
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二
十
一
世
紀
の
京
都
―
日
本
の
中
の
位
置
付
け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
理
事
長 

中
村
順
一 

 

一
昨
年
十
二
月
、
協
会
の
研
究
会
で
、「
世
界
に
京
都
を
発
信
す
る
」
と
題
し

て
、
国
際
的
に
み
た
、
将
来
に
向
け
て
の
京
都
の
可
能
性
に
つ
い
て
話
を
さ
せ

て
頂
い
た
。
学
術
研
究
都
市
、
文
化
芸
術
都
市
、
大
学
都
市
、
ハ
イ
テ
ク
都
市
、

産
学
官
連
携
都
市
、
歴
史
都
市
、
宗
教
都
市
、
文
明
間
対
話
都
市
、
環
境
都
市
、

食
文
化
都
市
等
、
そ
の
可
能
性
は
多
岐
に
わ
た
る
。
今
回
は
、
そ
の
続
篇
と
し

て
、「
日
本
の
中
の
京
都
の
位
置
付
け
」
と
い
う
視
点
で
、
所
感
の
一
端
を
記
さ

せ
て
頂
く
こ
と
と
し
た
。 

 

二
一
世
紀
の
日
本
は
、
明
治
維
新
、
第
二
次
大
戦
後
に
続
く
、
激
動
の
時
代

を
迎
え
る
と
思
う
。
国
内
で
は
、
廃
藩
置
県
の
よ
う
な
大
変
革
の
可
能
性
も
あ

る
。
首
都
圏
一
極
集
中
是
正
の
中
で
、
地
方
を
ど
う
す
る
か
、
ど
う
形
造
る
か

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
京
都
が
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
る
か
は
、
京
都
に
と
り
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
五
項
目
に

分
け
て
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

第
一
は
、
道
州
制
の
導
入
で
あ
る
。
北
海
道
を
始
め
国
内
各
地
域
で
具
体
的

な
検
討
が
進
め
ら
れ
、
最
近
、
政
府
も
本
腰
を
入
れ
始
め
て
、
に
わ
か
に
現
実

味
を
帯
び
た
身
近
か
な
問
題
と
な
っ
た
。
関
西
は
、
当
初
積
極
的
な
時
期
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
は
盛
り
上
り
に
欠
け
て
い
る
。
地
盤
沈
下
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
関
西
で
、
関
西
の
持
ち
味
と
強
み
を
活
か
し
た
、
思
い
切
っ
た
関
西
圏
構
築

の
議
論
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
で
京
都
が
ど
う
な
る
の
か
。

遅
れ
馳
せ
な
が
ら
京
都
で
も
、
問
題
意
識
を
持
ち
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
も
よ

い
と
思
う
。 

第
二
は
、
首
都
機
能
移
転
で
あ
る
。
実
現
は
当
面
無
理
と
の
見
方
が
多
い
中

で
、
畿
央
、
三
重
地
域
が
三
候
補
地
域
の
一
つ
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
関
西

は
当
初
こ
れ
に
冷
淡
で
あ
っ
た
が
、
数
年
前
頃
か
ら
漸
く
関
西
財
界
も
、
関

西
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
し
て
関
心
を
表
明
し
始
め
た
。
京
都
は
畿
央
地

域
に
入
っ
て
お
り
、
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
か
ら
も
、
畿
央
地
域
と
い
う
広

が
り
の
中
で
重
要
な
役
割
を
持
ち
得
る
。
首
都
機
能
移
転
と
い
う
視
点
で
、

京
都
か
ら
京
都
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
提
言
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
。 

 

第
三
は
、
京
都
に
お
け
る
宮
内
庁
関
係
行
事
の
推
進
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

京
都
の
人
々
に
と
っ
て
最
も
入
り
易
い
と
思
う
。
京
都
に
は
、
京
都
御
所
、

大
宮
御
所
が
あ
り
、
一
昨
年
に
は
国
の
迎
賓
施
設
で
あ
る
京
都
迎
賓
館
が
開

館
し
た
。
一
千
年
以
上
の
都
と
し
て
の
歴
史
を
有
す
る
京
都
で
、
宮
内
庁
関

係
行
事
が
も
っ
と
行
わ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
を
京
都
の

総
意
と
し
て
要
望
を
表
明
し
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。 

 

