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皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
久
し
ぶ
り
に
京
都
へ
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
現
在
、
神
奈
川
県
の
小
田
原
に
住
ん
で
お

り
ま
す
の
で
、
こ
の
二
〜
三
年
の
間
ほ
と
ん
ど
外
出
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
晴
れ
て
こ
う
い
う
機
会
に
参

上
で
き
た
こ
と
を
、
本
当
に
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。

と
り
わ
け
昭
和
五
十
六
年
か
ら
三
十
年
ほ
ど
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
京
都
産
業
大
学
に
お
い
て
、
こ
の
「
む
す
び
わ

ざ
館
」
と
、
日
本
文
化
研
究
所
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
ま
た
京
都
宮
廷
文
化
研
究
所
の
関
係
者
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
展

覧
会
が
で
き
、
さ
ら
に
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
で
き
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
も
う
八
十
歳
で
す
が
、
幸
い
に
し
て
平
成
の
改
元
と
即
位
礼
・
大
嘗
祭
等
に
若
干
の
関
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
令
和
に
つ

き
ま
し
て
も
若
干
の
関
わ
り
を
外
か
ら
持
ち
ま
し
た
。

こ
こ
に
「
外
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
法
制
史
と
文
化
史
の
研
究
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
協
力
を

求
め
ら
れ
て
関
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
皇
室
の
こ
と
は
外
か
ら
分
か
ら
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
中
に
お
ら
れ
た
方
か
ら
承
り
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
後
ほ
ど
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
楠
本
先
生
に
お
願
い
を

い
た
し
ま
し
た
。
楠
本
先
生
は
、
平
成
の
初
め
、
侍
従
と
し
て
、
今
の
上
皇
陛
下
に
お
仕
え
に
な
り
、
ま
た
令
和
の
初
め
に
掌
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典
長
と
し
て
今
度
の
大
嘗
祭
に
関
わ
ら
れ
た
稀
有
な
方
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
宮
内
庁
関
係
者
の
中
で
も
、
こ
う
い
う
形
で

両
方
に
関
わ
ら
れ
た
方
は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
楠
本
先
生
が
、
大
礼
を
中
か
ら
支
え
ら
れ
た
お
話
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ

ろ
ま
で
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
か
な
り
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

個
人
的
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
若
い
こ
ろ
か
ら
皇
室
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
や
が
て
本
学
に
奉
職
中
、
昭
和
天
皇

が
八
十
半
ば
を
超
さ
れ
、
い
つ
か
Ｘ
デ
ー
を
迎
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
、
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
宮
廷
の
儀

式
や
行
事
に
関
す
る
史
資
料
調
査
と
検
討
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。

と
く
に
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
は
、
昭
和
天
皇
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
か
ら
六
十
年
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

そ
の
昭
和
の
即
位
礼
・
大
嘗
祭
は
、
こ
の
京
都
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
い
ず
れ
の
日
に
か
迎
え
る
次
の
大
礼
も
、

で
き
れ
ば
京
都
で
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、
若
干
の
努
力
を
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、『
別
冊
歴
史
読
本
』
と
い
う
雑
誌
の
編
集
長
か
ら
頼
ま
れ
て
、
そ
の
秋
に
『
図
説　

天
皇
の
即
位
礼
と
大
嘗
祭
』
と

い
う
特
集
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の
人
々
か
ら
協
力
を
得
た
の
で
す
が
、
と
り
わ
け
当
時
神
社
本
庁

の
教
学
室
に
い
ま
し
た
牟
禮
仁
と
い
う
研
究
者
が
協
力
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
他
に
も
多
く
の
方
か
ら
の
寄
稿
も
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
に
昭
和
の
御
大
礼
が
ど
う
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
ぼ
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
に
入
っ

て
か
ら
、
も
う
一
冊
『
古
式
に
見
る
皇
位
継
承
「
儀
式
」
宝
典
』
と
い
う
別
の
図
録
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
外
か
ら
の
関
わ
り

