
は
じ
め
に

　

こ
の
十
年
ほ
ど
、
筆
者
は
京
都
市
の
絵
葉
書
を
収
集
し
て
き
た
。
そ
の
対
象

は
主
と
し
て
わ
が
国
に
絵
葉
書
が
登
場
す
る
明
治
三
十
年
代
か
ら
太
平
洋
戦
争

直
後
頃
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
写
真
絵
葉
書
で
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
も
市
の
中

心
部
や
大
通
り
、
商
店
街
な
ど
を
撮
影
し
た
も
の
に
注
目
し
て
き
た
。

　

写
真
絵
葉
書
は
、
つ
い
最
近
に
な
る
ま
で
一
次
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
視
角
資
料
と
し
て
の
歴
史
的
位
置
づ
け
も
確
定
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。

　

筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
写
真
絵
葉
書
に
絵
画
資
料
で
あ
る
名
所
絵
か
ら
繋
が

る
も
の
と
し
て
の
位
置
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
画
か
ら
写
真
へ
と
い
う
流

れ
の
上
に
、
近
代
的
名
所
の
誕
生
と
変
遷
と
を
探
る
手
掛
か
り
を
得
ら
れ
る
と

考
え
た
。
明
治
末
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
写
真
絵
葉
書
は
膨
大
な

量
に
上
る
。
そ
こ
で
対
象
を
京
都
の
市
街
地
を
撮
影
し
た
も
の
に
限
定
し
て
き

た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
種
類
は
分
類
に
さ
え
戸
惑
う
ほ
ど
の
量
で
あ
っ
た
。
し

か
も
、
撮
影
年
や
撮
影
の
際
の
立
地
点
を
特
定
で
き
る
も
の
は
当
初
予
想
し
た

よ
り
も
は
る
か
に
少
な
く
、
同
じ
場
所
か
ら
繰
り
返
し
撮
影
さ
れ
る
名
所
写
真

を
時
系
列
に
編
年
す
る
作
業
も
困
難
を
極
め
た
。

　

撮
影
年
や
立
地
点
の
特
定
の
方
法
を
あ
る
程
度
確
立
し
た
成
果
と
し
て
発
表

し
た
の
が
、「
古
都
の
変
貌 

― 

景
観
変
化
の
解
読
へ
の
古
写
真
絵
葉
書
等
の

応
用
に
関
す
る
研
究
序
章 

―
」（
京
都
外
国
語
大
学
『C

O
SM

IC
A

』
第
39

号
）
で
あ
り
、
写
真
絵
葉
書
と
名
所
絵
と
の
連
続
性
と
名
所
の
意
味
の
変
容
と

を
示
そ
う
と
し
た
の
が
「
古
都
の
変
貌　

写
真
絵
葉
書
「
京
都
堀
川
」
― 

古

写
真
絵
葉
書
か
ら
見
る
景
観
変
化
の
解
読
に
関
す
る
研
究
：
名
ど
こ
ろ
か
ら
観

光
名
所
へ 

―
」（
京
都
外
国
語
大
学
『C

O
SM

IC
A

』
第
41
号
）
の
二
本
の
論

考
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
古
都
と
し
て
、
ま
た
伝
統
文
化
の
街
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
が
ち
な
京
都
市
が
、
明
治
中
後
期
か
ら
昭
和
中
期
に
至
る
ま
で
、
近
代
化

さ
れ
た
街
並
や
設
備
を
観
光
名
所
と
し
て
売
り
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
の

が
『
明
治
の
京
都　

て
の
ひ
ら
逍
遥
』（
二
〇
一
三
年
四
月
、
京
都
便
利
堂
）

所
収
の
コ
ラ
ム
で
あ
り
、
ま
た
、
写
真
絵
葉
書
に
よ
っ
て
近
代
京
都
市
の
景
観

と
近
代
名
所
の
誕
生
と
を
論
じ
た
の
が
「
写
真
絵
葉
書
は
「
京
名
所
」
を
ど
う

と
ら
え
た
か 

― 

近
代
都
市
景
観
の
変
遷
と
新
名
所
の
誕
生
」（『
日
本
帝
国
の

表
象
』
二
〇
一
七
年
二
月
、
え
に
し
書
房
所
収
）
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
写
真
記
録
と
し
て
の
絵
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葉
書
に
一
次
資
料
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
注
力
し
て
き
た
と
も
言
え

