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古
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序

　

川
端
康
成
の
新
聞
小
説
『
古
都
』（
後
に
修
正
し
て
単
行
本
『
古
都
』
を
上
梓
す
る
）
は
、『
雪
国
』『
千
羽
鶴
』
と
並
ん
で
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
受
賞
の
対
象
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
国
内
で
は
、
発
表
当
時
の
酷
評
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
在
も
あ
ま
り
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
近
代
小
説
の
既
成
概
念
―
主
人
公
の
真
理
的
葛
藤
を
描
く
こ
と
を
常
道
と
し
、
作
家
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
無
理
か
ら
嵌

め
込
む
―
に
あ
ま
り
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
ゆ
え
に
、
要
ら
ぬ
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
『
古
都
』
が
紹
介
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
日
本
を
取

り
巻
く
時
代
は
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
っ
て
、
単
な
る
観
光
案
内
小
説
と
い
う
貶
め
方
ま
で
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
真
価
、

本
質
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。

　

い
ま
こ
こ
で
掘
鑿
し
て
一
石
を
投
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
明
徴
と
し
て
、
福
永
武
彦
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

�　

ぼ
く
は『
古
都
』と
い
う
の
は
、
新
聞
の
と
き
通
俗
小
説
だ
と
思
っ
て
、
単
行
本
に
な
っ
て
も
放
っ
て
お
い
た
が
、
そ
の
う
ち
読
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ん
で
み
た
ら
、
う
ま
い
の
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
ね
。
よ
く
で
き
た
も
の
で
す
。
あ
ん
な
通
俗
の
よ
う
な
も
の
で
、
実
に
う
ま
く
て
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
ア
ン
チ
ザ
ン
と
い
う
ん
で
す
か
（
1
）

と
い
う
時
間
が
経
過
し
て
再
認
識
さ
れ
る
『
古
都
』
の
評
価
が
あ
る
。

　
『
古
都
』
の
何
が
う
ま
い
の
か
、
作
家
が
作
家
を
唸
ら
せ
る
職
人
技
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
川
端
が
京
都
（
古
都
）
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
か
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
く
。

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
、川
端
は
京
都
を
熟
知
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
純
に
訪
れ
た
回
数
、実
際
に
暮
ら
し
た
日
々
を
数
量
化
し
て
の
こ

と
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
美
術
品
の
「
美
」
を
汲
み
取
り
た
い
と
強
く
欲
求
し
た
川
端
が
お
の
ず
と
知
り
得
た
も
の
と
同
等
の
も
の

で
あ
る
。
一
幅
の
画
を
拝
す
る
と
き
、
そ
の
画
の
な
か
に
陰
陽
の
法
則
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
京
の
町
の
構
造
を
知
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
京
都
は
四
神
相
応
の
地
で
あ
り
、
都
造
り
に
陰
陽
思
想
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
殊
更
に
論
う
こ
と
で
な
く
、
た

だ
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
気
を
当
然
の
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
域
で
の
こ
と
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
戦
後
の
川
端
の
文
学
的
見
地
「
日
本
風
な
作
家
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、
日
本
の
美
の
伝
統
を
継
ご
う
と
い
う
願
望
」（
2
）、
な

ら
び
に
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
古
典
に
回
帰
し
て
い
っ
た
境
地
を
も
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
こ
そ
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
及
び
風
土
を
持
つ
京
都
を
認
識
せ
ず
に
観
光
ガ
イ
ド
並
み
の
知
識
で
読
む
と
、
単
な
る
観
光

案
内
小
説
止
ま
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
読
み
手
の
力
量
が
問
わ
れ
る
小
説
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
古
都
』
が
現
代
小
説
の
姿
を
借
り
な
が
ら
、
そ
の
文
章
構
築
な
ら
び
に
文
飾
の
基
盤
は
古
典
的
手
法
を
用
い
て

い
る
点
に
注
目
し
、
作
品
の
真
価
、
本
質
を
探
り
た
い
。

　

尚
、『
古
都
』
の
本
文
は
、
第
四
次
『
川
端
康
成
全
集
』（
新
潮
社
刊
）
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
旧
仮
名
づ
か

い
は
新
仮
名
づ
か
い
に
改
め
た
。
ま
た
全
集
以
外
か
ら
の
引
用
文
も
同
様
で
あ
る
が
、
書
名
に
関
し
て
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
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一
、
川
端
に
と
っ
て
の
京
都

　

川
端
は
『
古
都
』
執
筆
の
一
年
前
の
正
月
、
毎
日
新
聞
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
寄
稿
し
て
い
る
。

　
　

�　

京
都
と
大
阪
と
の
あ
い
だ
の
農
村
に
育
っ
た
私
は
京
都
も
大
阪
も
よ
く
し
ら
な
い
田
舎
者
な
の
だ
が
、
東
海
道
線
を
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
。（
中
略
）
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
。
小

説
を
小
説
の
形
に
構
え
る
こ
と
は
、も
と
か
ら
私
の
得
意
で
な
い
け
れ
ど
も
、こ
れ
か
ら
も
そ
の
勉
強
は
し
そ
う
に
な
い
。
ま
た
私

は
西
洋
の
文
学
の
新
し
い
動
き
を
追
う
の
が
新
し
い
と
も
思
わ
ぬ
し
、
時
代
の
新
し
い
動
き
を
追
う
の
が
新
し
い
と
も
思
わ
な
い
。

私
は
京
都
の
古
い
町
な
ど
を
、
勝
手
に
歩
い
て
い
た
い
。（
3
）

　

川
端
は
京
都
を
も
っ
と
見
て
お
き
た
い
と
、
切
に
述
べ
る
。「
京
都
を
見
て
、
な
に
か
書
け
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
書
く
も
の
が
小
説
に

な
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
三
十
六
年
、
一
年
間
の
ほ
と
ん
ど
を
京
都
泉
川
邸
で
暮
ら
し
、『
古
都
』

を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
る
。
作
家
が
一
時
期
京
都
に
住
み
込
ん
で
小
説
を
執
筆
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
と
き
の

川
端
の
「
京
都
を
見
て
お
き
た
い
」
は
、
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
旅
行
者
の
一
過
性
や
、
圏
外
か
ら
の
目
線
で
は
な
い
。

川
端
の
ス
タ
ン
ス
を
知
る
事
例
に
、
川
端
が
書
い
た
『
春
琴
抄
』
評
が
あ
る
。
春
琴
の
飼
う
鶯
と
雲
雀
に
つ
い
て
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　
　

�　

…
…
書
き
方
が
ど
う
も
物
足
り
ぬ
。
私
は
（
中
略
）
飼
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、『
春
琴
抄
』
に
書
か
れ
た
だ
け
の
知
識
も
な
い
。

え
ら
そ
う
な
こ
と
を
云
え
た
義
理
で
は
な
い
が
、
春
琴
が
鶯
と
雲
雀
を
愛
す
る
の
を
縷
々
と
述
べ
ら
れ
た
部
分
は
、
薄
手
に
感
じ

ら
れ
る
。
も
し
鶯
や
雲
雀
の
奥
義
を
極
め
た
人
が
読
め
ば
、
そ
う
感
じ
る
で
あ
ろ
う
と
、
想
像
さ
れ
る
。
知
識
を
並
べ
て
は
あ
る
、

が
身
に
つ
か
ぬ
脆
さ
が
あ
る
。
谷
崎
氏
は
自
ら
鶯
や
雲
雀
を
飼
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
私
は
知
ら
ぬ
。
よ
し
ん
ば
自
ら
手
が
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け
た
と
し
て
も
、
春
琴
が
愛
し
た
が
如
く
に
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
雲
雀
を
愛
す
る
人
物
を
書
く
に
は
、
先
ず
作
者
自

ら
そ
の
人
物
以
上
に
雲
雀
を
愛
し
た
経
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
作
品
の
信
用
と
い
う

も
の
は
、
小
さ
い
隙
間
風
に
も
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。（
4
）

　

谷
崎
潤
一
郎
の
『
春
琴
抄
』
を
名
作
で
言
葉
も
な
い
と
大
絶
賛
す
る
川
端
の
、
唯
一
の
諌
説
で
あ
る
。
名
作
だ
か
ら
こ
そ
、「
も
し
も

そ
の
道
の
名
人
が
こ
の
小
説
を
読
め
ば
、
や
は
り
物
足
り
な
く
感
じ
る
だ
ろ
う
か
と
の
疑
い
が
、
私
の
心
に
湧
く
」（
5
）
と
い
う
作
家
の

流
儀
を
も
つ
川
端
ゆ
え
に
、
京
都
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
覚
悟
を
要
す
る
こ
と
か
、
心
に
期
し
た
う
え
で
の
挑
戦
で
あ
っ

た
。

　

川
端
と
京
都
の
関
わ
り
は
長
い
。
茨
木
で
過
ご
し
た
思
春
期
に
京
都
を
思
慕
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
に
及
ば
ず
、『
古
都
』
執
筆
以
前

の
作
品
に
も
京
都
は
多
く
登
場
す
る
。
大
正
末
に
は
京
都
下
加
茂
撮
影
所
で
、
松
竹
映
画
『
狂
っ
た
一
頁
』
を
衣
笠
貞
之
助
と
一
緒
に

執
筆
し
て
お
り
、
そ
の
ス
ピ
ン
オ
フ
的
小
説
が
『
笑
わ
ぬ
男
』（
昭
和
四
年
）
で
あ
る
。
ま
た
『
生
き
て
ゐ
る
方
に
』（
昭
和
二
十
四
年
）

『
秋
の
雨
』（
昭
和
三
十
七
年
）
な
ど
の
短
編
小
説
か
ら
、
映
画
化
さ
れ
た
『
虹
い
く
た
び
』（
昭
和
二
十
五
年
）『
日
も
月
も
』（
昭
和
二

十
七
年
～
二
十
八
年
）
な
ど
の
長
編
小
説
に
も
京
都
は
重
要
な
舞
台
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
登

場
人
物
は
仕
事
で
京
都
に
逗
留
し
て
い
た
り
、
旅
行
で
京
都
を
訪
れ
る
東
京
人
あ
る
い
は
鎌
倉
人
に
過
ぎ
な
い
。『
古
都
』
と
同
時
期
に

