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京
都
文
学
散
歩

『
高
瀬
舟
』
と
『
高
瀬
川
』

永
橋

和
行

縁
あ
っ
て
、
京
都
に
住
ん
で
十
二
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
引
っ
越
し
て
き
て
す

ぐ
の
頃
は
、
観
光
気
分
で
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
に
出
か
け
て
、
京
都
に
住
む
喜

び
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
次
第

に
目
の
前
の
仕
事
に
追
わ
れ
、
週
末
は
、

家
で
休
む
こ
と
も
多
く
な
り
、
気
が
つ

け
ば
「
葵
祭
」
や
「
時
代
祭
」
が
終
わ

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
定
年
を
機
に
読
書
を
堪
能
し
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
京
都
を
舞
台
に
し
た

小
説
は
実
に
多
く
、
そ
の
舞
台
と
な
っ

た
場
所
を
訪
ね
る
文
学
散
歩
は
私
の
密

か
な
楽
し
み
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま

す
。

『
高
瀬
舟
』
は
、
森
鴎
外
の
作
品
で
す
。

高
瀬
川
は
江
戸
初
期
に
、
京
都
と
大
坂

を
結
ぶ
た
め
に
造
っ
た
人
工
の
川
（
運

河
）
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
京
都
の

罪
人
が
遠
島
を
言
い
渡
さ
れ
る
と
、
高

瀬
舟
で
大
坂
へ
回
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

『
高
瀬
舟
』
は
、
そ
う
し
た
罪
人
の
ひ

と
り
が
護
送
さ
れ
る
高
瀬
川
を
舞
台
に

展
開
さ
れ
ま
す
。
護
送
役
の
同
心
、
羽

田
庄
兵
衛
は
、
牢
屋
敷
か
ら
桟
橋
ま
で

連
れ
て
く
る
間
か
ら
、
弟
殺
し
の
罪
人

の
喜
助
の
「
い
か
に
も
神
妙
に
、
い
か

に
も
お
と
な
し
く
…
し
か
も
そ
れ
が
、

罪
人
の
間
に
往
々
見
受
け
る
や
う
な
、

温
情
を
装
っ
て
権
勢
に
媚
び
る
態
度
で

は
な
い
」
様
子
に
、
不
思
議
な
気
持
ち

で
接
し
て
い
ま
し
た
。
舟
に
乗
っ
て
か

ら
も
、
庄
兵
衛
は
役
目
を
離
れ
た
目
で
、

喜
助
の
挙
動
に
注
意
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
「
い
か
に
も
楽
し
さ
う
な
」
喜
助

の
態
度
が
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
わ
か

ら
な
く
な
り
、
こ
ら
え
き
れ
な
く
な
っ

た
庄
兵
衛
は
、
「
喜
助
。
お
前
は
何
を

思
っ
て
ゐ
る
の
か
。
」
と
呼
び
か
け
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
、

