
た
地
は
京
都
で
は
な
い
。
音
子
の

弟
子
の
坂
見
け
い
子
が
大
木
の
息
子
太

一
郎
を
誘
惑
し
て
溺
死
さ
せ
る
物
語
の
破
局
も
京
都
を
逸
れ
、
琵
琶
湖
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ

る
宇
治
田
原
の
湯
屋
谷
の
茶
園
や
西
芳
寺
の
石
庭
と
い
っ
た
京
都
の
風
景
は
、
実
景
と
し
て
よ
り
は
、
日
本
画
家
と
な
っ
た
音
子
の
デ
ッ
サ
ン

の
対
象
と
し
て
、
音
子
の
過
去
と
現
在
の
心
境
の
象
徴
と
し
て
の
印
象
が
つ
よ
い
。
こ
こ
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
京
都
の
祭
礼
は
、
鞍
馬
山
の
満

二
七



二
八

月
祭
だ
け
で
あ
る
。

か
た
や
「古
都
」
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
次
章
で
細
か
く
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
四
季
に
彩
ら
れ
た
京
都
で
あ
る
。
「美
し
さ
と
哀

し
み
と
」
の
物
語
が
年
末
か
ら
翌
年
の
夏
に
か
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
春
の
京
都
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
な
い
の
と
対
照
的

に
、
「古
都
」
は
花
盛
り
の
平
安
神
宮
か
ら
は
じ
ま
る
。
取
り
あ
げ
ら
れ
る
祭
礼
は
十
を
超
え
、
中
京
区
に
あ
る
千
重
子
の
家
を
中
心
に
、
西
は

仇
野
の
念
仏
寺
か
ら
東
は
南
善
寺
ま
で
、
北
は
北
山
杉
、
北
野
天
満
宮
、
府
立
植
物
園
と
、
言
及
さ
れ
る
京
都
の
地
名
は
三
十
に
の
ぼ
る
。
ま

た

「古
都
」
の
京
都
は
、
鎌
倉
や
東
京
な
ど
の
他
の
地
と
の
往
還
運
動
の
な
か
で
描
か
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
他
の
川
端
作
品
の
よ
う
に
、

旅
人
が
そ
の
地
を
訪
れ
る
と
い
う
構
図
で
も
な
く
、
京
都
人
の
暮
ら
す
京
都
と
い
う
完
全
な
閉
塞
空
間
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
同
じ
九
章
立
て
な
が
ら
、
そ
の
物
語
内
容
も
著
し
い
対
照
を
見
せ
て
い
る
。
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
が
不
倫
、
早
産
、

嘲
認
韓
率
に
鳴
観
″
嘲
剛

「
愛

ぼ
剛
Ⅷ
年
哺
嘲
一

カヽ 復
礫
″
期
」
は
ヽ

も っ
”
は
け
「
）
コ
輝
臨
』
れ
先
旬
に
た
い
し
、
「古
都
」
の
方
は
、
作
者
川
端

こ
う
し
た
特
徴
を
ふ
ま
え
て
、
同
じ
執
筆
動
機
で
書
き
出
さ
れ
な
が
ら
、
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
に
お
い
て
は
登
場
人
物
た
ち
の

〈魔
界
〉

的
要
素
が
横
溢
し
て
京
都
の
描
写
が
は
る
か
後
景
に
退
い
て
し
ま
つ
た
た
め
、
〈魔
界
〉
を
排
除
し
た
い
さ
さ
か
特
異
な
作
品
世
界

「古
都
」
が

創
造
さ
れ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
解
が
生
じ
る
基
底
に
は
、
〈魔
界
〉＝
背
徳
の
世
界
と
い
う
理
解
が

横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
皮
相
な
理
解
の
も
と
で
は
、
川
端
が

「舞
姫
」
以
来
繰
り
返
し
こ
だ
わ
っ
た

「仏
界
易
入
魔
界
難
入
」

と
い
う
川
端
作
品
の
解
読
に
光
を
投
げ
か
け
る
創
作
原
理
に
ふ
み
こ
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
偶
頌
解
釈
に
つ
い
て
は
ま
と

め
の
章
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
ま
ず
葛
藤
の
な
い
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
る

「古
都
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
の
物
語
を

動
か
し
て
い
る

〈力
》
を
そ
の
作
品
内
部
か
ら
探
り
た
い
。



Ⅱ
　
作
品

「古
都
」
の
物
語
構
造

一
。

「古
都
」
の
構
成

文
学
作
品
は
こ
れ
を
生
み
出
し
た
作
家
の
意
図
に
従
属
す
る
面
を
も
つ
と
と
も
に
、
作
家
の
意
図
と
は
別
に
作
品
そ
れ
自
体
の
自
立
し
た
体

系
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
自
立
性
こ
そ
が
時
空
間
を
大
き
く
隔
て
た
読
者
た
ち
に
汲
め
ど
も
尽
き
せ
ぬ
情
報
を
与
え
つ
づ
け
る
理
由
で

あ
る
。

で
は

「古
都
」
と
い
う
作
品
は
、
作
者
川
端
の
意
図
を
離
れ
て
、
ど
の
よ
う
な
体
系
を
も
ち
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
原
理
が
は
た
ら
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「古
都
」
の
構
成
を
ま
と
め
た
の
が
次
ペ
ー
ジ
の
表
で
あ
る
。

二
．
二
つ
の
時
間
意
識

こ
の
一
覧
表
を
眺
め
る
と
き
、
「古
都
」
と
い
う
作
品
が
四
季
の
物
語
で
あ
る
こ
と
に
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
る
。
移
り
変
わ
る
季
節
は
そ
の
章
題

に
映
し
だ
さ
れ
て
お
り
、
千
重
子
の
家
の
中
庭
に
咲
く
す
み
れ
や
平
安
神
宮
の
桜
を
指
し
示
す
第

一
章

「春
の
花
」
か
ら
、
「夏
」
と
い
う
言
葉

は
直
接
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
七
月

一
日
の
吉
符
入
り
か
ら
ほ
ぼ

一
か
月
間
つ
づ
く
京
都
の
夏
の
代
名
詞
で
あ
る
祗
園
祭
が
第
五
章
の

章
題
に
、
第
六
章
と
第
八
章
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「秋
の
色
」
「秋
深
い
姉
妹
」
と
初
秋
か
ら
晩
秋
へ
か
け
て
の
季
節
の
深
ま
り
が
強
調
さ
れ
、
最
終