執
筆
さ
れ
た
『
美
し
さ
と
哀
し
み
と
』
で
す
ら
、
舞
台
は
京
都
が
中
心
で
あ
る
が
、
主
人
公
は
京
に
移
り
住
ん
だ
経
緯
を
も
ち
、
周
辺

人
物
も
地
方
者
で
あ
る
。
ま
た
、
舞
台
も
京
都
の
み
で
は
な
い
。

　
『
古
都
』
は
川
端
の
全
作
品
中
唯
一
、
舞
台
も
京
都
の
み
、
登
場
人
物
も
京
都
人
の
み
で
あ
る
。

　

川
端
は
、
新
聞
連
載
の
前
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
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
づ
ね
る
よ
う
な
小
説
を
書
い

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
小
説
も
あ
り
、
現
代
小
説
も
あ
り
ま
す
が
「
古
都
」
は
現
代
小
説
で
す
。
し
か
し
現
代
小
説
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と
言
え
な
い
よ
う
な
古
風
な
小
説
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
作
者
は
一
向
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
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
。（
6
）

　

そ
し
て
、
書
き
終
え
た
後
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
る
。

　
　

�　

し
か
も
、
恋
も
、
争
い
も
、
か
ら
み
あ
い
も
、
も
つ
れ
も
な
く
、
百
余
回
を
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
に
も
こ
の
ご
ろ
の
他
の

作
家
の
小
説
に
異
を
立
て
た
り
反
逆
し
た
り
す
る
気
持
ち
は
み
じ
ん
も
な
か
っ
た
の
に
、
自
然
と
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
7
）

　

川
端
に
と
っ
て
、
京
都
は
日
本
の
ふ
る
さ
と
と
自
信
を
も
っ
て
断
定
す
べ
き
特
別
の
地
で
あ
り
、
そ
の
京
都
を
表
現
す
る
の
に
適
し

た
創
作
技
法
で
記
し
た
自
負
が
う
か
が
え
る
述
懐
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二
、
登
場
人
物
の
意
味

　

川
端
は
京
都
へ
の
感
慨
を
「
平
安
王
朝
、
藤
原
時
代
（
七
九
四
年
―一
一
九
二
年
）
の
文
学
、
芸
術
、『
古
今
集
』、『
源
氏
物
語
』、『
枕

草
子
』
の
ふ
る
さ
と
で
す
。
わ
た
く
し
の
ふ
る
さ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』（
一
〇
世
紀
成
立
）
の
芥
川
の
あ
た
り
で
す
が
、
見
ど
こ
ろ
の

と
ぼ
し
い
農
村
で
す
か
ら
、
半
時
間
か
一
時
間
で
行
け
る
京
都
を
、
ふ
る
さ
と
の
よ
う
に
も
思
っ
て
い
ま
す
」（
8
）
と
弁
じ
て
い
る
。

　

自
身
の
ふ
る
さ
と
を
、
愛
読
し
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
の
芥
川
あ
た
り
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
注
目
さ
れ
る
。
芥
川
は
『
伊
勢
物
語
』

第
六
段
に
登
場
す
る
が
、
こ
の
段
の
テ
ー
マ
の
一
つ
が
言
霊
で
あ
る
。
在
原
業
平
ら
し
き
男
が
、
愛
し
て
は
な
ら
ぬ
女
と
恋
に
落
ち
、
京

都
御
所
か
ら
芥
川
ま
で
逃
げ
て
く
る
。
途
中
女
は
露
が
め
づ
ら
し
く
て
、
男
に
「
あ
れ
は
何
で
す
か
」
と
た
ず
ね
る
。
男
は
答
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
露
」
は
「
は
か
な
い
」
こ
と
の
象
徴
で
、
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
言
葉
の
霊
力
を
慮
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
二

人
の
危
険
な
状
況
を
察
す
れ
ば
、
そ
の
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
女
は
鬼
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
男
の
詠
ん
だ
歌
が
、「
白
玉
か
な
に
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
で
あ
る
。
彼
女
が
無
邪
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気
に
問
い
か
け
た
時
、
露
と
言
葉
に
し
て
い
れ
ば
、
自
分
も
一
緒
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
に
と
い
う
、
男
の
嘆
き
の
歌
か
ら
も
、
言

霊
が
意
図
さ
れ
て
い
る
章
段
で
あ
る
。
さ
ら
に
芥
川
（
現
在
の
高
槻
市
あ
た
り
）
は
都
か
ら
見
る
と
裏
鬼
門
に
当
た
る
。
そ
こ
に
駆
け

落
ち
て
い
っ
た
男
女
の
悲
劇
的
結
末
は
、
お
の
ず
と
察
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
無
論
川
端
は
そ
の
機
微
を
熟
読
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

京
都
は
王
朝
文
学
の
聖
地
で
あ
り
、
川
端
自
身
、
王
朝
文
学
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
古
都
を
描
く
こ
と

は
、王
朝
文
学
的
手
法
に
踏
み
込
む
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、言
霊
を
踏
ま
え
た
登
場
人
物
の
名
が
背
負
う
意
味
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
は
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
名
に
物
語
の
行
方
を
負
わ
せ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
川
端
が
影
響
を
強

く
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
宇
治
十
帖
の
「
浮
舟
」
は
（
憂
し
）
に
通
じ
、「
つ
ら
い
舟
」
の
名
の
と
お
り
、
二
人
の
男
性
へ
の
愛

に
悩
み
、
宇
治
川
に
身
を
投
じ
よ
う
と
す
る
。
一
読
し
て
わ
か
る
通
り
、
川
端
は
、『
古
都
』
の
主
要
人
物
の
名
を
、
意
図
し
て
命
名
し

て
い
る
。

　
「
千
を
重
ね
る
子
」
で
あ
る
主
人
公
の
千
重
子
は
、
ま
さ
に
千
年
の
都
（
京
都
）
の
象
徴
で
あ
る
。
一
人
の
若
い
女
性
を
描
く
と
い
う

レ
ベ
ル
の
小
説
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
名
が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
双
子
の
苗
子
も
ま
た
、
北
山
杉
を
象
徴
す
る
名
を
持
ち
、
京
の
土
着

の
面
を
背
負
っ
て
い
る
。
京
都
の
山
姿
が
美
し
い
の
は
、
自
然
の
美
で
は
な
い
。
人
の
手
が
加
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
北
山
台
杉
は
、

苗
木
を
植
樹
す
る
と
こ
ろ
か
ら
事
が
始
ま
り
、
そ
の
苗
木
が
北
山
の
根
源
と
な
る
。
作
中
、
楠
談
義
で
太
吉
郎
が
い
う
「
大
き
い
盆
栽

み
た
い
」
に
対
し
て
千
重
子
が
「
そ
れ
が
京
都
や
お
へ
ん
の
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
京
を
取
り
巻
く
山
々
（
自
然
）
が
、
原
生
林
で

は
な
く
、
人
の
手
が
入
っ
て
美
樹
と
な
り
、
美
山
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
川
端
は
認
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
室
町
に
暮
ら
す
都
市
部

の
千
重
子
と
、
北
山
杉
の
美
し
い
山
林
部
に
生
き
る
苗
子
、
ふ
た
り
を
以
っ
て
し
て
古
都
（
京
都
）
を
完
璧
に
描
写
す
る
こ
と
に
な
る
。

け
っ
し
て
俗
的
な
双
子
物
語
で
な
い
作
者
の
創
意
が
み
て
と
れ
る
。

　

千
重
子
の
親
友
真
砂
子
も
ま
た
土
地
に
根
ざ
し
た
意
味
を
も
つ
。
真
砂
子
は
千
重
子
を
北
山
に
連
れ
て
行
き
苗
子
を
み
つ
け
る
重
要
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な
人
物
で
あ
る
。
真
砂
は
ま
さ
ご
と
読
む
。
現
代
で
は
細
か
い
砂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
古
く
は
、
砂
鉄
の
黒
色
を
帯
び
た
も
の
も

指
し
て
い
た
。
北
山
杉
の
丸
太
を
磨
く
意
味
を
も
つ
菩
提
の
砂
と
の
関
係
を
含
め
て
も
意
味
深
い
。

　
　

�　

水
に
ひ
た
し
た
丸
太
を
あ
げ
て
、
菩
提
の
砂
で
、
女
た
ち
が
て
い
ね
い
に
み
が
い
て
い
る
。
樺
色
の
粘
土
の
よ
う
に
見
え
る
砂

で
、
菩
提
の
滝
の
下
か
ら
取
っ
て
く
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　
　

�　
「
そ
の
砂
が
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
お
し
や
す
の
。」
と
、
真
砂
子
は
た
ず
ね
た
。

　
　

�　
「
雨
が
降
る
と
、
滝
の
水
と
い
っ
し
ょ
に
落
ち
て
来
て
、
下
に
た
ま
り
ま
ん
ね
。」
と
、
年
か
さ
の
女
が
答
え
た
。
の
ん
き
な
話

だ
と
、
真
砂
子
は
思
っ
た
。

�

（
傍
線
筆
者
）

　

作
中
の
説
明
ど
お
り
、
菩
提
の
滝
の
砂
は
、
背
後
の
赤
砂
山
が
降
雨
に
よ
っ
て
削
ら
れ
て
、
滝
の
水
と
い
っ
し
ょ
に
滝
壺
に
落
ち
た
も

の
で
あ
る
。
花
崗
岩
が
風
化
し
た
そ
の
砂
を
真
砂
土
と
い
う
。
ま
さ
に
彼
女
の
名
前
で
あ
り
、
こ
の
砂
が
、
北
山
杉
に
独
特
の
光
沢
を

与
え
る
役
割
を
も
つ
。
ま
た
、
右
に
挙
げ
た
一
節
は
、
字
面
だ
け
を
追
う
と
、
単
に
菩
提
の
砂
の
説
明
に
な
る
が
、
そ
の
深
層
に
は
傍

線
を
施
し
た
部
分
の
よ
う
に
、
水
の
縁
語
を
並
べ
る
こ
と
で
、
北
山
が
水
を
生
む
地
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ず
も
が
な
に
現
わ
し
て
い
る
。

陰
陽
五
行
（
9
）
に
な
ぞ
ら
え
た
京
都
に
お
い
て
、
北
は
清
ら
か
な
水
を
生
む
地
で
あ
る
。
そ
の
風
土
ま
で
も
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

