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（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

鴨
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納
涼
床

栗
栖
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亭

本
家

■

う
れ
し
さ
の
余
韻

た
ん
熊

女
将

５
月
中
は
「
皐

さ

月
つ
き

の
床
」
の
呼
び
名
も

あ
る
と
か
。
京
の
夏
の
風
物
詩
「
鴨
川
納

涼
床
」
が
も
う
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

二
条
通
か
ら
五
条
通
ま
で
の
鴨
川
右
岸

に
、
飲
食
店
が
川
床
の
帯
を
形
づ
く
る
景

観
は
、
他
所
に
は
な
い
独
特
の
風
情
が
あ

り
ま
す
。
６
月
１
日
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
の

が
、
１
９
９
９
年
か
ら
５
月
１
日
（
９
月

日
ま
で
）
に
変
わ
り
ま
し
た
。

江
戸
末
期
に
は
祇
園
祭
の
期
間
と
重
な

る
６
月
７
日

日
（
旧
暦
）
ま
で
左
右

両
岸
で
営
業
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
当
時
は
川
の
中
に
直
接
、

床
几
を
置
い
て
い
ま
し
た
。

温
暖
化
の
現
代
、
真
夏
の
納
涼
床
は
夜

で
も
暑
く
、
涼
風
が
渡
る
「
皐
月
の
床
」

は
狙
い
目
。
さ
っ
そ
く
今
夜
に
で
も
。

日
本
に
は
「
後
礼
」
と
い
う
美
し
い
習

慣
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
品
を
頂
い

た
時
、
お
食
事
に
招
か
れ
た
時
、
親
切
を

受
け
た
時
な
ど
そ
の
場
で
言
う
お
礼
の
他

に
、
後
日
も
う
一
度
「
こ
の
間
は
お
お
き

に
」
と
お
礼
を
言
う
習
慣
で
す
。

若
い
世
代
で
は
、
お
そ
ら
く
一
度
で
事

足
り
る
の
で
、
面
倒
く
さ
い
と
思
わ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
外
国
で
も
お
食
事

に
招
か
れ
た
ら
翌
日
に
カ
ー
ド
を
贈
る
習

慣
の
所
も
あ
り
、
丁
寧
で
美
し
い
習
慣
だ

と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
言

わ
な
く
て
も
、
道
で
会
っ
た
時
に
「
こ
の

間
は
お
お
き
に
」
と
言
う
と
、
相
手
も
一

層
幸
せ
な
気
分
に
な
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。日

常
的
に
、こ
こ
京
都
で
は〝
お
た
め
〞

と
い
う
習
慣
も
あ
り
ま
す
。
頂
き
物
を
し

た
時
、
ち
ょ
っ
と
し
た
物
を
「
有

あ
り

難
が
と

う
」

の
意
味
を
込
め
て
お
返
し
す
る
事
で
す
。

そ
の
せ
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
街

で
は
、
お
た
め
に
う
っ
て
つ
け
な
小
さ
く

て
可

か

愛
わ
い

ら
し
い
お
品
が
沢
山
存
在
し
ま

す
。
も
ら
わ
れ
た
方
も
、
帰
宅
し
て
う
れ

し
い
気
持
ち
に
な
ら
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

日
本
人
は
何
事
に
も
余
韻
を
楽
し
み
ま

す
。
控
え
め
に
う
れ
し
い
気
持
ち
を
持
続

す
る
―
こ
れ
こ
そ
誇
り
に
思
っ
て
も
良
い

習
慣
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最
近
、
こ

の
気
持
ち
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

（
次
回
５
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
柊
家
・
女
将
の
西
村
明
美
さ
ん
で

す
）
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

織
師
に
と
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
具
の
「
杼
」
（
手
前
）
。
杼
は
「
料
理
人
の
庖
丁
」
に
相
当
す
る
。

だ
が
、
い
ま
や
制
作
で
き
る
職
人
は
、
た
だ
一
人
に
な
っ
た

平
成
二
十
一
年
「
錦

に
し
き

―
光
を
織
る
」
と
い
う

錦
の
織
物
を
テ
ー
マ
と
し
た
拙
著
を
出
版
さ
せ

て
頂

い
た
だ

い
た
。

こ
の
本
を
書
い
た
動
機
の
一
つ
は
、
故
郷
に

錦
を
飾
る
な
ど
の
慣
用
句
や
天
皇
の
旗
を
意
味

す
る
錦
の
御
旗
、
あ
る
い
は
多
彩
と
い
う
こ
と

か
ら
錦
絵
、
錦
鯉

ご
い

等
、
古
来
美
し
い
も
の
の
代

名
詞
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
「
錦
」

が
、
欧
米
の
専
門
家
に
は
世
界
で
最
も
美
し
い

織
物
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
代
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去

ら
れ
て
い
る
の
で
は
？

と
い
う
強
い
危
機
感

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
京
都
の
人
々
で
さ
え
、
「
錦
」

と
い
え
ば
錦
市
場
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
錦
と
は
、
文
字
通
り
金