る
。

　

そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
近
代
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
京
都
の
新
名

所 
― 
そ
れ
は
単
に
そ
れ
ま
で
の
伝
統
名
所
に
新
た
な
場
所
が
加
わ
っ
た
と
言

う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
や
内
容
、
意
味
づ
け
に
お
い
て
も
近
代

以
前
に
は
な
か
っ
た
も
の 

― 

す
な
わ
ち
近
代
の
名
所
と
し
て
幾
つ
か
の
場
所

に
固
定
さ
れ
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
も
見
え
て
き
た
。

　

最
終
的
な
目
標
と
し
て
は
、
古
典
的
な
名
所
絵
か
ら
近
代
の
写
真
絵
葉
書
ま

で
を
連
続
し
た
も
の
と
し
、
連
続
し
た
時
系
列
の
上
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
名

所
の
概
念
の
変
化
、
言
い
換
え
れ
ば
、
時
代
ご
と
の
名
所
の
定
義
を
明
ら
か
に

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
研
究
方
法
に
関
し
て
一
つ
の
障
壁
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
名
所
絵
は
美
術
史
の
な
か
で
日
本
絵
画
史
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
も

の
だ
っ
た
。
一
方
で
、
観
光
地
や
近
代
名
所
の
写
真
記
録
や
絵
葉
書
は
、
現
代

美
術
や
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
両
者
を
一
貫
し

た
視
点
で
こ
れ
ら
を
捉
え
た
も
の
は
な
い
。
そ
う
言
う
意
味
で
、
名
所
絵
と
写

真
媒
体
と
を
連
続
し
た
の
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
研
究
は
、
新
し
い
視
野
を
開

拓
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

小
論
は
、
上
の
目
的
達
成
の
導
入
研
究
と
し
て
、
名
所
絵
の
主
題
の
分
析
か

ら
は
じ
め
、
プ
レ
モ
ダ
ン
の
幕
末
頃
ま
で
の
名
所
概
念
の
変
化
を
、
戦
国
時
代

を
挟
む
前
後
の
時
代
を
と
お
し
た
旅
の
変
化
を
手
掛
か
り
に
し
つ
つ
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

大
ま
か
な
な
が
れ
と
し
て
は
、
文
学
的
観
念
世
界
か
ら
発
生
し
た
「
な
ど
こ

ろ
」
の
時
代
か
ら
、
現
実
的
行
楽
と
結
び
つ
い
た
「
め
い
し
ょ
」
へ
の
変
化
を

分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
漢
字
で
表
記
す
れ
ば
「
名
所
」
だ
が
、
本

論
中
で
は
概
念
上
、
近
世
以
降
の
も
の
を
「
め
い
し
ょ
」
と
し
、
そ
れ
以
前
の

も
の
を
「
な
ど
こ
ろ
」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
遷
移
を
促
し
た
背
景
と

し
て
、
戦
国
時
代
の
存
在
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
時
期
を
挟
ん

だ
旅
の
質
的
変
化
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
言
う
観
点
か
ら
述
べ
る
こ
と
を

最
初
に
示
し
て
お
き
た
い
。

１
、
名
所
の
定
義 

―
「
な
ど
こ
ろ
」
か
ら
「
め
い
し
ょ
」
へ

　

本
章
で
は
、
名
所
の
意
味
の
経
年
変
化
を
概
観
し
、
そ
の
定
義
づ
け
を
行
な

う
こ
と
と
す
る
。

　

日
本
絵
画
に
は
名
所
絵
と
し
て
分
類
さ
れ
る
一
群
の
作
品
が
あ
る
。
名
所
の

景
物
を
絵
画
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
名
所
の
概
念
を
視
覚
化
し
た
も
の
と

し
て
、
名
所
絵
の
分
析
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
名
所
の
捉
え
方
を
知
る

重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
名
所
絵
は
広
義
に
は
「
屏
風
歌
」
と
よ
ば
れ
る
も

の
を
基
礎
と
し
て
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
も
早
い
時
期
の
作
例
は
平
安
時

代
、
国
風
文
化
期
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
文
献
上
確
認
さ
れ
（
現
存
せ
ず
）、

画
面
形
式
は
六
曲
一
双
の
屏
風
が
主
流
で
あ
っ
た
。
実
在
の
場
所
を
主
題
と
す

る
と
い
う
点
で
は
や
ま
と
絵
山
水
画
に
分
類
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
風
景
画
と