財
産
観
と
安
楽
死
（
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
）

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
今

の
世
を
生
き
る
私
た
ち
の
テ
ー
マ
で
も

あ
り
ま
す
。

『
高
瀬
川
』
は
、
水
上
勉
の
作
品
で
す
。

鴨
川
の
分
流
「
み
そ
ぎ
川
」
（
夏
に
な

る
と
、
川
床
の
下
を
流
れ
る
あ
の
川
で

す
）
か
ら
水
を
取
っ
て
い
る
川
が
高
瀬

川
で
す
。
高
瀬
川
は
角
倉
了
以
（
す
み

の
く
ら
り
ょ
う
い
）
が
開
削
し
た
運
河

で
す
。
二
条
か
ら
木
屋
町
通
り
に
沿
っ

て
南
下
し
、
ま
た
鴨
川
に
合
流
し
て
い

ま
す
。
作
品
は
、
飲
み
屋
「
六
文
銭
」

で
の
四
人
の
女
家
族
の
生
き
様
を
通
し

て
、
表
層
で
は
華
や
か
に
見
え
る
、
高

瀬
川
沿
い
の
街
の
昼
と
夜
と
の
陰
影
を

「
底
の
浅
い
高
瀬
川
」
に
重
ね
映
し
て

描
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
う

ち
は
お
で
ん
屋
よ
り
も
バ
ー
が
お
も
ろ

い
思
う
ね
ん
。
表
の
半
分
を
改
造
し
て

な
。
洋
風
の
ス
タ
ン
ド
に
し
て
…
高
級

酒
し
か
お
か
へ
ん
ね
ん
。
か
わ
い
い
バ

ー
テ
ン
さ
ん
ひ
と
り
置
い
て
。
お
姉
ち

ゃ
ん
と
う
ち
が
お
店
へ
出
て
…
品
の
よ

い
お
客
さ
ん
を
片
っ
端
か
ら
籠
絡
し
て

や
ん
の
や
な
。
そ
ん
な
ん
、
面
白
い
や

な
い
か
、
姉
ち
ゃ
ん
。
」
と
い
う
気
性

の
強
い
妹
の
露
子
に
引
っ
張
ら
れ
な
が

ら
も
、
母
（
兼
子
）
、
姉
（
由
枝
）、
姉

の
子
（
み
ど
り
）
の
家
族
模
様
が
展
開

し
て
い
き
ま
す
。

高
瀬
川
の
両
側
は
、
飲
み
屋
が
多
く

観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
繁
華
街
で
す
が

（
春
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
桜

の
名
所
で
、
高
瀬
川
を
バ
ッ
ク
に
し
た

桜
は
見
事
！
）
、
ま
た
幕
末
の
志
士
た

ち
が
暗
躍
し
た
の
も
、
高
瀬
川
沿
い
（
木

屋
町
）
で
し
た
。
普
段
は
、『
高
瀬
舟
』

や
『
高
瀬
川
』
の
作
品
を
意
識
し
な
い

で
歩
い
て
い
ま
す
が
、
少
し
で
も
意
識

す
る
と
、
歩
く
ス
ピ
ー
ド
も
ゆ
っ
く
り

と
な
り
、
見
え
る
風
景
も
変
わ
っ
て
く

る
の
が
不
思
議
で
す
。

（
京
都
府

立
命
館
小
学
校
）

（
大
阪
大
学

非
常
勤
講
師
）

〈
参
考
文
献
〉

・
河
村
吉
宏

他
「
京
都
文
学
散
歩
」

京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
２
０
０
６
年

・
真
銅
正
宏
「
ふ
る
さ
と
文
学
さ
ん
ぽ

京
都
」
大
和
書
房

２
０
１
２
年

▼
物
語
を
読
み
、
最
初

の
感
想
を
、
「
お
も
し

ろ
か
っ
た
こ
と
」
と
い

う
内
容
で
書
か
せ
た
こ

と
が
あ
る
、
教
材
は
「
三

年
と
う
げ
」
。
感
想
は
、

お
じ
い
さ
ん
が
転
び
病

気
に
な
っ
た
こ
と
や
元

気
に
な
っ
て
よ
か
っ
た

と
い
う
お
じ
い
さ
ん
に
関
わ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
年
と
う
げ
の

言
い
伝
え
や
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
歌
を
お

も
し
ろ
い
と
捉
え
る
子
や
ト
ル
ト
リ
の

知
恵
が
印
象
に
残
っ
た
と
い
う
子
も
い

た
。
さ
ら
に
、
景
色
が
目
に
み
え
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
好
き
だ
と
い
う
感
想
も

