
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京
都
と
ベ
ル
ギ
ー 

 
 

中 

村 

順 

一 

（
国
際
京
都
学
協
会 

副
理
事
長
）

 

 

ベ
ル
ギ
ー
は
、
一
八
三
〇
年
の
建
国
ま
で
、
数
え
方
に
も
よ
る
が
、
六
回
も
異
な
る

外
国
の
支
配
下
、
保
護
下
に
置
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
変
化
に
富
む
歴
史
を
有
し
な
が

ら
、
国
の
到
る
処
に
古
い
遺
跡
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
時
代
に
始
ま
り
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
、
ゴ
シ
ッ
ク
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
バ
ロ
ッ
ク
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
に
到
る
ま
で
、
建

造
物
も
多
彩
で
あ
る
。
世
紀
・
時
代
の
異
な
る
史
跡
が
一
つ
の
街
・
路
地
に
並
存
し
て

い
る
点
は
京
都
に
よ
く
似
て
い
る
。 

四
方
を
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
（
海
底
ト
ン
ネ
ル
で
地
続
き
と
な
っ

た
）
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
は
国
全
体
が
安
ら
ぎ
と
寛

く
つ
ろ

ぎ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
。
ブ
ル
ー
ジ
ュ
は
中
世
が
そ
の
ま
ま
現
代
に
生
き
て
い
る
街
並
み
と
云
わ
れ
、
ブ
リ
ュ

ッ
セ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
緑
の
多
い
首
都
と
云
わ
れ
る
。
京
都
も
、
自
然
と
歴
史
と

生
活
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
、
憩い

こ

い
と
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
る
都
市
で
あ
る
。
と
も

す
れ
ば
無
味
乾
燥
に
な
り
が
ち
の
都
会
生
活
と
違
っ
て
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
住
み
易
い

環
境
を
提
供
し
て
く
れ
る
。 

ベ
ル
ギ
ー
の
人
々
の
王
室
へ
の
敬
愛
の
念
は
強
く
、
「
王
室
と
緊
密
な
皇
室
の
あ
る

国
」
と
い
う
の
が
日
本
へ
の
親
近
感
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
大
宗
を
占
め

貴
族
制
度
が
存
続
す
る
と
同
時
に
、
組
合
運
動
が
早
く
か
ら
発
達
し
時
代
の
先
端
を

先
取
り
す
る
斬ざ

ん

新
な
発
想
も
根
強
い
。
京
都
も
ベ
ル
ギ
ー
も
、
歴
史
と
伝
統
が
脈
々

と
息
吹
い
て
い
る
中
で
、
革
新
、
進
歩
、
発
展
が
内
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
貴
重
な
土

壌
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
毎
日
の
よ
う
に
何
処
か
で
「
祭

ま
つ
り

行
列
」
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
多
く

は
、
街
の
目
抜
き
通
り
や
広
場
を
列
を
な
し
て
行
進
す
る
も
の
で
、
地
元
の
人
が
支

え
参
加
す
る
地
元
の
「
祭

ま
つ
り

」
で
あ
り
、
京
都
の
祇
園
祭
や

葵
あ
お
い

祭
と
も
共
通
す
る
と

こ
ろ
が
多
い
。
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
で
、
函か

ん

谷こ

鉾
、
鶏
鉾
、
鯉
山
、
白
楽
天
山
の
四

山
鉾
に
十
六
世
紀
に
ベ
ル
ギ
ー
で
織
ら
れ
た
タ
ピ
ス
ト
リ
ー
な
い
し
そ
の
レ
プ
リ
カ
が

飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。 

ベ
ル
ギ
ー
の
国
内
政
治
の
仕
組
み
は
独
特
か
つ
複
雑
で
あ
る
。
三
つ
の
地
域
政
府

と
三
つ
の
共
同
体
政
府
が
入
り
組
み
、
連
邦
政
府
も
含
め
て
権
限
配
分
が
行
わ
れ

て
い
る
。
異
な
る
要
素
を
よ
く
調
整
し
調
和
さ
せ
な
が
ら
ベ
ル
ジ
ャ
ン
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
。
京
都
は
古
く
か
ら
国
際
交
流
の
拠
点
と
な
っ
て
お

