
              

要 

旨 

  

京
都
を
舞
台
背
景
と
し
た
文
学
作
品
は
数
多
く
あ
る
。
小
稿
で
は
、
そ
う
し
た
作
品
群
の
中

か
ら
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
と
川
端
康
成
の
『
古
都
』
を
対
象
と
し
、
描
か
れ
た
寺
の
場

面
を
主
と
し
て
空
間
の
視
点
か
ら
読
み
解
い
た
。
取
り
上
げ
た
の
は
、『
金
閣
寺
』
か
ら
は
金
閣
・

鏡
湖
池
の
場
面
と
南
禅
寺
三
門
・
天
授
庵
の
場
面
、『
古
都
』
か
ら
は
清
水
寺
・
奥
の
院
の
場
面
、

併
せ
て
三
つ
で
あ
る
。 

 

金
閣
と
鏡
湖
池
の
場
面
で
は
、
作
品
の
主
人
公
「
私
」
が
金
閣
と
池
と
の
空
間
感
覚
を
踏
ま

え
な
が
ら
向
こ
う
側
に
あ
る
金
閣
を
心
理
的
に
遠
く
に
あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
し
か
し
そ
の
描
写
が
実
際
の
金
閣
と
鏡
湖
池
と
の
空
間
状
況
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を 

指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
の
空
間
論
に
拠
り
つ
つ
、
こ
の
場
面
に
お
け

る
空
間
の
意
味
を
考
察
し
た
。 

                 

清
水
寺
と
奥
の
院
の
場
面
で
は
、
主
人
公
が
自
分
が
捨
子
で
あ
っ
た
と
い
う
重
い
告
白
を
す

る
の
に
、
い
わ
ゆ
る
清
水
の
舞
台
で
は
な
く
、
な
ぜ
奥
の
院
の
舞
台
の
方
を
選
ん
だ
の
か
を
問

題
と
し
た
。
そ
れ
は
清
水
寺
の
立
地
・
空
間
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
堂
の
舞
台
は
谷

を
挟
ん
で
山
に
向
か
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
奥
の
院
の
舞
台
は
京
都
市
街
を
遠
望
で
き
る
向

き
に
あ
る
。
物
語
の
展
開
上
、
京
都
市
街
を
見
さ
せ
な
が
ら
告
白
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

南
禅
寺
の
三
門
と
天
授
庵
の
場
面
で
は
、
三
門
の
上
下
の
構
造
か
ら
楼
上
の
非
日
常
的
空
間

性
を
指
摘
し
、
楼
上
と
つ
な
が
り
あ
っ
た
塔
頭
天
授
庵
の
舞
台
の
非
日
常
性
を
考
察
し
た
。
加

え
て
、
実
際
の
空
間
と
物
語
上
の
空
間
処
理
の
上
で
、『
金
閣
寺
』
の
こ
の
場
面
と
『
古
都
』
の

清
水
寺
の
場
面
が
見
事
な
好
対
照
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
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は
じ
め
に 

  

平
安
朝
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
京
都
を
舞
台
背
景
と
し

た
作
品
は
数
多
い
。
近
代
以
降
に
お
い
て
も
、
京
都
を
舞
台
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
物

語
が
紡
が
れ
て
き
た
。
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
に
そ
う
し
た
作
品
の
一
覧
を
こ
こ
で
挙

げ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
群
に
描
か
れ
た
京
都
を
見
て
い
け
ば
、
ほ

と
ん
ど
名
所
・
旧
跡
案
内
と
言
っ
て
い
い
趣
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
作
品
の
中
に
単
な
る
観
光
案
内
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
も
描
写
・
表
現
も
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
が
、
い
ず
れ
の

作
品
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
長
い
歴
史
と
豊
か
な
文
化
に
よ
っ
て
築
か
れ

て
き
た
京
都
と
い
う
風
土
の
、
空
間
的
・
時
間
的
な
「
場
」
に
他
な
ら
な
い
。 

 

以
下
、
拙
稿
で
は
、
近
代
文
学
作
品
の
中
か
ら
、
京
都
を
主
要
な
舞
台
と
し
た
二

つ
の
作
品
、
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺（

1
）』

と
川
端
康
成
の
『
古
都（

2
）』

を
取
り
上
げ
る
。

そ
れ
ら
の
作
品
に
描
か
れ
た
寺
の
場
面
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
空
間
の
視
点
か
ら
読

ん
で
み
た
い
。
『
金
閣
寺
』
か
ら
二
場
面
、『
古
都
』
か
ら
一
場
面
を
対
象
と
し
、
考

察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

  

１ 

金
閣
寺
─
─
『
金
閣
寺
』 

  

『
金
閣
寺
』
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
金
閣
と
対
峙
し
つ
つ
、
内
的
葛
藤
に
苦
し

む
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。 

 

若
狭
の
貧
し
い
寺
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
「
私
」
は
、
幼
い
頃
か
ら
父
の
語
る
金

閣
の
美
し
さ
を
聞
い
て
育
っ
て
き
た
。
そ
の
少
年
の
心
に
、
金
閣
は
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
次
の
引
用
は
、
そ
れ
を
語
る
一
節
で
あ
る
。 

  

（
前
略
）
私
に
は
金
閣
そ
の
も
の
も
、
時
間
の
海
を
わ
た
つ
て
き
た
美
し
い
船
の

や
う
に
思
は
れ
た
。
美
術
書
が
語
つ
て
ゐ
る
そ
の
「
壁
の
少
な
い
、
吹
ぬ
き
の
建

築
」
は
、
船
の
構
造
を
空
想
さ
せ
、
こ
の
複
雑
な
三
層
の
屋
形
船
が
臨
ん
で
ゐ
る

池
は
、
海
の
象
徴
を
思
は
せ
た
。
金
閣
は
お
び
た
だ
し
い
夜
を
渡
つ
て
き
た
。
い

つ
果
て
る
と
も
し
れ
ぬ
航
海
。
そ
し
て
、
昼
の
間
と
い
ふ
も
の
、
こ
の
ふ
し
ぎ
な

船
は
そ
し
ら
ぬ
顔
で
碇
を
下
ろ
し
、
大
ぜ
い
の
人
が
見
物
す
る
の
に
委
せ
、
夜
が

来
る
と
周
囲
の
闇
に
勢
ひ
を
得
て
、
そ
の
屋
根
を
帆
の
や
う
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
出

帆
し
た
の
で
あ
る
。 

  
 

私
が
人
生
で
最
初
に
ぶ
つ
か
つ
た
難
問
は
、
美
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
と
言
つ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
父
は
田
舎
の
素
朴
な
僧
侶
で
、
語
彙
も
乏
し
く
、
た
だ
「
金

閣
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
此
世
に
な
い
」
と
私
に
教
へ
た
。
私
に
は
自
分
の
未
知
の

と
こ
ろ
に
、
す
で
に
美
と
い
ふ
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
考
へ
に
、
不
満
と

焦
躁
を
覚
え
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
美
が
た
し
か
に
そ
こ
に
存
在
し
て
ゐ
る

な
ら
ば
、
私
と
い
ふ
存
在
は
、
美
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。
（
第
一
章
）

（
3
） 

  

こ
こ
で
「
私
」
は
、
金
閣
を
時
間
を
超
え
て
航
海
す
る
船
に
喩
え
て
い
る
。
そ
の

船
は
夜
の
間
航
海
し
、
昼
は
海
＝
池
に
停
泊
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
金