は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
題
と
な
る
場
所
は
実
在
す
る
が
、

絵
画
化
さ
れ
た
も
の
は
実
景
を
忠
実
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
名
所
の

景
物
要
素
を
抽
出
し
、
彩
色
画
と
し
て
構
成
し
た
構
想
画
と
言
う
べ
き
も
の
で

二
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あ
る
。
こ
こ
で
言
う
構
想
画
と
い
う
用
語
は
、
美
術
の
歴
史
を
西
洋
史
学
の
観

点
か
ら
見
た
場
合
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
本
邦
古
来
の
用
語
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、

絵
そ
ら
ご
と
、
と
い
う
言
葉
に
相
当
す
る
。
初
出
は
『
古
今
著
聞
集
』
の
「
画

図
（
が
と
）
の
条
」
に
遡
る
。
絵
そ
ら
ご
と
を
簡
略
に
説
明
す
れ
ば
、
芸
術
的

表
現
に
お
い
て
、
純
粋
客
観
の
立
場
か
ら
実
体
的
で
あ
る
こ
と
を
写
実
と
と
ら

え
た
場
合
に
「
か
か
る
実
在
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
あ
り
の
ま
ま
で

は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
美
意
識
の
帰
結）

1
（

」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
絵
そ
ら
ご
と
の
美
意
識
は
そ
の
後
も
連
綿
と
受
け
継
が
れ
、
現
代
に
至
る

ま
で
日
本
の
美
意
識
の
底
流
を
支
え
続
け
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

平
安
期
の
名
所
絵
は
、
国
風
文
化
の
興
隆
と
と
も
に
、
日
本
の
風
物
の
発
見
4

4

と
和
歌
（
屛
風
歌
）
の
ま
な
ざ
し
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
…
…
以

後
、
屛
風
歌
の
日
本
的
画
題
は
次
第
に
増
え
て
行
き
、
こ
れ
は
日
本
的
画
題
の

屛
風
絵
、
障
子
絵
の
流
行
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
四
季
絵
、
月
次
絵
、
名

所
絵
（「
国
ぐ
に
の
名
あ
る
所
の
絵
」）
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
い
ず
れ
も
よ
く
似

た
画
題
で
あ
り
、
名
所
絵
も
地
理
よ
り
四
季
の
季
節
順
を
優
先
し
て
い
る）

2
（

」
と

い
う
辻
惟
雄
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
六
曲
一
双
屏
風
の
場
合
、
右
隻
左
隻
そ
れ

ぞ
れ
が
六
扇
（
六
枚
の
パ
ネ
ル
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
一
扇
づ
つ
に
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
季
節
を
振
り
当
て
、
そ
の
月
の
景
物
を
詠
ん
だ
和
歌
と
そ

れ
に
相
応
す
る
絵
と
が
連
続
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
。
各
地
の
な
ど
こ
ろ
を
絵

画
化
し
た
も
の
が
名
所
（
め
い
し
ょ
）
絵
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、

あ
く
ま
で
も
文
学
的
要
素
へ
の
偏
重
が
強
い
。
武
田
恒
夫
は
『
日
本
絵
画
と
歳

時　

景
物
画
史
論
』
で
名
所
絵
に
つ
い
て
「
四
季
絵
や
月
次
絵
に
対
し
て
、
さ

ら
に
特
定
の
地
名
に
こ
と
よ
せ
た
景
趣
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、

「
特
定
の
景
地
へ
の
関
心
は
、
中
世
以
後
も
益
々
高
ま
り
」「
名
所
の
景
趣
は
、

日
本
人
の
心
情
に
訴
え
か
け
る
共
感
の
対
象
の
一
つ
と
も
な
っ
て
き
た
。
さ
ら

に
、
特
定
の
地
名
や
景
地
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
季
絵
や
月
次
絵
の
景

趣
に
幾
分
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
も
否
め
な
い）

3
（

」
と
し
た
が
、
ま
さ
に

「
心
情
に
訴
え
か
け
る
共
感
の
対
象
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
、
歌
の
詠
み
手

や
名
所
絵
の
作
者
、
ま
た
、
鑑
賞
者
が
実
際
に
現
地
を
訪
れ
た
か
ど
う
か
は
問

題
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
描
か
れ
た
景
物
が
実
景
に
忠
実
で
あ
る