り
、
異
文
化
へ
の
対
応
も
寛
容
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
有
数
の
宗
教
都
市
で
も
あ
る
。

二
十
一
世
紀
は
、
文
明
間
の
対
話
、
宗
教
間
の
対
話
が
極
め
て
重
要
に
な
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
面
で
の
京
都
の
役
割
と
京
都
へ
の
期
待
は
大
き
い
。 

ベ
ル
ギ
ー
に
居
る
と
、
「
国
際
」
と
い
う
言
葉
は
殆
ど
聞
か
れ
な
い
。
日
常
の
生
活

そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
国
際
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド

イ
ツ
語
の
三
つ
の
公
用
語
に
英
語
が
加
わ
っ
て
、
会
話
で
も
会
議
で
も
、
通
訳
な
し
に

ど
ん
ど
ん
話
が
進
む
。
ベ
ル
ギ
ー
人
を
み
て
い
る
と
正
に
典
型
的
な
国
際
人
と
い
う

気
が
す
る
。
こ
の
点
は
ベ
ル
ギ
ー
と
京
都
で
は
状
況
が
か
な
り
違
う
と
思
う
が
、
京
都

に
対
す
る
国
際
的
な
関
心
と
期
待
の
高
ま
り
を
考
え
る
と
、
京
都
か
ら
世
界
へ
の
発

信
が
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
京
都
の
前
に
三
年
ほ
ど
住
ん

で
い
た
ベ
ル
ギ
ー
に
想
い
を
馳
せ
一
文
を
か
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。 
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第
十
二
回
国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
六
日
弥
生
会
館
） 

「
持
続
・
千
年
首
都 

平
安
京
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
東
山
修
験
道
」  

鎌 

田 

東 

二 

（
京
都
大
学
心
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

 

京
都
大
学
に
新
設
さ
れ
た
「
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
」
教
授
に
着
任
さ
れ
て

ま
も
な
い
鎌
田
先
生
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。 

開
口
一
番
、
「
ホ
ラ
」
を
吹
き
ま
す
と
言
っ
て
立
派
な
法
螺
貝
を
取
り
出
し
て
朗
々

と
吹
き
放
た
れ
た
の
で
一
同
す
っ
か
り
度
肝
を
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
つ
も
講
演
の
冒

頭
に
は
こ
う
し
て
会
場
を
清
め
、
列
席
者
全
員
の
健
康
と
幸
せ
を
祈
る
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
神
主
の
資
格
も
持
っ
て
い
る
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
神
主
で
あ
り
、
神
道
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ

ー
で
も
あ
っ
て
、
神
仏
混
合
の
緩
や
か
な
神
道
だ
と
い
う
。
毎
朝
、
比
叡
山
に
向
か
い

祝
詞
を
唱
え
、
般
若
心
経
を
唱
え
、
石
の
笛
や
横
笛
を
吹
く
の
が
日
課
だ
そ
う
だ
。 

京
都
に
赴
任
し
て
、
ま
ず
疑
問
を
も
っ
た
の
は
「
平
安
京
は
ど
う
し
て
延
暦
十
三

（
七
九
四
）
年
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八)

年
ま
で
一
千
年
以
上
も
長
い
間
都
た
り
え

た
の
か
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
平
安
京
が
長
寿
で
あ
っ
た
秘
密
は
生
態
系
に
も

と
づ
い
た
一
つ
の
知
恵
、
「
生
態
智
」
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
そ
れ
を
構

成
す
る
要
素
と
し
て
、
以
下
の
四
つ
の
特
性
を
挙
げ
ら
れ
た
。 

第
一
は
「
水
の
都
」
。
東
の
賀
茂
川
、
西
の
桂
川
を
両
サ
イ
ド
に
も
ち
、
さ
ら
に
地
下

に
も
地
上
に
も
豊
富
な
水
系
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
平
安
京
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
基
盤
と