あ
っ
た
▼
感
想
の
違
い
は
子
ど
も
が
と

ら
え
る
「
お
も
し
ろ
い
」
で
あ
る
。
読

ん
で
い
る
時
、
文
や
言
葉
を
想
像
し
て

読
ん
で
い
る
と
、
主
人
公
の
様
子
や
気

持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
少
し
落
ち
着
い
て
読
み
返
す

と
、
「
三
年
と
う
げ
で
転
ぶ
で
な
い
」

と
い
う
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
。
お
じ
い

さ
ん
の
病
気
を
心
配
す
る
人
の
気
持
ち

が
分
か
っ
て
く
る
。
美
し
い
な
が
め
に

う
っ
と
と
り
し
た
の
は
ど
ん
な
風
景
だ

ろ
う
と
い
う
想
像
が
働
く
▼
「
お
も
し

ろ
い
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
自
分

の
視
点
で
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
を
、
授

業
と
い
う
場
で
ど
の
よ
う
に
高
め
る
か

と
い
う
の
が
「
主
体
的
・
対
話
的
」
の

入
り
口
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
授
業
は
、

「
お
も
し
ろ
い
」
の
理
解
を
発
表
さ
せ
、

自
分
の
捉
え
た
方
と
比
べ
さ
せ
た
▼
指

導
の
成
果
は
、
文
章
の
構
成
や
登
場
人

物
の
設
定
や
物
語
の
内
容
理
解
で
あ
っ

た
。
課
題
と
し
て
、
表
現
を
支
え
る
「
語

彙
」
へ
の
意
識
高
揚
で
あ
っ
た
。

（
吉
永
幸
司
）
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「
作
家」
で
読
も
う

弓
削

裕
之

子
ど
も
た
ち
に
本
を
選
ぶ
き
っ
か
け

と
な
る
こ
と
尋
ね
る
と
、
題
名
、
表
紙

の
絵
、
ジ
ャ
ン
ル
、
シ
リ
ー
ズ
、
出
版

社
、
家
族
や
友
だ
ち
か
ら
の
お
す
す
め

な
ど
、
人
に
よ
っ
て
様
々
だ
っ
た
。「
作

家
で
広
げ
る
わ
た
し
た
ち
の
読
書
」（
光

村
五
年
）
で
は
、
作
家
に
着
目
し
て
本

を
紹
介
す
る
こ
と
を
め
あ
て
に
学
習
を

し
た
。

〈
学
習
の
流
れ
〉

①
重
松
清
『
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
』
を
読
み
、

登
場
人
物
の
関
係
や
、
心
情
表
現
の
特

徴
な
ど
を
確
認
す
る
。

②
重
松
清
『
バ
ス
に
乗
っ
て
』
を
読
み
、

『
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
』
と
の
共
通
点
を
見

つ
け
る
。

③
同
じ
作
家
が
書
い
た
二
作
品
を
選

ぶ
。

④
選
ん
だ
二
作
品
の
共
通
点
を
見
つ

け
、
紹
介
カ
ー
ド
に
書
く
。

①
の
学
習
は
、
「
作
家
性
」
を
見
つ

け
る
い
く
つ
か
の
視
点
を
示
す
ね
ら
い

で
設
定
し
た
。
②
の
学
習
で
は
、
中
心

人
物
二
人
の
関
係
の
変
化
が
似
て
い
る

こ
と
や
、
気
持
ち
を
何
か
に
例
え
て
書

い
て
い
る
こ
と
、
「
分
か
っ
て
る
、
そ

れ
く
ら
い
」
と
「
わ
か
っ
て
い
る
、
そ

ん
な
の
」
の
よ
う
に
そ
っ
く
り
な
書
き

ぶ
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
細
か
な
と
こ

ろ
に
ま
で
目
を
向
け
て
い
た
。

紹
介
カ
ー
ド
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
の
紹
介
文
と
、
見
つ
け
た
二
作
品
の

共
通
点
を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
形
で
表

し
た
。
紹
介
文
の
内
容
と
し
て
、
「
お

も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
」
「
お
す
す
め

の
ポ
イ
ン
ト
」
な
ど
具
体
的
に
示
し
た

が
、
「
親
子
読
書
郵
便
の
よ
う
に
」
と

い
う
言
葉
が
け
を
し
た
時
、
子
ど
も
た

ち
は
一
番
納
得
し
た
表
情
を
し
て
い

た
。
「
親
子
読
書
郵
便
」
は
、
毎
年
読

書
週
間
に
行
っ
て
い
る
、
往
復
は
が
き

に
親
へ
お
す
す
め
し
た
い
本
の
紹
介
文

を
書
き
、
返
事
を
も
ら
う
と
い
う
取
り

組
み
で
あ
る
。
学
び
の
継
続
と
共
通
体

験
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
た
。

《
子
ど
も
た
ち
が
考
え
た
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
》

・
「
少
年
の
勇
気
」
（
『
少
年
探
偵
団
』

と
『
怪
奇
四
十
面
相
』
の
江
戸
川
乱
歩
）

・
「
読
め
ば
読
む
ほ
ど
の
め
り
こ
む
！
」

（
『
闇
の
守
り
人
』
と
『
風
と
行
く
者
』

の
上
橋
菜
穂
子
）

・
「
人
の
命
の
大
切
さ
が
わ
か
り
ま
す
」

（
『
パ
ン
プ
キ
ン
』
と
『
若
お
か
み
は

小
学
生
！
』
の
令
丈
ヒ
ロ
コ
）

・
「
夢
の
よ
う
な
本
で
す
」
（
『
銀
河
鉄

道
の
夜
』
と
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』

の
宮
沢
賢
治
）

・
「
章
ご
と
に
視
点
が
変
わ
る
」
（
『
温

室
デ
イ
ズ
』
と
『
戸
村
飯
店
青
春
１
０

０
連
発
』
の
瀬
尾
ま
い
こ
）

・
「
ブ
キ
ミ
な
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
世
界
」

（
『
オ
ン
ラ
イ
ン
！
』
と
『
ウ
ラ
オ
モ

テ
世
界
』
の
雨
蛙
ミ
ド
リ
）

・
「
独
特
の
調
査
法
、
思
い
が
け
な
い

真
実
に
驚
か
さ
れ
る
本
」

（
『
く
ち
び
る
の
ね
じ
れ
た
男
』

と
『
赤
毛
軍
団
の
ひ
み
つ
』
の
コ
ナ
ン

・
ド
イ
ル
）

・
「
驚
く
よ
う
な
終
わ
り
方
の
不
思
議

な
物
語
」

（
『
た
く
さ
ん
の
タ
ブ
ー
』
と
『
ノ

ッ
ク
の
音
が
』
の
星
新
一
）

二
作
品
の
共
通
点
を
言
葉
に
す
る
こ

と
が
、
そ
の
作
家
の
「
ら
し
さ
」
を
見

つ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
た
新
し

い
読
書
の
扉
を
開
く
き
っ
か
け
に
な
っ

て
く
れ
れ
ば
と
思
う
。

（
京
都
女
子
大
学
附
属
小
学
校
）

作
文
指
導箕

浦

健
司

子
ど
も
た
ち
は
昨
年
度
ま
で
、
主
に

朝
の
時
間
に
百
マ
ス
作
文
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
今
年
度
も
、
学
校
と
し
て
二

学
期
か
ら
、
朝
の
時
間
に
取
り
組
む
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
子
ど
も
た
ち
が
力
を
把
握

す
る
こ
と
と
、
学
び
を
継
続
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
一
学
期
に
も
数
回
、