水
木
竜
助
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
明
確
で
あ
る
。
木
は
水
に
よ
っ
て
生
じ
、
竜
は
日
本
で
は
水
神
の
象
徴
で
あ
る
。
京
都
の
東
側
に

位
置
す
る
名
庭
に
は
臥
龍
の
名
が
よ
く
付
け
ら
れ
る
が
、
桓
武
天
皇
の
定
め
た
こ
と
に
よ
る
と
、
京
の
東
、
清
い
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に

青
竜
が
棲
み
、
都
を
守
護
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
王
朝
以
来
の
地
の
利
に
当
て
は
め
る
と
、
千
重
子
と
水
木
竜
助
の
邂
逅
す
る

地
が
、
竜
村
の
下
河
原
屋
敷
で
あ
る
こ
と
は
、
意
図
さ
れ
て
の
場
面
立
て
と
な
る
。
千
年
を
重
ね
た
と
い
う
名
を
持
つ
千
重
子
が
都
の

象
徴
な
ら
ば
、
竜
助
は
都
を
守
護
す
る
霊
獣
（
竜
）
で
あ
り
、
小
説
を
読
ま
ず
と
も
、
名
前
だ
け
か
ら
で
も
、
竜
助
が
千
重
子
を
助
け

る
と
い
う
二
人
の
今
後
が
察
せ
ら
れ
る
。
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竜
助
の
弟
、
水
木
真
一
に
つ
い
て
も
、
陰
陽
思
想
に
よ
る
と
、
水
兄
（
み
ず
の
え
）
は
大
河
で
「
剛
」「
動
」、
水
弟
（
み
ず
の
と
）
は

雨
・
霧
で
「
柔
和
」「
静
」
を
あ
ら
わ
す
。
竜
助
は
、
番
頭
の
植
村
に
釘
を
差
す
態
度
や
、
す
っ
ぽ
ん
料
理
「
大
市
」
で
の
千
重
子
に
対

す
る
激
し
い
言
動
お
よ
び
父
親
か
ら
猪
武
者
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
行
動
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
真
一
は
兄
か
ら
「
弱
虫
で
、
可
愛
ら
し
い
て
、
女
の
子
み
た
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
柔
和
な
性
格
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、

一
致
す
る
。（
10
）

　
「
水
木
」
と
い
う
姓
と
真
一
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
、
以
前
、
川
端
が
執
筆
し
た
『
み
ず
う
み
』
に
お
け
る
水
木
啓
助
青
年
を
連
想
さ

れ
る
傾
向
が
研
究
者
諸
氏
に
あ
る
が
、
や
は
り
『
古
都
』
に
お
い
て
は
、
陰
陽
思
想
に
よ
る
［
水
］
と
［
木
］
の
法
則
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
真
砂
子
に
お
い
て
も
、
陰
陽
思
想
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
成
分
で
あ
る
砂
鉄
は
当
然
［
金
気
］
に
な
る
。［
金
気
］
は
［
水

気
］
を
生
じ
さ
せ
る
。［
水
気
］
に
と
っ
て
［
金
気
］
は
重
要
な
存
在
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
水
の
都
（
京
）
の
象
徴
で
あ
る
千
重
子

と
親
友
と
い
う
設
定
も
お
の
ず
と
関
連
づ
く
。

　

さ
ら
に
千
重
子
、
苗
子
、
真
砂
子
、（
水
木
）
竜
助
は
水
の
霊
力
と
関
わ
る
名
前
で
あ
る
が
、
秀
男
だ
け
は
水
と
は
無
関
係
の
人
間
界

の
名
前
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
を
愛
し
て
い
た
川
端
か
ら
す
れ
ば
、
い
く
ら
人
間
界
の
秀
男
が
求
婚
し
て
も
無
理
な
こ
と
は
、
端
か
ら

わ
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

三
、『
古
都
』
に
登
場
す
る
老
舗
の
意
味

　

観
光
案
内
小
説
だ
と
短
絡
的
に
烙
印
を
押
さ
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
老
舗
が
そ
の
ま
ま
小
説
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
老
舗
も
深
い
意
図
を
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
イ
）
森
嘉
・
樽
源

　
「
尼
寺
と
格
子
」
の
章
に
「
森
嘉
」
が
登
場
す
る
。
奥
嵯
峨
の
尼
寺
に
隠
れ
て
着
物
の
図
案
を
考
え
て
い
る
父
太
吉
郎
の
も
と
へ
、
千

重
子
が
森
嘉
の
豆
腐
を
持
っ
て
行
く
場
面
で
あ
る
。
愛
宕
山
か
ら
通
じ
る
水
脈
を
つ
か
い
旨
い
豆
腐
を
生
み
出
す
こ
と
で
有
名
な
老
舗

で
あ
る
。
当
時
か
ら
作
家
や
文
化
人
に
愛
さ
れ
、
現
代
で
も
行
列
の
で
き
る
店
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
ま
た
「
森
嘉
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

京
都
は
水
の
都
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
平
安
遷
都
の
際
に
桓
武
天
皇
が
意
味
づ
け
た
陰
陽
五
行
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
ば
、
水

を
生
む
の
は
［
金
気
］
で
あ
る
。
そ
し
て
水
は
［
木
気
］
を
生
じ
さ
せ
る
。［
金
気
］
か
ら
［
水
気
］、
さ
ら
に
［
水
気
］
か
ら
［
木
気
］

の
相
生（
11
）
循
環
が
、
美
し
い
京
都
を
作
っ
て
い
る
。
当
然
川
端
も
、
京
都
を
日
本
の
ふ
る
さ
と
と
謳
う
以
上
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
意
識

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

清
い
水
の
力
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
は
以
前
、
拙
稿
「『
古
都
』
に
現
わ
れ
た
思
想
」
の
中
で
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
言
及
す
る
と
、

豆
腐
は
大
豆
と
水
で
で
き
て
お
り
、
陰
陽
五
行
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
ば
、
豆
腐
（
白
）（
12
）
は
［
金
気
］
で
あ
る
。［
金
気
］
は
水
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
で
、
水
に
と
っ
て
非
常
に
相
性
の
良
い
も
の
で
あ
る
。
美
味
な
豆
腐
は
清
澄
な
水
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
る
。
そ
し
て
水

は
木
を
生
じ
さ
せ
る
。
木
に
嘉
（
よ
）
い
も
の
は
水
で
あ
る
か
ら
、
森
（
木
）
嘉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
千
重
子
は
嵯
峨
に
い

る
太
吉
郎
を
訪
ね
、
森
嘉
の
豆
腐
を
食
べ
さ
せ
る
。
嵯
峨
も
森
嘉
の
豆
腐
が
あ
る
場
所
も
京
都
の
西
方
で
あ
る
。
西
は
ま
さ
に
［
金
気
］

に
あ
た
る
。［
金
気
］
の
嵯
峨
・
豆
腐
か
ら
〈
金
生
水
〉
の
循
環
を
連
想
さ
せ
、
森
嘉
と
い
う
店
名
か
ら
〈
水
生
木
〉
を
思
わ
せ
る
と
い

う
見
事
な
言
葉
の
綾
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
と
ば
の
連
関
性
で
い
う
な
ら
、
こ
の
森
嘉
の
豆
腐
を
千
重
子
が
湯
豆
腐
に
す
る
と
き
に
使
う
道
具
、「
樽
源
」
の
湯
豆
腐
桶
に
も
繋

が
り
が
み
え
る
。
ま
ず
、
店
名
の
「
樽
（
国
字
で
酒
を
入
れ
る
木
器
）」
と
「
源
（
み
な
も
と
、
水
流
の
発
す
る
所
）」
に
注
目
さ
れ
る
。
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神
に
通
じ
る
清
い
水
を
入
れ
る
容
器
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
言
葉
（
店
名
）
に
惹
か
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
重
要

な
の
は
、
木
製
の
桶
で
あ
る
点
で
あ
る
。

　

樽
源
の
湯
豆
腐
桶
は
、
檜
風
呂
の
形
を
模
し
た
椹
で
出
来
て
お
り
、
壺
に
炭
を
入
れ
、
そ
れ
を
湯
豆
腐
の
湯
に
浸
け
て
温
め
る
。
電

気
も
直
火
も
使
わ
な
い
、
京
都
な
ら
で
は
の
湯
豆
腐
桶
で
あ
る
。
今
も
昔
気
質
に
職
人
の
技
を
み
せ
る
「
樽
源
」
の
伝
統
工
芸
品
な
の

で
、
美
の
蒐
集
家
川
端
が
狙
い
を
つ
け
る
の
は
も
っ
と
も
の
こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
観
点
で
み
る
と
、
銅
製
や
錫
製
の
鍋
で
も

よ
か
っ
た
わ
け
で
、
京
都
は
金
属
工
芸
で
も
秀
で
た
街
で
あ
る
。

　

だ
が
こ
こ
で
は
、
木
製
桶
に
水
を
浸
し
豆
腐
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
る
［
金
気
］
と
い
う
点
で
い
う

な
ら
、
銅
製
や
錫
製
の
鍋
で
も
い
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
直
截
を
嫌
う
王
朝
の
美
意
識
が
、
そ
れ
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
［
気
］
と
い

う
目
に
見
え
な
い
万
物
を
生
成
す
る
霊
的
な
質
は
、
ま
さ
に
小
説
上
で
も
字
面
に
表
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
深
層
に
息
づ
い
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
金
属
鍋
で
は
な
く
、
木
製
に
往
き
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

嵯
峨
［
金
気
］
か
ら
［
水
気
］
が
生
じ
、
美
味
な
豆
腐
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
森
嘉
・
樽
源
・
桶
［
木
気
］
と
言
葉
が
連
鎖
し
て
い

く
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
俯
瞰
で
見
る
と
、
千
重
子
が
嵯
峨
の
湯
豆
腐
を
こ
し
ら
え
る
そ
の
後
に
、
木
の
生
成
（
北
山
杉
の
娘
、

水
木
竜
助
と
の
出
会
い
）
を
予
感
さ
せ
る
膳
立
て
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
）
竜
村

　
「
松
の
み
ど
り
」
の
章
で
、
千
重
子
は
水
木
竜
助
と
出
会
う
。
処
は
南
禅
寺
下
河
原
に
あ
る
老
舗
「
竜
村
」（
龍
村
織
物
）
で
あ
る
。
こ