第
四
は
、
京
都
に
ふ
さ
わ
し
い
「
特
区
」
の
設
定
で
あ
る
。
既
に
全
国
で

九
〇
〇
あ
ま
り
の
特
区
が
設
け
ら
れ
、
京
都
市
で
も
四
特
区
が
実
現
し
た
。

冒
頭
に
述
べ
た
「
世
界
の
中
の
京
都
」
と
い
う
視
点
で
、
京
都
に
ふ
さ
わ
し

い
、
京
都
な
ら
で
は
の
特
区
が
も
っ
と
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
二

〇
世
紀
と
は
異
な
る
二
一
世
紀
の
シ
リ
コ
ン
・
バ
レ
ー
と
い
っ
た
国
際
的
な

頭
脳
・
文
化
の
集
積
拠
点
を
志
向
す
る
の
も
よ
し
、
世
界
有
数
の
国
際
的
な

知
的
交
流
の
拠
点
を
目
指
す
の
も
よ
い
と
思
う
。 

 

第
五
は
、「
京
都
創
生
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
家
戦
略
と
し
て
位
置
付
け
る

と
い
う
動
き
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
の
は
喜
ば
し
い
、
内
容
と
し
て
、
景
観
、

観
光
、
文
化
の
三
つ
の
大
き
な
柱
が
掲
げ
ら
れ
、
何
れ
も
極
め
て
重
要
で
、

今
後
と
も
引
き
続
き
推
進
す
る
べ
き
分
野
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
唯
、 

（
つ
づ
く
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こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
守
り
」
な
い
し
「
遺
産
」
に
立
脚
し
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
の
京
都
に
は
、
前
記
三
分
野
に
加
え
、
将
来
に
向
け
た
世
界
の

中
で
の
、
よ
り
積
極
的
な
位
置
付
け
が
併
わ
せ
て
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
持
論
で
あ
る
。 

 

京
都
は
、
世
界
の
中
で
も
、
国
内
で
も
、
可
能
性
に
富
み
、
そ
の
意
味
で
極

め
て
恵
ま
れ
て
い
る
、
ユ
ニ
ー
ク
で
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。
京
都
の
課
題
は
、

こ
れ
ら
の
恵
ま
れ
た
可
能
性
を
如
何
に
実
現
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
京
都
が
、

自
ら
の
可
能
性
を
十
分
認
識
し
て
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
傾
注
し
な
い
と
、
折

角
の
可
能
性
が
活
か
さ
れ
ず
、
小
さ
く
ま
と
ま
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
「
ジ
リ
貧
」
の
方
向
を
辿
る
危
険
も
な
し
と
し
な
い
と
思
う
。

国
際
京
都
学
協
会
で
も
、
最
近
の
活
動
の
盛
り
上
り
の
中
で
、
中
長
期
的
視
点

に
立
っ
た
京
都
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
国
立
京
都
国
際
会
館
館
長
）

  

京
都
と
ベ
ト
ナ
ム 

 
 

 
 

 
 

香
川
孝
三 

  

ニ
〇
〇
六
年
度
の
総
会
で
国
際
京
都
学
協
会
の
事
務
局
長
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
香
川
孝
三
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
職
を
持
ち
な
が
ら
の
仕
事
で
す
の
で
、

行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

ニ
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
ニ
〇
〇
五
年
九
月
ま
で
在
ベ
ト
ナ
ム
日
本
国
大
使
館
・

公
使
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
。
外
務
省
改
革
の
一
つ
と
し
て
民
間
か
ら
外

交
官
を
登
用
し
て
、
風
通
し
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
政
策
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
方

針
に
即
し
て
、
神
戸
大
学
と
外
務
省
が
人
事
交
流
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
第
一
号
と
し
て
、
私
が
ベ
ト
ナ
ム
で
働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
大
学
で

の
ポ
ス
ト
を
活
用
し
て
、
外
務
省
の
人
が
授
業
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ベ
ト
ナ
ム
勤
務
中
、
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
と
の
交
流
、
特
に
京
都
と
の
間
で
ど
の

よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
あ
る
の
か
が
大
変
気
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
大
使
館
で
は
広
報
文
化
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
余
計
に
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 
 

現
在
で
は
、
日
本
の
企
業
約
一
〇
〇
〇
社
が
ベ
ト
ナ
ム
に
進
出
し
、
そ
の
中
に
は

京
都
の
企
業
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
工
賃
は
や
す
い
が
、
手
先
が
器
用
な
こ
と
か

ら
、
着
物
の
縫
製
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
九
七
年
か
ら
絹
製
着
物
の
ベ