閣
は
、
海
／
池
の
空
間
と
夜
／
昼
の
時
間
の
交
錯
の
中
に
美
と
し
て
存
在
す
る
も
の
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と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
閣
が
美
で
あ
る
な
ら
ば
、
金
閣
を
ま
だ
見

ぬ
自
分
は
美
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
「
私
」
が
、
初
め
て
金
閣
寺
を
訪
れ
た
の
は
、
中
学

二
年
の
春
休
み
、
父
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
切
符
や
お
札
を
売
る

「
参
観
門
」
を
く
ぐ
り
、
初
め
て
金
閣
を
見
た
場
面
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

  
 

私
は
、（
中
略
）
陽
気
に
先
に
立
つ
て
、
ほ
と
ん
ど
駆
け
て
行
つ
た
。
そ
こ
で
あ

れ
ほ
ど
夢
み
て
ゐ
た
金
閣
は
、
大
そ
う
あ
つ
け
な
く
、
私
の
前
に
そ
の
全
容
を
あ

ら
は
し
た
。 

 
 

私
は
鏡
湖
池
の
こ
ち
ら
側
に
立
つ
て
お
り
、
金
閣
は
池
を
へ
だ
て
て
、
傾
き
か

け
る
日
に
そ
の
正
面
を
さ
ら
し
て
ゐ
た
。
漱
清
は
左
方
の
む
か
う
に
半
ば
隠
れ
て

ゐ
た
。
藻
や
水
草
の
葉
の
ま
ば
ら
に
う
か
ん
だ
池
に
は
、
金
閣
の
精
緻
な
投
影
が

あ
り
、
そ
の
投
影
の
は
う
が
、
一
そ
う
完
全
に
見
え
た
。
西
日
は
池
水
の
反
射
を
、

各
層
の
庇
の
裏
側
に
ゆ
ら
め
か
せ
て
ゐ
た
。
ま
は
り
の
明
る
さ
に
比
し
て
、
こ
の 

庇
の
裏
側
の
反
射
が
あ
ま
り
眩
ゆ
く
鮮
明
な
の
で
、
遠
近
法
を
誇
張
し
た
絵
の
や

う
に
、
金
閣
は
威
丈
高
に
、
少
し
の
け
ぞ
つ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
を
与
へ
た
。 

（
第
一
章
） 

  

金
閣
を
美
の
象
徴
と
ま
で
捉
え
て
い
た
少
年
が
初
め
て
金
閣
を
見
る
こ
の
場
面
は

重
要
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
「
私
」
に
は
、「
あ
れ
ほ
ど
夢
み
て
ゐ
た
金
閣
」
が
「
大
そ

う
あ
つ
け
な
く
」「
そ
の
全
容
を
あ
ら
は
し
た
」
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
、
実
際
に
金
閣
寺
＝
鹿
苑
寺
を
訪
れ
た
際
に
は
、
ど
の
よ
う
に
金
閣
が
見

え
て
く
る
の
か
、
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
通
り
に
面
し
た
黒
門
を
入

り
、
参
道
を
し
ば
ら
く
歩
く
と
総
門
に
至
る
。
こ
れ
を
く
ぐ
る
と
す
ぐ
に
唐
門
が
あ

り
、
そ
の
左
手
が
受
付
と
な
る
。
受
付
を
通
り
、
通
路
を
抜
け
る
。
す
る
と
、
い
き

な
り
と
い
っ
た
趣
で
鏡
湖
池
の
畔
に
出
る
。
そ
の
瞬
間
、
五
〇
～
六
〇
メ
ー
ト
ル
前

方
に
金
閣
が
そ
の
全
容
を
見
せ
る
。

（
4
）

 

 

作
中
の
「
私
」
も
、
同
じ
よ
う
な
通
路
を
通
り
、
鏡
湖
池
の
畔
に
出
て
、
金
閣
を

眺
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
有
り
様
に
徴
し
て
も
、
金
閣
が
「
大
そ
う
あ
つ
け
な

く
、
私
の
前
に
そ
の
全
容
を
あ
ら
は
し
た
」
と
感
じ
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の

こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

さ
ら
に
こ
の
時
「
私
」
は
、「
私
は
鏡
湖
池
の
こ
ち
ら
側
に
立
つ
て
お
り
、
金
閣
は

池
を
へ
だ
て
て
、
傾
き
か
け
る
日
に
そ
の
正
面
を
さ
ら
し
て
い
た
」
と
、
金
閣
と
自

分
と
の
位
置
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
位
置
関
係
の
認
識
は
実
際
に
照
ら
し
て
み
て

ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
通
路
か
ら
出
た
と
こ
ろ
の
畔
の
位
置
は
、
鏡
湖
池
の
形
を
仮

に
横
長
の
長
方
形
に
例
え
て
み
れ
ば
、
右
下
の
角
に
当
た
る
。
そ
れ
に
対
し
て
金
閣

の
位
置
は
右
上
の
角
あ
た
り
と
な
る
。
事
実
、
右
の
短
辺
を
歩
く
よ
う
に
、
池
に
沿

っ
て
右
手
の
通
路
を
そ
の
ま
ま
進
め
ば
、
た
ち
ま
ち
金
閣
の
眼
前
に
出
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
受
付
か
ら
の
狭
い
通
路
を
鏡
湖
池
の
畔
へ
と
出
た
瞬
間
に
見
え
る
金

閣
と
の
距
離
感
＝
空
間
感
覚
は
、
自
分
が
鏡
湖
池
の
「
こ
ち
ら
側
」
で
、
金
閣
が
池

を
へ
だ
て
た
「
向
こ
う
側
」
に
あ
る
と
い
う
風
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

明
ら
か
に
、
作
者
三
島
由
紀
夫
は
、
金
閣
が
池
を
挟
ん
で
主
人
公
と
は
対
岸
に
あ

る
か
の
よ
う
な
描
写
を
あ
え
て
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
描
写
を
し
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た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
初
め
て
見
る
金
閣
が
、
対
岸
の
向
こ
う

に
見
や
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
は
る
か
に
遠
い
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
時
「
私
」
は
、
作
中
の
現
実
と
し
て
の
金
閣
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

た
の
か
。
右
の
引
用
部
に
つ
づ
い
て
、
「
私
」
は
、
「
い
ろ
い
ろ
に
角
度
を
変
へ
、
あ

る
ひ
は
首
を
傾
け
て
眺
め
」
て
見
る
の
だ
が
、「
何
の
感
動
も
起
ら
な
か
つ
た
」
と
い

う
。む
し
ろ
、「
美
し
い
ど
こ
ろ
か
、不
調
和
な
落
ち
着
か
な
い
感
じ
を
さ
へ
受
け
た
。

美
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
ん
な
に
美
し
く
な
い
も
の
だ
ら
う
か
」（
第
一
章
）
と
さ
え
考

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
受
け
取
り
方
か
ら
す
る
と
、
遠
い
も
の
と
は
い
え
、
屹
立
す

る
美
に
近
づ
き
が
た
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

「
私
」
は
戦
争
も
押
し
詰
ま
っ
た
昭
和
十
九
年
の
夏
、
金
閣
寺
の
徒
弟
と
な
っ
た
。

寺
の
生
活
が
始
ま
り
、
金
閣
を
日
々
見
な
が
ら
日
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

毎
日
間
近
に
見
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
金
閣
は
や
は
り
美
そ
の
も
の
の
象
徴
と

化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
若
狭
の
地
で
遠
く
思
い
や
っ
て
い
た
時
と
は
違
い
、
今