を
持
っ
た
最
初
で
す
。

し
か
も
、
そ
の
と
き
、
昭
和
の
大
礼
に
侍
従
と
し
て
奉
仕
さ
れ
た
永
積
寅
彦
さ
ん
と
出
会
い
ま
し
た
。
永
積
さ
ん
は
昭
和
天
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皇
の
ご
学
友
で
あ
り
、
の
ち
掌
典
長
ま
で
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
時
八
十
二
歳
で
も
お
元
気
で
し
た
の
で
、
そ
の
御
自
宅
へ
参
り

ま
し
て
、
か
な
り
詳
し
い
お
話
を
十
回
ほ
ど
承
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
侍
従
と
か
掌
典
長
の
お
立
場
で
経
験
な
さ
っ
た
こ
と
は
、
私
ど
も
が
外
か
ら
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
ご
苦
労
と
か
ご
工
夫
が
あ
り
、
と
り
わ
け
天
皇
と
か
皇
族

方
は
大
変
な
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
程
度
理
解
で
き
ま
し

た
。そ

ん
な
最
中
の
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
九
月
十
九
日
夜
、
天

皇
陛
下
が
大
量
吐
血
さ
れ
ま
し
て
、
翌
年
一
月
七
日
早
朝
に
崩
御
な
さ

い
ま
し
た
。そ
れ
以
後
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。と
り
わ
け
、

そ
れ
ま
で
私
は
元
号
＝
年
号
の
こ
と
を
少
し
勉
強
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
平
成
へ
の
改
元
当
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
報
道
機
関
で
少
し
お
手
伝
い

し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
れ
か
ら
三
十
年
後
の
今
回
は
、
前
回
と
ま
る
っ
き
り
雰
囲
気
が
違

い
ま
し
た
。
昭
和
か
ら
平
成
に
な
る
と
き
は
、
一
月
七
日
の
朝
六
時
半

ご
ろ
崩
御
さ
れ
、
十
時
に
は
剣
璽
等
承
継
の
儀
が
あ
り
、
さ
ら
に
午
後

二
時
す
ぎ
新
元
号
の
発
表
と
い
う
こ
と
で
し
た
か
ら
、
実
に
複
雑
な
心

境
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
今
回
は
、
陛
下
の
ご
意
向
を
受
け
て
、
御
譲
位
と
い
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う
形
で
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
準
備
を
十
分
さ
れ
た
上
で
、
改
元
も
大
礼
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
か
げ
で
、
一
連
の
大
礼
が
落
ち
着
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
平
成
改
元
の
と
き
は
、
小
渕
官
房
長
官
が
「
平
成
」
と
書
い
た
色
紙
の
額
を
掲
げ
、
簡
潔
な
説
明
を
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
も
菅
官
房
長
官
が
ほ
ぼ
同
様
の
形
で
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
前
回
は
崩
御
直
後
、
今
回
は
譲
位
よ
り
一
月
近
く
前

で
し
た
か
ら
、
雰
囲
気
が
全
然
違
っ
て
い
た
の
で
す
。
今
回
は
ち
ょ
っ
と
し
た
お
祭
り
気
分
で
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が

現
れ
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
野
村
一
晟
と
い
う
、
ア
ン
ピ
グ
ラ
ム
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、「
平
成
」
と
い
う
字
体
を
裏
返
す
と
「
令
和
」
に
み
え

る
と
い
う
面
白
い
も
の
を
作
っ
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ば
楽
し
い
御
代
替
わ
り
を
迎
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、

い
ま
の
上
皇
陛
下
の
お
ぼ
し
め
し
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
、
平
成
と
令
和
の
御
大
礼
を
較
べ
て
み
ま
す
と
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
よ
り
も
、
平
成
の
御
大