こ
で
老
舗
名
を
展
開
さ
せ
る
前
に
、
章
名
に
触
れ
る
が
、
通
常「
松
の
み
ど
り
」は
松
の
新
芽
の
こ
と
を
い
い
、
春
の
季
語
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
章
は
秋
の
場
面
で
あ
る
。
み
ど
り
（
翠
）
は
［
木
気
］
に
あ
た
り
、
京
都
の
東
方
、
東
山
の
麓
に
あ
た
る
南
禅
寺
界
隈
も
ま
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た
［
木
気
］
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
何
か
が
育
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

な
ぜ
竜
村
の
下
河
原
屋
敷
な
の
か
は
前
段
に
も
述
べ
た
が
、
そ
の
庭
園
内
で
二
人
は
、
疏
水
の
流
れ
を
引
き
込
む
池
に
遊
び
、
色
鯉

を
見
る
。

　

鯉
（
こ
い
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、「
恋
（
こ
い
）」
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
、
鯉
が
滝
を
登
る
と
竜
に
成
る
と
い
う
登

竜
門
も
意
図
さ
れ
て
い
る
。
竜
助
が
千
重
子
の
店
に
助
言
す
る
の
も
こ
の
場
面
が
始
ま
り
で
あ
る
。
芽
生
え
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
千

重
子
は
そ
の
夜
、
竜
村
の
鯉
の
夢
を
見
る
。
千
重
子
は
鯉
の
群
れ
に
驚
き
、「
な
ん
と
も
い
え
な
い
愛
情
」
を
感
じ
る
。
隣
の
竜
助
は
千

重
子
以
上
に
驚
き
を
覚
え
て
お
り
、
ま
さ
し
く
恋
の
芽
吹
き
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
松
の
み
ど
り
」
と
い

う
章
名
も
含
め
、
こ
れ
か
ら
成
長
し
よ
う
と
す
る
息
吹
を
意
図
し
て
の
こ
と
だ
と
頷
け
る
。

　

重
ね
て
考
察
す
る
な
ら
、
千
重
子
と
竜
助
の
恋
に
つ
い
て
、
川
端
は
直
接
的
表
現
を
避
け
て
い
る
。「
鯉
の
夢
」
と
い
う
幸
運
の
予
兆

を
通
し
て
、
双
方
が
互
い
の
感
情
に
気
づ
く
形
を
取
っ
て
い
る
。
王
朝
的
手
法
が
こ
こ
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
老
舗
「
竜
村
」
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
「
き
も
の
の
町
」
の
章
で
も
登
場
し
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
世
界
に
名
を
馳
せ
る

龍
村
織
物
で
あ
る
。
初
代
平
蔵
は
文
化
人
と
し
て
も
慕
わ
れ
、
従
来
に
な
い
独
創
的
な
意
匠
を
創
作
し
つ
つ
、
正
倉
院
裂
を
は
じ
め
と

す
る
古
代
裂
に
学
び
、
復
元
、
織
物
を
芸
術
の
域
に
高
め
た
人
物
で
あ
る
。
古
美
術
に
詳
し
い
川
端
が
認
め
る
織
物
で
あ
る
。
作
中
で

は
、
同
業
の
大
友
秀
男
に
「
し
ょ
が
お
へ
ん
。
竜
村
さ
ん
な
ん
か
と
、
ち
が
い
ま
っ
さ
か
い
。」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
章
で
唯
一
、

「
竜
村
」
の
名
が
出
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
竜
村
と
ち
が
う
、
と
い
う
こ
と
即
ち
、
千
重
子
に
秀
男
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
。

　

関
連
し
て
い
う
な
ら
、
そ
の
秀
男
で
す
ら
、「
松
の
み
ど
り
」
の
章
で
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
。
千
重
子
で
は
な
く
、
苗
子
を
誘
っ

て
時
代
祭
を
見
に
御
所
へ
行
く
の
だ
が
、
行
列
の
さ
な
か
、
秀
男
の
視
線
が
気
に
な
っ
た
苗
子
は
「
な
に
を
見
と
い
や
す
の
」
と
問
い

か
け
る
。「
松
の
み
ど
り
ど
す
。（
中
略
）
松
の
み
ど
り
の
背
景
で
、
行
列
も
引
き
立
ち
ま
す
わ
。
広
々
と
し
た
、
御
所
の
庭
は
、
黒
松
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ど
す
や
ろ
。
大
好
き
ど
す
。」
と
、
秀
男
は
答
え
る
。
こ
こ
で
も
秀
男
の
生
長
し
よ
う
と
す
る
恋
心
を
間
接
的
に
描
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ハ
）
瓢
正

　
「
北
山
杉
」
の
章
で
は
、「
瓢
正
」
が
登
場
す
る
。

　

親
友
の
真
砂
子
に
よ
っ
て
苗
子
が
見
い
出
さ
れ
た
中
川
か
ら
の
帰
り
、
千
重
子
の
食
卓
に
は「
瓢
正
」の
笹
巻
ず
し
が
登
場
す
る
。
西

木
屋
町
に
店
を
構
え
る
料
理
屋
で
、
主
人
は
瓢
亭
で
修
業
し
、
独
立
の
際
に「
瓢
」の
一
字
を
暖
簾
分
け
さ
れ
た
実
在
の
店
で
あ
る
。
こ

の
瓢
（
国
字
で
ふ
く
べ
、
ひ
さ
ご
）
は
、
酒
を
入
れ
る
容
器
で
あ
る
。
京
都
に
は
名
だ
た
る
料
亭
が
数
あ
る
な
か
で
、
な
ぜ
「
瓢
正
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
や
は
り
そ
の
名
が
重
要
性
を
佩
び
る
。

　
「
瓢
」
は
［
水
気
］
に
当
て
は
ま
り
、「
正
」
は
、
千
重
子
が
こ
の
場
面
で
し
き
り
に
言
う
「
杉
が
み
な
、
真
直
ぐ
に
、
き
れ
い
に
立
っ

て
、
人
間
の
心
も
あ
ん
な
風
や
っ
た
ら
、
え
え
な
と
思
う
」（
傍
線
筆
者
）
に
添
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　

明
ら
か
に
老
舗
名
は
、
物
語
の
投
影
の
よ
う
な
形
で
添
っ
て
い
る
。「
瓢
正
」
の
名
物
笹
巻
ず
し
も
ま
た
、
川
端
の
指
向
に
適
っ
た
と

い
え
る
。
青
々
と
し
た
笹
は
美
し
く
清
ら
か
で
あ
る
。
実
際
的
に
も
除
菌
作
用
が
あ
る
の
で
古
来
料
理
を
包
む
の
に
使
わ
れ
る
の
だ
が
、

な
に
よ
り
笹
（
さ
さ
）
は
「
酒
（
さ
さ
）」
に
通
じ
、
神
の
清
酒
［
水
気
］
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。「
北
山
杉
」
の
章
で
登
場
す
る
こ
と

か
ら
も
、
木
が
生
成
し
よ
う
と
す
る
霊
力
が
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
）
大
市

　
「
大
市
」
は
、
店
の
再
建
に
乗
り
出
し
た
千
重
子
が
、
水
木
竜
助
、
真
一
兄
弟
に
誘
わ
れ
て
行
く
す
っ
ぽ
ん
料
理
の
専
門
店
で
あ
る
。
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「
ひ
と
し
ず
く
も
、
千
重
子
は
酒
を
口
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ま
る
な
べ
の
煮
汁
は
、
お
お
か
た
半
分
ほ
ど
も
、
酒
で
あ

る
。」
と
解
説
が
入
る
よ
う
に
、
清
酒
で
で
き
た
料
理
で
あ
る
。
す
っ
ぽ
ん
も
自
家
育
成
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
清
ら
か
な
水
の
郷
で
育

て
ら
れ
て
い
る
。
水
と
の
密
接
な
関
係
は
い
う
に
あ
ら
ず
、
こ
こ
が
平
安
宮
の
北
方
に
当
た
る
地
形
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も

つ
。（
13
）
東
方
の
守
護
霊
獣
が
青
竜
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
北
に
棲
み
、
都
を
守
護
す
る
の
が
玄
武
（
首
は
蛇
、
胴
は
亀
の
霊
獣
）
で
あ�

る
。
大
市
の
す
っ
ぽ
ん
（
鼈
）
は
、
ま
さ
に
玄
武
を
投
影
し
て
い
る
。
こ
の
大
市
で
の
会
合
は
、
千
重
子
の
店
を
立
て
直
す
決
起
集
会

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
千
重
子
（
都
）
を
守
護
す
る
パ
ー
ツ
が
揃
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
大
市
」
の
帰
り
に
、
千
重
子
は
水
木
兄
弟
に
、
自
分
が
双
子
で
あ
る
秘
密
を
打
ち
明
け
る
が
、
竜
助
は
そ
こ
で
捨
て
子
だ
っ
た
千
重

子
を
育
て
た
か
っ
た
と
執
拗
に
言
う
。
こ
こ
で
も
竜
助
が
千
重
子
の
守
護
聖
人
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ホ
）
左
阿
彌

　

最
終
章
「
冬
の
花
」
に
登
場
す
る
の
が
円
山
公
園
の
料
亭
「
左
阿
彌
」
で
あ
る
。
竜
助
が
千
重
子
の
店
に
入
る
と
い
う
縁
談
が
ま
と

ま
る
場
面
に
使
わ
れ
る
。
東
山
の
麓
に
あ
っ
て
、
吉
水
と
い
う
清
水
の
湧
き
出
る
地
で
あ
る
。
左
阿
彌
は
そ
の
水
を
用
い
た
茶
事
を
起

源
と
す
る
茶
懐
石
料
理
の
店
で
あ
る
。
吉
水
の
井
に
は
弁
天
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
有
名
な
刀
鍛
冶
三
条
小
鍛
冶
宗
近
は
、

こ
の
吉
水
を
鍛
刀
の
水
に
使
っ
て
い
た
と
伝
わ
る
。
祠
の
下
の
鉄
砧
（
か
な
ど
こ
）
石
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
〈
金
生

水
〉
の
法
則
が
み
て
取
れ
る
。

　

以
上
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
森
嘉
」「
樽
源
」「
瓢
正
」「
竜
村
」「
大
市
」「
左
阿
彌
」と
、
ど
の
老
舗
も
現
代
に
通
用
す
る
名
店
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
清
い
水
と
の
関
係
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
物
語
の
中
で
木
を
生
じ
さ
せ
る
〈
水
生
木
〉
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
京
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の
土
壌
が
育
む
自
然
の
循
環
の
よ
う
な
も
の
が
、
お
の
ず
と
文
章
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　