は
金
閣
を
眼
前
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
に
な
っ
て
も
「
私
」
は
心
理

的
に
金
閣
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
金
閣
の
美
に
自
分
が
拒
絶

さ
れ
て
い
る
と
感
じ
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
時
、
金
閣
も
い
つ
か
戦
火
で

消
失
す
る
の
だ
と
い
う
想
念
が
「
私
」
の
中
に
生
ま
れ
た
。
金
閣
も
自
分
も
共
に
滅

び
る
の
だ
と
思
う
こ
と
で
、
初
め
て
美
と
一
体
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
金
閣
を
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
想
念
に
す
が
っ
て
「
私
」
は
戦
時
下
を
生
き
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、
戦
争
が
終
わ
る
。
金
閣
は
消
失
す
る
こ
と
な
く
、
生
き
残
っ
た
。

無
事
に
生
き
な
が
ら
え
た
金
閣
は
、
途
端
に
「
私
」
を
時
間
的
に
は
る
か
に
凌
駕
し

た
永
遠
の
存
在
と
し
て
そ
び
え
始
め
る
。
時
間
を
超
え
た
存
在
と
し
て
美
と
と
も
に

屹
立
し
た
金
閣
か
ら
、
ふ
た
た
び
「
私
」
は
拒
絶
さ
れ
る
。
そ
の
時
「
私
」
は
、
あ

ら
た
め
て
「
金
閣
が
む
か
う
に
居
り
、
私
が
こ
ち
ら
に
居
た
」（
第
三
章
）
と
痛
感
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、「
海
の
象
徴
」
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
「
池
」
を
隔
て
た
向
こ
う
側
に
、

金
閣
は
空
間
的
に
も
心
理
的
に
も
近
づ
け
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、「
私
」
に
は
、
永
遠
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
美
の
象
徴
と
し
て
、
金

閣
は
君
臨
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
美
を
所
有
す
る
た
め
に
金
閣
を
焼

失
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
が
胚
胎
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

結
局
の
と
こ
ろ
、「
私
」
に
と
っ
て
は
、
金
閣
は
永
遠
に
近
づ
き
得
な
い
存
在
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
初
め
て
金
閣
を
見
た
あ
の
場
面
に
、
す
で
に
象

徴
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
鏡
湖
池
の
こ
ち
ら
側
に
立
つ

て
お
り
、
金
閣
は
池
を
へ
だ
て
て
、
傾
き
か
け
る
日
に
そ
の
正
面
を
さ
ら
し
て
い
た
」

と
い
う
空
間
的
構
図
が
、
金
閣
と
「
私
」
と
の
根
元
的
位
置
関
係
を
そ
も
そ
も
の
最

初
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
私
」
は
、
金
閣
を
時
間
を
旅
す
る
船
と
し
て
、
ま
た
池

を
海
の
象
徴
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
金
閣
と
池
と
で
構
成
さ
れ
る
こ
の
寺
の
庭
を
、

時
間
と
空
間
が
重
層
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
例
え
ば
他
の
作
家
の
作
品
、

大
佛
次
郎
の
『
帰
郷（

5
）』

や
水
上
勉
の
『
金
閣
炎
上（

6
）』

に
も
金
閣
は
描
か
れ
て
は
い
る

が
、
い
ず
れ
も
金
閣
寺
の
庭
の
豪
華
さ
を
捉
え
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
庭
に
時

間
と
空
間
の
重
層
を
見
る
の
は
、
や
は
り
三
島
由
紀
夫
の
独
自
の
認
識
と
言
う
ほ
か

は
な
い
。
し
か
し
、
私
と
し
て
、
そ
れ
が
作
家
の
独
自
の
認
識
だ
と
言
う
こ
と
に
目
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的
は
な
い
。
私
の
関
心
は
、
実
際
の
金
閣
と
鏡
湖
池
の
有
り
様
が
、
す
で
に
見
た
よ

う
な
作
品
に
捉
え
ら
れ
た
空
間
感
覚
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
は
、
そ
の
著
『
空
間
の
経
験
』

（
7
）

の
中
で
、
経

験
と
身
体
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
空
間
と
場
所
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。ト
ゥ
ア
ン
は
、

「
場
所
す
な
わ
ち
安
全
性
で
あ
り
、
空
間
す
な
わ
ち
自
由
性
で
あ
る
」
と
言
う
。
安

全
性
と
は
人
間
に
安
ら
ぎ
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
、
自
由
性
と
は
開
放
で
あ
る
と

と
も
に
危
険
で
も
あ
る
。
そ
う
述
べ
た
上
で
、「
空
間
は
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
存
在

し
て
お
り
、
未
来
を
暗
示
し
、
行
動
を
招
い
て
い
る
。（
中
略
）
取
り
囲
ま
れ
人
間
化

さ
れ
て
い
る
空
間
は
、
場
所
で
あ
る
。
空
間
と
比
べ
る
と
、
場
所
は
確
立
し
た
価
値

観
の
安
定
し
た
中
心
で
あ
る
。
人
間
は
、
空
間
と
場
所
の
両
方
を
必
要
と
し
て
い
る
」

と
論
じ
て
い
る
。 

 

こ
の
視
点
を
借
り
て
金
閣
寺
の
庭
を
考
え
て
み
よ
う
。
鏡
湖
池
と
金
閣
と
で
構
成

さ
れ
る
庭
の
頭
上
は
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
た
よ
う
に
覆
う
も
の
が
な
く
、
大
き
く
広
く

空
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ゥ
ア
ン
の
言
葉
の
よ
う
に
、
こ
の
空
間
は
上
方
に
「
開

か
れ
た
も
の
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
広
い
空
は
昼
と

夜
の
移
り
ゆ
き
も
雲
の
流
れ
も
鮮
や
か
に
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
時
の
流
れ
そ
の

も
の
だ
。「
私
」
が
金
閣
を
時
間
の
海
を
渡
る
船
と
見
た
よ
う
に
、
未
来
も
た
し
か
に

暗
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

他
方
で
、
金
閣
と
鏡
湖
池
の
周
囲
は
深
い
木
立
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
人
間
に
よ
っ

て
作
ら
れ
、「
取
り
囲
ま
れ
」
た
庭
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
ふ
た
た
び
ト
ゥ
ア
ン
に

拠
れ
ば
、
場
所
と
は
空
間
の
中
心
で
あ
り
、
価
値
を
付
与
さ
れ
、
空
間
か
ら
切
り
取

ら
れ
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
庭
が
「
取
り
囲
ま
れ
人
間
化
さ
れ
て
い
る
空

間
」
と
見
る
限
り
、
ひ
と
ま
ず
そ
こ
は
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
ト
ゥ
ア
ン
の
言
う
場
所
と
は
安
全
で
安
ら
ぎ
を
あ
た

え
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
経
験
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
。
別
の

表
現
を
借
り
れ
ば
、「
あ
る
空
間
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
熟
知
し
た
も
の
に
感
じ
ら

れ
る
と
き
」
に
、「
そ
の
空
間
は
場
所
に
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
作
品
の
主
人
公
の
「
私
」
に
と
っ
て
金
閣
と
鏡
湖
池
で
構
成
さ
れ
た

庭
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
場
所
に
な
り
得
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
贅
言
す
る

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
金
閣
か
ら
「
私
」
は
拒
絶
さ
れ
て
い
た
。
金
閣
と
池
と
一
体