か
ど
う
か
も
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
和
歌
の
本
歌
取
り
そ

の
ま
ま
に
、
形
式
化
さ
れ
た
表
現
と
決
ま
り
事
に
忠
実
で
あ
れ
ば
、
鑑
賞
者
は

「
四
季
絵
や
月
次
絵
の
景
趣
に
幾
分
限
定
を
加
え
る
」
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
そ

れ
が
ど
の
名
所
を
描
い
た
も
の
か
を
察
知
で
き
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

実
景
と
の
相
似
以
上
に
、
形
式
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
名
所
絵
は
成
立
し
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　

「
地
理
よ
り
四
季
の
季
節
順
を
優
先
し
て
」
い
た
名
所
絵
は
、
以
下
の
よ
う

な
ゲ
ー
ム
的
な
手
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
ず
、
十

二
ヶ
月
ま
た
は
名
所
を
詠
ん
だ
歌
が
先
に
あ
り
、
そ
の
内
容
を
表
す
景
物
を
絵

画
化
す
る
場
合
と
、
逆
に
、
絵
画
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
主
題
を

推
察
し
て
和
歌
に
読
み
上
げ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
所
絵
の

製
作
過
程
を
見
る
と
、
当
時
、
名
所
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
た
か
が
見
え
て
く
る
。

　

ま
ず
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
和
歌
に
詠
ま
れ
、
ま
た
絵
画
化
さ
れ
た
画
面

と
は
、
絵
そ
ら
ご
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
景
と
の
正
確
な
相
似
は
む
し
ろ

忌
む
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
実
景
と
の
関
連
が
推
察
で
き
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な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
鑑
賞
者
は
そ
れ
が
何
処
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
和
歌
の
場
合
、
本
歌
取
り
と
い
っ

て
、
先
行
す
る
秀
歌
に
な
ぞ
ら
え
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
繰
り
返
し
読
ま

れ
る
う
ち
に
主
題
の
定
型
化
は
（
そ
の
初
期
に
は
）
進
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
絵
が
な
く
て
も
歌
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
そ
の
歌
が
ど
の
名
所
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
か
は
理
解
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
屏
風
歌
／
名
所
絵

の
場
合
、
和
歌
が
絵
画
に
対
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
結
果
と
し
て
、

和
歌
の
内
容
（
読
み
込
ま
れ
た
特
定
の
場
所
）
を
象
徴
す
る
景
物
は
歌
に
対
応

す
る
も
の
と
し
て
定
型
化
し
て
ゆ
き
、
実
景
と
の
相
似
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ

実
在
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

歌
の
作
者
や
読
み
手
が
現
地
を
訪
れ
、
実
景
を
知
っ
て
い
る
必
要
も
な
か
っ
た）

4
（

。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
名
所
は
、
文
学
世
界
の
な
か
の
観
念
的
存
在
で
な
け
れ

4

4

4

4

ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

。
ま
さ
に
、
絵
そ
ら
ご
と
と
し
て
、
現
実
を
超
越
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ

テ
ィ
の
世
界
に
近
い
。
富
士
昭
男
は
『
東
海
道
名
所
記
／
東
海
道
分
限
絵
図
』

の
「
解
題
」
に
平
安
中
期
の
歌
人
、
能
因
が
「
都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か

ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
」
と
い
う
自
信
作
を
詠
ん
だ
際
、
旅
に
出
ず
都
に
い

て
こ
の
歌
を
披
露
し
て
は
想
い
が
こ
も
ら
ず
残
念
だ
と
思
い
、
人
知
れ
ず
顔
を

黒
く
日
に
当
て
て
か
ら
、
奥
州
へ
の
修
行
の
つ
い
で
に
詠
ん
だ
歌
だ
と
披
露
し

た
と
い
う
、『
古
今
著
聞
集
』（
一
七
一
）
の
話
を
あ
げ
「
も
っ
と
も
能
因
は
実

際
に
は
奥
州
へ
二
度
も
旅
を
し
て
お
り
、
現
地
の
感
慨
が
前
述
の
名
歌
に
籠
め

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

5
（

。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
現

地
に
赴
い
た
経
験
を
隠
し
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
し

か
に
現
地
の
感
慨
を
こ
め
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
個

人
の
実
体
験
よ
り
も
先
行
す
る
秀
歌
に
本
歌
取
り
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
結
果

で
あ
っ
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
旅
に
出
る
よ
り
も
、
都
に
い
て
彼
の