章
は
冒
頭
の
章
題
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
杉
の
幹
の
槍
に
丸
く
残
さ
れ
た
葉
を
さ
し
て

「冬
の
花
」
と
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
「古
都
」
と
い
う
物

語
に
あ
っ
て
は
四
季
の
円
環
が
き
れ
い
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
季
節
の
流
れ
の
な
か
で
じ
つ
に
多
く
の
植
物
が
物
語
の
背
景
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
。
例
え
ば
春
の
季

二
九



川○

第

四
章

「
北
山
杉
」

（五

・
六
月
）

闇

四

第

五
章

「
祇
園
祭
」

（七
月
）

第

六
章

「
秋

の
色

」

（七

・
八
月
）

囲

四

第

七
章

「
松

の
み
ど
り
」

（十
月
）

第

八
章

「
秋
深

い
姉
妹
」

（十

・
十

一
・
十

二
月
）

□
第
九
章

「
冬

の
花
」

（十

二
月
末
）

構

成

．
高
尾

（神
護
寺
）

倶
尾

（西
明
寺
）

栂
尾

（高
山
寺
）

北
山
杉

（中
京

の
自
宅
）

猛
屋
町
の
湯
波
半

御
旅
所

四
条
大
橋

（中
京

の
自
宅
）

北
野
線

北
野
神
社

上
七
軒

（中
京

の
自
宅
）

北
山
杉

（中
京

の
自
宅
）

青
蓮
院

南
禅
寺

下
河
原
町
の
龍
村

（中
京

の
自
宅
）

（西
陣
大
友
家
）

北
山
杉

清
滝
川

京
都
御
所

（中
京

の
自
宅
）

大
市

（北

野
）

北
野
会
館

上
七
軒

（中
京

の
自
宅
）

北
山
杉

円
山
公
園
左
阿
弥

（中
京

の
自
宅
）

訪

れ
る
地

花
見

　

　

　

　

　

　

（Ｏ
）

花

見

（０
）

（Ｘ
）

葵

祭

鞍

馬
寺

の
竹
伐

り
会

（
Ｘ
）

祇
園
祭

（Ｏ
）

大
文
字

（Ｘ
）

時
代
祭

　

　

　

　

　

（Ｘ
）

鞍
馬
寺

の
火
祭

り

　

（Ｘ
）

北
野
天
神
ず

い
き
祭

（
Ｘ
）

か
ぼ
ち

ゃ
供
養

（安
楽
寺
）

き

ゅ
う
り

ふ
う
じ

・蓮
華
寺

迦
陵
頻
迦

（嵐

山
）
　

（Ｘ
）

曲
水

の
宴

（上
賀
茂
神
社
）

北
野

お
ど
り

　

　

　

（
Ｘ
）

（事
始

め
）

描

か
れ
た
祭
礼

（千
重

子
）



節
を
描
い
た
最
初
の
三
章
を
調
べ
て
み
て
も
、
中
庭
の
も
み
じ
の
古
木
に
咲
く
す
み
れ
の
花
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
平
安
神
宮
の
紅
し
だ
れ
桜
、

し
ょ
う
ぶ
、
睡
蓮
、
あ
し
び
、
松
、
太
吉
郎
が
ひ
き
こ
も
る
嵯
峨
の
尼
寺
の
竹
林
、
自
川
女
が
千
重
子
に
と
ど
け
る
さ
か
き
や
野
山
の
花
、
言

及
さ
れ
る
五
条
や
堀
川
の
し
だ
れ
柳
並
木
、
仁
和
寺
の
御
室
の
有
明
桜
、
八
重
桜
、
西
陣
の
大
友
宗
助
が
好
き
だ
と
い
う
府
立
植
物
園
の
楠
の

並
木
道
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ひ
ま
ら
や
杉
、
霧
島
つ
つ
じ
、
ぼ
た
ん
園
、
し
ゃ
く
や
く
園
、
そ
し
て
太
吉
郎
が
妻
の
し
げ
に
秀
男
を
千
重
子
の

養
子
に
ど
う
か
と
切
り
出
す
加
茂
川
の
川
原
の
堤
に
つ
づ
く
松
並
木
と
い
っ
た
よ
う
に
植
物
が
次
々
に
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

植
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
中
心
に
北
山
杉
が
吃
立
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
「古
都
」
の
背
景
に
お
い
て
植
物

の
占
め
る
意
義
の
重
要
性
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
表
に
ま
と
め
ら
れ
た
祭
礼
に
注
目
し
た
い
。
葵
祭
、
祗
園
祭
、
時
代
祭
と
い
う
京
都
三
大
祭
は
物
語
の
な
か
に
き
ち
ん
と
描
き

こ
ま
れ
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
千
重
子
と
苗
子
と
の
出
会
い
は
、
ま
さ
に
祗
園
祭
の
宵
山
の
出
来
事
で
あ
る
。
構
成
の
う
え
で
も
、

こ
の
出
会
い
は

「古
都
」
全
九
章
の
真
中
に
位
置
す
る
第
五
章
に
据
え
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
第
五
章
の
祗
園
祭
の
中
心
的
神
事
で
あ
る
一
六
日

の
宵
山
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
の
ほ
か
、
左
京
区
に
あ
る
鞍
馬
寺
で
六
月
二
〇
日
に
催
さ
れ
る
、
太
吉
郎
の
好
き
な
竹
伐
り

会
、
八
月

一
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
孟
蘭
盆
会
の
行
事
で
あ
る
大
文
字
の
送
り
火
、
京
都
三
大
奇
祭
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、　
一
〇
月
二
二
日

の
夜
に
鞍
馬
の
由
岐
神
社
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
火
祭
り
な
ど
の
祭
礼
が
、
と
き
に
は
物
語
の
展
開
か
ら
離
れ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
「古
都
」
の
構
成
を
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
に
つ
く
特
徴
を
、
移
り
変
わ
る
四
季
、
植
物
の
豊
富
さ
、
祭
礼
の
重
視

と
挙
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
底
流
し
て
い
る
の
は
、
時
間
と
い
う
の
は
循
環
す
る
も
の
だ
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
も
と
も
と
時

間
が
循
環
す
る
と
い
う
意
識
は
、
自
然
界
を
モ
デ
ル
に
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
春
夏
秋
冬
と
い
う
季
節
の
周
期
的
な
交
替
、
雨
季
と
乾
季