化
し
た
こ
の
空
間
は
つ
い
に
「
熟
知
し
た
も
の
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
庭
は
、

「
私
」
に
と
っ
て
は
、
開
放
さ
れ
て
は
い
る
が
危
険
を
は
ら
む
空
間
の
ま
ま
に
と
ど

ま
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
親
密
な
空
間
＝
場
所
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、『
金
閣
寺
』
と
い
う
作
品
は
、
美
の
空
間
を
つ
い
に
自
分
の
場
所
と
な
し
え

な
か
っ
た
「
私
」
の
物
語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

２ 

清
水
寺
─
─
『
古
都
』 

  
『
古
都
』
は
、
双
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
別
々
の
家
に
育
て
ら
れ
た
千
重
子

と
苗
子
、
二
人
の
姿
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。 

 

姉
の
千
重
子
は
捨
て
子
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
京
呉
服
問
屋
の
一
人
娘
と
し

て
養
父
母
に
深
く
愛
さ
れ
、
美
し
く
成
長
し
て
い
た
。
他
方
妹
の
苗
子
は
北
山
杉
の
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美
し
い
山
里
で
親
元
に
あ
っ
て
育
て
ら
れ
た
が
、
両
親
と
は
早
く
に
死
別
し
、
孤
児

と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
二
人
が
、
祇
園
祭
の
夜
、
偶
然
の
出
会
い
を
果
た
す
こ
と
と

な
る
。
互
の
存
在
と
境
遇
を
知
っ
た
二
人
は
、
強
く
惹
か
れ
あ
っ
た
。
作
品
の
終
わ

り
近
く
、
千
重
子
は
苗
子
の
北
山
を
訪
れ
、
別
の
日
、
苗
子
は
千
重
子
の
自
宅
で
一

晩
を
過
ご
す
。
千
重
子
の
養
父
は
苗
子
を
引
き
取
る
こ
と
ま
で
考
え
る
が
、
苗
子
は

環
境
の
違
い
を
自
覚
し
、
雪
の
ち
ら
つ
く
早
朝
北
山
に
帰
っ
て
行
く
。 

 

作
品
は
、
冒
頭
近
く
、
千
重
子
が
友
達
の
真
一
と
二
人
で
平
安
神
宮
の
神
苑
に
出

か
け
、
咲
き
乱
れ
る
紅
枝
垂
れ
桜
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
動
き
始
め
る
。
神
苑
の
桜
を

楽
し
ん
だ
後
、
千
重
子
は
、「
清
水
さ
ん
へ
行
つ
て
み
た
う
な
つ
た
わ
」
「
清
水
か
ら

京
の
町
の
夕
ぐ
れ
を
見
た
い
の
」（「
春
の
花（

8
）」

）
と
真
一
を
誘
う
。
誘
い
に
応
じ
た
真

一
と
千
重
子
は
、
平
安
神
宮
か
ら
清
水
寺
ま
で
の
道
を
歩
い
て
行
く
の
だ
が
、
そ
の

ル
ー
ト
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
か
な
り
の
道
の
り
だ
つ
た
。
電
車
通
り
は

さ
け
た
。
二
人
は
南
禅
寺
道
へ
遠
ま
は
り
を
し
、
知
恩
院
の
裏
を
抜
け
、
円
山
公
園

の
奥
を
通
つ
て
、
古
い
小
路
を
清
水
寺
の
前
へ
出
た
」
（「
春
の
花
」
）
。 

 

二
人
は
平
安
神
宮
か
ら
清
水
寺
ま
で
、
通
常
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
い
な
い
。
普
通

な
ら
、
応
天
門
を
出
て
、
神
宮
道
に
沿
っ
て
真
っ
直
ぐ
南
下
し
て
い
く
道
を
選
ぶ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
神
宮
道
か
ら
知
恩
院
の
前
を
過
ぎ
、
円
山
公
園
の
真
ん
中
あ
た
り
を

通
る
。
そ
れ
か
ら
高
台
寺
の
前
を
経
て
、
二
年
坂
、
三
年
坂
を
上
が
り
、
清
水
寺
へ

と
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
二
人
は
ま
ず
南
禅
寺
道
へ
と
東
へ
大
き
く
迂
回

す
る
。
そ
れ
か
ら
三
条
通
へ
出
た
の
で
あ
ろ
う
、
青
蓮
院
の
裏
手
に
続
く
小
道
を
上

が
っ
て
行
っ
た
も
の
と
読
め
る
。
た
だ
し
、
青
蓮
院
、
知
恩
院
、
円
山
公
園
の
裏
手

へ
と
続
く
道
が
特
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
詳
細
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
円

山
公
園
の
奥
か
ら
清
水
ま
で
の
「
古
い
小
路
」
と
い
う
の
が
、
ど
の
道
な
の
か
も
明

ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
う
見
て
も
、
総
行
程
四
～
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
優
に

あ
る
だ
ろ
う
。
通
常
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
も
一
時
間
近
く
は
か
か
る
と
こ
ろ
、
山
道
、

坂
道
の
多
い
コ
ー
ス
を
着
物
姿
で
歩
く
と
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を
は
る
か
に
超
え
て

歩
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
に
「
か
な
り
の
道
の
り
」
で
あ
る
。 

 

次
の
一
節
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
二
人
が
清
水
寺
へ
着
い
た
場
面
で
あ
る
。 

  
 

清
水
の
舞
台
に
も
、
見
物
の
人
は
、
女
子
学
生
が
三
四
人
し
か
残
つ
て
ゐ
な
か

つ
た
。
も
う
そ
の
顔
も
、
さ
だ
か
に
は
見
え
な
い
。 

 
 

千
重
子
が
好
ん
で
来
た
時
刻
で
あ
る
。
奥
闇
の
本
堂
に
は
、
灯
明
が
と
も
つ
て

ゐ
る
。
千
重
子
は
本
堂
の
舞
台
に
は
立
た
な
い
で
行
き
過
ぎ
た
。
阿
弥
陀
堂
の
前

か
ら
、
奥
の
院
へ
進
ん
だ
。 

 
 

奥
の
院
に
も
懸
崖
づ
く
り
の
「
舞
台
」
が
あ
つ
た
。
檜
皮
ぶ
き
の
屋
根
が
軽
や

か
な
や
う
に
、
舞
台
も
小
さ
く
軽
や
か
だ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
舞
台
は
西
向
き

で
あ
つ
た
。
京
の
町
に
向
き
、
西
山
に
向
い
て
ゐ
た
。 

 
 

町
は
灯
が
つ
き
、
し
か
も
、
薄
明
る
さ
を
残
し
て
ゐ
た
。 

 
 

千
重
子
は
舞
台
の
勾
欄
に
寄
っ
て
、
西
を
な
が
め
た
。
つ
れ
の
真
一
を
忘
れ
た

や
う
で
あ
る
。
真
一
は
身
を
近
づ
け
て
行
つ
た
。 

 
「
真
一
さ
ん
、
あ
た
し
は
捨
子
ど
し
た
ん
え
。」
と
、
千
重
子
が
と
つ
ぜ
ん
言
つ
た
。 

「
捨
子
…
…
？
」 

「
へ
え
、
捨
子
ど
す
。」 

 
 

真
一
は
「
捨
子
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
な
に
か
心
の
意
味
か
と
迷
つ
た
。（「
春
の
花
」） 
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清
水
寺
に
着
い
た
千
重
子
は
、
真
一
に
自
分
が
捨
子
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
。