地
を
（
先
行
す
る
秀
歌
に
よ
っ
て
）
想
い
描
い
て
詠
む
歌
が
優
れ
て
い
る
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
和
歌
に
お
い
て
は
、
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
の
古
人
の
足
取
り
を
な
ぞ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
和
歌
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
描
か

れ
た
名
所
絵
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
和
歌
や
そ
の
内
容
に
関
す
る
知
識
を

も
た
な
い
者
に
は
、
絵
を
見
た
だ
け
で
は
そ
れ
が
ど
こ
の
名
所
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
か
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る）

6
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。

　

こ
う
し
た
名
所
へ
の
ま
な
ざ
し
に
目
立
っ
た
変
化
が
現
れ
始
め
る
の
は
、
早

く
て
も
十
六
世
紀
頃
で
あ
る
。
と
く
に
名
所
絵
に
は
そ
の
変
化
が
明
確
に
顕
れ

て
い
る
。

　

十
六
世
紀
に
狩
野
秀
頼
の
描
い
た
国
宝
「
観
楓
図
屏
風
」（
六
曲
一
隻　

紙

本
着
色　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）﹇
挿
図
１
﹈
は
そ
の
代
表
的
作
例
で
あ
る
。

　

六
曲
、
す
な
わ
ち
六
枚
の
パ
ネ
ル
で
構
成
さ
れ
た
屏
風
の
全
面
を
一
つ
の
画

面
と
し
、
神
護
寺
参
道
入
口
に
近
い
高
雄
橋
を
全
景
中
央
に
大
き
く
描
き
、
そ

の
周
辺
に
紅
葉
狩
り
に
興
じ
る
人
々
の
様
子
を
配
し
て
い
る
。
右
遠
景
に
神
護

寺
、
左
遠
景
に
は
雪
を
被
っ
た
愛
宕
山
が
描
か
れ
る
。
画
中
の
景
物
に
は
、
そ

の
場
所
が
高
雄
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
程
度
の
実
景
と
の
相

似
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
景
物
の
画
中
で
の
役
割
は
極
め
て
説
明

的
で
あ
り
、
記
号
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
神
護

寺
や
愛
宕
山
と
い
う
景
物
は
、
も
は
や
そ
の
場
を
説
明
す
る
た
め
の
背
景
に
す

四

名所の変遷と旅



ぎ
な
い
。
こ
う
し

た
画
中
景
物
の
役

割
を
、
筆
者
は

「
景
物
テ
キ
ス

ト
」
と
名
付
け
た）

7
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。

注
目
す
べ
き
は
、

紅
葉
の
下
で
着

飾
っ
て
酒
食
を
楽

し
む
男
女
や
僧
の

姿
が
主
題
と
な
っ

て
い
て
、
そ
の
着

物
の
柄
か
ら
重
箱

や
酒
器
、
菓
子
に

至
る
ま
で
が
詳
細

に
描
き
こ
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
名
所

が
、
景
色
の
美
し

さ
や
文
学
上
の
イ

メ
ー
ジ
だ
け
で
は

な
く
、
現
実
に
お

い
て
味
覚
を
愉
し

ま
せ
悦
び
を
体
験

す
る
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
同
様
な
こ

と
は
、
洛
中
洛
外
図
屛
風
や
祭
礼
図
屛
風
な
ど
の
一
連
の
作
例
や
、
十
七
世
紀

の
狩
野
長
信
筆　

国
宝
「
花
下
遊
楽
図
屛
風
」（
六
曲
一
双　

紙
本
着
色 

東
京

国
立
博
物
館
蔵
）﹇
挿
図
３
﹈
な
ど
に
も
通
じ
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
で
は

主
題
と
し
て
画
面
の
中
で
大
き
な
面
積
を
占
め
る
の
が
、
阿
国
歌
舞
伎
を
鑑
賞

し
、
あ
る
い
は
春
爛
漫
に
花
を
楽
し
む
う
き
世
の
人
々
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
名
所
絵
が
観
念
的
文
学
世
界
か
ら
、
よ
り
実
在
へ
と
接
近
し
は
じ
め
た

こ
と
を
伝
え
る
好
例
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
十
六
世
紀
以
降
、
名
所
絵
は
現
実
の
世
界
へ
の
接
近
を
強
め

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
、
そ
の
画
面
全
体
の
構
成
は
、
十
七
世
紀
に