な
っ
た
。
東
山
を
歩
い
て
み
て
も
、
植
生
の
豊
潤
さ
、
森
の
湿
り
気
、
湧
き
出
て
く
る
水

の
豊
富
さ
に
気
が
つ
き
、
こ
の
生
態
系
の
な
か
か
ら
に
じ
み
出
て
く
る
水
が
京
都
を
支

え
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。 

第
二
は
「
祈
り
の
都
」
。
皇
城
鎮
護
の
寺
と
し
て
の
比
叡
山
延
暦
寺
や
赤
山
禅
院
、

こ
れ
は
仏
教
。
賀
茂
川
水
系
に
は
賀
茂
一
族
の
上
賀
茂
、
下
賀
茂
神
社
。
桂
川
水
系

に
は
秦
一
族
に
よ
り
松
尾
神
社
や
広
隆
寺
が
建
て
ら
れ
た
。
東
南
の
方
に
は
稲
荷
神

社
な
ど
。
そ
う
い
う
よ
う
な
神
仏
の
協
働
に
よ
る
癒
し
空
間
の
創
出
が
、
平
安
京
の
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
の
い
ち
ば
ん
の
骨
格
を
成
し
て
い
る
。 

第
三
は
「
も
の
づ
く
り
の
都
」
。
保
元
・
平
治
の
乱
、
応
仁
の
乱
な
ど
か
ず
か
ず
の
戦

乱
の
時
代
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
戦
火
に
焼
か
れ
て
も
復
活
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
。
そ
れ
が

平
安
京
の
維
持
・
継
続
を
な
し
て
き
て
、
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
づ
く
り
を
発
展
さ

せ
た
。
そ
の
象
徴
に
「
禁
裏
御
用
達
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
職
人
た
ち
が
木
工
品
で
あ

ろ
う
が
絹
織
物
で
あ
ろ
う
が
、
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
天
皇
に
、
あ
る
い
は
神

様
に
奉
納
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
い
う
意
識
が
か
ぶ
さ
っ
て
支
え
た
の
が
「
も
の
づ
く
り

文
化
」
の
継
承
、
厚
み
、
蓄
積
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

第
四
は
「
里
山
盆
地
文
化
」
。
平
安
京
が
周
囲
の
山
並
み
を
、
マ
ツ
タ
ケ
な
ど
の
植
物

を
利
用
し
、
染
色
や
繊
維
や
陶
芸
の
土
や
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
生
み
出
す
里
山
に
つ

く
っ
て
い
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
農
業
や
林
業
は
も
ち
ろ
ん
、
祈
り
や
祭
や
も
の
づ
く
り
と

連
動
さ
せ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
平
安
京
が
維
持
さ
れ
繁
栄
し
て
き
た
物
質
的
基
盤
、
技
術
的
基

盤
、
そ
し
て
宗
教
的
・
精
神
的
基
盤
を
何
と
か
全
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
こ
れ
か

ら
の
都
市
づ
く
り
に
生
か
し
た
い
。
世
界
平
安
都
市
構
造
と
い
う
も
の
を
世
界
に
向
か

っ
て
訴
え
て
生
き
た
い
と
か
ん
が
え
て
い
る
。 

こ
こ
ろ
の
未
来
セ
ン
タ
ー
で
は
「
こ
こ
ろ
観
の
思
想
史
的
・
比
較
文
化
論
的
基
礎
研

究
（
人
類
は
こ
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
き
た
か
？
）
」
な
ど
各
種
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
か
か
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
こ
こ
ろ
と
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
ワ
ザ
の
研
究
」
を
進

め
て
い
る
。
鎌
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
モ
ノ
学
」
の
最
初
の
起
点
は
大
物
主
と
い
う
神
様
の

名
称
を
問
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
「
モ
ノ
」
と
い
う
の
が
一
種
の
神
だ
。
神
を
呼
び
出
し
、
交