取
り
組
ん
だ
。
最
初
の
テ
ー
マ
は
、「
六

年
生
で
が
ん
ば
り
た
い
こ
と
」
。
六
月

の
学
校
再
開
後
に
取
り
組
ん
だ
。
以
下
、

あ
る
児
童
の
作
品
の
一
部
。

「
『
も
う
最
高
学
年
だ
』
と
い
う
自
覚

を
も
っ
て
、
一
年
生
か
ら
五
年
生
の
見

本
に
な
り
た
い
で
す
。・
・
・
」

今
年
度
、
本
校
の
六
年
生
は
、
学
年

目
標
を
「
～
一
歩
前
へ
～
自
覚
・
努
力

・
友
情
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。

「
自
覚
・
努
力
・
友
情
」
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
一
人
ひ
と
り
が
め
あ
て
を

立
て
て
い
る
。
こ
の
児
童
は
、
最
高
学

年
と
し
て
の
「
自
覚
」
を
日
々
強
く
意

識
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
作
文
か
ら
分
か
る
。
紹
介
し
、
そ

の
こ
と
を
褒
め
た
。

二
回
目
の
テ
ー
マ
は
、
「
夏
と
い
え

ば
○
○
○
」
。
こ
の
と
き
は
、
文
章
の

書
き
出
し
に
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

「
『
ザ
ァ
ー
、
ザ
ァ
ー
』『
ピ
チ
ャ
、
ピ

チ
ャ
』
わ
た
し
は
夏
だ
と
思
い
ま
す
。」

「
『
ジ
ュ
ー
』
な
に
や
ら
い
い
に
お
い
。

ぼ
く
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
だ
と
思
い
ま

す
。」

「
『
ミ
ー
ン
ミ
ン
ミ
ン
ミ
ン
』。
わ
た
し

は
セ
ミ
の
鳴
き
声
だ
と
思
い
ま
す
。
」

こ
の
と
き
、
私
が
し
た
の
は
テ
ー
マ

の
提
示
の
み
。「
『

』
か
ら
始
め
ま
し

ょ
う
。
」
な
ど
と
い
う
具
体
的
な
工
夫

の
指
導
は
一
切
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
で
身

に
つ
け
た
力
を
発
揮
し
て
、
作
文
を
書

い
た
。
学
ん
だ
こ
と
を
き
ち
ん
と
使
っ

て
い
る
こ
と
、
工
夫
の
良
い
例
と
し
て
、

全
体
に
紹
介
し
た
。
な
に
よ
り
、
「
書

く
こ
と
」
に
抵
抗
の
あ
る
子
ど
も
も
、

百
マ
ス
作
文
に
は
抵
抗
な
く
取
り
か
か

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
積
み
重
ね
の

大
切
さ
を
実
感
し
た
。

全
員
の
作
文
は
、
教
室
後
方
に
掲
示

し
、
互
い
の
作
品
を
見
合
え
る
よ
う
に

し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
分

と
友
だ
ち
の
書
き
ぶ
り
を
比
べ
た
り
、

良
い
表
現
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
り

す
る
姿
が
期
待
で
き
る
。
互
い
の
良
さ

を
認
め
合
い
な
が
ら
、
書
く
力
が
高
ま

っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

学
期
末
。「
一
学
期
を
振
り
返
っ
て
」

の
テ
ー
マ
で
、
作
文
を
書
い
た
。
終
業

式
に
発
表
す
る
学
年
代
表
は
、
Ｓ
さ
ん
。

Ｓ
さ
ん
は
、
学
年
目
標
の
三
つ
の
視
点

で
一
学
期
を
振
り
返
っ
て
い
た
。
終
業

式
は
放
送
で
実
施
し
た
の
で
、
代
表
者

は
放
送
室
で
発
表
。
Ｓ
さ
ん
の
発
表
が

終
わ
る
と
、
教
室
で
割
れ
ん
ば
か
り
の

拍
手
が
起
こ
っ
た
。
放
送
室
か
ら
Ｓ
さ

ん
が
教
室
に
戻
っ
て
き
た
と
き
も
、
自

然
に
拍
手
が
起
き
た
。
ね
ぎ
ら
い
の
言

葉
を
掛
け
る
子
も
い
た
。
拍
手
の
意
味

は
、
発
表
し
た
こ
と
の
ね
ぎ
ら
い
、
友

達
の
が
ん
ば
り
に
対
し
て
、
と
い
っ
た

意
味
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

中
に
は
作
文
の
内
容
に
つ
い
て
拍
手
し

た
児
童
も
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
後
、
そ
ん
な
拍
手
が
増
え
る
よ

う
な
学
級
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

（
長
浜
市
立
南
郷
里
小
学
校
）
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コ
ロ
ナ
と
学
校高