の
循
環
、
植
物
の
死
と
再
生
の
繰
り
返
し
、
昼
夜
の
反
復
な
ど
の
経
験
に
培
わ
れ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
℃

ま
た
祭
礼
も
、
宗
教
学
や

民
俗
学
の
方
面
か
ら
様
々
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
祭
が
循
環
的
時
間
意
識
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
き

〓
〓
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な
理
解
の
ず
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
作
品
の
題
名
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
題
名
の
よ
う
に

「京
都
」
で
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
、
実
際
に
は
京
都
に
も
様
々
な
貌
が

あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を

「古
都
」
と
し
た
の
は
、
伝
統
や
文
化
、
習
俗
な
ど
を
継
承
す
る
都
市
と
し
て
の
性
格
づ
け
を
あ
ら
わ
に
し
た
結

果
だ
と
い
え
る
。
か
く
て
千
重
子
が
暮
ら
す
家
は
数
代
つ
づ
く
歴
史
を
も
つ
京
呉
服
の
間
屋
の
老
舗
で
あ
り
、
千
重
子
を
思
慕
す
る
青
年
秀
男

も
伝
統
的
な
西
陣
の
手
織
機
に
従
事
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
物
語
に
は
安
政
年
間
創
業
の
嵯
峨
豆
腐
の
森
嘉
や
享
保
元
年
に
ま
で
遡
れ
る

京
湯
葉
の
湯
波
半
と
い
っ
た
よ
う
な
老
舗
が
そ
こ
こ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
古
い
も
の
が
継
承
さ
れ
、
血
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
、
時
間

の
循
環
す
る
都
市
と
し
て
京
都
は
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
循
環
的
時
間
意
識
だ
け
に
作
品
が
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
物
語
空
間
の
閉
塞
性
と
あ
い
ま
っ
て
、
き
わ
め
て
自
己
完
結
的
、
自

己
充
足
的
な
物
語
と
し
て

「古
都
」
と
い
う
作
品
は
閉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
物
語
の
な
か
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
、
循
環
的
時

間
意
識
の
対
極
に
あ
る
時
間
意
識
が
ひ
そ
か
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
直
線
的
時
間
意
識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
源
に
は
、

終
末
論
を
も
つ
よ
う
な
宗
教
的
歴
史
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
時
間
は
反
復
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
創
造
か
ら
終
末
に
む
か
っ
て
直
線
的
に
進
ん

で
ゆ
く
。
過
去
は
過
去
と
し
て
現
実
を
見
つ
め
、
未
来
を
切
り
拓
こ
う
と
い
う
意
識
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
意
識
の
秘
め
ら
れ
た

措
抗
が
、
こ
の
物
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
寄
与
し
、
こ
の
物
語
を
進
展
さ
せ
て
ゆ
く
力
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
直
線
的
時
間
意
識
の
体
現
者
は
誰
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
千
重
子
で
あ
る
。
ま
た
千
重
子
を
お
ぎ
な
っ
て
物
語
の
後
半
か
ら
現
わ

れ
る
苗
子
で
あ
る
。
主
人
公
千
重
子
は
一
見
、
養
父
太
吉
郎
と
と
も
に
伝
統
の
継
承
者
、
い
わ
ば
生
け
る
京
都
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、

果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
を
丹
念
に
読
ん
で
い
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
作
品
冒
頭
に
、
も
み
じ
の
古
木
の
幹
に
毎
年
咲
く
二
株
の
す
み
れ
と
壺
中
の
鈴
虫
の
観
察
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
ら
れ
る
。



す
み
れ
は
花
咲
き
、
鈴
虫
は
今
年
も
生
れ
て
鳴
く
だ
ろ
う
。

「自
然
の
生
命
…
…
？
Ｌ

千
重
子
は
春
の
そ
よ
風
に
な
ぶ
ら
れ
る
髪
を
、
片
耳
に
か
き
あ
げ
た
。
す
み
れ
や
鈴
虫
に
思
ひ
く
ら
べ
て
、
「自
分
は
…
…
？
」

自
然
の
生
命
の
い
つ
せ
い
に
ふ
く
ら
む
春
の
日
の
な
か
に
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
す
み
れ
を
見
て
ゐ
る
の
は
、
千
重
子
だ
け
で
あ
つ
た
。

（つ。Ｎωい）

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
の
生
命
と
千
重
子
と
の
対
比
で
あ
る
。
す
み
れ
は
毎
年
春
に
な
る
と
花
を
つ
け
、
鈴
虫
は
壺
中
で
そ
の

生
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
鈴
虫
は
千
重
子
が
高
等
学
校
の
友
達
か
ら
い
く
匹
か
も
ら
っ
て
来
た
も
の
で
、
千
重
子
は

「壺
の
な
か
で
、
か

は
い
さ
う
や
わ
。」
Ｃ
ｔ
〓
）
と
言
う
の
だ
が
、
友
達
は
籠
で
飼
っ
て
死
な
せ
る
よ
り
も
い
い
と
答
え
る
。
こ
の
鈴
虫
が
今
で
は
増
え
て
、
毎
年

き
ま
っ
て
七
月
の
初
め
に
卵
か
ら
か
え
り
、
八
月
の
中
頃
に
鳴
き
は
じ
め
る
と
い
う
。
こ
こ
で

「壺
中
の
天
地
」
と
い
う
中
国
の
仙
人
伝
説
が

挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
仙
人
諄
は
、
人
間
の
不
老
不
死
へ
の
願
望
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
異
境
の
無
時
間
性
の
な
か
で

物
語
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。

す
み
れ
の
花
や
鈴
虫
と
い
う
循
環
す
る
時
間
の
な
か
で
そ
の
生
を
営
ん
で
い
る
も
の
に
た
い
し
て
、
千
重
子
が
感
じ
て
い
る
の
は
小
さ
な
孤

独
で
あ
る
。
千
重
子
は
捨
て
子
と
し
て
、
い
わ
ば
自
然
な
生
の
流
れ
か
ら
弾
き
だ
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
孤
独
感
が
清
水
寺
で
の

真

一
へ
の
告
白
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

ま
た
こ
の
す
み
れ
の
花
と
鈴
虫
の
あ
い
だ
に
は
、
「教
会
に
出
入
り
を
し
て
、
新
旧
の
聖
書
も
読
ん
で
」
（や
日
じ