な
っ
て
も
実
景
に
完
全
に
忠
実
で
あ
る
と
言
う
と
こ
ろ
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

画
中
個
々
の
対
象
に
は
、
あ
る
程
度
写
実
的
な
描
画
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
た

と
え
ば
、「
観
楓
図
屏
風
」
で
は
高
雄
橋
と
清
滝
川
、
神
護
寺
と
愛
宕
山
と
の

位
置
関
係
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
そ
こ
が
高
雄
橋
付
近

で
の
紅
葉
狩
り
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
は
実
景
に
忠
実
で
あ
る

事
よ
り
も
、
そ
こ
が
何
処
で
あ
る
か
を
示
す
景
物
テ
キ
ス
ト
が
、
構
図
上
適
切

な
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
名
所
絵
の
場
合
、
鑑
賞

者
が
画
面
を
観
て
そ
れ
が
特
定
の
名
所
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
し
満
足
で
き
る
か

ど
う
か
が
重
要
だ
っ
た
。
画
作
者
が
実
景
を
視
て
現
実
に
忠
実
に
描
い
た
か
ど

う
か
は
二
の
次
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

景
物
テ
キ
ス
ト
の
極
端
な
事
例
と
し
て
筆
者
が
し
ば
し
ば
説
明
に
用
い
る
の

は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

極
度
に
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
、
時
に
シ
ル
エ
ッ
ト
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
も
、

五
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五
重
の
塔
と
鹿
と
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
は
奈
良
だ
と
理
解
さ
れ
、
鹿
の

代
わ
り
に
舞
妓
の
立
ち
姿
に
置
き
換
え
れ
ば
、
京
都
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
景
物
テ
キ
ス
ト
を
敷
衍
す
れ
ば
、
や
が
て
鹿
だ
け
で
奈
良
と
さ
れ
、

舞
妓
だ
け
で
も
京
都
で
あ
る
と
諒
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ

を
筆
者
は
景
物
テ
キ
ス
ト
の
標
準
語
化
、
と
定
義
し
た
。
た
だ
し
、
上
の
例
で

言
う
と
、
五
重
の
塔
と
鹿
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
、

鹿
だ
け
で
そ
れ
を
奈
良
だ
と
理
解
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
な
る
。
半
面
、
景

物
テ
キ
ス
ト
の
標
準
語
化
、
あ
る
い
は
普
遍
化
に
あ
た
っ
て
は
、
実
景
に
写
実

的
忠
実
で
あ
る
事
が
却
っ
て
障
害
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
近
世
初
期
名
所
絵
で

最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
何
処
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
景
物

テ
キ
ス
ト
が
、
き
ち
ん
と
画
中
の
在
る
べ
き
場
所
に
、
鑑
賞
者
の
頭
の
中
に
あ

る
図
面
ど
お
り
に
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
在
と
の

相
関
に
優
先
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

上
の
例
の
よ
う
に
画
像
の
テ
キ
ス
ト
化
が
極
度
に
進
む
と
、
そ
の
対
象
に
関
す

る
基
礎
知
識
の
無
い
も
の
が
こ
れ
を
鑑
賞
し
た
場
合
、
ど
の
場
所 

― 

ま
た
は

文
学
作
品
の
ど
の
段 

― 

を
描
い
た
も
の
か
が
理
解
で
き
な
い
確
率
は
高
く
な

る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
実
景
と
画
面
と
の
相
違
点
が
目
立
っ
て
し
ま
う
、
と
言

う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
平
安
期
の
名
所
図
は
、
い
わ
ば
、
本
歌

を
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の〝

補
助〟

絵
画
で
あ
り
、
実
景
と
の

直
接
的
繋
が
り
へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
名
所
そ
の
も
の

も
、
文
学
的
観
念
世
界
の
中
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
名
所
は
「
な
ど
こ
ろ
」
と
訓
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
方
、
十
六
世
紀

六
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以
降
の
名
所
絵
で
は
、
名
所
と
娯
楽
と
の
一
体
化
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
十
七
世

紀
を
過
ぎ
る
と
、
名
所
は
名
物
と
非
常
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
章
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
近
世
以
降
の
名
所
を
「
め

い
し
ょ
」
と
読
ん
で
区
別
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
文
中
の
漢
字
表
記

は
い
ず
れ
も
名
所
と
す
る
。

２
、
名
所
と
景
物
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
実
景
と
の
関
係

　