四　
〈
金
生
水
〉
→
〈
水
生
木
〉
の
自
然
の
循
環

　

川
端
の
理
想
と
し
た
王
朝
時
代
の
概
念
と
し
て
「
よ
ろ
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
こ
の
語
は
現
代
語
で
い
う
「
す
ば
ら
し
い
」
の

意
味
で
は
な
く
「
適
当
だ
。
ち
ょ
う
ど
良
い
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
普
通
と
違
っ
て
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
は
、
忌

み
嫌
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』「
桐
壷
」
の
巻
に
あ
る
よ
う
に
、
帝
の
更
衣
に
対
し
て
の
偏
愛
あ
る
い
は
美
し
す
ぎ
る
光

源
氏
の
容
貌
な
ど
は
ゆ
ゆ
し
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
時
代
の
「
清
し
」
を
現
代
語
で
「
美
し
い
」
と
解
す
る
よ
う
に
、
汚
れ
の
な
い
澄
ん
だ
美
を
尊
ん
だ
。
従
っ
て
、
王
朝

の
面
影
を
京
都
に
見
い
出
す
な
ら
ば
、
物
忌
む
穢
れ
を
避
け
て
、
あ
く
ま
で
も
「
調
和
」
を
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
「
尼
寺
と
格
子
」
の
章
段
を
み
る
と
、
川
端
が
「
調
和
」
を
念
頭
に
お
い
て
小
説
を
編
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
箇
所
が

あ
る
。
尼
寺
に
隠
れ
る
太
吉
郎
の
硯
箱
の
上
に
庵
主
の
古
い
数
珠
が
置
か
れ
て
い
る
場
面
で
、
新
聞
連
載
時
と
単
行
本
上
梓
時
に
大
き

な
改
変
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

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

　
　
　
「
今
の
言
葉
で
言
う
た
ら
、
ま
あ
、
マ
ス
コ
ッ
ト
や
な
。
口
に
く
わ
え
て
、
珠
を
か
み
く
だ
き
と
う
な
る
時
も
あ
る
け
ど
。」

　
　
　
「
あ
あ
、
き
た
な
。
長
年
の
手
垢
で
、
よ
ご
れ
て
ま
っ
し
ゃ
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
よ
う
で
、
だ
ま
っ
て
う
つ
む
い
た
。

�

（
単
行
本
上
梓
『
古
都
』）
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単
行
本
で
は
筆
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
が
、
新
聞
連
載
時
に
は
、
右
の
会
話
に
続
き
が
あ
っ
た
。

　
　
　
「
女
に
は
、
も
っ
と
、
き
た
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
っ
せ
」

　
　
　

千
重
子
は
赤
く
な
っ
て
、
湯
豆
腐
な
ど
を
、
台
所
へ
運
ん
だ
。
足
が
少
し
ふ
る
え
た
。

　
　
　
「
悪
い
こ
と
言
う
て
し
も
た
な
。
き
た
な
い
と
こ
ろ
が
、
え
え
の
や
け
ど
…
」
と
、
父
の
声
が
追
っ
て
来
た
。

　
　
　
「
う
ち
ら
、
き
た
な
い
と
こ
は
あ
ら
し
ま
へ
ん
。
き
れ
い
ど
す
。」
と
、
千
重
子
は
涙
を
た
め
て
、
奥
か
ら
出
て
来
た
。

　
　
　
「
悪
い
こ
と
言
う
た
。
か
に
し
て
や
」
と
、
父
は
あ
や
ま
っ
た
。

　
　
　
「
頭
が
お
か
し
い
と
、
け
っ
た
い
な
こ
と
言
う
て
な
…
。
気
に
せ
ん
と
お
く
れ
」

　
　
　

千
重
子
は
う
な
ず
い
た
が
、
弁
当
を
風
呂
敷
に
つ
つ
む
手
は
、
ぎ
こ
ち
な
く
、

�

（「
朝
日
新
聞
」
昭
和
三
十
六
年
十
月
二
十
二
日
付
）

　

削
除
さ
れ
た
箇
所
は
、
女
性
の
性
を
述
べ
た
も
の
で
、
千
重
子
（
古
都
）
を
穢
す
こ
と
に
な
る
。
水
が
濁
る
と
疫
神
が
逸
る
よ
う
に
、

穢
れ
を
忌
む
こ
と
は
、
古
来
京
都
の
命
題
で
あ
っ
た
。
千
重
子
に
世
俗
の
垢
を
負
わ
せ
る
の
は
、
京
都
を
描
く
と
い
う
一
貫
性
か
ら
見

る
に
調
子
が
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
の
削
除
と
考
え
ら
れ
る
が
、
連
載
当
時
か
ら
川
端
が
「
調
和
」
を
意
識
し
て
い
た
所
以
に
、
嵯

峨
（
＝
性
）
の
尼
寺
で
の
一
件
を
描
い
た
あ
と
、
室
町
町
家
格
子
の
中
の
「
お
く
ど
さ
ん
の
火
の
神
」「
鎮
火
の
御
札
」「
七
体
の
布
袋
」

「
伏
見
稲
荷
の
初
午
」「
白
川
女
の
榊
（
さ
か
き
）」
を
執
拗
に
描
き
浄
化
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
注
視
さ
れ
る
。
章
名
に
あ
る
「
尼
寺
と

格
子
」
自
体
、
調
和
均
衡
が
意
識
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
物
語
の
中
で
も
直
接
的
に
「
調
和
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。

　

嵯
峨
で
描
い
た
太
吉
郎
の
図
案
を
、
西
陣
の
織
屋
に
持
っ
て
い
く
次
章
「
き
も
の
の
町
」
で
の
秀
男
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
　
「
ぱ
あ
っ
と
し
て
、
お
も
し
ろ
い
け
ど
、
あ
っ
た
か
い
心
の
調
和
が
な
い
。
な
ん
か
し
ら
ん
、
荒
れ
て
病
的
や
。」�

（
傍
線
筆
者
）

　

図
案
を
見
て
秀
男
が
発
し
た
指
摘
に
、
太
吉
郎
は
虚
を
突
か
れ
怒
り
に
ま
か
せ
る
が
、
す
ぐ
に
そ
の
図
案
を「
京
都
ら
し
い
小
川
」に
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「
捨
て
た
」
の
で
あ
る
。

　

乱
調
な
る
も
の
を
川
に
流
す
、
そ
し
て
浄
化
を
は
か
る
。
こ
の
平
安
朝
の
思
想
を
川
端
は
文
章
上
に
具
現
化
し
て
み
せ
て
い
る
。

　

そ
の
観
点
に
立
っ
て
み
る
と
、
前
章
に
挙
げ
た
老
舗
の
存
在
意
義
が
あ
り
、
さ
ら
に
次
に
み
る
文
章
の
構
築
が
あ
る
。

　
「
秋
の
色
」
の
章
に
、
北
山
杉
の
山
中
で
、
千
重
子
と
苗
子
が
夕
立
に
遇
う
場
面
が
あ
る
。
ふ
た
り
の
頭
上
に
は
稲
妻
が
閃
き
雷
鳴
が

と
ど
ろ
く
。
苗
子
は
千
重
子
を
護
る
よ
う
に
抱
く
（
覆
い
か
ぶ
さ
る
）
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
字
面
に
よ
る
情
景
描
写
以
上
の
効
果
が

生
じ
て
い
る
。

　

五
行
に
お
け
る
雷
は
［
木
気
］
で
あ
る
。
そ
し
て
千
重
子
は
［
水
気
］、
苗
子
は
［
木
気
］
で
あ
る
。
五
行
相
生
の
関
係
か
ら
み
る
と
、

水
が
木
を
生
長
さ
せ
る〈
水
生
木
〉は
、
互
い
を
助
け
合
い
互
い
に
成
長
を
促
す
状
態
に
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
千
重
子
と
苗

子
の
抱
擁
は
、
完
全
な
る
形
を
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
人
を
取
り
巻
く
北
山
杉
の
山
中
［
木
気
］、
夕
立
［
水
気
］、
雷
［
木
気
］
も
、

そ
の
気
運
を
強
め
て
い
る
。
さ
ら
に
苗
子
は
、
千
重
子
の
髪
を
手
拭
い
で
拭
い
て
や
り
、
そ
の
手
拭
い
を
頭
に
か
け
て
や
る
。
こ
の
手

拭
い
も
［
木
気
］
に
あ
た
る
の
で
、
雷
は
さ
ら
に
共
鳴
す
る
こ
と
に
な
る
。（
14
）

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
面
に
苗
子
の
鎌
が
登
場
す
る
。

　
　
　
「
腰
に
光
っ
て
る
の
、
な
に
…
…
？
」
と
、
千
重
子
が
た
ず
ね
た
。

　
　

�　
「
あ
あ
、
う
っ
か
り
し
て
た
。
鎌
ど
す
。
道
ば
た
で
、
杉
丸
太
の
小
む
き
を
し
て
て
、
飛
ん
で
き
た
さ
か
い
、
そ
の
鎌
ど
す
。」

と
、
苗
子
は
気
が
つ
い
て
、

　
　
　
「
あ
ぶ
の
お
す
な
。」
と
、
そ
の
鎌
を
遠
く
へ
投
げ
た
。

　

な
ぜ
、
こ
こ
で
鎌
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
［
水
気
］
と
［
木
気
］
で
構
成
さ
れ
て
い
る
北
山
の
場
面
に
お
い
て
、［
金
気
］
が
添
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
［
水
気
］
を
生
む

こ
と
に
な
る
。〈
金
生
水
〉
か
ら
〈
水
生
木
〉
へ
と
自
然
の
循
環
が
な
さ
れ
、［
金
気
］［
水
気
］［
木
気
］
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
集
う
こ
と
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に
意
味
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
方
で
、［
金
気
］
は
乱
調
を
き
た
す
要
素
と
も
な
る
。

　

実
際
、
雷
に
金
物
は
危
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
現
象
に
見
る
以
上
に
、
雷
［
木
気
］
と
鎌
［
金
気
］
に
は
因
果
関
係
が
あ
り
、［
木
気
］