わ
り
、
生
命
力
を
強
化
す
る
技
法
を
「
ワ
ザ
オ
ギ
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
ワ
ザ
」
も
さ
ま
ざ

ま
な
儀
礼
・
芸
術
・
芸
能
・
技
術
・
学
芸
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
含
ん
で
い
る
。
モ
ノ
や
ワ
ザ

と
い
う
言
葉
に
は
霊
性
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
吉
野
の
天
河
大
弁
財
天
の

秘
仏
の
六
十
年
に
一
回
の
開
帳
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
す
ご
い
生
命
の
更

新
と
か
復
活
の
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。 

平
安
京
を
維
持
し
て
き
た
シ
ス
テ
ム
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
部
分
を
組
み
込
ん

で
い
る
。
何
十
年
に
一
遍
の
式
年
遷
宮
と
か
、
最
高
の
モ
ノ
を
、
そ
の
時
に
作
っ
て
ゆ

く
。
最
大
の
生
命
力
を
も
っ
た
も
の
を
そ
こ
で
作
る
。 

演
題
に
か
か
げ
た
「
東
山
修
験
道
」
と
い
う
の
は
鎌
田
さ
ん
が
開
祖
と
な
っ
て
新
規

に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
狸
谷
山
不
動
院
の
真
言
系
修
験
道
や
天

台
系
の
修
験
道
で
は
な
く
、
現
代
的
な
生
態
智
と
い
う
も
の
を
も
う
一
回
認
識
す
る

よ
う
な
新
た
な
修
験
道
を
実
践
し
よ
う
と
唱
え
る
も
の
だ
。
東
山
連
峰
を
「
歩
行
」
修

行
の
地
と
し
て
巡
り
歩
く
の
が
日
課
で
、
夜
の
闇
の
中
を
歩
き
、
身
一
つ
で
い
か
に
人

間
が
小
さ
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
生
に
と
っ
て
修
験
道
の
重

要
な
こ
と
だ
そ
う
だ
。 

今
回
の
講
演
に
は
三
六
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
膨
大
な
資
料
を
用
意
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
ゆ

た
か
な
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
盛
り
だ
く
さ
ん
の
話
題
に
圧
倒
さ
れ
た
。
京
都
大
学
も
こ

れ
ほ
ど
有
能
な
人
材
を
よ
く
採
用
し
た
も
の
だ
と
感
心
し
た
。
今
回
の
話
を
も
っ
と
詳

し
く
知
り
た
い
方
は
、
ご
く
最
近
に
出
版
さ
れ
た
『
「
京
都
「
癒
し
の
道
」
案
内
』
（
共

著
、
朝
日
選
書
）
を
ぜ
ひ
と
も
お
す
す
め
し
た
い
。 

(

文
責 

編
集
部) 
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講
演
会
・
文
化
交
流
サ
ロ
ン
（
二
〇
〇
八
年
十
二
月
二
日
弥
生
会
館
） 

 
 

 
 

 
 

「
源
氏
物
語
千
年
紀
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
・
今
想
い
考
え
る
こ
と
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

芳 

賀 
 

徹 

（
国
際
京
都
学
協
会 

理
事
長
） 

 

二
〇
〇
八
年
も
師
走
に
入
っ
て
恒
例
の
文
化
交
流
サ
ロ
ン
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の

前
に
去
る
一
一
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
京
都
国
際
会
館
と
金
剛
能
楽
堂
で
開
か
れ

た
「
源
氏
物
語
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
つ
い
て
理
事
長
か
ら
報
告
が
な
さ
れ
た
。 

初
日
の
式
典
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
臨
席
さ
れ
、
式
典
後
に
は
研
究
者
一
同

が
懇
ろ
な
お
言
葉
を
賜
わ
っ
た
と
の
こ
と
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
三
日
間
に
わ
た
り
密
度
の