ト
ナ
ム
か
ら
の
輸
入
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
京
都
に
も
入
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

日
本
企
業
が
ベ
ト
ナ
ム
に
進
出
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
が

市
場
経
済
化
政
策
を
採
用
し
た
こ
と
で
す
が
、
そ
の
政
策
を
最
初
に
提
唱
し
た
経

済
学
者
グ
ェ
ン
・
ス
ア
ン
・
オ
ア
イ
ン
は
、
一
九
四
〇
年
に
日
本
に
留
学
し
、
約

一
〇
年
の
日
本
滞
在
中
、
京
都
大
学
で
経
済
学
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。 

 

京
都
と
ベ
ト
ナ
ム
が
結
び
つ
い
た
の
は
朱
印
船
貿
易
で
す
。
角
倉
了
以
・
与
一

は
ハ
ノ
イ
で
交
易
を
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
日
本
人
町
の
あ
っ
た
ホ

イ
ア
ン
に
も
出
か
け
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

一
七
ニ
八
年
徳
川
吉
宗
に
バ
タ
ビ
ア
の
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
贈
ら
れ
た
象
を
操

っ
て
い
た
人
が
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
当
時
か
ら
季
節
風
を
利
用
し

て
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
は
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
遣
唐
使
で
あ
っ
た
阿
部
仲

麻
呂
が
日
本
へ
の
帰
国
中
、
船
が
難
破
し
て
ベ
ト
ナ
ム
ま
で
流
さ
れ
、
助
か
っ
た

こ
と
、
長
安
に
ふ
た
た
び
舞
い
戻
っ
た
あ
と
、
安
南
節
度
使
と
し
て
、
現
在
の
ハ

ノ
イ
で
勤
務
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ノ
イ
の
地
下
に
あ
る
タ
ン

ロ
ン
遺
跡
が
現
在
発
掘
中
で
あ
り
、
阿
部
仲
麻
呂
が
勤
務
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

証
拠
が
発
掘
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
よ
り
以
前
に
は
奈
良
の
大
仏
の
開
眼
式
に
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
僧
侶
が
参
列

し
て
い
た
記
録
も
残
っ
て
お
り
、
正
倉
院
に
保
存
さ
れ
て
い
る
伽
羅
は
ベ
ト
ナ
ム

産
で
あ
り
ま
す
。
雅
楽
に
あ
る
林
邑
楽
は
ベ
ト
ナ
ム
の
音
楽
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
か
ら
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
は
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本

の
都
だ
っ
た
京
都
と
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
か
ら
現
代
に
ま
で
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
は
つ
な
が
り
が

あ
り
、
人
間
の
行
動
範
囲
の
広
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
国
際
的
な
つ
な
が
り
も
国

際
京
都
学
協
会
が
追
求
し
て
い
く
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
あ
た
り

を
、
こ
れ
か
ら
も
追
求
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

(

神
戸
大
学
教
授
） 
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わ
た
し
の
国
際
京
都
学 

「
京
都
を
良
く
す
る
異
文
化
の
目
」 

 

杉
田
繁
治 

 
「
国
際
京
都
学
協
会
」
は
一
体
何
を
す
る
団
体
か
。
い
わ
ゆ
る
「
学
会
」
や
「
倶
楽

部
」
で
は
な
い
。
入
会
案
内
に
は
『
京
都
に
関
心
を
よ
せ
る
人
々
の
つ
ど
い
の
場
』
と
書
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
の
「
つ
ど
い
」
で
は
な
か
ろ
う
。
伝
統
的
京
都
を
知
り
、
新
し
い

京
都
を
創
造
す
る
た
め
に
多
様
な
人
々
が
交
流
す
る
場
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

『
海
外
に
行
く
と
日
本
の
こ
と
が
違
っ
て
見
え
る
』
、
『
京
都
の
中
に
い
る
と
京
都
が

わ
か
ら
な
い
』
、
し
か
し
ま
た
『
京
都
の
外
か
ら
は
内
部
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
』
。

京
都
に
限
ら
ず
ど
こ
の
土
地
で
も
そ
こ
に
住
む
人
々
は
『
よ
り
よ
い
生
活
』
を
願
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
文
明
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
明
に
は
そ
の
背
後
に
文
化

が
あ
る
。
で
は
「
京
都
文
明
」
、
「
京
都
文
化
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
を
京
都
の