に
と
っ
て
［
金
気
］
は
剋
す
る
も
の
で
相
性
が
悪
く
、
調
和
を
乱
す
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
苗
子
は
鎌
を
投
げ
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
忌
避
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鎌
［
金
気
］
を
投
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雷
［
木
気
］
を
牽
制
し
味
方
に
付
け
た
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
苗
子
の
「
落
ち
ま
せ
ん
」
と
い
う
強
い
口
調
が
意
味
を
持
つ
。

　

こ
の
夕
立
を
機
に
、
二
人
は
生
長
し
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
。

　
「
お
嬢
さ
ん
、
お
店
を
少
し
、
お
て
つ
だ
い
し
て
お
み
や
し
た
ら
、
ど
う
ど
す
や
ろ
。」
と
い
う
苗
子
の
促
し
に
、「
千
重
子
は
打
た
れ

た
よ
う
に
、
立
ち
あ
が
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
［
水
気
］
で
あ
る
千
重
子
が
雨
を
呼
び
、〈
水
生
木
〉
の
理
屈
か
ら
［
木
気
］
の
苗
子
を
喜
ば
し
、
雷
を
呼
ぶ
。
自
然
と
一
体
に
な
り
、

調
和
を
重
ん
じ
て
き
た
京
都
人
（
日
本
人
）
は
こ
う
い
っ
た
自
然
の
理
を
和
歌
や
俳
句
な
ど
で
表
現
し
て
き
た
が
、
現
代
小
説
と
い
う

形
で
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
表
現
に
も
川
端
の
果
敢
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
姿
が
読
み
取
れ
る
。

　
　
　
　
　

五
、
京
の
地
形
風
土
が
育
む
古
典
的
土
壌
―
火
と
水
の
相
関
性
―

　

一
年
（
四
季
）
を
通
し
て
描
か
れ
る
『
古
都
』
で
あ
る
が
、
特
に
秋
の
記
述
が
多
い
。
そ
し
て
冬
の
場
面
で
終
わ
る
。「
春
の
花
」
で

は
じ
ま
り
「
冬
の
花
」
で
終
わ
る
章
立
て
の
中
に
、
な
ぜ
か
夏
と
い
う
言
葉
が
な
い
。「
春
の
花
」「
秋
の
色
」「
秋
深
い
姉
妹
」「
冬
の

花
」
と
季
節
が
表
さ
れ
る
中
、「
夏
―
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
夏
は
［
火
］
に
配
当
さ
れ
、
水
を
生
む
［
金
気
］

を
剋
す
る
も
の
で
あ
る
。
火
に
と
っ
て
避
け
る
も
の
は
水
で
あ
る
。
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し
か
し
一
方
で
、
日
本
人
は
水
と
火
を
使
っ
て
穢
れ
を
祓
っ
て
き
た
。

　
『
古
都
』
の
中
で
火
と
水
は
必
ず
対
に
な
っ
て
登
場
す
る
。
こ
の
意
味
は
、
一
つ
に
は
火
と
水
の
調
和
を
意
識
し
て
の
た
め
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
［
金
→
水
→
木
］
の
循
環
の
調
和
を
保
つ
た
め
、
つ
ま
り
［
金
］
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
［
火
］
を
消
す
た
め
に
［
水
］
が

登
場
し
て
い
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
小
説
の
舞
台
と
し
て
［
火
］
に
当
た
る
【
南
】
は
登
場
し
な
い
。
紹
介
さ
れ
る
老
舗
も
【
西
】
―

（
森
嘉
）、【
東
】
―
（
竜
村
・
左
阿
彌
）、【
北
】
―
（
大
市
）
と
な
る
。
水
を
中
心
と
し
て
水
を
生
む
も
の
、
水
か
ら
生
じ
る
も
の
を
小

説
化
し
た
意
図
、
乃
至
潜
在
的
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。

　

章
立
て
に
は
敢
え
て
避
け
て
あ
る
「
夏
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
物
語
上
に
お
い
て
夏
の
季
節
は
、
劇
的
な
展
開
を
迎
え
る
シ
ー

ン
で
あ
る
。
夏
に
当
た
る
章
が
「
北
山
杉
」「
祇
園
祭
」
で
、
直
截
的
な
季
語
を
使
わ
ず
、［
木
気
］
と
［
水
気
］
で
調
整
さ
れ
て
い
る
。

（
祇
園
祭
そ
の
も
の
が
［
水
］
と
深
く
関
わ
る
祭
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
拙
稿
「『
古
都
』
に
現
わ
れ
た
思
想
」
の
中
で
詳
述
し

た
が
、
祇
園
祭
の
祭
神
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
（
＝
牛
頭
天
王
）
は
、
荒
ぶ
る
天
神
で
あ
り
、
竜
神
で
あ
る
）。

　

お
も
て
だ
っ
て
夏
［
火
］
を
避
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
の
な
か
で
は
［
火
］、
も
し
く
は
［
火
］
の
縁
語
を
多
用
し
て
い

る
。「
祇
園
祭
」
の
冒
頭
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�　

千
重
子
は
大
き
い
買
い
も
の
籠
を
さ
げ
て
、
店
を
出
た
。
御
池
通
を
上
へ
渡
っ
て
、
麩
屋
町
の
湯
波
半
へ
行
く
の
だ
が
、
叡
山

か
ら
北
山
の
空
へ
か
け
て
、
燃
え
あ
が
る
炎
の
よ
う
な
空
を
な
が
め
て
、
御
池
通
で
し
ば
ら
く
た
た
ず
ん
だ
。

　
　

�　

夏
の
日
永
だ
か
ら
、
夕
映
え
に
は
早
い
時
間
だ
し
、
さ
び
し
げ
な
空
の
色
で
は
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
盛
ん
な
炎
が
、
空
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
。�

（
傍
線
、
点
線
筆
者
）

　

傍
線
の
と
お
り
、
火
に
関
す
る
こ
と
ば
が
列
挙
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
話
分
の
間
に「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」「
お
ん
ど
る
ま
が
い
の
炉
」「
炭

火
」「
い
こ
す
」
と
続
く
。
そ
れ
に
対
応
す
る
が
ご
と
く
、
点
線
部
に
水
の
縁
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
千
重

子
が
湯
波
半
の
仕
事
場
の
奥
に
行
っ
て
、
古
い
大
黒
柱
（
檜
）
を
撫
で
て
場
面
を
結
ぶ
。
こ
と
さ
ら
に
木
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
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一
九

然
の
循
環
を
文
脈
の
調
和
に
用
い
て
い
る
。

　

湯
波
半
は
享
保
元
年
創
業
の
ゆ
ば
の
老
舗
で
あ
る
。
ゆ
ば
は
「
湯
葉
」
と
表
記
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
店
の
主
人
は
、

薄
っ
ぺ
ら
い
と
い
う
形
状
を
表
わ
す
「
葉
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
、
あ
え
て
「
波
」
を
屋
号
に
用
い
て
い
る
。
湯
波
半
に
お
い
て
ゆ
ば

は
「
湯
波
」
な
の
で
あ
る
。
ゆ
ば
は
そ
の
製
造
工
程
の
逐
一
に
清
水
を
必
要
と
し
、
大
豆
を
一
昼
夜
水
に
浸
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
下

水
を
頼
り
と
し
て
い
る
。
恵
み
の
水
あ
っ
て
の
食
物
で
、
四
角
い
銅
鍋
に
張
ら
れ
た
ゆ
ば
汁
を
湯
煎
し
、
そ
こ
に
張
ら
れ
た
膜
を
す
く

い
取
っ
て
ゆ
ば
は
出
来
る
。
主
人
が
竹
串
で
ゆ
ば
を
引
き
上
げ
る
様
子
は
、
ま
さ
に
湯
の
波
を
掬
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
川
端
が

店
を
訪
れ
、
屋
号
が
も
つ
意
味
に
感
じ
入
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
川
端
の
定
宿
で
あ
る
柊
家
か
ら
は
、
御
池
通
を
渡
っ
て
す

ぐ
の
麩
屋
町
通
沿
い
に
あ
る
。「
御
池
」
を
「
渡
っ
た
」
と
こ
ろ
に
「
湯
波
」
と
い
う
縁
語
の
醸
し
出
す
連
関
性
に
、
王
朝
の
感
性
が
浮

き
立
つ
の
も
、
文
脈
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

王
朝
の
文
学
技
法
を
念
頭
に
置
い
て
（
も
し
く
は
意
識
す
る
と
も
な
し
に
意
識
下
に
潜
め
て
）
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
随
所

に
窺
え
る
。

　
「
火
」
と
「
水
」
を
呼
応
さ
せ
、
調
和
を
図
る
表
現
上
の
こ
だ
わ
り
は
、「
祇
園
祭
」
の
章
は
も
と
よ
り
数
あ
る
年
中
行
事
に
も
見
え

る
。
さ
ら
に
、
火
に
関
わ
る
祭
礼
と
水
に
関
わ
る
祭
礼
と
を
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
汲
み
と
れ
る
。

　

そ
の
例
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）�

布
袋
は
七
体
ま
で
で
、
毎
年
初
午
に
伏
見
の
稲
荷
に
ま
い
っ
て
、
一
体
ず
つ
買
っ
て
来
て
ふ
や
す
。（
中
略
）
く
ど
の
神
の
列
の

横
に
は
、
白
磁
の
花
立
て
が
お
か
れ
て
、
二
日
目
か
三
日
目
に
は
、
母
が
水
を
か
え
、
棚
を
て
い
ね
い
に
ふ
い
て
い
る
。

（
２
）�

鞍
馬
の
竹
伐
り
会
は
、
太
吉
郎
が
好
き
な
行
事
で
あ
る
。
男
ら
し
く
も
あ
る
か
ら
だ
。
太
吉
郎
に
と
っ
て
は
、
若
い
時
か
ら
い
く

ど
も
見
て
い
て
、
め
ず
ら
し
く
は
な
い
が
、
娘
の
千
重
子
を
つ
れ
て
行
こ
う
と
思
っ
て
い
た
。
ま
し
て
今
年
は
、
経
費
の
し
ま
つ

で
、
鞍
馬
の
あ
の
火
祭
り
も
、
十
月
に
行
わ
ぬ
と
い
う
で
は
な
い
か
。
太
吉
郎
は
雨
を
案
じ
て
い
た
。
竹
伐
り
会
は
、
六
月
の
二
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二
〇