濃
い
研
究
発
表
が
な
さ
れ
、
そ
の
合
間
に
は
金
剛
流
の
能
や
観
世
流
の
『
葵
上
』
の
上

演
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
日
本
の
研
究
者
な
ど
の
参
加
者
の
ほ
か
、
海
外
の
約
二
十

カ
国
か
ら
二
十
数
名
の
方
々
が
こ
ら
れ
た
。 

講
演
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
編
集
部
で
は
、
お
も
に
外
国
人

の
研
究
者
や
作
家
・
翻
訳
家
の
発
表
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
を
中
心
に
ま
と
め
て

み
た
。 

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
二
日
目
に
は
三
人
の
基
調
講
演
が
あ
っ
た
が
、
ま
ず
作
家
で
評
論

家
の
竹
西
寛
子
さ
ん
が
『
源
氏
物
語
』
の
文
章
の
特
徴
に
つ
い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
言

葉
の
隅
々
ま
で
読
ん
で
き
た
方
ら
し
い
、
実
に
見
事
な
い
い
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
」  

「
二
人
目
の
平
川
祐
弘
さ
ん
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
六･
七
年
か
け
て
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ェ
イ
リ
ー
が
英
語
に
訳
し
た
こ
と
が
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
、
特
に
英
文
学

の
世
界
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
日
本
文
学
に
つ
い
て
は
ろ
く
に
知
ら
な
か
っ
た
の
が
、
長
大
な
美
し
い
、
何
と
も
面
白

い
恋
愛
小
説
が
、
九
〇
〇
年
ほ
ど
昔
に
極
東
の
日
本
で
書
か
れ
た
こ
と
に
あ
っ
け
を
と

ら
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
し
時
を
も
と
め
て
』
の
英
訳
も
出

た
こ
と
で
、
両
者
の
比
較
も
よ
く
論
じ
ら
れ
た
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
は
原
文
を
か
な
り
深

読
み
し
て
、
登
場
人
物
の
立
ち
居
振
る
舞
い
や
心
理
な
ど
も
読
み
抜
い
て
英
語
に
表

現
し
て
お
り
、
優
雅
な
密
度
の
高
い
文
学
と
い
え
る
。
」 

「
三
人
目
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
さ
ん
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
日
本
文
学
の
正
教

授
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
所
長
で
も
あ
り
、
『Th

e 
T

ale o
f G

en
ji

』
と
い
う

英
訳
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
訳
は
一
九
八
〇
年
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ

ー
さ
ん
に
つ
づ
く
三
番
目
の
英
訳
に
な
り
ま
す
が
、
五
四
帖
を
完
全
に
訳
し
た
も
の
で

す
。
非
常
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
翻
訳
で
、
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く

か
、
変
容
の
過
程
で
、
ど
ん
な
違
う
女
性
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
男
性
が
あ
ら
わ
れ
た
り

す
る
か
。
そ
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う
な
心
理
的
駆
け
引
き
が
あ
っ
た
か
を
、
全
部
読
み

取
り
な
が
ら
訳
し
た
も
の
で
す
。Prid

e go
es b

efo
re a fall 

（
プ
ラ
イ
ド
は
失
墜
の
先

 

を
走
っ
て
い
る
）
。
驕
り
の
あ
と
に
は
凋
落
が
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
お
ご
る

者
は
久
し
か
ら
ず
」
が
光
源
氏
の
な
か
に
も
生
き
て
い
る
と
い
う
話
で
し
た
。
」 

三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
は
各
国
か
ら
の
研
究
者
、
翻
訳
者
あ
る
い
は
詩
人
た
ち

が
、
す
べ
て
日
本
語
で
発
表
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
『Th

e 
T

ale 
o
f 

M
u
rasak

i

』
を
書
い

た
ラ
イ
ザ
・
ダ
ル
ビ
ー
さ
ん
は
、
祇
園
で
芸
子
さ
ん
の
修
行
も
し
、
お
歯
黒
ま
で
染
め
た

女
性
で
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
自
宅
の
バ
ル
コ
ニ
ー
で
西
の
方
を
見
て
い
た
ら
紫
色
の
雲