礼
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
令
和
の
御
大
礼
も
で
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
た
だ
、
そ
の
在
り
方
を
み
る
と
、
前
回
は
先
帝
の
崩
御
を
境
に
御

代
が
替
わ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
御
譲
位
を
境
に
御
代
が
替
わ
っ

た
、
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

し
か
も
前
回
は
、
大
礼
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に

危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
の
「
皇
室
典
範
」
に
も
「
即
位
の
礼
」

を
行
う
こ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
嘗
祭
の
こ
と
が
何
も

書
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
旧
典
範
で
「
践
祚
」
と
い
い
「
剣
璽
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渡
御
の
儀
」
と
い
っ
た
儀
式
の
こ
と
な
ど
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
中
で
、
ど
う
し
た
ら
そ
れ
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
早
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
が
心
配
さ
れ
て
き
た
。
具
体

的
に
申
せ
ば
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
当
時
、
現
在
の
宮
内
庁
に
あ
た
る
宮
内
府
の
文
書
課
長
が
、
従
来
の
皇
室

の
儀
式
な
ど
を
決
め
た
登
極
令
は
い
っ
た
ん
廃
止
す
る
け
れ
ど
も
、
新
し
い
法
令
が
で
き
る
ま
で
、「
従
来
の
例
に
準
じ
て
事
務

を
行
う
」
と
い
う
文
書
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
昭
和
か
ら
平
成
も
、
先
例
に
準
じ
て
や
れ
る
と
い
う
こ
と
で

合
意
が
得
ら
れ
、
関
係
者
が
非
常
に
工
夫
さ
れ
ま
し
て
、
結
果
的
に
平
成
の
大
礼
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
横
に
逸
れ
ま
す
と
、
そ
の
こ
ろ
私
は
京
都
に
い
て
、
陰
な
が
ら
努
力
し
ま
し
た
の
は
、
前
例
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

大
正
も
昭
和
も
京
都
で
や
っ
た
の
だ
か
ら
、
京
都
で
即
位
礼
も
大
嘗
祭
も
や
っ
て
ほ
し
い
と
。
た
だ
、
ど
う
し
て
も
即
位
礼
は

東
京
で
な
け
れ
ば
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
大
嘗
祭
は
京
都
で
や
っ
て
ほ
し
い
、
と
強
く
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
も
、

当
時
の
商
工
会
議
所
の
会
頭
が
塚
本
ワ
コ
ー
ル
の
社
長
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
千
宗
室
さ
ん
等
々
が
、
こ
れ
を
意
見
書
と
し
て

出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
当
時
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
林
屋
辰
三
郎
館
長
が
、
そ
の
要
望
書
を
つ
く
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
先
生
が
あ
る
日
、
研
究
室
へ
連
絡
し
て
来
ら
れ
て
、「
こ
う
い
う
下
書
き
を
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
、「
大
嘗
祭
は
京
都
で
」
と
い
う
要
望
書
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
無
理
だ
か
ら

即
位
礼
も
大
嘗
祭
も
東
京
で
す
る
他
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

た
だ
、
あ
の
時
も
今
回
も
、
即
位
礼
の
高
御
座
は
京
都
御
所
に
あ
る
も
の
を
移
動
し
て
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
高
御
座
が
京
都
は
依
然
と
し
て
都
の
一
部
だ
と
い
う
根
拠
の
一
つ
で
す
か
ら
、
即
位
礼
が
終
っ
た
ら
京
都
へ
戻
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
こ
れ
で
京
都
は
今
な
お
都
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

十
数
年
前
か
ら
「
双
京
構
想
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
東
京
と
京
都
の
双
方
を
都
と
し
て
機
能
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
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し
い
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
府
も
京
都
市
も
非
常
な
努
力
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
で
新
た
に
京
都
を
都
に
す
る
の
で

な
く
て
、京
都
は
今
な
お
都
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
、活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
点
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
大
正
と
昭
和
の
御
大
礼
は
京
都
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
天
皇
の
重
要
な
大
礼
は
都
で
や
る
も