い
る
千
重
子
が
庭
で
目
に

と
め
る
、
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠
の
話
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
直
線
的
時
間
意
識
が
前
述
し
た
よ
う
な
宗
教
的
歴
史
意
識
を
そ
の
源
泉
と
し
て
い

一一一一一一



三
四

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「な
ん
百
年
か
の
風
雨
に
朽
ち
こ
ぼ
れ
て
、
た
だ
頭
と
か
ら
だ
と
足
の
形
が
」
Ｃ
ｔ
田
）
識
別
し
う
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た

こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠
は
、
ま
さ
に
直
線
的
時
間
意
識
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

「古
都
」
と
い
う
作
品
は
、
す
み
れ
の
花

（循
環
的
時
間
意
識
）、
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠

（直
線
的
時
間
意
識
）、
鈴
虫

（循
環
的
時
間
意
識
）、

千
重
子

（直
線
的
時
間
意
識
）
を
交
叉
さ
せ
な
が
ら
、
今
後
物
語
を
そ
の
深
奥
に
お
い
て
動
か
し
て
ゆ
く
力
と
な
る
、
こ
の
二
つ
の
秘
め
ら
れ

た
意
識
の
葛
藤
を
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
。

第
二
章

「尼
寺
と
格
子
」
に
は
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
る
。

「硯
箱
の
上
の
、
古
い
お
数
珠
は
？
」

「あ
あ
、
あ
れ
か
。
庵
主
さ
ん
に
無
心
言
う
て
、
い
た
だ
い
た
ん
や
。」

「あ
れ
を
か
け
て
、
お
父
さ
ん
は
お
拝
み
や
す
の
。」

「今
の
言
葉
で
言
う
た
ら
、
ま
あ
、
マ
ス
コ
ッ
ト
や
な
。
日
に
く
は
へ
て
、
珠
を
か
み
く
だ
き
た
う
な
る
時
も
あ
る
け
ど
ピ

「あ
あ
、
き
た
な
。
長
年
の
手
垢
で
、
よ
ご
れ
て
ま
つ
し
や
ろ
。」

「
な
ん
で
き
た
な
い
。
二
代
か
三
代
の
尼
さ
ん
の
、
信
仰
の
垢
や
な
い
か
。」

千
重
子
は
父
の
か
な
し
み
に
ふ
れ
た
や
う
で
、
だ
ま
つ
て
う
つ
む
い
た
。
（フ
Ｓ
ｅ

こ
れ
は
嵯
峨
の
奥
の
尼
寺
に
こ
も
っ
て
下
絵
の
構
図
を
練
る
太
吉
郎
の
も
と
に
、
千
重
子
が
昼
の
弁
当
を
も
っ
て
訪
ね
た
場
面
で
あ
る
が
、

こ
の
と
き
硯
箱
の
上
に
あ
っ
た
古
い
数
珠
を
、
か
み
く
だ
き
た
く
な
る
と
き
が
あ
る
と
い
う
太
吉
郎
の
言
葉
に
た
い
し
、
「あ
あ
、
き
た
な
。
長

年
の
手
垢
で
、
よ
ご
れ
て
ま
つ
し
や
ろ
。」
と
い
う
の
が
、
千
重
子
の
反
応
で
あ
る
。
太
吉
郎
は
そ
れ
が
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
由
緒
あ
る
道
具
で



あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
千
重
子
を
諫
め
る
の
だ
が
、
千
重
子
の
意
識
は
そ
の
道
具
の
歴
史
よ
り
も
現
実
に
あ
る
汚
れ
の
方
に
む
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
あ
と
、
嵯
峨
の
尼
寺
か
ら
自
宅
に
戻
っ
て
き
た
千
重
子
は
母
と
次
の
よ
う
な
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。

「
こ
の
商
売
を
、
い
つ
そ
、
お
や
め
や
し
た
ら
…
…
？
」
と
千
重
子
は
き
れ
い
な
目
を
う
る
ま
せ
た
。

「そ
な
い
な
、　
一
足
飛
び
な
こ
と
言
う
た
か
て
…
…
ど

と
、
母
は
か
す
か
に
笑
つ
た
。

「千
重
子
、
う
ち
の
お
商
ひ
、
や
め
た
ら
え
え
て
言
う
た
ん
、
そ
れ
本
心
ど
す
か
。
」

声
は
高
く
な
い
が
、
母
は
ひ
ら
き
直
つ
て
ゐ
た
。
―
―
母
が
か
す
か
に
笑
つ
た
と
、
千
重
子
に
見
え
た
の
も
、
日
の
あ
や
ま
り
で
あ
つ

た
の
か
。

「本
心
ど
す
。」
と
、
千
重
子
は
答
へ
た
。
痛
み
が

一
筋
、
胸
を
通
つ
た
。

「怒
つ
て
る
の
や
な
い
え
。
そ
な
い
な
顔
、
せ
ん
と
お
き
や
す
。
言
へ
る
若
い
人
と
、
言
は
れ
る
年
よ
り
と
、
ど
つ
ち
が
さ
び
し
い
か
、

よ
う
分
か
つ
て
ま
つ
し
や
ろ
。
」

「
お
母
さ
ん
、
か
ん
に
し
と
く
れ
や
す
。」

「
か
ん
に
ん
す
る
も
、
せ
ん
も
…
…
ピ

こ
ん
ど
は
母
も
、
ほ
ん
た
う
に
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
。
Ｃ

，
Ｓ
Ｐ
Ｓ
じ

経
営
は
先
細
り
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
て
も
、
代
々
続
い
た
伝
統
あ
る
老
舗
を
受
け
継
い
で
い
こ
う
と
す
る
養
母
に
た
い
し
て
、
千
重
子
は

三
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「
こ
の
商
売
を
、
い
つ
そ
、
お
や
め
や
し
た
ら
」
と
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