の
上
に
紫
式
部
が
乗
っ
て
い
る
姿
が
見
え
、
そ
れ
に
霊
感
を
得
て
書
き
出
し
た
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
会
場
を
大
い
に
沸
か
せ
ま
し
た
。 

ト
ル
コ
か
ら
来
た
エ
ル
キ
ン
さ
ん
は
イ
ス
ラ
ム
圏
の
方
で
す
か
ら
、
源
氏
の
あ
ん
な
み
だ

ら
が
ま
し
い
話
を
、
い
っ
た
い
訳
せ
る
か
ど
う
か
非
常
に
苦
労
し
た
が
、
と
に
か
く
折
り

合
い
を
つ
け
て
訳
し
て
い
っ
た
と
い
う
話
で
し
た
。
チ
ェ
コ
の
カ
レ
ル
・
フ
ィ
ア
ラ
さ
ん
は
現

在
、
福
井
県
立
大
学
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
前
に
『
平
家
物
語
』
を
訳
し
た
あ
と
、
『
源

氏
物
語
』
の
チ
ェ
コ
語
訳
を
終
え
ま
し
た
。
日
本
の
中
世
文
学
が
専
門
で
、
『
源
氏
物

語
』
の
な
か
に
特
別
な
一
種
の
不
思
議
な
時
間
の
動
き
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し

た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
は
ク
リ
ス
テ
ワ
さ
ん
が
来
て
お
り
ま
し
た
。 

カ
ナ
ダ
の
モ
ス
ト
ウ
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
に
『
源
氏
物
語
』
が
『
女
宝
鑑
』
と
い
う
婦

女
教
訓
に
翻
案
さ
れ
て
、
夫
や
姑
に
ど
の
よ
う
に
仕
え
る
か
と
い
う
話
に
転
用
さ
れ

た
こ
と
を
語
り
ま
し
た
。
谷
崎
潤
一
郎
の
『
細
雪
』
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
訳
を
し
た
ニ
エ
ミ

ネ
ン
さ
ん
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
の
掛
詞
、
和
歌
な
ど
の
訳
が
難
し
か
っ
た
こ
と
を
具

体
的
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

八
年
ほ
ど
前
に
『
源
氏
物
語
』
の
ロ
シ
ア
語
訳
を
だ
さ
れ
た
タ
チ
ア
ナ
・
デ
リ
ュ
ー
シ
ナ

さ
ん
は
、
一
種
の
歌
物
語
と
な
っ
て
登
場
人
物
た
ち
が
お
互
い
に
自
分
の
心
を
歌
に
よ

っ
て
交
換
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
ま
く
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ヨ
ス
・
ヴ
ォ
ス
さ
ん
は
掛
詞
や
枕
詞
の
二
重
・
三
重
の
意

味
が
あ
る
面
白
さ
を
ど
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
す
る
か
苦
労
す
る
中
、
自
分
で
掛

詞
を
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
中
で
使
っ
て
み
ま
し
た
と
例
を
あ
げ
て
く
れ
ま
し
た
。 

北
京
の
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
の
張
龍
妹
さ
ん
は
、
儒
教
の
縛
り
が
あ
る
中

国
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
恋
愛
小
説
は
長
く
生
ま
れ
な
か
っ
た
。 

『
源
氏
物
語
』
は
ト
ル
コ
で
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
英
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
訳
さ
れ

て
、
み
ん
な
誰
し
も
感
動
す
る
、
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
大
文
学
で
あ
る
こ
と
が
、
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
」 

四
日
間
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
終
え
た
あ
と
感
じ
た
こ
と
と
し
て
、
芳
賀
理
事
長
が
つ
ぎ

の
よ
う
な
見
解
を
の
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
大
変
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。 

「
一
千
年
ま
え
に
、
日
本
の
こ
の
京
都
で
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
の
は
ま
っ
た
く

一
つ
の
奇
跡
だ
。
紫
式
部
と
い
う
女
性
を
支
え
た
の
は
宮
廷
で
あ
る
。
恋
愛
が
大
っ
ぴ
ら 



 