野

靖
人

法
人
「
現
代
の
教
育
問
題
研

N
P
O

究
所
」
が
、
「
教
職
経
験
者
に
よ
る
教

育
相
談
」
と
し
て
京
都
女
子
大
附
属
小

学
校
に
勤
務
し
て
４
年
目
を
迎
え
る
。

４
名
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
週
に
１
日

ず
つ
勤
務
す
る
。
１
日
勤
務
が
２
名
、

半
日
勤
務
が
２
名
で
あ
る
。
私
は
、
木

曜
日
で
半
日
勤
務
。

ご
存
知
の
通
り
、
昨
年
度
末
の
３
月

か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
、
本
年
度
の
４
月
・
５
月
と

休
業
が
続
い
た
。
児
童
が
い
な
く
て
も

他
の
教
員
と
同
じ
よ
う
に
出
勤
し
て
、

研
修
等
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た

し
、
管
理
職
の
指
示
で
休
業
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

登
校
が
再
開
さ
れ
た
５
月

日
か
ら

25

１
学
期
末
の
８
月
８
日
（
終
業
式
）
ま

で
の
期
間
、
実
際
木
曜
日
の
み
出
勤
す

る
私
の
眼
に
写
っ
た
小
学
校
の
コ
ロ
ナ

対
応
や
児
童
の
様
子
な
ど
記
し
て
み
た

い
。私

が
久
し
ぶ
り
に
児
童
の
い
る
学
校

に
出
勤
し
た
の
は
、
５
月

日
（
木
）

28

だ
っ
た
。
玄
関
で
、
教
員1

名
に
よ
る

体
温
測
定
が
あ
っ
た
。
お
で
こ
で
測
る

非
接
触
型
の
体
温
計
で
あ
る
。
私
も
児

童
と
同
じ
く
一
列
に
並
ん
で
、
検
温
し

て
も
ら
っ
た
、

分
散
登
校
で
、
こ
の
最
初
の
週
は
、

児
童
が
登
校
す
る
の
は
週1

日
で
、
２

時
間
授
業
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
教
室

に
は
４
・
５
名
の
児
童
し
か
い
な
い
。

密
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
バ
ラ
バ
ラ
座

っ
て
い
た
、
し
か
も
、
教
室
の
黒
板
前

に
は
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン
が
ぶ
ら
下
が

っ
て
い
た
。
担
任
の
飛
沫
を
避
け
る
た

め
で
あ
る
。
教
室
の
ド
ア
が
外
さ
れ
て

近
く
に
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
換
気
を

十
分
行
う
た
め
で
あ
る
。

児
童
を
迎
え
る
た
め
に
準
備
を
さ
れ

た
の
だ
な
と
少
し
感
動
し
た
の
だ
が
、

次
の
週
に
行
く
と
、
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ

ン
は
な
く
な
り
、
ド
ア
は
お
さ
ま
っ
て

い
た
。
話
を
聞
く
と
、
カ
ー
テ
ン
は
光

が
反
射
す
る
関
係
で
黒
板
の
見
に
く
い

児
童
が
い
た
か
ら
で
、
ド
ア
は
、
エ
ア

コ
ン
を
使
用
す
る
関
係
ら
し
い
。
も
と

ろ
ん
換
気
に
は
注
意
を
す
る
と
の
こ

と
。さ

て
、
分
散
登
校
は
週
を
追
う
ご
と

に
２
回
登
校
、
３
回
登
校
と
増
え
て
い

き
６
月
の
終
わ
り
に
は
、
毎
日
全
員
が

登
校
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
後
も
１
学
期
中
は
、

下
学
年
が
ま
ず
登
校
し
て
９
時

分
か

40

ら
１
校
時
、

時
半
か
ら
２
校
時
を
行

10

う
。
そ
の

時
半
か
ら
、
上
学
年
は
１

10

校
時
が
始
ま
る
。
こ
う
し
た
分
散
登
校

が
、
１
学
期
中
実
施
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ

を
考
え
、
車
で
の
送
り
迎
え
も
許
さ
れ
、

時
間
を
決
め
て
運
動
場
が
開
放
さ
れ

る
。
教
員
が
誘
導
し
、
多
い
時
に
は
十

台
以
上
の
自
家
用
車
が
運
動
場
に
入
っ

て
い
た
。

玄
関
に
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
の
図
」
と
し
て
「
児
童
２
人
の
絵

と
そ
の
間
２
メ
ー
ト
ル
の
矢
印
」
が
あ

る
の
だ
が
、
学
級
全
員
が
出
席
し
て
い

る
教
室
で
そ
う
し
た
間
隔
を
と
る
の
は

無
理
で
あ
る
。
児
童
が
対
話
す
る
場
面

を
見
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
。
と
い

っ
て
も
、
講
義
形
式
ば
か
り
で
は
な
く
、

マ
ス
ク
は
し
て
い
る
が
、
活
発
に
発
表

し
て
い
る
授
業
も
多
く
な
っ
た
。

１
学
期
最
後
の
勤
務
日
８
月
６
日
の

朝
、
検
温
を
し
て
く
れ
て
い
た
養
護
教

諭
に
「
体
温
が

度
５
分
を
越
え
た
子

37

ど
も
は
い
ま
し
た
か
」
と
尋
ね
る
と
「
幸

い
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う

答
え
だ
っ
た
。
感
染
者
も
出
て
い
な
い
。

し
か
し
、
ま
だ
予
断
を
許
さ
な
い
状

況
で
あ
る
。
そ
し
て
今
月
の
後
半
に
は
、

２
学
期
が
始
ま
る

ユ
ー
モ
ア
を
解
す
る

読
み
の
難
し
さ

蜂
屋

正
雄

物
語
文
は
、
登
場
人
物
の
心
情
や
情

景
の
表
現
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
指
導
す
る
も
の
、
読
み
物
教
材