に
出
会
っ
た
双
子
の
苗
子
の
働
く
北
山
杉
を
千
重
子
が
訪
ね
た
場
面
に
は
、

り
が
あ
る
。

一二
一ハ

そ
の
後
、
第
六
章

「秋
の
色
」
に
お
い
て
、
祗
園
祭
の
宵
山
の
夜

あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
や
り
と

「
お
嬢
さ
ん
、
お
店
を
少
し
、
お
て
つ
だ
ひ
し
て
お
み
や
し
た
ら
、
ど
う
ど
す
や
ろ
。」

「あ
た
し
が
…
…
？
」
と
、
千
重
子
は
打
た
れ
た
や
う
に
、
立
ち
あ
が
つ
た
。
（，
８
８

こ
れ
に
つ
づ
く
第
七
章

「松
の
み
ど
り
」
で
、
千
重
子
は
水
木
龍
助
の

「
お
店
の
番
頭
さ
ん
―
―
会
社
や
か
ら
、
専
務
か
常
務
か
し
ら
ん
け

ど
、
い
つ
ぺ
ん
ね
、
千
重
子
さ
ん
か
ら
、
き
つ
う
あ
た
つ
て
お
み
や
す
。」
Ｃ
Ｌ
Ｎｅ

と
い
う
忠
告
を
受
け
て
、
翌
日
帳
場
に
い
る
番
頭
の
植
村

の
ま
え
に
正
座
し
、
「あ
た
し
も
う
ち
の
お
商
売
を
、
少
し
づ
つ
、
見
習
う
て
、
知
り
た
い
」
（，
８
し

か
ら
と
、
帳
簿
の
提
示
を
要
求
す
る
。

店
を
や
め
た
ら
と
母
に
提
案
す
る
千
重
子
と
、
帳
簿
の
提
示
を
番
頭
に
要
求
す
る
千
重
子
と
の
あ
い
だ
に
、
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
千

重
子
は
今
あ
る
現
実
を
直
視
し
、
店
が
ど
う
し
て
も
立
ち
行
か
な
い
状
態
な
ら
ば
、
過
去
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
店
を
た
た
む
こ
と
を
考
え
、

店
の
立
ち
行
か
な
い
原
因
が
番
頭
の
不
正
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
改
善
し
て
ゆ
こ
う
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
千
重
子
は
伝
統
や
歴
史
を

軽
視
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
決
し
て
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
未
来
に
目
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
を
よ
じ
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に

「古
都
」
と
い
う
作
品
に
は
十
を
超
え
る
祭
礼
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
意
外
な
こ
と
に
、
千
重
子
は

こ
れ
ら
の
祭
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
て
い
な
い
。
花
見
を
祭
礼
か
ら
外
す
な
ら
ば
、
千
重
子
が
参
加
な
い
し
見
物
し
た
祭
は
、
双
子
の
苗
子
と

出
会
っ
た
祗
園
祭
の
宵
山
だ
け
で
あ
る
。
千
重
子
は
葵
祭
を
見
逃
し
、
大
文
字
の
送
り
火
を
見
ず
、
時
代
祭
の
見
物
の
列
に
加
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
さ
ら
に
意
外
な
の
は
、
こ
の
宵
山
の
夜
、
御
旅
所
で
唯

一
の
肉
親
で
あ
る
苗
子
と
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
の
千
重
子
の
反
応
で
あ
る
。



そ
れ
は
ま
さ
に

「京
言
葉
の
柔
ら
か
さ
の
中
に
潜
む
…
拒
絶
の
姿
勢
の
厳
し
さ
」
に
他
な
ら
な
い
。

千
重
子
は
、
強
い
意
志
が
わ
い
て
、
し
や
ん
と
こ
ら
へ
た
。

「う
ち
は
、
ひ
と
り
子
ど
す
。
姉
も
妹
も
あ
ら
し
ま
へ
ん
え
。」
と
言
つ
た
が
、
し
か
し
、
顔
色
は
青
白
ん
だ
。

北
山
杉
の
娘
は
し
や
く
り
あ
げ
て
、

「よ
う
わ
か
り
ま
し
た
。
お
嬢
さ
ん
、
か
ん
に
ん
じ
と
く
れ
や
す
。
か
に
し
と
く
れ
や
す
。」
と
、
く
り
か
へ
し
た
。

「姉
さ
ん
は
、
姉
さ
ん
は
と
、
小
さ
い
時
か
ら
思
ひ
つ
づ
け
て
来
た
も
ん
や
さ
か
い
、
え
ら
い
人
ち
が
ひ
し
て
し
も
て
…
…
ピ

「‥
‥
・・・・・。」

「ふ
た
子
や
い
ふ
こ
と
ど
す
さ
か
い
、
姉
か
妹
か
、
わ
か
ら
し
ま
へ
ん
の
や
け
ど
…
…
ピ

「他
人
の
空
似
ど
つ
し
や
ろ
。」

娘
は
う
な
づ
く
と
、
涙
が
ほ
ほ
を
流
れ
落
ち
た
。
Ｃ

，
Ｓ
Ｐ
Ｓ
じ

な
る
ほ
ど
肉
親
の
消
息
も
双
子
の
妹
の
存
在
自
体
も
知
ら
な
か
っ
た
千
重
子
の
受
け
た
衝
撃
が
、
捜
し
求
め
て
い
た
姉
に
巡
り
逢
え
た
苗
子

の
動
揺
よ
り
、
小
さ
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
心
の
準
備
も
で
き
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
の
父
母
が
も
う
こ

の
世
に
い
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
悲
哀
も
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
日
の
ま
え
に
現
れ
た
唯
一
の
血

縁
を

「他
人
の
空
似
」
と
言
下
に
切
り
捨
て
る
以
外
の
対
応
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
山
崎
俊
介
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
苗
子
に
し
て
み
れ

ば
、
二
〇
年
間
思
い
描
い
て
き
た
姉
の
冷
や
か
な
態
度
か
ら
受
け
た
悲
し
み
と
諦
め
が
、
や
が
て

「千
重
子
の
困
窮
を
救
う
た
め
に
は
全
力
を

尽
く
す
が
、
千
重
子
の
平
和
な
幸
福
に
は
…
触
れ
ま
い
と
す
る
姿
勢
」
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
千
重
子
は
苗
子
と
別
れ
た
あ
と

三
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三
八

で
、
「苗
子
と
い
ふ
き
や
う
だ
い
に
は
、
あ
た
た
か
い
愛
が
芽
生
え
て
来
る
」
（フ
田
こ

の
を
覚
え
、
ま
た
こ
の
夜
、
寝
床
で

「苗
子
と
い
ふ
子

に
、
つ
れ
な
か
つ
た
か
し
ら
ん
？
」Ｃ
』
鶴
）
と
反
省
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
冷
や
か
な
態
度
を
千
重