 

 に
許
さ
れ
て
、
そ
れ
が
人
間
の
本
来
の
姿
で
あ
る
。
神
話
以
来
、
そ
の
確
信
が
根
付
い

て
い
る
文
弱
の
国
、
愛
の
王
国
。
そ
れ
が
日
本
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
、
平

安
時
代
の
貴
族
の
男
女
の
あ
い
だ
で
才
能
を
競
い
合
っ
て
い
る
。
あ
れ
を
再
現
す
る
と

日
本
は
ほ
ん
と
う
の
文
化
国
家
に
な
る
。
」 

「
も
う
ひ
と
つ
感
じ
た
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
古
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
い

う
一
千
年
の
歴
史
。
鎌
倉
時
代
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方
に
つ
い
て
種
々
の
研
究

が
出
始
め
る
。
室
町
か
ら
南
北
朝
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
武
将
た
ち
の
基
本
的
な
教

養
と
し
て
公
家
か
ら
伝
授
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
も
和
歌
が
根
本
の
教
養
で
、
和
歌
を
通

し
て
自
然
と
の
付
き
合
い
方
、
生
や
死
に
対
す
る
見
方
を
学
び
、
こ
の
世
が
は
か
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
、
も
の
の
あ
わ
れ
の
世
界
を
学
ん
で
ゆ
く
。
そ
う
い
う
教
え
が
『
源
氏

物
語
』
に
凝
縮
さ
れ
て
入
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
江
戸
に
な
る
と
、
武
家
ま
で
伝
わ
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
教
養
が
市
民
た
ち

に
広
ま
っ
て
ゆ
く
。
絵
巻
や
屏
風
、
さ
ら
に
扇
子
に
描
か
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
有
名

な
情
景
が
、
い
く
つ
も
、
何
通
り
に
も
描
か
れ
て
江
戸
期
を
と
う
し
て
市
民
の
初
歩
的

教
養
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
『
偽
紫
田
舎
源
氏
』
な
ど
『
源
氏
物
語
』
の
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
で
き
て
く
る
。
」 

「
明
治
に
は
い
る
と
男
の
時
代
な
の
で
沈
滞
し
、
女
の
文
学
で
与
謝
野
晶
子
な
ど
は

九
つ
か
十
で
写
本
を
夢
中
に
な
っ
て
呼
ん
だ
と
い
う
。
日
本
と
い
う
国
は
文
化
水
準
が

低
落
し
た
よ
う
だ
。
政
治
家
な
ど
も
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
べ
き
だ
。
「
源
氏
読
ま
ざ
れ

ば
歌
人
で
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
『
源
氏
物
語
』
を
読
ま
ざ
る
も
の
は
日
本
人
に
あ

ら
ず
。
今
回
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
次
第
で
す
。
」 

講
演
の
最
後
に
『
源
氏
物
語
』
が
読
ま
れ
て
千
年
と
い
う
記
念
式
典
を
開
催
し
た

十
一
月
一
日
を
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
の
古
典
に
親
し
む
「
古
典
の
日
」
と
す
る
と

い
う
宣
言
を
し
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
。 

講
演
会
に
ひ
き
つ
づ
き
席
を
か
え
て
懇
親
交
流
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
そ
の

場
で
は
芳
賀
理
事
長
の
指
名
で
参
加
者
全
員
が
「
古
典
の
日
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
短

く
の
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
専
門
の
立
場
や
日
頃
の
関
心
分
野
に
ひ
き
つ
け

た
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
を
披
露
し
合
っ
て
会
場
は
盛
り
上
が
り
、
楽
し
い
一
夕
を
過
す
こ

と
が
で
き
た
。 

な
お
、
二
〇
〇
九
年
の
秋
に
は
事
業
の
推
進
が
み
ら
れ
、
来
る
一
〇
月
三
十
一
日

の
「
古
典
の
日
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
、
十
一
月
一
日
の
「
古
典
の
日
推
進
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
の
開
催
が
実
現
す
る
。
芳
賀
理
事
長
も
「
古
典
を
い
だ
き
古
典
に
抱
か
れ
て
」
と
題