十
日
で
、
つ
ゆ
の
さ
な
か
で
あ
る
。

（
３
）�
送
り
火
の
つ
い
た
山
の
色
、
そ
し
て
夜
空
の
色
に
、
千
重
子
は
初
秋
の
色
を
感
じ
る
。
大
文
字
よ
り
も
、
半
月
ほ
ど
先
き
立
っ
て
、

立
秋
の
前
夜
に
は
、
下
鴨
神
社
に
、
夏
越
の
神
事
が
あ
る
。

（
４
）�

祭
り
の
じ
つ
に
多
い
京
都
で
、
千
重
子
は
、
鞍
馬
の
火
祭
り
が
、
む
し
ろ
大
文
字
よ
り
も
、
好
き
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
鞍
馬
道

か
ら
、
参
道
の
家
々
に
、
木
の
枝
の
し
き
り
を
設
け
、
屋
根
に
水
を
打
っ
て
お
い
て
、
夜
半
か
ら
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
、
松
明
を

か
ざ
し
て
、「
さ
い
れ
や
、
さ
い
り
ょ
う
」
と
、
と
な
え
な
が
ら
、
社
に
の
ぼ
る
。
炎
は
も
え
さ
か
る
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
今

年
は
、
こ
の
名
物
の
火
祭
り
を
や
め
た
。
倹
約
の
た
め
で
あ
る
と
か
い
う
。
竹
伐
り
祭
り
は
、
い
つ
も
の
通
り
あ
っ
た
が
、「
火

祭
り
」
は
行
わ
れ
な
い
。（
中
略
）
近
年
、
復
活
し
た
の
は
、
嵐
山
の
川
に
竜
頭
の
船
を
浮
か
べ
て
の
、
迦
陵
頻
迦
と
、
上
賀
茂

神
社
の
庭
の
細
い
流
れ
の
、
曲
水
の
宴
な
ど
だ
ろ
う
か
。

�

（

―
火
の
縁
語
、
…
…
水
の
縁
語　

筆
者
傍
点
線
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結

　

以
上
観
て
き
た
如
く
、『
古
都
』
と
い
う
作
品
は
、
古
典
文
学
、
そ
れ
も
王
朝
和
歌
を
鑑
賞
す
る
よ
う
に
書
か
れ
た
小
説
で
あ
っ
て
、

現
代
小
説
を
読
む
よ
う
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
山
本
健
吉
氏
の
次
の
よ
う
な
論
も
出
て
く
る
。

　
　

�　

―
こ
れ
も
京
都
に
住
む
人
、
京
都
を
知
る
人
に
、
既
知
の
風
物
に
作
中
で
出
会
う
と
い
う
快
感
を
、
ふ
ん
だ
ん
に
味
わ
せ
て

く
れ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
地
理
的
、
風
土
小
説
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
作
者
は
、
美
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
を
、
あ
る
い

は
ヒ
ロ
イ
ン
姉
妹
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
京
都
の
風
物
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
が
主
で
、
ど
ち
ら
が
従
か
、
実
は
よ

く
分
ら
な
い
の
だ
。（
15
）
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し
か
し
、『
古
都
』
執
筆
の
目
的
が
本
当
の
意
味
で
「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
作
者
の
述
懐
し
た
通
り

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

川
端
は
「
古
都
を
書
き
終
え
て
」（
16
）
の
な
か
で
、「
古
都
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
町
は
京
都
」
で
あ
る
と
い
い
、
モ
デ
ル
に
つ
い

て
言
及
す
る
段
で
は
、「
古
都
に
面
影
を
写
し
た
い
よ
う
な
京
都
の
令
嬢
を
、
一
人
も
見
か
け
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、「
モ
デ
ル
な
ど
は

一
人
も
い
な
い
」
と
表
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
千
重
子
は
、
川
端
が
こ
し
ら
え
た
古
都
に
面
影
を
写
し
た
令
嬢
で
、
古
都
の
面
影
を
と

ど
め
て
い
る
京
都
と
同
一
な
の
で
あ
る
。
千
重
子
と
い
う
名
前
か
ら
も
明
白
な
と
お
り
、
千
重
子
は
川
端
の
「
古
都
」
で
あ
り
、
決
し

て
人
間
ド
ラ
マ
の
悲
喜
交
々
を
担
っ
て
は
い
な
い
。
新
聞
連
載
前
に
、「
人
物
や
物
語
よ
り
も
風
物
が
主
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と

断
わ
っ
て
い
た
川
端
の
、
思
惑
ど
お
り
の
小
説
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

戦
時
中
、
川
端
が
『
源
氏
物
語
』
に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
戦
後
の
川
端
作
品
を
読
む
に
お
い
て

重
要
な
基
盤
で
あ
る
。

　
　

�　
「
源
氏
の
妙
な
読
み
方
を
し
た
こ
と
は
、
し
か
し
私
に
深
い
印
象
を
残
し
た
。
電
車
の
中
で
と
き
ど
き
「
源
氏
」
に
恍
惚
と
陶
酔

し
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
て
私
は
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
戦
災
者
や
疎
開
者
が
荷
物
を
持
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、空

襲
に
怯
え
な
が
ら
焦
げ
臭
い
焼
跡
を
不
規
則
に
動
い
て
い
る
、
そ
ん
な
電
車
と
自
分
と
の
不
調
和
だ
け
で
も
驚
く
に
値
い
し
た
が
、

千
年
前
の
文
学
と
自
分
と
の
調
和
に
よ
り
多
く
驚
い
た
の
だ
っ
た
。（
17
）

　

と
あ
り
、
同
じ
章
で
「
敗
戦
後
の
私
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
な
か
に
帰
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
戦
後
の
世
相
な
る
も
の
、

風
俗
な
る
も
の
を
信
じ
な
い
、
現
実
な
る
も
の
も
あ
る
い
は
信
じ
な
い
。
近
代
小
説
の
根
底
の
写
実
か
ら
も
私
は
離
れ
て
し
ま
い
そ
う

で
あ
る
」（
18
）
と
も
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
川
端
の
吐
露
が
映
し
鏡
の
よ
う
に
『
古
都
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
西
陣
の
織
屋
大
友
宗
助
の
も
と
を
訪
ね
た
太
吉
郎
の
言

葉
で
あ
る
。
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イ
「�

こ
の
ご
ろ
は
、
す
ぐ
に
ア
イ
デ
ィ
ア
や
と
か
セ
ン
ス
と
か
言
わ
は
り
ま
す
な
。
そ
れ
か
ら
、
色
ま
で
西
洋
の
流
行
を
考
え
や
は
っ

て
な
。」

ロ
「�
わ
た
し
は
な
、
西
洋
の
言
葉
の
つ
い
た
の
は
、
大
き
ら
い
ど
す
。
日
本
に
は
、
王
朝
の
む
か
し
か
ら
、
な
ん
と
も
言
え
ん
優
雅
な

色
が
お
す
や
な
い
か
。」

　

さ
ら
に
植
物
園
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
畑
の
場
面
で
も
、「
西
洋
花
は
あ
ざ
や
か
で
も
、
あ
き
て
し
ま
う
わ
。
お
父
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
、
竹

林
の
方
が
え
え
な
。」
と
、
日
本
古
来
の
美
に
回
帰
し
て
ゆ
く
。
で
は
、
太
吉
郎
は
川
端
の
代
弁
者
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
短
絡
的
な

も
の
で
は
な
い
。
川
端
は
、
こ
の
昔
気
質
の
太
吉
郎
を
も
っ
て
し
て
も
、
パ
ウ
ル
・
ク
レ
イ
の
影
響
を
受
け
さ
せ
、
今
風
の
帯
の
図
案

を
描
か
す
。
戦
後
の
世
相
、
風
俗
に
揺
ら
が
せ
て
お
い
て
、
大
友
秀
男
に
「
あ
っ
た
か
い
心
の
調
和
が
な
い
。」
と
、
容
赦
な
く
一
刀
両

断
さ
せ
て
い
る
。

　

日
本
の
古
代
裂
を
余
所
に
置
き
、
西
洋
の
モ
チ
ー
フ
に
心
惑
わ
せ
た
途
端
、
川
端
は
作
中
の
人
物
の
言
葉
を
借
り
、「
調
和
が
な
い
」

と
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
の
美
の
中
に
い
か
に
調
和
を
見
て
い
た
か
が
読
み
と
れ
る
。

　
「
近
代
小
説
の
根
底
の
写
実
か
ら
も
私
は
離
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
」（
19
）
と
、
戦
後
ま
も
な
く
の
川
端
は
漠
と
予
兆
し
て
い
た
が
、

ま
さ
に
『
古
都
』
が
そ
の
類
の
小
説
に
な
っ
て
い
る
。
即
物
的
な
現
実
な
る
も
の
の
深
淵
の
内
に
、
調
和
・
不
調
和
の
均
衡
を
も
た
せ

な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
る
真
の
姿
―
日
本
の
ふ
る
さ
と
―
を
綴
っ
た
の
で
あ
る
。

　

川
端
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
講
演
に
、
イ
ン
ド
の
詩
聖
ラ
ビ
イ
ン
ド
ラ
ナ
ア
ト
・
タ
ゴ
オ
ル
の
「
日
本
は
一
つ
の
完
全
な
形
式
を
持
っ

た
文
化
を
生
ん
で
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
な
か
に
美
を
見
抜
く
視
覚
を
発
達
さ
せ
て
来
た
」（
20
）
と
い
う
言

葉
を
挙
げ
て
い
る
。
い
か
に
し
て
こ
の
日
本
民
族
の
特
性
を
現
わ
さ
ん
と
す
る
か
、『
古
都
』の
真
な
る
命
題
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。「
日

本
の
ふ
る
さ
と
」
を
書
く
こ
と
と
は
、
事
物
を
そ
の
ま
ま
描
写
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
美
の
な
か
の
真
理
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
や

ま
と
こ
と
ば
が
誕
生
し
た
王
朝
以
来
の
レ
ト
リ
ッ
ク
も
組
み
入
れ
な
が
ら
、
文
章
そ
の
も
の
の
在
り
方
が
、「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
を
描
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く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
中
学
生
の
こ
ろ
平
安
朝
の
も
の
を
声
出
し
て
」（
21
）
音
読
し
て
い
た
と
い
う
川
端
は
、
縁
語
、
掛
詞
な
ど
の
修
辞
が
も
た
ら
す
言
葉