子
は
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
態
度
は
、
千
重
子
が
取
り
乱
し
た
結
果
な
の
で
は
な
く
、
「強
い
意
志
が
わ
い
て
、

し
や
ん
と
こ
ら
へ
た
」
Ｃ
』
田
）
う
え
で
の
対
応
な
の
で
あ
る
。

思
う
に
そ
れ
は
、
千
重
子
の
養
父
母
に
た
い
す
る
愛
情
の
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
実
の
親
が
現
れ
て
千
重
子
が
そ
ち
ら
へ
戻
る
こ
と
に
で
も

な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
く
れ
た
養
父
母
を
深
く
悲
し
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
千
重
子
は
血
の
つ
な
が
り
よ
り
も
現
実
の
つ
な
が
り
を
選
択

す
る
。
千
重
子
が
実
子
で
な
い
と
教
え
ら
れ
た
の
は
中
学
に
入
学
し
た
頃
で
、
「実
子
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
実
の
親
は
ど
こ
か
に
ゐ
る
は
ず
」

で
「き
や
う
だ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
Ｃ
・Ｎ
ｅ

と
考
え
も
す
る
の
だ
が
、
「む
か
し
の
こ
と
は
、
も
う
聞
か
ん
と
い
と
く
れ
や
す
」
Ｃ
ｔ
ざ
）

と
い
う
母
し
げ
の
言
葉
に
千
重
子
は
そ
れ
以
上
の
詮
索
を
し
な
い
。
ま
た
、
苗
子
の
存
在
を
告
自
し
た
あ
と
に
も

「
お
母
さ
ん
、
千
重
子
は
、

こ
こ
の
子
ど
す
。
こ
れ
ま
で
通
り
、
こ
こ
の
子
に
し
と
い
と
く
れ
や
す
」（，
８
０

と
母
親
に
訴
え
る
。
こ
う
し
た
千
重
子
の
志
向
を
苗
子
も
や

が
て
理
解
し
て
、
過
去
を
振
り
返
ろ
う
と
す
る
千
重
子
を
逆
に
次
の
よ
う
に
励
ま
す
立
場
に
変
わ
る
。

「苗
子
さ
ん
、
お
父
さ
ん
が
、
杉
か
ら
落
ち
は
つ
た
の
は
、
こ
こ
ら
あ
た
り
？
」
と
千
重
子
は
た
づ
ね
た
。

「知
り
ま
へ
ん
。
う
ち
も
、
や
や
こ
ど
し
た
。」

「
お
母
さ
ん
の
お
さ
と
は
…
…
？
　
お
ぢ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
は
、
お
た
つ
し
や
？
」

「そ
れ
も
知
り
ま
へ
ん
。」
と
、
苗
子
は
答
へ
た
。

「
お
さ
と
で
、
お
育
ち
や
し
た
ん
や
お
へ
ん
か
。」

「
お
嬢
さ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
、
な
ん
で
、
お
聞
き
や
す
の
？
」
と
、
苗
子
に
き
び
し
く
言
は
れ
て
、
千
重
子
は
声
を
の
ん
だ
。



「
お
嬢
さ
ん
に
は
、
そ
な
い
な
人
、
あ
ら
し
ま
へ
ん
え
。」

「‥
‥
‥
‥
・。」

「う
ち
だ
け
で
も
、
き
や
う
だ
い
や
と
、
思
う
て
ゐ
と
く
れ
や
し
た
ら
、
あ
り
が
た
う
お
す
。
祗
園
祭
で
い
ら
ん
こ
と
言
う
て
し
も
て
。」

（一・ωＯＮ）

結
局
、
血
の
つ
な
が
っ
た
こ
の
姉
妹
は
、
祗
園
祭
の
御
旅
所
と
夕
立
の
北
山
杉
と
冬
の
北
山
杉
、
そ
れ
に
中
京
の
千
重
子
の
自
宅
と
、
わ
ず

か
四
度
の
逢
瀬
を
か
さ
ね
た
だ
け
で
、
別
離
の
方
向
へ
と
向
か
う
。

千
重
子
が
過
去
の
つ
な
が
り
よ
り
も
、
流
れ
つ
づ
け
る
現
在
の
関
係
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
幼
な
じ
み
の
水
木
真

一
で
は
な
く
、
物
語
半
ば

か
ら
登
場
す
る
真

一
の
兄
龍
助
と
の
新
た
な
出
会
い
に
心
惹
か
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
も
読
み
と
れ
る
。
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「千
重
子
は
竜

助
と
も
、
真

一
と
も
、
恋
愛
し
な
い
」
と
あ
る
が
、
千
重
子
が
龍
助
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
は
本
文
中
の
段
階
を
追
っ
た
次
の
描
写
か
ら
明
白

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

千
重
子
と
龍
助
の
最
初
の
出
会
い
は
、
祗
園
祭
の
宵
山
の
夜
、
四
条
大
橋
の
う
え
で
あ
る
。
苗
子
と
の
思
い
が
け
な
い
遜
逓
に
青
白
い
顔
を

し
た
ま
ま
の
千
重
子
は
、
龍
助
兄
弟
に
家
ま
で
送
っ
て
も
ら
う
。
そ
の
後
千
重
子
は
龍
村
で
西
洋
夫
人
の
英
語
の
通
訳
を
す
る
龍
助
に
出
会
い
、

誘
わ
れ
る
ま
ま
に
庭
に
出
て
、
池
に
み
ご
と
な
色
鯉
が
泳
ぐ
の
を
眺
め
る
。
そ
の
夜
千
重
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
鯉
の
む
れ
が
足
も
と
に
寄
り

集
ま
る
夢
を
見
、
そ
の
鯉
の
む
れ
に
「な
ん
と
も
い
へ
な
い
愛
情
宍
や
８
９

を
感
じ
る
。
千
重
子
は
龍
助
に
た
い
し
て
は
真

一
ほ
ど
気
楽
に
話

せ
な
い
の
だ
が
、
龍
助
の
忠
告
に
は
素
直
に
耳
を
傾
け
、
こ
れ
を
実
行
す
る
。
ひ
と
つ
の
か
た
ち
を
と
り
つ
つ
あ
る
千
重
子
の
気
持
ち
は
、
第