そ
れ
は
他
人
へ
の
初
め
て
の
告
白
で
あ
っ
た
。
手
軽
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
、
相

当
の
覚
悟
を
固
め
た
上
で
の
告
白
で
あ
っ
た
ろ
う
。
平
安
神
宮
か
ら
清
水
寺
ま
で
、

通
常
の
ル
ー
ト
を
通
ら
ず
、
遠
回
り
し
た
り
寺
の
裏
な
ど
を
選
ん
だ
り
し
た
長
い
道

の
り
は
、
そ
の
ま
ま
千
重
子
の
た
め
ら
い
の
距
離
＝
時
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

人
通
り
を
避
け
て
歩
き
な
が
ら
、
千
重
子
は
し
だ
い
し
だ
い
に
覚
悟
を
固
め
て
行
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
告
白
の
舞
台
と
し
て
清
水
寺
が
選
ば
れ
た
。 

 

清
水
寺
は
七
七
八
年
に
開
山
さ
れ
た
、
京
都
で
も
指
折
り
の
古
刹
で
あ
る
。
現
在

本
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
本
尊
十
一
面
千
手
観
世
音
菩
薩
立
像
は
秘
仏
と
さ
れ
、
三

十
三
年
に
一
度
の
開
帳
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
有
数
の
観
音
霊
場
（
西
国
三
十
三
箇

所
観
音
霊
場
第
十
六
番
札
所
）
と
し
て
知
ら
れ
、
多
く
の
人
々
の
祈
り
を
集
め
る
寺

で
あ
る
。
ま
た
、
本
堂
に
は
懸
造
で
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
清
水
の
舞
台
」
が
あ
る
。

「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
下
り
る
」
と
言
え
ば
、
決
死
の
覚
悟
で
物
事
を
す
る
際
に

例
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
告
白
の

舞
台
と
し
て
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
千
重
子
は
、
こ
の
本
堂
の
「
清
水
の
舞
台
」
は
す
っ
と
通
り
越
し
、
左

手
か
ら
阿
弥
陀
堂
の
方
へ
回
り
、
奥
の
院
ま
で
一
挙
に
進
ん
で
い
る
。
奥
の
院
も
本

堂
と
同
じ
く
懸
造
の
構
造
を
持
つ
小
さ
な
舞
台
が
あ
り
、
千
重
子
は
こ
こ
で
真
一
に

先
の
秘
密
を
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
千
重
子
が
、「
清
水
の
舞
台
」
を
選
ば
ず
に
、
わ

ざ
わ
ざ
奥
の
院
の
舞
台
を
選
ん
だ
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
堂
の
舞
台
に
見
物

人
が
多
け
れ
ば
こ
ん
な
重
大
な
告
白
は
し
に
く
か
ろ
う
が
、
舞
台
に
は
女
子
学
生
が

三
四
人
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
作
者
が
、
あ
ま
り
に
言
い
習
わ
さ
れ
て
き

た
場
所
を
使
う
こ
と
を
嫌
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
定
か
で
は
な
い
が
、
千

重
子
が
本
堂
の
舞
台
で
は
な
く
奥
の
院
の
舞
台
を
選
ん
だ
の
に
は
、
千
重
子
の
心
理

と
重
な
る
、
清
水
寺
の
空
間
条
件
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。 

 

実
際
の
清
水
寺
の
空
間
を
確
認
し
て
み
る
。
本
堂
の
舞
台
は
南
に
面
し
て
建
ち
、

眼
前
の
錦
雲
渓
を
挟
ん
で
子
安
塔
の
建
つ
山
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
奥
の
院
の
舞
台
は
西
に
面
し
て
お
り
、
ま
っ
す
ぐ
取
っ
た
視
線
の
先
に
京
都
の
市

街
が
一
望
で
き
る
位
置
に
あ
る
。

（
9
）

 

 

も
ち
ろ
ん
本
堂
か
ら
も
、右
手
に
京
都
の
街
を
見
や
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

清
水
の
舞
台
に
立
つ
と
き
、
多
く
の
人
が
長
く
眼
を
と
ど
め
る
の
は
、
真
下
に
見
下

ろ
す
懸
崖
と
眼
前
の
渓
の
空
間
の
方
で
あ
る
。
他
方
奥
の
院
か
ら
は
、
右
手
の
本
堂

に
眼
が
い
き
は
す
る
が
、
た
だ
ち
に
眼
を
転
じ
て
長
く
見
続
け
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
は
、
正
面
向
こ
う
奥
の
京
都
の
街
並
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
作
品
中
で
、「
京

の
町
の
夕
ぐ
れ
を
見
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
千
重
子
が
、「
つ
れ
の
真
一
を
忘
れ
た
や

う
」
に
「
舞
台
の
勾
欄
に
寄
つ
て
、
西
を
な
が
め
」
る
の
は
ま
こ
と
に
自
然
な
振
る

舞
い
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
人
が
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
著
『
知
覚
の
現
象
学
１（

10
）』

の
中
で
、
対
象
と
知
覚
と

の
関
係
に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
対
象
へ
と
到
達
す
る
が
、
対
象
が
ひ
と
た

び
構
成
さ
れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
そ
の
対
象
の
方
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
過

去
に
も
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
今
後
も
ち
得
べ
き
一
切
の
諸
経
験
の
理
由
と
な
っ
て

現
出
す
る
よ
う
に
な
る
」（「
第
一
部 

身
体
」）
と
言
う
。
そ
の
上
で
、
対
象
を
見
る
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と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
対
象
を
見
る
と
は
す
な
わ
ち
対
象
の
な
か
に
身
を
沈
め
る

こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
、「
或
る
対
象
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
の
な
か
に

住
い
に
来
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
他
の
一
切
の
事
物
を
、
そ
れ
ら
が
そ
の
対
象

の
方
に
向
け
て
い
る
面
に
し
た
が
っ
て
捉
え
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

高
み
か
ら
見
通
す
街
の
光
景
は
人
を
惹
き
つ
け
る
。
そ
し
て
、
俯
瞰
景
は
人
に
相

対
化
の
視
点
を
与
え
る
。
そ
こ
に
自
分
が
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
自
分

の
住
む
家
そ
の
も
の
が
見
え
な
く
と
も
、
見
え
る
も
の
が
街
の
遠
景
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
相
対
化
さ
れ
具
体
的
さ
れ
た
対
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
象

を
知
覚
す
る
と
は
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
に
拠
れ
ば
、「
対
象
の
な
か
に
身
を
沈
め
」

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
対
象
の
持
っ
て
い
た
過
去
の
諸
経
験
が
現
出
し
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
千
重
子
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、「
つ
れ
の
真
一
を
忘
れ
た
よ
う
」
に
「
西

を
な
が
め
」
る
行
為
は
、
自
分
の
暮
ら
す
京
都
の
街
を
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
、
生
き
ら
れ
た
千
重
子
の
諸
経
験
が
さ
ま
ざ
ま
に
現

出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

千
重
子
の
眺
め
る
京
の
「
町
は
灯
が
つ
き
、
し
か
も
、
薄
明
る
さ
を
残
し
」
た
状

態
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
々
の
暮
ら
す
街
を
「
薄
明
る
さ
」
の
中
で
全
体
と
し
て

捉
え
な
が
ら
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
地
」
と
し
て
後
退
す
る
時
、「
灯
」
が
「
図
」
と

し
て
前
景
化
し
て
く
る
。
そ
し
て
、「
灯
」
に
よ
っ
て
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
街
で
生