す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。 

（
文
責 

編
集
部
）

 

【
古
典
の
日
催
し
紹
介
】 

古
典
の
日
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

「
や
ま
と
ご
こ
ろ 

や
ま
と
う
た
～
生
活
の
中
の
古
典
」 

 
 

 

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
月
三
一
日(

土) 

午
後
二
時
～
四
時
半 

場
所
：
京
都
会
館 

会
議
場 

○
古
今
和
歌
集
よ
り
「
披
講
」
（
協
力 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
） 

○
鼎
談
「
や
ま
と
ご
こ
ろ 

や
ま
と
う
た
～
生
活
の
中
の
古
典
」 

○
い
ま
ど
き
の
古
今
表
現 

古
典
の
日
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
〇
九 

 
 

 

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
一
月
一
日
（
日
） 

午
後
二
時
～
四
時
半 

場
所
：
京
都
会
館 

会
議
場 

○
筑
前
琵
琶
演
奏 

○
講
演 

児
玉 

清
「
書
棚
の
向
こ
う
に
世
界
が
見
え
る
」 

○
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
古
典
を
い
だ
き
古
典
に
抱
か
れ
て
」 

芳
賀
徹
、
冷
泉
貴
実
子
、
金
剛
永
謹
、
松
井
今
朝
子
、
ザ
イ
ラ
ー
夫
妻
ほ
か 

○
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ソ
ロ
演
奏 

玉
井
菜
採
な
ど 

【
各
大
学
の
京
都
学
】 

近
年
、
京
都
の
各
大
学
で
「
京
都
学
」
へ
の
取
り
組
み
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
る
。
国

際
京
都
学
協
会
も
参
考
に
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
そ
う
な
の
で
、
今
後
は
折
に
触
れ

て
そ
の
動
向
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。
会
員
の
な
か
に
各
大
学
で
こ
の
種
の
企
画
に
関

係
し
て
い
る
方
が
あ
れ
ば
事
務
局
に
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
る
。 

○
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

 
 

「
古
都
の
イ
メ
ー
ジ
大
解
剖
！-

-

川
端
康
成
の
『
古
都
』
を
手
が
か
り
に
」 

日
時
：
二
〇
〇
九
年
十
一
月
三
日
（
火
） 

午
後
一
～
五
時
（
入
場
無
料
） 

会
場
：
京
都
府
立
大
学 

大
学
会
館
二
階
多
目
的
ホ
ー
ル 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ー
『
古
都
』
に
見
る
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
」
や

「
外
か
ら
見
た
『
古
都
』--

-

日
本
文
化
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
の
ほ
か
、
京
都
府
立
植

物
園
園
長
の
「
『
古
都
』
の
花
と
木-

-
-

京
都
ら
し
さ
を
演
出
す
る
植
物
た
ち
」
な

ど
興
味
深
い
話
題
に
富
ん
で
い
る
。 

 

  

【
新
刊
案
内
】 

上
田
正
昭
『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
』 

（
思
文
閣
出
版
）
（
一
〇
月
刊
行
予
定
） 

日
本
列
島
の
歴
史
や
文
化
の
実
像
を
よ
り
あ
ざ
や
か
に
す
る
た

め
に
、
海
を
媒
介
と
す
る
ア
ジ
ア
と
の
か
か
わ
り
、
と
り
わ
け
東
ア

ジ
ア
と
の
関
係
を
テ
ー
マ
に
し
た
最
新
の
一
書
。
こ
れ
に
は
、
「
東
ア

ジ
ア
の
な
か
の
京
都
盆
地
」
や
「
嵯
峨
野
と
秦
氏
」
な
ど
の
一
文
が
お

さ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
書
店
に
並
ぶ
の
が
楽
し
み
で
あ
る
。 