は
作
品
の
良
さ
を
一
人
一
人
が
感
じ
、

そ
れ
を
他
者
に
伝
え
る
方
法
を
習
得
す

る
も
の
、
と
思
い
な
が
ら
指
導
を
し
て

き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
「
ミ
リ
ー
の

す
て
き
な
ぼ
う
し
（
光
村

年
）
」
で

2

は
、
一
読
後
の
感
想
で
あ
る
「
ミ
リ
ー

の
帽
子
は
す
て
き
だ
な
ぁ
」
で
終
わ
っ

て
は
い
け
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、
少

し
、
読
み
解
く
時
間
を
設
け
た
。

大
人
の
自
分
が
読
む
と
「
店
長
さ
ん

の
ユ
ー
モ
ア
セ
ン
ス
の
あ
る
優
し
さ
と

ミ
リ
ー
の
奔
放
さ
の
対
比
」
に
も
魅
力

を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち

の
読
み
は
「
ミ
リ
ー
の
帽
子
の
不
思
議

な
面
白
さ
」
「
想
像
す
れ
ば
み
ん
な
す

て
き
な
ぼ
う
し
が
持
て
る
素
敵
さ
」
に

終
始
し
て
お
り
、
直
接
的
に
は
書
か
れ

て
い
な
い
と
こ
ろ
に
気
づ
い
て
い
る
子

ど
も
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
、「
好

き
な
と
こ
ろ
を
書
く
」
練
習
を
し
て
も
、

浅
薄
な
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
と
感

じ
、
少
し
読
み
深
め
て
い
く
こ
と
に
し

た
。そ

こ
で
、
物
語
文
を
学
習
す
る
よ
う

に
、
初
発
の
感
想
で
書
か
れ
た
疑
問
を

解
い
て
い
く
形
で
、
学
習
を
進
め
た
。

「
１
０
５
ペ
ー
ジ
の
ベ
ビ
ー
カ
ー
に
乗

っ
た
赤
ち
ゃ
ん
の
金
魚
鉢
が
落
ち
な
い

の
は
な
ぜ
か
」

一
読
目
で
、
ま
だ
、
内
容
が
十
分
に
理

解
で
き
て
い
な
い
子
ど
も
の
疑
問
で
あ

る
が
、

・
「
そ
れ
は
、
想
像
し
た
ら
い
い
ん
や

か
ら
。」

・
「
そ
れ
は
、
あ
か
ち
ゃ
ん
の
ぼ
う
し

な
ん
や
か
ら
。」

・
「
だ
か
ら
、
ゴ
ル
フ
し
て
る
ひ
と
の

も
あ
る
や
ろ
。」

「
ぞ
う
ぞ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
は
す
ぐ

に
出
て
き
て
、
み
ん
な
納
得
し
て
次
に

進
む
こ
と
が
で
き
た
。

「

ペ
ー
ジ
で
は
、
「
中
は
か
ら

9
9

っ
ぽ
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
に
、
１
０

１
ペ
ー
ジ
で
は
、
「
お
さ
い
ふ
の
な
か

み
を
ぜ
ん
ぶ
手
に
と
り
」
と
書
い
て
あ

る
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
分
か
ら
な

い
。」

「
ほ
ん
ま
や
、
何
渡
し
た
ん
や
ろ
。
」

教
師
が
気
づ
い
て
ほ
し
い
ポ
イ
ン
ト
の

入
り
口
の
質
問
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
お

店
の
う
ら
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。」

店
長
さ
ん
が
何
を
し
に
行
っ
た
の
か
、

少
し
戻
っ
て
、
天
井
を
見
上
げ
て
し
ま

っ
た
店
長
さ
ん
は
何
を
考
え
て
い
た
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
話
し
合
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
考
え
を
交
流
し

た
が
、
全
員
を
納
得
さ
せ
る
話
し
合
い

に
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
教
師
の

結
論
と
し
て
、
強
引
に
ま
と
め
て
し
ま

う
こ
と
も
考
え
た
が
、
作
品
の
読
み
と

し
て
は
残
念
過
ぎ
る
よ
う
に
思
い
、
オ

ー
プ
ン
エ
ン
ド
で
紹
介
メ
モ
づ
く
り
に

移
っ
た
。

紹
介
メ
モ
で
は
、
優
し
い
店
長
さ
ん

の
ユ
ー
モ
ア
で
、
想
像
力
を
つ
か
え
ば

よ
い
「
す
て
き
な
ぼ
う
し
」
を
丁
寧
に

渡
し
て
く
れ
る
店
長
さ
ん
と
自
由
奔
放

な
ミ
リ
ー
と
の
や
り
取
り
の
面
白
さ
に

つ
い
て
書
い
た
子
は
数
人
で
、
半
数
以

上
の
子
ど
も
た
ち
は
、
初
発
の
感
想
で

感
じ
た
こ
と
を
「
す
き
な
と
こ
ろ
」
と

し
て
書
い
て
い
た
。

同
じ
よ
う
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

お
話
を
読
み
聞
か
せ
つ
つ
、

学
期
以

2

降
、
ま
た
「
ミ
リ
ー
の
す
て
き
な
ぼ
う

し
」
を
振
り
返
り
、
直
接
的
に
は
表
現

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
読
み

解
け
る
よ
う
、
計
画
を
立
て
て
い
き
た

い
。

（
草
津
市
矢
倉
小
学
校
）
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自
尊
感
情
を
高
め
る