住
人
、
京
都
以
外
の
住
人
、
さ
ら
に
日
本
以
外
の
住
人
な
ど
が
、
『
京
都
』
を
主
題
に

し
て
京
都
文
明
を
構
築
す
る
た
め
に
忌
悼
無
き
激
論
を
戦
わ
す
場
で
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。 

 

京
都
の
魅
力
は
狭
い
空
間
に
様
々
な
事
柄
が
集
中
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
。
一
二
〇
〇
年
の
歴
史
の
間
に
培
わ
れ
た
生
活
の
場
に
は
重
み
が
あ
る
。

一
朝
一
夕
に
は
実
現
で
き
な
い
時
間
の
重
み
が
あ
る
。
一
点
豪
華
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
は
あ
ち
こ
ち
の
地
方
に
は
あ
る
。
東
京
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
残
念
な
が
ら
深
み

が
無
い
も
の
が
多
い
。 

 

都
市
に
は
様
々
な
住
人
が
い
る
。
商
業
に
関
わ
っ
て
い
る
人
は
観
光
客
と
か
売
り
上

げ
に
関
心
が
あ
る
。
単
な
る
住
人
は
生
活
の
イ
ン
フ
ラ
や
物
価
や
利
便
さ
に
興
味
が

あ
る
。
京
都
の
生
活
空
間
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
構
想
や
観
光
客
五
〇
〇
〇
万
人
誘
致
な
ど

は
一
部
の
人
々
に
は
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
。
伝
統
と
い
う
概
念
も
議
論
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

外
か
ら
見
た
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
は
誤
解
も
多
い
が
、
し
か
し
そ
う
感
じ
さ
せ
る
何
か

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
誤
解
が
な
ぜ
生
じ
て
い

る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
外
国
人
が
見
た
京
都
に
つ
い
て
の
評
価

は
、
伝
統
や
歴
史
を
理
解
し
た
上
で
は
な
く
、
生
態
と
し
て
の
現
代
京
都
の
姿
に
対
す

る
意
見
と
し
て
よ
く
吟
味
し
て
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

単
な
る
「
つ
ど
い
」
の
会
で
は
な
く
、
よ
り
良
い
生
活
を
目
指
し
て
様
々
な
分
野
の

人
々
が
語
り
合
っ
て
具
体
的
な
提
言
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

（
龍
谷
大
学
理
工
学
部
教
授
） 

 

第
５
回
京
の
川
研
究
会
報
告 

「
京
の
川
と
音
景
観
」
に
つ
い
て 

 

武
部 

宏 
 

  

長
年
ラ
ジ
オ
放
送
に
携
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
、
京
を
語
る
と
き
に
、
最
近
の

景
観
論
争
も
そ
う
で
す
が
、
音
が
ス
ポ
ッ
！
と
抜
け
落
ち
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

の
で
す
。
京
の
魅
力
と
な
れ
ば
先
ず
登
場
す
る
の
が
景
色
で
あ
り
、
祭
り
で
あ
り
、

美
味
し
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
目
に
見
え
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
申
す
ま
で
も
な

く
ラ
ジ
オ
は
こ
と
ば
と
音
の
世
界
で
す
。
テ
レ
ビ
に
慣
れ
き
っ
て
音
の
す
ば
ら
し

さ
、
音
の
力
を
忘
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

例
え
ば
、
鴨
川
の
川
原
に
、
良
き
ほ
ど
の
間
隔
を
空
け
て
語
り
合
っ
て
い
る
ア

ベ
ッ
ク
は
水
の
流
れ
を
音
楽
と
し
て
聞
い
て
い
る
か
ら
恋
の
言
葉
が
出
て
く
る

の
で
す
。
祇
園
祭
も
本
来
は
音
の
祭
り
、
時
代
祭
り
の
装
束
も
す
ば
ら
し
い
の
で

す
が
、
先
頭
を
往
く
維
新
勤
皇
隊
の
鼓
笛
が
祭
り
の
全
体
像
を
見
事
に
表
現
し
て

い
ま
す
。
し
か
も
、
御
所
の
砂
利
道
を
足
を
曲
げ
ず
に
す
っ
く
と
伸
ば
し
て
歩
き
、

足
音
ま
で
も
が
音
楽
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

今
は
街
中
か
ら
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
物
売
り
の
声
も
音
楽
そ
の
も
の
で

す
し
、
神
社
の
桧
皮
葺
の
屋
根
か
ら
滴
り
落
ち
る
雨
音
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
響
き
を