八
章

「秋
深
い
姉
妹
」
に
至
っ
て
、
龍
助
を
待
つ
次
の
よ
う
な
仕
種
や
感
情
に
な
っ
て
現
れ
る
。

二
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四
〇

千
重
子
は
午
後
、
奥
三
階
に
あ
が
つ
て
、
目
立
た
ぬ
や
う
に
だ
が
、
念
入
り
の
化
粧
を
し
た
。
長
い
髪
を
、
丹
念
に
す
い
た
。
気
に
入

つ
た
形
に
、
よ
く
ま
と
ま
ら
な
い
。
着
て
ゆ
く
も
の
に
も
、
あ
れ
こ
れ
迷
ふ
ほ
ど
、
か
へ
つ
て
き
ま
ら
な
い
。
Ｃ
Ｏ
・８
Ｐ
さ
ｅ

千
重
子
は
立
て
終

つ
た
茶
碗
を
、
龍
助
の
前
に
出
す
手
が
、
こ
こ
ろ
も
ち
、
ふ
る
へ
た
。
（，
お
じ

千
重
子
は
大
市

へ
、
龍
助
、
真

一
の
兄
弟
と
行
つ
て
か
ら
、
は
げ
し
い
苦
し
み
と
い
ふ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
心
を
よ
そ
に
う
し

な
う
や
う
な
時
が
あ
つ
て
、
気
が
つ
く
と
、
や
は
り
そ
れ
は
、
な
や
み
の
た
め
の
や
う
で
あ
つ
た
。
Ｃ
ｋ
８
）

千
重
子
は
北
野
の
す
つ
ぼ
ん
屋
で
の
、
龍
助
の
は
げ
し
い
言
葉
が
、
胸
を
ゆ
き
き
し
て
ゐ
る
。
赤
ん
坊
の
千
重
子
が
、
龍
助
の
家
の
前

に
、
捨
て
ら
れ
て
ゐ
た
ら
よ
か
つ
た
な
ど
と
は
、
か
な
り
強
い
言
ひ
方
で
は
な
か
ら
う
か
。

龍
助
の
弟
の
真

一
は
、
千
重
子
の
を
さ
な
な
じ
み
で
、
高
等
学
校
ま
で
の
友
だ
ち
で
あ
る
し
、
気
立
て
も
や
さ
し
い
し
、
千
重
子
を
好

い
て
ゐ
て
く
れ
る
と
知
つ
て
ゐ
て
も
、
龍
助
み
た
い
に
、
千
重
子
の
息
の
と
ま
る
や
う
な
こ
と
を
言
ひ
は
し
な
か
つ
た
。
Ｃ
ヽ
８
）

結
婚
問
題
に
関
し
て
養
父
太
吉
郎
に
従
順
な
千
重
子
で
は
あ
る
が
、
太
吉
郎
が
養
子
に
す
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
た
秀
男
に
心
惹
か
れ
る
こ
と

は
な
く
、
「む
か
し
が
、
な
つ
か
し
い
の
や
ろ
か
。」（甲
露
０

と
花
電
車
に
乗
っ
た
り
、
青
蓮
院
の
楠
を
眺
め
て
は
過
去
を
思
い
起
こ
す
太
吉
郎

と
は
違
い
、
千
重
子
の
心
の
な
か
で
長
刀
鉾
に
乗
っ
た
幼
い
稚
児
姿
の
ま
ま
の
真

一
に
も
、
千
重
子
は
も
の
た
り
な
さ
を
感
じ
る
ば
か
り
で
あ

２つ
。こ

の
よ
う
に

「古
都
」
と
い
う
作
品
は
、
循
環
的
時
間
意
識
の
な
か
で
、
歴
史
と
伝
統
を
継
承
す
る
都
市
を
中
心
に
自
己
調
和
的
に
閉
じ
ら



れ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
ひ
そ
か
に
現
実
の
一
回
性
を
重
視
す
る
、
直
線
的
時
間
意
識
を
生
き
る
千
重
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
環

が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
は
拒
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
千
重
子
の
直
線
的
時
間
意
識
を
支
え
て
い
る
の
は
、

血
の
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
現
実
の
つ
な
が
り
を
選
択
す
る
千
重
子
の
志
向
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
末
で
千
重
子
と
苗
子
を
別
れ
さ
せ
る

物
語
そ
の
も
の
の
志
向
な
の
で
あ
る
。

〈仏
界
〉
と

〈魔
界
〉

さ
て
以
上
、
第

一
章
に
お
い
て
作
家
川
端
の
意
図
を
、
第
二
章
に
お
い
て
作
品
の
物
語
構
造
を
検
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ

の
両
者
を
吸
収
す
る
大
き
な
創
作
原
理
と
し
て
、
川
端
の

〈魔
界
〉
論
に
言
及
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
川
端
文
学
全
体
の
解
読
に
か
か
わ
る

〈魔

界
〉
論
を
こ
こ
で
本
格
的
に
論
じ
る
余
地
は
な
い
の
だ
が
、
〈魔
界
〉
解
釈
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

こ
の
と
き
論
者
が
依
拠
す
る
の
は
、
福
田
淳
子
氏
の
「葬
式
の
名
人
」
論
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
〈魔
界
〉
論
で
は
な
く
、
初
期
作
品
の
「葬

式
の
名
人
」
を
分
析
し
て
、
川
端
文
学
の
原
型
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
き
わ
め
て
示
唆
的
な
発
見
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
経
験
し
た
悲
痛
な
記
憶
で
あ
る
祖
父
の
死
を
悼
も
う
と
す
る
意
識
と
、
記
憶
に
な
い
父
、
母
、
姉
の
死
に

た
い
し
て
敬
虔
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識
の
、
双
方
を
抱
え
込
ん
だ

〈私
〉
の
有
り
様
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
祖
父
の
死
の
経
験
は

〈私
〉
を

死
の
客
観
化
と
い
う
現
実
認
識
に
む
か
わ
せ
、
〈私
〉
が
そ
の
記
憶
も
感
情
も
も
っ
て
い
な
い
父
、
母
、
姉
を
忘
れ
ず
、
そ
の
死
を
悲
じ
め
、
と

い
う
外
側
か
ら
の
強
要
は
、
〈私
〉
を
空
虚
な
感
傷
へ
と
導
く
。
こ
の
感
傷
の
心
地
よ
い
世
界
に
導
か
れ
よ
う
と
す
る
志
向
と
、
そ
れ
に
反
発
し
、