の
で
す
が
、
そ
れ
を
京
都
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
伝
統
は
辛
う
じ
て
紫
宸
殿
に
高
御
座
と
御
帳
台
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
礼
に
使
わ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
都
は
依
然
と
し
て
都
で
あ
る
証
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
こ
と
を
大
礼
前
後
に
い
ろ
い
ろ
な
場
で
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
京
都
の
人
々
は
、
そ
ん
な
こ
と
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
い
の
で
す
。
放
っ
て
お
い
た
ら
、
京
都
は
都
で
な
く
な
っ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

戦
後
の
大
礼
は
平
成
と
令
和
の
二
回
、
東
京
で
行
わ
れ
ま
し
た
か
ら
、
京
都
は
も
う
関
係
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
わ
れ
か
ね
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
京
都
に
は
「
京
都
皇
宮
」
と
称
さ
れ
る
古
来
の
御
所
が
あ
り
、
そ
の
紫
宸
殿
に
高
御
座
と
御
帳

台
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
管
理
し
警
備
す
る
た
め
に
皇
宮
警
察
護
衛
署
も
、
宮
内
庁
の
京
都
事
務
所
も
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
東
の
政
治
的
な
首
都
の
東
京
に
対
し
て
、
西
の
文
化
的
な
宮
都
（
み
や
こ
）
と
し
て
京
都
が
ち
ゃ
ん
と
機
能
を
担
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
京
都
の
役
割
は
、
む
し
ろ
今
後
あ
ら
た
め
て
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
思
い
を
も
っ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
平
成
の
あ
る
段
階
か
ら
、
こ
の
次
に
迎
え
る
御
大
礼
に
関
し
て
機
運
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
も
、
大
正

大
礼
百
年
と
い
う
よ
う
な
機
会
に
、
ぜ
ひ
展
覧
会
を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
京
都
で
話
を

し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
皆
さ
ん
、
腰
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
幸
い
井
筒
装
束
店
の
当
主
與
兵
衞
さ
ん
が
「
そ

れ
は
や
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
や
り
た
い
と
い
う
な
ら
応
援
す
る
よ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
具
体
的
に
は
井
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筒
企
画
の
山
本
社
長
が
実
務
の
ご
担
当
者
と
し
て
準
備
を
始
め
ま
し
た
。
ま
ず
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
秋
に
京
セ
ラ
の

美
術
館
と
鳥
羽
の
城
南
宮
で
「
近
世
宮
廷
文
化
」
に
関
す
る
展
覧
会
を
や
り
、
つ
い
で
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
秋
に
東
京

の
明
治
神
宮
文
化
館
で
「
明
治
の
大
礼
」
に
関
す
る
展
覧
会
を
や
り
、

さ
ら
に
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
の
夏
か
ら
秋
に
こ
の
京
都
で
大
規

模
な
「
京
都
の
御
大
礼
」
と
い
う
特
別
展
覧
会
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
の
機
会
に
、
多
く
の
方
の
ご
努
力
で
立
派
な
図
録
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
値
打
ち
も
の
な
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
初

め
こ
ろ
の
東
山
天
皇
の
即
位
式
を
描
い
た
屏
風
絵
が
あ
り
ま
す
。
今
回

そ
れ
を
忠
実
に
復
元
模
型
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
ビ
デ
オ

を
見
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
原
寸
の
十
分
の
一
の
も
の
が
つ
く
ら
れ

た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
こ
の
「
京
都
の
御
大
礼
」
と
い
う
展

覧
会
で
、
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
く
機
会
を
持
ち
え
た
の
で
す
。

今
回
の
大
礼
は
ほ
と
ん
ど
平
成
の
前
例
に
即
し
て
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
若
干
の
違
い
は
あ
り
ま
す
。
大
き
な
違
い
は
、
ま
ず
「
退
位
の
礼
」