奏
で
て
い
ま
す
。 

 
い
さ
さ
か
前
段
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
若
い
研
究
者
で
テ
ー
マ
を
サ
ウ
ン
ド

ス
ケ
ー
プ
、
京
の
音
景
観
と
定
め
、
そ
れ
で
も
っ
て
学
位
を
と
っ
た
人
に
出
会
っ

た
の
で
す
。
京
都
精
華
大
学
専
任
講
師
の
小
松
正
史
さ
ん
で
す
。
京
の
川
を
シ
リ

ー
ズ
で
採
り
あ
げ
て
き
た
我
が
協
会
と
し
て
も
こ
の
際
、
京
の
街
を
「
音
景
観
」 

(

つ
づ
く)

 

 



 

 

 と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。 

今
回
の
企
画
に
つ
い
て
は
日
曜
日
朝
の
ラ
ジ
オ
番
組
「
武
部
宏
の
日
曜
ト
ー
ク
」

で
も
何
度
か
お
知
ら
せ
を
入
れ
ま
し
た
の
で
、
当
日
の
会
場
は
初
め
て
参
加
し
た
と

い
う
人
も
多
く
ほ
ぼ
満
員
と
な
り
ま
し
た
。
芳
賀
理
事
長
も
参
加
し
て
く
だ
さ
り
、

最
前
列
の
席
か
ら
話
の
中
に
ど
ん
ど
ん
割
っ
て
入
っ
て
こ
ら
れ
、
途
中
か
ら
は
双
方

向
の
対
話
の
よ
う
な
進
行
に
な
り
、
盛
り
上
が
っ
た
会
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

 

小
松
さ
ん
は
外
出
時
に
は
録
音
機
を
持
っ
て
京
の
自
然
音
、
生
活
音
を
録
り
ま
く

っ
て
来
ら
れ
た
方
で
す
。
鴨
川
の
水
音
一
つ
を
と
っ
て
も
、
源
流
の
志
明
院
に
始
ま

り
上
流
中
流
下
流
と
様
々
で
、
さ
ら
に
耳
の
高
さ
で
音
が
変
わ
る
と
い
い
ま
す
。
そ

し
て
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
京
の
風
土
を
象
る
水
の
気
配
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

川
辺
は
も
ち
ろ
ん
湧
き
水
や
井
戸
、
そ
の
水
を
恵
と
す
る
地
場
産
業
と
音
風
景
の
豊

な
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
鴨
川
に
始
ま
り
、
宇
治
上
神
社
の
雨
、
和
傘
の
雨
、
松
尾

大
社
の
亀
の
井
の
水
、
無
隣
庵
の
庭
、
詩
仙
堂
の
し
し
お
ど
し
、
と
‐
ふ
や
、
銭
湯
、

糾
の
森
で
聞
く
古
代
の
音
、
南
座
の
顔
見
世
、
錦
市
場
の
賑
わ
い
ま
で
、
さ
な
が
ら
、

音
の
玉
手
箱
で
し
た
。 

小
松
さ
ん
は
「
人
は
視
覚
情
報
を
つ
か
さ
ど
る
の
に
長
け
た
生
物
、
反
対
に
聴
覚

情
報
を
記
憶
す
る
の
は
苦
手
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
な
の
で
、
音
と
い
う
メ
デ

ィ
ア
は
人
間
が
記
憶
し
て
い
る
以
上
の
情
報
を
喚
起
す
る
力
が
あ
り
ま
す
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
映
像
情
報
は
見
て
い
る
と
飽
き
て
き
ま
す
が
、
音
は
人
を
虜

に
し
て
し
ま
う
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
、
と
思

い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

（（
株
）
プ
ラ
ン
ツ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

武
部
事
務
所
）

 
 

国
際
京
都
学
協
会
主
催
（
共
催 

京
都
造
形
芸
術
大
学
・
京
都
文
芸
復
興
倶
楽
部
） 

「
第
２
回 

都
市
景
観
の
保
全
と
再
生
研
究
会
」
報
告 

 
 
 

講
師 

樋
口
忠
彦
様
（
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授
・
都
市
環
境
計
画
学
） 

 

昨
年
十
二
月
十
四
日
、
樋
口
忠
彦
先
生
の
「
京
都
の
景
色
を
愉
し
む
」
と
題
し
た

興
味
あ
る
講
演
を
聞
い
た
。
景
色
の
対
象
は
京
都
の
「
東
山
三
十
六
峰
」「
洛
中
洛
外

図
」「
庭
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
」「
ま
ち
の
景
色
」「
名
所
」
で
あ
る
。
私
達
が
け
し
き
を
愉