俳
句
教
室
づ
く
り

好
光
幹
雄

滋
賀
県
湖
南
市
教
育
研
究
所
主
催

教
師
力
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告

湖
南
市
立
岩
根
小
学
校
に
て
（
７
・
３

０
）右

の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
セ
ミ
ナ
ー
を

さ
せ
て
い
だ
き
ま
し
た
。

①
夏
探
し
～
校
庭
へ
出
よ
う
～

今
日
は
、
今
の
時
期
に
し
か
見
ら
れ

な
い
も
の
、
今
し
か
感
動
で
き
な
い
も

の
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
こ
う
先
生
方
に

説
明
し
て
校
庭
に
出
ま
し
た
。
見
つ
け

た
も
の
は
、
鳳
仙
花
、
朝
顔
、
向
日
葵
、

青
紅
葉
、
木
蓮
の
実
と
蕾(

返
り
咲
き)

、

蒲(

が
ま)

、
萩
の
花
、
珊
瑚
樹
の
実
、

楠
の
青
葉
、
桜
の
青
葉
、
羽
黒
蜻
蛉
、

夏
の
青
空
、
雲
の
峰
等
。

②
季
語
～
感
動
を
凝
縮
し
た
言
葉
～

会
場
の
真
ん
中
に
は
季
節
の
花
と
風

物
詩
を
飾
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
見
て

き
た
こ
と
を
参
考
に
夏
の
風
物
詩
の
言

葉
集
め
を
し
ま
し
た
。
花
な
ら
、
今
見

て
き
た
花
。
食
べ
物
な
ら
、
西
瓜
、
メ

ロ
ン
、
桃
、
か
き
氷
、
ア
イ
ス
等
々
。

い
つ
も
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の

幾
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
の
言
葉
に
ま

つ
わ
る
み
ん
な
の
思
い
を
交
流
し
、
更

に
そ
の
言
葉
の
話
や
歴
史
や
人
々
の
生

活
の
中
で
の
有
り
様
に
つ
い
て
私
が
説

明
も
し
ま
す
。

（
好
＝
好
光
、

＝
参
加
の
先
生
方
）

C

好
氷
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
何
を
か
け
て

食
べ
ら
れ
ま
す
か
。

練
乳
・
み
ぞ
れ
・
い
ち
ご
・
ブ
ル

Cー
ハ
ワ
イ
等
。

好
ほ
ら
、
同
じ
氷
で
も
か
け
る
も
の
が

違
い
ま
す
よ
ね
。
今
聞
い
た
だ
け
で
、

そ
の
方
の
年
代
が
わ
か
る
で
し
ょ
。

（
一
同
笑
い
）
。
ね
。
で
も
、
夏
に

氷
っ
て
、
お
か
し
い
と
思
い
ま
せ
ん

か
。
ど
う
し
て
夏
に
氷
が
食
べ
ら
れ

る
の
で
す
か
。
普
通
氷
っ
て
夏
の
も

の
で
す
か
。
・
・
・
は
い
、
そ
う
で

す
ね
。
氷
室
で
す
よ
ね
。
昔
は
位
の

高
い
人
し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
す
よ
。
皇
族
と
か
貴
族
と
か
お
殿

様
と
か
。
悲
し
い
か
な
お
菓
子
に
も

貧
富
の
差
が
出
る
ん
で
す
よ
。
で
は
、

か
き
氷
が
庶
民
の
味
に
な
っ
た
の
は

い
つ
頃
か
ら
で
す
か
。・
・
・

そ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
か
。
昔

Cは
高
級
品
や
っ
た
ん
や
。

好
で
す
か
ら
、
こ
の
「
氷
」
と
い
う
言

葉
の
中
に
も
歴
史
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
人
々
の
生
活
の
匂
い
が
漂
っ
て
く

る
の
で
す
。
さ
っ
き
み
ぞ
れ
や
練
乳

と
言
っ
た
先
生
と
、
ブ
ル
ー
ハ
ワ
イ

と
言
っ
た
先
生
と
、
同
じ
「
氷
」
か

ら
湧
き
上
が
る
イ
メ
ー
ジ
と
感
動
は

違
う
の
で
す
。
同
じ
言
葉
の
中
に
そ

れ
ぞ
れ
の
感
動
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
俳
句
の
世
界
で
は
「
季

語
」
と
言
い
ま
す
。
み
ぞ
れ
と
表
現

さ
れ
た
先
生
の
人
生
が
そ
こ
に
既
に

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。
そ
の

人
の
個
性
が
出
る
わ
け
で
す
。
子
ど

も
も
同
じ
で
す
。
そ
れ
を
互
い
に
認

め
合
う
こ
と
で
自
尊
感
情
が
高
ま
る

の
で
す
。

③
は
じ
め
て
の
俳
句
指
導

は
じ
め
て
の
俳
句
指
導
と
い
う
言
葉

に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
は
じ
め
て
俳
句
を
詠
む
子
へ
の
指

導
方
法
。
も
う
一
つ
は
は
じ
め
て
俳
句

指
導
を
さ
れ
る
先
生
に
と
っ
て
の
指
導

方
法
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
紙
面
が
限
ら
れ
い
る
た
め
割
愛
し
ま