と
い
う
儀
式
を
な
さ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
以
外
は
基
本
的
に
前
例
を
踏
襲
し
て
で
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
社

会
背
景
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
昭
和
か
ら
平
成
に
移
る
こ
ろ
は
、
政
府
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が
皇
室
の
即
位
礼
と
か
大
嘗
祭
を
や
る
こ
と
に
対
し
て
、
け
し
か
ら
ん

と
い
う
反
対
論
と
か
運
動
が
、
か
な
り
激
し
く
あ
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
三
十
年
ほ
ど
経
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
消
え
ま
し
た
。

完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
令
和
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、

む
し
ろ
中
身
に
関
し
て
関
心
を
持
つ
方
が
多
く
な
り
ま
し
て
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
で
勉
強
会
も
研
究
会
も
展
覧
会
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
世
の
中
は
三
十
年
で
こ
れ
ほ
ど
変
わ
る
も
の
か
と

思
っ
た
ほ
ど
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
歴
史
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ

な
変
遷
が
あ
り
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
頑
張
っ
て
、
そ
し
て
次
に
つ

な
ご
う
と
す
る
人
の
努
力
に
よ
っ
て
続
い
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
自
身
も
そ
の
機
会
に
学
ん
だ
こ
と
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
一
番
大

事
な
の
は
、
大
嘗
祭
は
基
本
的
に
毎
年
の
新
嘗
祭
を
代
替
わ
り
の
始
め

に
大
規
模
に
行
う
こ
と
で
す
。
新
嘗
祭
が
あ
っ
て
一
代
一
度
の
大
嘗
祭

が
あ
る
の
で
す
。
奈
良
時
代
に
つ
い
て
の
正
史
『
続
日
本
紀
』
に
「
大

新
嘗
祭
」、
大
規
模
な
新
嘗
祭
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
今
も
基
本

的
に
毎
年
の
新
嘗
祭
が
、
ち
ゃ
ん
と
十
一
月
二
十
三
日
の
夜
中
に
二
回
行
わ
れ
る
。
そ
れ
を
実
に
丁
寧
に
な
さ
る
の
で
す
。

こ
の
新
嘗
祭
は
天
皇
陛
下
ご
自
身
が
宮
中
三
殿
の
西
脇
に
あ
る
神
嘉
殿
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
皇
太
子
殿
下
は
、
そ
ば



 65 外から学んだ大礼

の
西
隔
殿
と
い
う
と
こ
ろ
に
ず
っ
と
侍
坐
さ
れ
ま
す
。
中
は
真
っ
暗
で
見
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
御
心
を
ず
っ
と
学
ん
で
お
ら
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
、
新
し
い
御
代
を
迎
え
ら
れ
て
も
、
よ
り
丁
寧
に
時
間
を
か
け
て
大
嘗
祭
を
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
す
。

そ
の
大
嘗
宮
の
悠
紀
殿
と
主
基
殿
で
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
を
な
さ
る
の
か
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
、
秘
中
の
秘
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
若
干
の
史
料
が
天
皇
ご
自
身
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
承
久
の
変

（
一
二
二
一
）
の
数
年
前
に
、
後
鳥
羽
上
皇
が
順
徳
天
皇
の
た
め
に
教
え
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
、
ま
た
室
町
時
代
に
も
江
戸
時
代

に
も
、
天
皇
ご
自
身
が
そ
れ
を
写
さ
れ
た
り
、
新
た
に
書
か
れ
た
り
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
に
、
大
嘗
宮
の

中
で
ど
ん
な
こ
と
を
な
さ
る
の
か
、
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
を
私
ど
も
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
日
も
来
て
お
ら
れ
ま
す
研
究
者
の
宍
戸
忠
男
さ
ん
が
、
御
宸
筆
で
こ

う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
学
術
雑
誌
に
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
大
嘗
祭
で
は
、
天
皇
が
単
に
お