し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
の
こ
と
か
ら
で
、
そ
れ
は
土
佐
日
記
か
ら
も

 

 

知
ら
れ
る
そ
う
だ
。
一
般
的
に
は
明
治
時
代
に
入
りLandscape

の
訳
語
を
景
観
と

し
た
頃
か
ら
で
あ
り
、
特
に
山
容
の
美
が
好
ま
れ
た
。
そ
の
山
を
神
が
国
見
し
た
と

伝
わ
る
神
奈
備
を
理
想
と
し
た
事
か
ら
話
が
進
め
ら
れ
た
。
庭
園
の
美
に
つ
い
て
、

南
禅
寺
を
例
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
寺
は
後
方
の
東
山
と
駒
ケ
滝
を
一
体
に
し

て
観
賞
す
れ
ば
一
服
の
山
水
画
を
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
竜
安

寺
の
場
合
で
は
、
今
は
石
庭
と
塀
の
後
ろ
の
借
景
の
妙
を
云
う
こ
と
が
多
い
が
、
草

創
の
時
代
に
は
、
多
く
の
天
皇
陵
が
麓
に
あ
る
衣
笠
山
を
含
め
庭
が
作
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
そ
こ
に
は
間
違
い
な
く
風
水
の
思
想
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
京
都
の
景
観
は
自
然
と
建
物
が
調
和
し
、
山
と
川
が
生
息
す
る
都
市

と
し
、
日
本
人
は
人
文
的
に
創
造
し
観
賞
し
て
き
た
。
一
方
、
西
欧
人
は
景
観
を
理

系
に
考
え
、
都
市
に
対
し
て
誇
り
と
罪
悪
感
を
持
っ
て
観
賞
す
る
と
さ
れ
る
。 

以
上
、
当
日
に
手
渡
さ
れ
た
資
料
を
基
に
要
点
を
述
べ
て
み
た
が
、
一
時
間
半
程

の
講
演
の
あ
と
に
質
疑
応
答
が
あ
り
、
芳
賀
先
生
、
朧
谷
先
生
は
じ
め
多
く
の
質
問

が
飛
び
交
い
、
半
ば
討
論
会
風
の
雰
囲
気
に
な
っ
て
、
国
際
京
都
学
協
会
に
相
応
し

い
催
し
で
あ
っ
た
。
な
お
、
樋
口
先
生
に
は
『
景
観
の
構
造
』『
日
本
の
景
観 

ふ
る

さ
と
の
原
型
』
な
ど
多
く
の
著
作
が
あ
る
こ
と
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。（
Y
生
） 

 

新
年
名
刺
交
換
会 

 

ニ
〇
〇
七
年
一
月
九
日
、
改
装
な
っ
た
柊
家
さ
ん
で
新
年
名
刺
交
換
会
が
お
こ
な
わ

れ
多
数
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
改
装
は
道
田
淳
さ
ん
の
手
に
依
る
も
の
で
、
踏
襲

す
る
和
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
、
現
代
の
建
築
の
最
高
技
術
を
駆
使
し
た
見
事
な
も
の

で
す
。
柱
を
す
べ
て
取
り
除
い
た
大
広
間
は
雪
吊
り
構
造
と
云
い
、
三
方
の
庭
園
は

京
都
の
東
山
、
鴨
川
を
擬
し
、
四
季
の
移
ろ
い
に
よ
り
色
が
変
わ
り
花
を
咲
か
せ
実

を
つ
け
、
常
に
変
化
す
る
様
が
楽
し
め
る
と
、
女
将
の
西
村
さ
ん
の
ご
説
明
を
聞
き

ま
し
た
。
ま
た
、
圧
巻
は
重
要
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
中
川
清
司
さ
ん
の
神
代

杉
、
樹
齢
千
年
の
本
画
作
品
の
床
板
で
し
た
。
建
物
の
外
観
も
、
本
館
、
新
館
が
調

和
し
、
京
都
の
町
並
み
の
景
観
を
全
く
壊
す
事
も
な
く
完
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
樋
口
忠
彦
先
生
の
云
わ
れ
た
京
都
の
景
観
は
自
然
と
建
物
が
調
和
し
伝

承
さ
れ
て
い
る
と
今
更
な
が
ら
感
動
し
ま
し
た
。 

 