き
ら
れ
た
時
間
や
空
間
が
焦
点
化
さ
れ
、
一
人
一
人
の
人
間
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
て
く
る
。
千
重
子
が
選
ん
だ
の
は
、
そ
う
し
た
空
間
と
時
間
と
が
重
層
す
る
希
有

な
一
刻
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
場
面
で
千
重
子
は
、
自
分
が
捨
子
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
が
ら
、
自
分
を

捨
て
た
母
の
こ
と
や
、
そ
の
自
分
を
拾
っ
て
育
て
て
く
れ
て
い
る
今
の
養
父
母
の
こ

と
な
ど
を
、
思
い
描
い
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
思
い
描
く
対
象
に
は
自
分
自

身
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
見
ら
れ
る
自
分
を
見
て
い
る
自
分

が
い
て
、
千
重
子
は
自
分
自
身
を
突
き
放
し
、
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
心
情
を
さ
ら
に
推
察
す
る
と
す
れ
ば
、
友
達
の
真
一
に
捨
子
で
あ
る
こ
と
を
告

白
し
て
ま
で
も
、
今
ま
で
の
自
分
か
ら
新
し
い
自
分
へ
と
脱
皮
し
て
い
き
た
い
と
、

自
分
で
自
分
を
対
象
化
す
る
千
重
子
が
こ
こ
に
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

か
く
し
て
、
作
者
川
端
康
成
が
、
千
重
子
の
告
白
と
内
面
意
識
の
措
定
と
し
て
、

清
水
寺
の
空
間
が
持
つ
独
自
性
を
見
事
に
生
か
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
作
品
の
冒
頭
近
く
に
描
か
れ
た
こ
の
空
間
的
場
面
は
、『
古
都
』
と
い
う
作

品
が
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
方
向
、
京
都
の
街
で
千
重
子
を
中
心
に
生
み
出
さ

れ
て
い
く
ド
ラ
マ
の
方
向
性
を
、
早
く
も
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

３ 

南
禅
寺
─
─
『
金
閣
寺
』 

  

ふ
た
た
び
三
島
由
紀
夫
の『
金
閣
寺
』
か
ら
少
し
長
い
が
次
の
一
節
を
引
用
す
る
。 

  
 

わ
れ
わ
れ
の
眼
下
に
は
、
道
を
隔
て
て
天
授
庵
が
あ
つ
た
。
静
か
な
低
い
木
々

を
簡
素
に
植
ゑ
た
庭
を
、
四
角
い
石
の
角
だ
け
を
接
し
て
な
ら
べ
た
敷
石
の
径
が

屈
折
し
て
よ
ぎ
り
、
障
子
を
あ
け
放
つ
た
ひ
ろ
い
座
敷
へ
通
じ
て
ゐ
た
。
座
敷
の

中
は
、
床
の
間
も
違
い
棚
も
隈
な
く
見
え
た
。
そ
こ
は
よ
く
献
茶
が
あ
つ
た
り
、
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貸
茶
席
に
使
は
れ
た
り
す
る
ら
し
い
の
だ
が
、
緋
毛
氈
が
あ
ざ
や
か
に
敷
か
れ
て

ゐ
た
。
一
人
の
若
い
女
が
坐
つ
て
ゐ
る
。
私
の
目
に
映
つ
た
も
の
は
そ
れ
だ
つ
た

の
で
あ
る
。 

 
 

（
中
略
） 

 
 

そ
の
と
き
奥
か
ら
、
軍
服
の
若
い
陸
軍
士
官
が
あ
ら
は
れ
た
。
彼
は
礼
儀
正
し

く
女
の
一
二
尺
前
に
正
坐
し
て
、
女
に
対
し
た
。
し
ば
ら
く
二
人
は
じ
つ
と
対
坐

し
て
い
た
。 

 
 

女
が
立
上
つ
た
。
物
静
か
に
廊
下
の
闇
に
消
え
た
。
や
や
あ
つ
て
、
女
が
茶
碗

を
捧
げ
て
、
微
風
に
そ
の
長
い
袂
を
ゆ
ら
め
か
せ
て
、
還
つ
て
来
た
。
男
の
前
に

茶
を
す
す
め
る
。
作
法
ど
ほ
り
に
薄
茶
を
す
す
め
て
か
ら
、
も
と
の
と
こ
ろ
に
坐

つ
た
。
男
が
何
か
言
つ
て
ゐ
る
。
男
は
な
か
な
か
茶
を
喫
し
な
い
。
そ
の
時
間
が

異
様
に
長
く
て
、
異
様
に
緊
張
し
て
ゐ
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
女
は
深
く
う
な
だ

れ
て
ゐ
る
。
…
… 

 
 

信
じ
が
た
い
こ
と
が
起
つ
た
の
は
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
女
は
姿
勢
を
正
し
た
ま

ま
、
俄
か
に
襟
元
を
く
つ
ろ
げ
た
。
私
の
耳
に
は
固
い
帯
裏
か
ら
引
き
抜
か
れ
る

絹
の
音
が
ほ
と
ん
ど
き
こ
え
た
。
白
い
胸
が
あ
ら
は
れ
た
。
私
は
息
を
呑
ん
だ
。

女
は
白
い
豊
か
な
乳
房
の
片
方
を
、
あ
ら
は
に
自
分
の
手
で
引
き
出
し
た
。 

 
 

士
官
は
深
い
暗
い
色
の
茶
碗
を
捧
げ
持
つ
て
、
女
の
前
へ
膝
行
し
た
。
女
は
乳

房
を
両
手
で
揉
む
や
う
に
し
た
。 

 
 

私
は
そ
れ
を
見
た
と
は
云
は
な
い
が
、
暗
い
茶
碗
の
内
側
に
泡
立
つ
て
ゐ
る
鶯

い
ろ
の
茶
の
中
へ
、
白
い
あ
た
た
か
い
乳
が
ほ
と
ば
し
り
、
滴
た
り
を
残
し
て
納

ま
る
さ
ま
、
静
寂
な
茶
の
お
も
て
が
こ
の
白
い
乳
に
濁
つ
て
泡
立
つ
さ
ま
を
、
眼

前
に
見
る
や
う
に
あ
り
あ
り
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

男
は
茶
碗
を
か
か
げ
、
そ
の
ふ
し
ぎ
な
茶
を
飲
み
干
し
た
。
女
の
白
い
胸
も
と

は
隠
さ
れ
た
。 

 
 

私
た
ち
二
人
は
、
背
筋
を
強
ば
ら
せ
て
こ
れ
に
見
入
つ
た
。
あ
と
か
ら
順
を
追

つ
て
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
士
官
の
子
を
孕
ん
だ
女
と
、
出
陣
す
る
士
官
と
の
、
別

れ
の
儀
式
で
あ
つ
た
か
と
も
思
は
れ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
の
感
動
は
、
ど
ん
な

解
釈
を
も
拒
ん
だ
。
あ
ま
り
見
詰
め
す
ぎ
た
の
で
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
男
女
が

座
敷
か
ら
姿
を
消
し
、
あ
と
に
は
ひ
ろ
い
緋
毛
氈
だ
け
の
残
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
、

気
の
つ
く
に
は
暇
が
か
か
つ
た
。（
第
二
章
） 

  

こ
の
場
面
は
、
戦
争
末
期
、
主
人
公
の
「
私
」
が
修
行
僧
仲
間
の
一
人
と
南
禅
寺

に
行
っ
た
時
、
三
門
の
上
か
ら
、
南
禅
寺
の
塔
頭
の
一
つ
で
あ
る
天
授
庵
の
座
敷
を

見
た
と
き
の
光
景
で
あ
る
。 

 