祈
り
し
て
お
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
て
、
神
々
に
心
を
込
め
て
た
く
さ
ん
の
ご
神
饌
を
一
つ
一
つ
何
十
回
も
何
百
回
も
お
供
え
な

さ
り
、
自
ら
も
一
部
お
召
し
上
が
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
文
献
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
歴
代
天
皇
は
大
嘗
宮
で
懸
命
に
お
祈
り
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
食
べ
物
を
捧
げ
ら
れ
召
し
上
が
ら
れ

る
祈
り
な
の
で
す
。
神
々
に
お
米
と
ア
ワ
（
粟
）
お
よ
び
山
海
の
珍
味
等
を
一
つ
一
つ
お
供
え
に
な
り
、
そ
の
一
部
を
自
ら
も

召
し
上
が
る
、
と
い
う
古
儀
の
意
味
合
い
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
大
事
だ
と
気
付
き
ま
し
た
の
は
、
毎
年
の
新
嘗
祭
で
も
大
嘗
祭
で
も
、
お
米
だ
け
で
は
な
く
て
ア
ワ
を
お
供

え
に
な
る
こ
と
の
大
切
さ
で
す
。
皆
さ
ん
、
こ
の
中
で
、
ア
ワ
を
作
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
、
お
ら
れ
ま
す
か
。
少
な
く
と
も
ア

ワ
の
穂
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
ど
れ
ぐ
ら
い
お
ら
れ
ま
す
か
。
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。
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こ
こ
に
持
っ
て
き
ま
し
た
の
は
、
平
成
の
悠
紀
国
、
秋
田
県
で
つ
く
ら
れ
た
お
米
と
ア
ワ
の
一
部
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

こ
に
あ
り
ま
す
お
米
は
、
毎
年
宮
中
の
吹
上
の
田
ん
ぼ
で
つ
く
っ
て
お
ら
れ
る
「
ま
ん
げ
つ
も
ち
」
の
一
部
で
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
ふ
う
な
お
米
と
ア
ワ
を
蒸
し
た
ご
飯
（
お
強こ
わ

）
と
炊
い
た
お
粥
（
普
通
の
ご
飯
）
と
し
て
お
供
え
に
な
る
。
そ
う
い
う

事
柄
の
持
つ
意
味
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
ど
も
は
、
弥
生
時
代
以
来
、
水
田
で
つ
く
る
お
米
を
主
食
と
し
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
縄
文
時
代
に
は

畑
で
つ
く
る
ア
ワ
・
ヒ
エ
・
キ
ビ
・
マ
メ
な
ど
の
雑
穀
を
食
べ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
雑
穀
の
代
表
と
し
て
、
ア
ワ
が
ず
っ

と
大
事
に
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
何
よ
り
も
お
米
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
、
新
嘗
祭
も
大
嘗
祭
も
新
し
く
取
れ
た
お
米
を
お
供
え
さ
れ
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
ア
ワ
も
重
要
な
の
で
す
。
平
常
時
に
は
忘
れ
が
ち
で
す
が
、
ど
ん
な
時
代
に
も
非
常
時
が
あ
る
の
で
す
。
順
調
に

水
田
で
お
米
が
取
れ
な
け
れ
ば
、
非
常
食
を
用
意
し
て
お
く
。
そ
れ
が
畑
地
で
採
れ
る
ア
ワ
で
あ
り
ヒ
エ
・
キ
ビ
で
あ
り
、
大

小
の
マ
メ
な
の
で
す
。

い
ま
で
も
「
五
穀
豊
穣
」
と
言
っ
て
お
祈
り
し
ま
す
ね
。
五
穀
豊
穣
と
い
う
の
は
、
お
米
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
ア
ワ
・
ヒ
エ
・

キ
ビ
・
マ
メ
な
ど
を
含
み
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
よ
う
や
く
命
を
つ
な
い
で
き
た
、
と
い
う
先
人
の
知
恵
を
、