す
が
、
過
去
の
好
光
の
さ
ざ
な
み
国
語

教
室
の
記
事
を
参
考
し
て
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
す
。
た
だ
、
一
つ
だ
け
大
切

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、
子
ど

も
の
作
品
は
子
ど
も
の
分
身
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
誤
字
脱
字
以
外
は
一
切
添

削
を
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
俳
句
は
一

音
一
字
変
え
る
だ
け
で
ガ
ラ
ッ
と
作
品

が
変
わ
り
ま
す
。
よ
か
れ
と
思
っ
て
す

る
添
削
が
実
は
子
ど
も
の
自
尊
感
情
を

深
く
傷
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り

結
局
添
削
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
自
分

の
作
品
は
駄
目
な
の
か
と
い
う
思
い
を

抱
か
せ
る
の
で
す
。
指
導
と
言
い
な
が

ら
如
何
に
教
師
は
子
ど
も
を
日
々
傷
つ

け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ

で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
愚
か
な
真
似
だ

け
は
く
れ
ぐ
れ
も
な
さ
な
ら
な
い
よ
う

に
と
先
生
方
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

④
こ
ど
も
の
作
品
を
ス
テ
ー
ジ
に

昔
、
町
で
ば
っ
た
り
出
会
っ
た
お
母

様
が
「
好
光
先
生
、
あ
の
家
の
子
が
国

語
が
好
き
な
っ
た
と
言
っ
て
ま
す
。
お

ま
け
に
字
を
書
く
の
が
好
き
に
な
っ
た

と
言
っ
て
ま
す
。
」
教
師
冥
利
に
尽
き

る
感
動
の
お
言
葉
で
し
た
。

（
③
④
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ど
う
ぞ
。）

（
京
都
・
立
命
館
小
学
校
常
勤
講
師
）

▼
七
月
例
会

（
四
百
六
十
回
）

講
話
は
北
島
さ

ん
。
「
今
ま
で
の
作
文
（
書
く
こ
と
）

の
授
業
を
ふ
り
返
っ
て
」
▼
①
〈
め
ざ

し
て
き
た
こ
と
〉
学
習
の
基
礎
は
日
記

と
読
書
と
し
て
、
日
々
の
生
活
の
中
で

進
ん
で
本
を
読
み
、
文
章
を
書
く
こ
と
、

及
び
読
書
と
書
く
こ
と
が
生
活
の
一
部

に
な
る
こ
と
②
〈
作
文
指
導
で
大
切
に

し
て
き
た
こ
と
〉
と
し
て
、
毎
月
４
～

６
時
間
の
ま
と
ま
っ
た
作
文
学
習
を
行

う
こ
と
。
週
に
３
か
ら
４
回
、
日
記
を

書
く
家
庭
学
習
の
設
定
。
内
容
と
し
て
、

「
何
を
書
く
か
」
「
ど
の
よ
う
に
書
く

か
」
の
指
導
と
生
活
的
文
章
や
実
用
的

文
章
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
文
章
を
書
く

経
験
を
さ
せ
る
。
ま
た
、
生
活
の
交
流
、

学
習
の
ふ
り
返
り
の
場
等
。
長
年
の
実

践
を
も
と
に
し
た
、
実
践
の
知
恵
を
発

達
段
階
に
沿
っ
た
お
話
を
伺
う
こ
と
が

で
き
た
。
▼
感
想
及
び
実
態
の
交
流
で

は
次
の
こ
と
が
話
題
に
な
な
っ
た
①
日

記
を
生
か
し
た
指
導
に
つ
い
て
。
学
級

通
信
の
発
行
と
書
く
こ
と
指
導
の
関
連

に
つ
い
て
②
低
学
年
に
お
け
る
書
く
こ

と
の
指
導
。
時
に
興
味
を
持
た
せ
る
た

め
に
、
題
材
や
書
か
せ
方
に
つ
い
て
③

「
深
い
学
び
」
と
書
く
こ
と
に
つ
い
て
。

子
ど
も
の
学
習
成
果
の
確
認
と
し
て
ふ

り
返
り
つ
い
て
④
書
く
こ
と
に
興
味
を

持
た
せ
る
機
会
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か

⑤
長
い
自
粛
生
活
と
子
ど
も
の
言
葉
、

そ
し
て
、
新
し
い
時
代
の
国
語
教
育
と

書
く
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
▼
北

島
さ
ん
が
師
と
仰
が
れ
て
高
野
倖
生
先

生
の
言
葉
「
小
学
校
の
先
生
は
国
語
の

先
生
」
の
意
味
を
共
有
し
た
。

▼
巻
頭
に
は
、
永
橋
和
行
先
生
か
ら
玉

稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
謝
。

（
吉
永
幸
司
）