実
際
の
位
置
関
係
で
言
え
ば
、
天
授
庵
は
三
門
の
真
南
、
寺
内
の
道
を
隔
て
て
三

〇
～
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
。
三
〇
～
四
〇
メ
ー
ト
ル
と
言
っ
て
も
、

三
門
に
上
が
れ
ば
、
柿
皮
葺
屋
根
の
方
丈
と
、
白
砂
と
菱
形
の
畳
石
に
青
苔
の
美
し

い
枯
山
水
庭
園
を
文
字
通
り
眼
下
に
臨
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）

 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
三
門
と
は
何
な
の
か
。
三
門
と
は
寺
院
の
正
面
に
配
置
さ

れ
る
門
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
国
土
に
至
る
門
の
こ
と
で
あ
る
。
三
解
脱
門
と
も
呼
ば

れ
る
。
そ
の
名
称
の
由
来
に
は
、
貪
・
瞋
・
痴
の
三
煩
を
解
脱
す
る
境
界
の
門
、
あ

る
い
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
が
通
る
門
な
ど
の
説
が
あ
る
。
仏
教
世
界
に
お

い
て
、
七
堂
伽
藍
を
構
成
す
る
一
つ
と
し
て
の
門
は
境
界
で
あ
り
、
通
路
で
あ
る
。 
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あ
る
い
は
、
西
欧
世
界
に
お
け
る
門
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
西

欧
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
を
網
羅
し
た
『
イ
メ
ー

ジ
シ
ン
ボ
ル
事
典
』

（
12
）

で

「
門
」
を
確
認
し
て
み
れ
ば
、
多
様
な
意
味
の
集
積
の
中
で
、
扉
と
同
じ
機
能
が
あ

り
、
生
と
死
を
分
か
つ
門
、
天
国
の
門
、
善
と
悪
を
分
か
つ
門
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が

記
さ
れ
て
い
る
。 

 

仏
教
世
界
に
お
い
て
も
、
西
欧
世
界
に
お
い
て
も
、
門
の
第
一
義
は
や
は
り
通
路

で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
路
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
門
は
、
内
と
外
と
を
分
か

つ
境
界
で
あ
り
、「
辻
」
や
「
橋
」
な
ど
と
同
様
の
意
味
性
を
も
つ
空
間
と
な
る
。
象

徴
的
に
は
生
と
死
、
善
と
悪
な
ど
を
分
か
つ
存
在
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

も
う
一
つ
、
三
門
は
、
そ
の
多
く
が
二
階
建
て
の
構
造
を
持
つ
こ
と
が
大
き
な
特

色
で
あ
る
。
南
禅
寺
の
三
門
も
そ
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
門
は

一
階
と
二
階
、
上
下
の
二
つ
の
空
間
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
下
の
空

間
は
何
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

 

芥
川
龍
之
介
に
『
羅
生
門（

13
）』

と
い
う
周
知
の
作
品
が
あ
る
。
平
安
京
、
朱
雀
大
路

の
南
端
に
あ
っ
た
「
羅
城
門
」
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
物
語
は
、
職
を
失
っ
て
羅
生

門
の
下
で
雨
の
や
む
の
を
待
っ
て
い
た
下
人
が
、
ふ
と
上
が
っ
た
二
階
で
、
死
人
の

髪
の
毛
を
抜
き
取
っ
て
売
り
物
に
し
て
い
る
老
婆
の
話
を
聞
き
、
そ
の
老
婆
の
着
物

を
は
ぎ
取
っ
て
逃
げ
る
に
至
る
心
理
と
行
動
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

羅
生
門
の
下
で
雨
の
や
む
の
を
待
っ
て
い
た
下
人
は
ご
く
普
通
の
人
間
だ
っ
た
。

そ
の
下
人
が
、
楼
上
に
上
が
っ
て
知
っ
た
の
は
、
生
き
る
た
め
に
は
死
人
か
ら
さ
え

盗
み
を
す
る
の
は
当
然
だ
、
と
い
う
老
婆
の
悪
の
論
理
だ
っ
た
。
下
人
は
そ
の
論
理

を
逆
手
に
取
っ
て
、
老
婆
の
着
物
を
は
ぎ
取
る
こ
と
に
な
る
。
空
間
の
視
点
か
ら
言

え
ば
、
羅
生
門
の
一
階
の
空
間
に
い
る
時
は
普
通
の
人
間
だ
っ
た
下
人
が
、
二
階
の

空
間
に
お
い
て
は
悪
に
染
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

実
際
、
平
安
時
代
に
、
羅
城
門
の
二
階
は
死
体
の
捨
て
ら
れ
処
で
あ
っ
た
ら
し
い

が
、
地
上
か
ら
離
れ
た
空
間
は
、
日
常
の
論
理
と
は
違
う
原
理
が
働
き
や
す
い
場
で

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
非
日
常
的
空
間
、
あ
る
い
は
、
異
次
元
感
覚
を
持
ち
や

す
い
空
間
な
の
で
あ
る
。 

 

下
人
は
ほ
ん
の
一
時
、
羅
生
門
の
空
間
に
踏
み
込
ん
だ
だ
け
だ
っ
た
が
、
門
の
二

階
と
い
う
異
空
間
に
入
り
込
み
、
善
と
悪
を
分
か
つ
境
界
と
し
て
の
門
を
通
過
し
て

し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
冥
界
へ
の
入
り
口
を
通
っ
て
、
幽
暗
の
世
界
に
迷
い
込
ん

で
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
下
人
の
消
え
て
い
く
背

景
が
「
外
に
は
、
唯
、
黒
洞
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る（

14
）」

と
表
現
さ
れ
た
の

は
意
味
が
深
い
。
す
な
わ
ち
、
普
通
の
人
間
か
ら
盗
人
へ
と
、
境
界
を
越
え
て
黒
闇

の
中
へ
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
男
の
ド
ラ
マ
の
舞
台
と
し
て
、
門
と
い
う
空
間
は
最

も
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
『
羅
生
門
』
が
見
事
に
描
い
た
よ
う
に
、
門
の
一
階
と
二
階
は
日
常
的
空
間

と
非
日
常
的
空
間
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
上
下
の
空
間
で
あ
る
。
そ
う
し
た

門
の
二
階
、
南
禅
寺
三
門
楼
上
に
『
金
閣
寺
』
の
「
私
」
は
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

門
の
上
は
非
日
常
的
空
間
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
て
、
特
別
な
領
域
だ
と
言
っ

て
も
い
い
。
引
用
の
場
面
で
は
、
そ
の
門
の
上
か
ら
、
舞
台
上
の
ド
ラ
マ
を
見
る
よ

う
に
「
私
」
は
天
授
庵
の
座
敷
に
見
入
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
劇
場
の
大
向
こ
う

か
ら
舞
台
を
見
る
よ
う
な
位
置
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
授
庵
の
座
敷
が
舞
台
と

見
ら
れ
る
か
ら
に
は
、『
羅
生
門
』
の
一
階
と
は
異
な
り
、
そ
こ
も
特
別
な
領
域
に
な
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っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、三
門
の
上
と
天
授
庵
の
座
敷
と
が
、

数
十
メ
ー
ト
ル
の
空
間
を
包
み
込
ん
で
、
日
常
の
世
界
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
非
日