大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の
大
嘗
祭
で
は
、
悠
紀
の
国
に
栃
木
県
、
主
基
の
国
に
こ
の
京
都
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
栃
木
は
「
令
和
の

御
大
礼
―
悠
紀
地
方
に
選
ば
れ
た
栃
木
―
」
と
い
う
展
覧
会
を
昨
年
の
一
月
に
行
わ
れ
、
こ
ん
な
に
立
派
な
図
録
も
出
し
て
お

ら
れ
ま
す
。

京
都
で
は
南
丹
市
が
記
念
碑
を
建
て
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
に
こ
の
よ
う
な
展
覧
会
と
か
、
こ
れ
を
後
々
ま
で
継
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承
し
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
栃
木
で
は
よ
く
過
去
の
例
を
調
べ
、
今
回
の
こ
と

も
調
べ
ら
れ
て
、
こ
う
い
う
展
覧
会
を
県
立
博
物
館
が
な
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
見
て
新
た
に
学
ん
だ
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

例
え
ば
、
大
嘗
祭
に
は
絹
と
麻
を
用
い
ら
れ
ま
す
。
そ
の
絹
は
愛
知
県
の
豊
川
、
ま
た
麻
は
徳
島
県
の
美
馬
か
ら
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
現
在
は
徳
島
県
で
も
麻
を
作
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
の
で
き
る
栃
木
の
人
が
徳

島
へ
出
張
し
て
つ
く
り
え
た
の
で
す
。

麻
は
ど
こ
で
も
で
き
て
お
っ
た
も
の
が
、
も
う
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
同
様
に
ア
ワ
も
、
現
在
は
毎
年
の
新

嘗
祭
と
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
に
全
都
道
府
県
か
ら
献
穀
さ
れ
る
か
と
思
い
き
や
、
今
回
は
全
国
の
半
分
以
上
、
四
十
七
都
道
府

県
の
う
ち
二
十
五
都
道
府
県
か
ら
し
か
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
ワ
と
か
麻
と
い
う
も
の
が
、
需
要
が
少
な
く
な
っ
た
せ
い
で
し
ょ

う
が
、
誠
に
残
念
な
現
状
で
す
。

伝
統
文
化
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
需
要
が
あ
る
と
か
経
済
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
守
る
べ
き
も
の
は
何

と
か
し
て
守
っ
て
い
く
努
力
を
し
な
い
と
、
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
は
い
え
、
令
和
の
御
大
礼
は
お
お
む
ね
見
事
に
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
の
ご
努
力
で
で
き
ま
し
た
。
そ
の
元
を
た
ど

れ
ば
、
平
成
の
御
大
礼
が
で
き
た
か
ら
今
回
も
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
次
の
御
代
ま
で
末
永
く
つ
な
が

れ
て
い
く
た
め
に
は
、や
っ
ぱ
り
関
係
者
の
非
常
な
努
力
が
要
り
ま
す
。
気
力
が
要
り
工
夫
が
要
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

私
ど
も
に
も
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
り
わ
け
京
都
の
人
々
は
、
で
き
れ
ば
次
の
大
嘗
祭
は
ぜ
ひ
京
都
に
お
い
て
で
き
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
努
力

を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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時
間
が
若
干
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
取
り
あ
え
ず
こ
れ
く
ら
い
で
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
京
都
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
あ
ま
り
に
も
恵
ま

れ
過
ぎ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
京
都
が
都
で
あ
る
た
め
に
は
、
京
都
の

人
々
が
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
共
に
、
新
し
い
京
都

を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
努
力
も
し
な
い
と
、
京
都
は
都
で
な
く
な
っ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
お
互
い
に
心
し
な
が

ら
、
文
化
の
伝
承
と
は
、
心
あ
る
人
々
の
知
恵
と
努
力
に
よ
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
終
わ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。