に
値
す
る
帛

き
ぬ

と
い
う
意
味
で
、
多
彩
で
華
麗
な

最
高
の
織
物
の
こ
と
を
謂

い

う
。
専
門
的
に
は
、

概
ね
絹
糸
を
染
め
、
紋
を
作
り
、
手
機
あ
る
い

は
力
織
機
で
織
ら
れ
て
い
る
先

さ
き

染
ぞ
め

紋
も
ん

織
お
り

物
も
の

の
こ

と
で
あ
る
。

京
都
の
西
陣
で
は
、
主
に
こ
の
先
染
紋
織
物

を
生
産
し
て
い
る
。
唯

た
だ

、
こ
の
仕
事
は
、
人
の

違
う
工
程
が
七
十
数
工
程
に
及
ぶ
高
度
に
専
門

分
業
化
さ
れ
た
共
同
製
作
の
世
界
で
あ
る
。
こ

の
各
工
程
を
担
う
職
人
達

た
ち

の
工
房
は
、
家
業
的

な
規
模
の
小
企
業
が
大
半
を
占
め
る
。

今
、
日
本
の
伝
統
的
な
帯
や
打
掛
、
能
装
束

や
有

ゆ
う

職
そ
く

織
物
な
ど
の
高
級
織
物
を
下
支
え
し
て

き
た
こ
れ
ら
の
職
人
達
が
、
あ
ま
り
世
間
の
話

題
に
上
る
こ
と
も
な
く
、
ろ
う
そ
く
の
火
が
消

え
る
よ
う
に
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
。
す
で
に
い

く
つ
か
の
分
野
で
職
人
が
「
最
後
の
一
人
」
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
危
機
的
な
状
況
に
つ

い
て
は
、
京
都
新
聞
の
ソ
フ
ィ
ア
の
欄
を
は
じ

め
、
折
に
ふ
れ
訴
え
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
実

状
は
益

ま
す

々
ま
す

厳
し
く
な
る
一
方
で
あ

る
。一

例
だ
け
を
挙
げ
る
と「
杼

ひ

」（
英

語
で
シ
ャ
ト
ル
）
と
い
う
、
織
師
に

と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
道
具
が

あ
る
が
、
こ
の
制
作
者
も
、
た
だ
一

人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
杼
は
織
師

に
と
っ
て
は
料
理
人
の
庖

ほ
う

丁
ち
ょ
う

の
よ
う

な
も
の
で
、
私
の
工
房
の
織
師
が
テ

レ
ビ
の
取
材
で
「
貴

あ
な

方
た

に
と
っ
て
杼

と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、

「
分
身
の
よ
う
な
も
の
」
と
答
え
て

い
る
。
そ
れ
程

ほ
ど

大
切
な
道
具
な
の
で

あ
る
。
伝
統
的
な
手
織
の
先
染
紋
織

物
、
即

す
な
わ

ち
錦
織
の
世
界
に
と
っ
て
由

々
し
き
事
態
で
あ
る
。

私
達
は
こ
の
事
態
を
憂
う
有
志
達
と
共
に
、

平
成
六
年
に
錦
の
伝
承
技
術
の
保
存
と
育
成
を

目
的
と
し
て
「
日
本
伝
統
織
物
保
存
研
究
会
」

を
結
成
し
、
文
化
庁
や
博
物
館
な
ど
の
専
門
家

の
協
力
を
得
て
、
「
古
代
織
物
の
復
元
」
と
い

う
形
で
、
仕
事
が
無

な

く
生
活
が
出

で

来
き

な
い
各
工

程
の
職
人
達
に
仕
事
を
創
出
し
、
そ
れ
を
ビ
デ

オ
や
聞
き
取
り
調
査
な
ど
で
記
録
す
る
と
い
う

「
伝
統
的
先
染
紋
織
物
の
綜

そ
う

合
ご
う

的
復
元
事
業
」

を
実
施
し
て
き
た
。
昨
年
、
研
究
会
を
持
続
さ

せ
る
べ
く
「
一
般
財
団
法
人
日
本
伝
統
織
物
研

究
所
」
を
立
ち
上
げ
た
。
今
、
何
よ
り
も
世
間

一
般
に
こ
の
危
機
的
状
況
を
知
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
肝
要
だ
と
考
え
、
復
元
し
た
裂

き
れ

や
古
代

の
高
機
と
と
も
に
私
共
の
錦
織
の
工
房
を
公
開

し
、
月
二
回
程
、
鑑
賞
会
や
織
物
文
化
サ
ロ
ン

を
開
く
な
ど
一
般
の
方
々
に
も
御
覧
頂
け
る
機

会
を
設
け
て
い
る
。

も
の
づ
く
り
の
現
場
な
の
で
予
約
を
し
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
伝
統
的
な
錦
織

の
素
晴
ら
し
さ
や
千
年
の
間
、
培
わ
れ
て
き
た

先
人
の
知
恵
と
工
夫
の
結
晶
に
触
れ
て
何
か
を

感
じ
て
頂
け
れ
ば
、
と
期
待
し
て
い
る
。

古
代
か
ら
自
然
を
愛

め

で
、
自
然
と
共
に
生
き

て
き
た
我
々
日
本
人
の
生
活
文
化
の
精
華
で
あ

る
「
錦
」
が
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う

に
！
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