そ
の
対
極
に
あ
る
現
実
を

一
層
強
く
認
識
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
往
還
運
動
が
孤
児
と
し
て
の
〈私
〉
の
特
質
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
「
こ
の

運
動
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
耗
は
著
し
く
、
や
が
て
限
界
が
訪
れ
る
。
逃
避
を
促
し
て
い
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
「舞
姫
」
に
お
い
て

四
一



四
二

初
め
て
使
用
さ
れ
る
〈魔
界
〉
の
語
の
も
と
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
以
後
、
二
元
的
世
界
は
変
質
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
論
文
は
結

ば
れ
て
い
る
。

以
上
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
（尚
、
「舞
姫
」
に
お
け
る
八
木
の
偶
頌
解
釈
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
「感
傷
」
は

「抒

情
」
と
も
読
み
代
え
ら
れ
る
。
）

［福
田
払聖

記
憶
さ
れ
て
い
る
祖
父
へ
の
哀
悼

現
実

魔
界

記
憶
に
な
い
父
母
姉
へ
の
敬
虔

感
傷

（抒
情
）

仏
界

10101

こ
の
解
釈
が
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
戦
後
作
品
に
し
か
適
用
で
き
な
か
っ
た

〈魔
界
〉
論
を
、
川
端
文
学
全
体
を
読
み
解
く
創
作
原
理

と
し
て
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
り
、
〈魔
界
〉／

〈仏
界
〉
の
対
立
の
素
地
を
現
実
／
感
傷

（抒
情
）
の
対
立
と
見
な
す
な
ら
ば
、
こ

の

「古
都
」
と
い
う
作
品
も
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

［古
都
］

直
線
的
時
間
意
識
　
―
　
循
環
的
時
間
意
識



０

現
実
の
つ
な
が
り
　
１
　
血
の
つ
な
が
り

０

魔
界
　
―
　
仏
界

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
〈魔
界
〉
と

〈仏
界
〉
を
切
り
離
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
常
に
両
者
を
そ
の
往
還
運
動
の
な

か
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「古
都
」
を
包
摂
す
る
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た

「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
は
、
発
狂
、
誘
惑
、
復
讐
と
い
っ
た
背
徳
的
世
界
を
描
い
て
い
る
ゆ

え
に

〈魔
界
〉
的
作
品
な
の
で
は
な
く
、
二
〇
数
年
ま
え
の
恋
愛
を
い
わ
ば

〈感
傷
し
、
抒
情
し
〉
つ
づ
け
る
大
木
年
雄
と
上
野
音
子
に
た
い

し
、
こ
の
恋
愛
が
生
み
出
し
た
二
人
の
境
涯
の
差
異
と
い
う
現
実
を
見
つ
め
る
坂
見
け
い
子
と
の
対
立
図
式
、
〈仏
界
〉
と

〈魔
界
〉
と
の
措
抗

関
係
が
こ
の
物
語
を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
そ
う
し
た
背
徳
的
世
界
が
描
か
れ
て
い
な
い

「古
都
」
に
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
こ
の
川
端
の
創
作
原
理
は
ひ
そ
か
に
息
づ
い
て

い
る
。

【諄鷹
】

本
稿
の
底
本
は
三
七
巻
本
『川
端
康
成
全
集
』
（新
潮
社
）
の
第
一
八
巻

（昭
和
五
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「古
都
」
で
あ
り
、
本
文
引
用
の
さ
い
に
は
頁
数
を
付
し
た
。

０
　
さ
ら
に
「古
都
」
脱
稿
か
ら
四
日
後
に
発
表
さ
れ
た
「「古
都
」
を
書
き
終
え
て
（下
ご

（昭
和
三
七
年
一
月
三
一
日
「朝
日
新
聞
し
を
読
む
と
、
作
者
は
当
初
「小

さ
く
愛
す
べ
き
恋
物
語
」
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
近
作
三
編
翁
眠
れ
る
美
女
」
「美
し
さ
と
哀
し
み
と
」
「古
都
し

「そ
れ
ぞ
れ
趣
を
異
に
し
た
い
」
と

四
三



(8)に)(6)6)に )(3)0)

四
四

い
う
意
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
古
都
」
を
書
き
終
え
て

（下
と

（昭
和
三
七
年

一
月
二

一
日

（「朝
日
新
聞
し

土
屋
博
編
著

『聖
と
俗
の
交
錯
』

，
賀

（北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
　
一
九
九
二
年
）

山
崎
俊
介

「「古
都
」
論
―
―
―
女
性
像
を
中
心
に
し
て
１
」
翁
川
端
康
成
の
人
間
と
芸
術
』
所
収
フ
ド

　ヽ
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
昭
和
四
六
年
）

同
論
文
、
フ
田
∞

「
古
都
」
を
書
き
終
え
て

（下
と

（昭
和
三
七
年

一
月
三

一
日

（「朝
日
新
聞
し

福
田
淳
子

「川
端
康
成

「葬
式
の
名
人
」
論
」
牟
川
端
文
学
へ
の
視
界
９
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
四
年
）

同
論
文
、
ロ
ミ

尚
、
「舞
姫
」
で
は
、
床
に
か
け
ら
れ
た
墨
跡
を
八
木
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「仏
界
、
入
り
易
く
、
魔
界
、
入
り
難
し
、
と
い
ふ
言
葉
は
、
善
人
成
仏
す
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
、
と
い
ふ
言
葉
を
、

ふ
言
葉
を
、
思
ひ
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ち
が
う
や
う

だ
。

セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ズ

ム
を
、
し
‐列

召
引
測
釧
到
劉
刻
＝
釧

力ゝ―
刊
瑚
馴
剖

の
や
う
な
人
の
、
セ
ン
チ
‐川
冽
列
引
刻
測
引
測
＝
＝
¶
団

利
硼
翻
洲
副
樹
剰
Ч
劃
日
馴
ヨ
矧
＝
‥
ｏ
ｌ
　
き
び
し
い
戦
ひ
の
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。
」

（三
七
巻
本

『川
端
康
成
全
集
』
（新
潮
社
）
の
第
十
巻

「舞
姫
」
「
フ
ぶ
Ｐ
ぶ
３

附
記
　
本
稿
は
川
端
文
学
研
究
会
第
九
八
回
例
会

（平
成
七
年
四
月

一
五
日
、
於
・
神
楽
坂
エ
ミ
ー
ル
）
に
お
け
る
日
頭
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
会

員
の
方
々
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。