の
音
調
的
効
果
に
敏
感
で
、
鋭
く
察
知
す
る
。
さ
ら
に
「
漢
語
を
つ
と
め
て
避
け
、
や
ま
と
こ
と
ば
に
惹
か
れ
、
耳
で
聞
い
て
分
る
国

語
と
い
う
考
え
は
始
終
離
れ
な
か
っ
た
。」（
22
）
と
、
王
朝
文
学
か
ら
受
け
た
影
響
の
深
さ
を
、
自
身
の
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。

　
　

�　

私
は
常
に
現
代
日
本
語
に
悩
み
迷
い
続
け
て
来
た
。
国
語
を
整
え
美
し
く
し
た
い
志
は
あ
る
も
の
の
、
一
作
家
と
し
て
の
仕
事

の
う
ち
に
そ
れ
を
い
さ
さ
か
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
ほ
か
、
最
早
私
の
余
命
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
私
は
文
章
に
つ
い
て
保
守

的
で
あ
り
古
典
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
23
）

と
述
懐
す
る
川
端
が
、
王
朝
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
回
帰
し
た
こ
と
は
、『
古
都
』
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

王
朝
文
学
並
び
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
色
濃
く
残
す
京
都
に
不
慣
れ
な
者
か
ら
み
れ
ば
、『
古
都
』
に
陰
陽
道
や
修
辞
を
映
し
て
読
む

の
は
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
の
人
々
が
思
う
以
上
に
、
川
端
は
京
の
町
を
歩
き
、
京
都
を
代
表
す
る
写
真
家

浅
野
喜
市
氏
と
一
緒
に
普
段
の
京
都
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。（
24
）
当
り
前
の
事
と
し
て
、
方
角
に
う
る
さ
い
京
都
の
土
地
の
記
憶
、
そ
の
土

地
の
上
で
連
綿
と
営
ま
れ
る
祭
礼
や
慣
習
は
知
り
得
て
い
た
と
汲
み
と
れ
る
。

　

川
端
の
記
録
係
を
務
め
て
い
た
北
條
誠
氏
は
、「
自
作
に
つ
い
て
解
説
せ
ず
と
云
う
、
き
び
し
い
道
を
歩
み
つ
づ
け
て
」（
25
）
い
る
と
、

川
端
の
こ
と
を
傍
で
見
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
未
だ
か
つ
て
『
古
都
』
の
真
意
は
、
世
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文
は
、
た
だ

日
本
古
来
の
形
式
を
も
っ
て
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
一
考
察
で
あ
る
。

注（
1
）�「
河
盛
好
蔵
・
中
里
恒
子
・
福
永
武
彦
座
談
会
」
新
潮
増
刊　

昭
和
四
十
七
年
六
月
号

（
2
）�

川
端
康
成
全
集　

第
一
巻
（
昭
和
二
十
三
年
版
）
あ
と
が
き
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（
3
）�「
古
都
な
ど
」
毎
日
新
聞　

昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
付

（
4
）�「
谷
崎
潤
一
郎
の
『
春
琴
抄
』」
新
潮　

昭
和
八
年
七
月
号

（
5
）�
注
（
4
）
に
同
じ

（
6
）�「
古
都　

作
者
の
言
葉
」
朝
日
新
聞　

昭
和
三
十
六
年
十
月
四
日
付

（
7
）�「
古
都
を
書
き
終
え
て
」（
下
）
朝
日
新
聞　

昭
和
三
十
七
年
一
月
三
十
一
日
付

（
8
）��「
美
の
存
在
と
発
見
」
川
端
康
成　

昭
和
四
十
四
年
五
月
十
六
日　

ハ
ワ
イ
大
学
ヒ
ロ
分
校
公
開
講
義
。
さ
ら
に
川
端
は
『
伊
勢
物
語
』
に
登

場
す
る
藤
の
花
に
平
安
文
化
の
象
徴
を
感
じ
る
と
述
べ
て
お
り
、「
唐
の
文
化
の
吸
収
が
よ
く
日
本
風
に
消
化
さ
れ
て
、
お
よ
そ
千
年
前
に
、

華
麗
な
平
安
文
化
を
生
み
、
日
本
の
美
を
確
立
し
ま
し
た
の
は
「
あ
や
し
き
藤
の
花
」
が
咲
い
た
の
に
似
た
、
異
様
な
奇
蹟
と
も
思
わ
れ
ま

す
。
歌
で
は
初
め
て
の
勅
撰
和
歌
集
の
『
古
今
集
』
小
説
で
は
『
伊
勢
物
語
』、
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
な
ど
、

日
本
の
古
典
文
学
の
至
上
の
名
作
が
現
わ
れ
ま
し
て
、
日
本
の
美
の
伝
統
を
つ
く
り
、
八
百
年
ほ
ど
の
後
代
の
文
学
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と

い
う
よ
り
も
、
支
配
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。」（「
美
し
い
日
本
の
私
」）
と
あ
る
よ
う
に
、
京
都
並
び
に
王
朝
文
学
に
日
本
の
ふ
る
さ
と
を

観
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
9
）��

陰
陽
五
行
説
は
、「
古
代
中
国
で
発
達
し
た
哲
理
。
陰
陽
は
剛
柔
と
も
い
い
陰
陽
二
気
の
運
行
、
五
行
は
万
物
を
生
成
す
る
水
火
木
金
土
の
五

材
。
前
漢
代
に
両
者
が
結
合
し
、
十
干
十
二
支
な
ど
に
も
配
さ
れ
て
相
生
（
木
火
土
金
水
）・
相
剋
（
木
土
水
火
金
）・
刑
徳
な
ど
複
雑
な
理
論

を
発
達
さ
せ
、
儒
教
・
易
・
医
・
音
律
な
ど
中
国
諸
学
の
基
礎
理
論
と
な
っ
た
。
亀
卜
・
式
占
・
暦
注
な
ど
諸
種
の
占
い
の
基
礎
と
も
な
っ

た
が
、
自
然
観
・
倫
理
観
の
面
か
ら
律
令
国
家
の
理
念
に
も
影
響
を
あ
た
え
た
」（
日
本
史
辞
典　

角
川
書
店
）
と
あ
る
よ
う
に
、
六
世
紀
頃

に
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
日
本
で
は
「
陰
陽
道
」
と
し
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
。
平
安
時
代
に
は
特
に
重
要
視
さ
れ
、
王
朝
人
の
生
活
に
大

き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
平
安
京
遷
都
に
あ
た
っ
て
も
、『
平
家
物
語
』
巻
第
五
「
都
遷
」
に
「
此
の
地
の
体
を
見
候
ふ
に
、
左
青
竜
・
右
白

虎
・
前
朱
雀
・
後
玄
武
、
四
神
相
応
の
地
な
り
。
尤
も
帝
都
を
定
む
る
に
足
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陰
陽
道
の
理
論
に
基
づ
い
て
選
定
さ

れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
川
端
も
『
平
家
物
語
』
を
精
読
し
て
い
た
以
上
、『
古
都
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
当
然
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
意

識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

（
10
）��

拙
稿
「『
古
都
』
に
現
わ
れ
た
思
想
―
川
端
康
成
の
京
都
観
を
中
心
と
し
て
―
」
愛
知
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要　

第
三
十
一
号　

人
文
編　

平
成
十
年
三
月
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二
五

（
11
）��「
木
か
ら
火
を
、
火
か
ら
土
を
、
土
か
ら
金
を
、
金
か
ら
水
を
、
水
か
ら
木
を
生
じ
る
を
相
生
と
い
う
。
ま
た
木
は
土
に
、
土
は
水
に
、
水
は

火
に
、
火
は
金
に
、
金
は
木
に
剋
つ
の
を
相
剋
と
い
う
」（
広
辞
苑
第
六
版
）
に
よ
る
。

（
12
）�
五
行
配
当
表
に
よ
る
と
、
北
―
黒
（
玄
）、
東
―
青
、
中
央
―
黄
、
南
―
朱
、
西
―
白
と
な
る
。

（
13
）�

現
在
の
千
本
通
は
、
平
安
京
の
朱
雀
大
路
に
あ
た
り
、
大
市
の
場
所
は
大
内
裏
の
北
方
に
あ
た
る
。

（
14
）��

雷
は
五
行
配
当
表
に
よ
る
と
木
気
に
当
た
る
。
吉
野
裕
子
著
『
陰
陽
五
行
と
日
本
の
民
族
』（
人
文
書
院　

平
成
六
年
十
月
三
十
日
発
行
）
に

よ
る
と
、「
手
ぬ
ぐ
い
と
か
帯
な
ど
長
い
も
の
は
木
気
に
属
す
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
吉
野
氏
は
雷
除
け
と
し
て
、
手
拭
い
と
鍬
が
重
要
な
意
味

を
も
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）�

山
本
健
吉
「『
古
都
』
解
説
」
新
潮
文
庫

（
16
）�「
古
都
を
書
き
終
え
て
」（
上
）
朝
日
新
聞　

昭
和
三
十
七
年
一
月
二
十
九
日
付

（
17
）�「
哀
愁
」
川
端
康
成
全
集
第
十
三
巻

（
18
）�

注
（
17
）
に
同
じ

（
19
）�

注
（
17
）
に
同
じ

（
20
）�「
美
の
存
在
と
発
見
」
川
端
康
成　

昭
和
四
十
四
年
五
月
十
六
日　

ハ
ワ
イ
大
学
ヒ
ロ
分
校
公
開
講
義

（
21
）�

注
（
2
）
に
同
じ

（
22
）�

注
（
2
）
に
同
じ

（
23
）�

注
（
2
）
に
同
じ

（
24
）��

川
端
は
、
浅
野
喜
市
氏
の
こ
と
を
「
京
に
生
ま
れ
京
に
生
き
る
写
真
家
」
と
称
し
て
い
る
。
小
説
『
古
都
』
の
場
面
を
辿
っ
た
浅
野
氏
の
写

真
集
『
古
都
の
譜
』
昭
和
三
十
九
年
九
月
五
日　

悠
々
洞
発
行

（
25
）�

北
條
誠
「
川
端
先
生
の
メ
モ
係
り
」　

新
潮　

昭
和
三
十
六
年　

十
一
月
号