常
的
空
間
＝
神
聖
な
空
間
が
成
立
し
て
い
る
。 

 

こ
の
舞
台
で
「
私
」
が
見
た
も
の
が
、「
暗
い
茶
碗
の
内
側
に
泡
立
つ
て
ゐ
る
鶯
い

ろ
の
茶
の
中
へ
、
白
い
あ
た
た
か
い
乳
が
ほ
と
ば
し
り
、
滴
た
り
を
残
し
て
納
ま
る

さ
ま
、
静
寂
な
茶
の
お
も
て
が
こ
の
白
い
乳
に
濁
つ
て
泡
立
つ
さ
ま
」
で
あ
っ
た
と

描
か
れ
る
。
い
や
、
見
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
実
際
に
、
三
門
上
か
ら
天
授
庵
の

座
敷
の
中
ま
で
は
、
視
角
か
ら
言
っ
て
も
十
分
に
見
通
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
作
中

で
も
、「
私
は
そ
れ
を
見
た
と
は
云
は
な
い
が
」
「
眼
前
に
見
る
や
う
に
あ
り
あ
り
と

感
じ
た
」
の
だ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
事
実
と
し
て
の
知
覚
は
ほ

と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
天
授
庵
の
座
敷
が
舞
台
と
し
て
、
物
語

中
の
物
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
女
の
行
為
そ
れ
自
体
が
非
日
常
的
な
行
為
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
非
日
常
的
な
行
為
を
、「
士
官
の
子
を
孕
ん
だ
女
」

と
「
出
陣
す
る
士
官
」
と
の
「
別
れ
の
儀
式
で
あ
つ
た
」
と
意
味
づ
け
た
の
も
、
こ

の
瞬
間
こ
の
舞
台
に
神
聖
な
空
間
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
こ
の
時
見
た
女
の
白
い
顔
と
白
い
胸
は
、
主
人
公
の
「
私
」
の
心
の
中
に

深
く
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
物
語
の
展
開
上
、
金
閣
と
同
じ
よ
う

に
近
づ
き
が
た
い
、
女
と
い
う
も
の
の
理
想
的
な
美
の
化
身
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
こ
そ
は
、
南
禅
寺
三
門
と
塔
頭
天
授
庵
の
位
置
関
係
を
切
り
取
り
、
物
語
の

空
間
と
し
て
位
置
づ
け
た
他
に
類
を
見
な
い
見
事
な
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
南
禅
寺
の
三
門
は
西
を
向
い
て
建
ち
、
見
通
す
先
に
は
京
都
の
市
街

が
広
が
っ
て
い
る
。
楼
上
に
上
が
れ
ば
、
歌
舞
伎
「
楼
門
五
三
桐
」
で
盗
賊
石
川
五

右
衛
門
が
「
絶
景
か
な
」
と
声
を
上
げ
た
よ
う
に
、
西
の
方
、
京
都
市
街
の
眺
望
を

楽
し
む
の
が
普
通
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
作
者
三
島
由
紀
夫
は
、
主
人
公
に
三
門
の
脇
か
ら
南
を
臨
ま
せ
、
日
常

と
は
違
う
空
間
に
成
立
す
る
ド
ラ
マ
を
眺
め
さ
せ
た
。
そ
れ
は
川
端
康
成
が
『
古
都
』

で
、
千
重
子
に
わ
ざ
わ
ざ
京
都
市
街
の
方
を
眺
め
さ
せ
て
、
人
々
の
暮
ら
し
と
自
分

自
身
を
想
起
さ
せ
た
の
と
は
、
ち
ょ
う
ど
逆
の
関
係
と
言
っ
て
い
い
。
と
も
に
、
寺

の
境
内
と
い
う
共
通
す
る
意
味
性
を
持
っ
た
領
域
を
背
景
と
し
て
は
い
る
が
、
清
水

寺
の
場
面
は
、
谷
の
奥
ま
っ
た
母
胎
的
空
間
（
奥
の
院
）
を
背
負
い
、
開
放
的
な
街

の
空
間
を
知
覚
す
る
こ
と
で
人
々
の
生
活
に
つ
な
が
る
。
他
方
、
南
禅
寺
三
門
の
場

面
は
、
開
放
的
な
街
の
方
を
捉
え
る
こ
と
は
な
く
、
天
授
庵
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
た

女
の
行
為
か
ら
し
て
も
、
ま
さ
に
母
胎
的
閉
鎖
的
空
間
を
内
面
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

金
閣
と
の
空
間
を
隔
て
た
距
離
を
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
私
」
は
、
こ

こ
で
も
「
女
」
と
の
同
じ
よ
う
に
空
間
を
隔
て
た
距
離
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
私
」
は
、
ひ
た
す
ら
美
と
自
分
と
の
関
係
を
追
い
求
め
な
が
ら
、
人
々
の
生
活
と

は
相
反
す
る
空
間
に
自
分
を
追
い
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

か
く
し
て
、『
金
閣
寺
』
も
『
古
都
』
も
、
単
に
寺
の
空
間
を
舞
台
と
し
て
描
い
た

と
い
っ
た
作
品
で
は
な
く
、
作
品
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
具
体
的

な
寺
空
間
を
見
事
に
活
か
し
つ
つ
物
語
空
間
と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

 
 
 

（
二
〇
一
三
・
一
・
一
四
） 
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注 （
1
）
『
新
潮
』
昭
和
三
一
・
一
～
一
〇
。
初
刊
単
行
本
『
金
閣
寺
』
昭
和
三
一
・
一
〇
、
新

潮
社
。 

（
2
）
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
三
六
・
一
〇
・
八
～
三
七
・
一
・
二
三
。
初
刊
単
行
本
『
古
都
』

昭
和
三
七
・
六
、
新
潮
社
。 

（
3
）
『
三
島
由
紀
夫
全
集 

第
十
巻
』
昭
和
四
八
・
四
、
新
潮
社
。
た
だ
し
、
漢
字
は
新
字

体
に
直
し
て
あ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
様
。 

（
4
）
図
１
参
照
。
筆
者
撮
影
。 

（
5
）
『
毎
日
新
聞
』
昭
和
二
三
・
五
・
一
七
～
一
一
・
一
八
。
初
刊
単
行
本
『
帰
郷
』
昭
和

二
四
・
五
、
苦
楽
社
。 

（
6
）
昭
和
五
四
・
七
、
新
潮
社
。 

（
7
）
山
本
浩
訳
、
一
九
八
八･

八
、
筑
摩
書
房
。 

（
8
）
『
川
端
康
成
全
集 

第
十
八
巻
』
昭
和
五
五
・
三
、
新
潮
社
。
た
だ
し
、
漢
字
は
新
字

体
に
直
し
て
あ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
様
。 

（
9
）
図
２
参
照
。
筆
者
撮
影
。 

（
10
）
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
一
九
六
七
・
一
一
、
み
す
ず
書
房
。 

（
11
）
図
３
参
照
。
筆
者
撮
影
。 

（
12
）
一
九
八
四
・
三
、
大
修
館
書
店
。 

（
13
）
『
帝
国
文
学
』
大
四
・
一
〇
。 

（
14
）
『
芥
川
龍
之
介
全
集 

第
一
巻
』
一
九
九
五
・
一
一
、
岩
波
書
店
。 

     

  

                  

  

（図１）金閣と鏡湖池 
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（図２）清水寺奥の院の舞台から京都市街を望む

（図３）南禅寺三門から天授庵を臨む 
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