誰
も
が
よ
く
知
る
富
士
は
、
名
所
絵
と
し
て
も
最
も
多
く
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
例
と
し
て
、
富
士
を
描
い
た
絵
画
作
例
の
変
遷
を

辿
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
ほ
か
で
も
述

べ
た
も
の
が
あ
る）

8
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の
で
、
こ
こ
で
は
簡
略
に
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

都
の
貴
人
で
も
容
易
に
富
士
の
山
容
を
ま
の
あ
た
り
に
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
富
士
は
専
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
た〝

文
学
的
情

景〟

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
信
仰
上
の
霊
峰
を
象
徴
す
る
姿
と
し
て
描
か
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

富
士
が
登
場
す
る
絵
画
と
し
て
現
存
最
古
の
も
の
は
、
延
久
元
年
（
一
〇
八

九
）
に
法
隆
寺
東
院
絵
殿
壁
画
と
し
て
描
か
れ
た
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」（
東
京

国
立
博
物
館　

法
隆
寺
献
納
宝
物
）
の
一
場
面
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
の
富
士
の

イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
、
ま
る
で
コ
ッ
プ
を
伏
せ
た
よ
う
な
富
士
の
描
か

れ
よ
う
は
、
現
代
人
の
目
に
は
現
実
離
れ
し
た
姿
に
映
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
が
「
聖
徳
太
子
絵
伝
の
富
士
」
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
必
ず
や
伏
せ

た
コ
ッ
プ
様
の
急
峻
な
姿
と
し
て
、
四
十
種
ほ
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
類
本
の

中
で
、
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、

実
在
の
富
士
で
は
な
く
、
霊
峰
の
象
徴
、
記
号
と
し
て
の
富
士
で
あ
っ
た
。

「
絵
伝
」
の
な
か
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
う
ち
に
富
士
は
、
次
第
に
デ
ィ
テ
ー

ル
を
深
化
さ
せ
、
山
肌
や
稜
線
も
描
か
れ
た
、
ち
ょ
う
ど
洋
菓
子
の
カ
ヌ
レ
の

よ
う
な
姿
と
質
感
表
現
に
変
わ
っ
て
行
く
。
そ
し
て
、
富
士
山
頂
部
も
や
が
て
、

五
峰
型
、
三
峰
型
と
言
っ
た
も
の
に
収
斂
し
定
型
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
信
仰
世
界
の
富
士
の
姿
を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
雪
舟
で
あ
っ
た
。
伝
雪

舟
筆
「
富
士
三
保
清
見
寺
図
」（
永
青
文
庫
美
術
館
蔵
）
は
、
三
保
の
松
原
越

し
に
見
る
富
士
の
姿
を
、
そ
れ
ま
で
と
比
較
す
れ
ば
、
地
理
的
位
置
関
係
も
含

め
、
か
な
り
実
景
に
忠
実
な
形
で
描
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
富

士
は
、
く
っ
き
り
と
し
た
三
峰
型
で
あ
り
、
頂
角
は
ほ
ぼ
九
〇
度
と
、
実
際
の

富
士
の
頂
角
約
一
二
○
度
よ
り
三
〇
度
ほ
ど
少
な
く
、
幾
何
学
的
に
整
っ
た
直

角
二
等
辺
三
角
形
の
姿
で
描
か
れ
て
い
た
。
こ
の
富
士
の
か
た
ち
は
そ
の
後
、

標
準
語
的
景
物
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
狩
野
派
ほ
か
後
続
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て

繰
り
返
し
模
倣
さ
れ
、
実
景
よ
り
も
よ
く
知
ら
れ
る
富
士
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
自
分
が
見
た
も
の
、
あ
る
い
は
、

周
囲
の
誰
か
が
見
て
き
た
も
の
と
同
じ
も
の
の
再
現
を
名
所
絵
に
要
求
す
る
風

潮
を
加
速
し
た
の
は
、
と
く
に
十
八
世
紀
頃
よ
り
顕
著
に
な
る
西
洋
画
法
の
浸

透
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
誰
か
が
体
験
で
き
る
も
の
は
実
景
に
忠
実
に
描

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
性
を
強
め
る
の
と
同
時
に
、
誰
に
も
体

験
で
き
な
い
も
の
は
名
所
絵
の
題
材
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
流
れ
へ
と
繋

が
っ
て
行
く
。
秋
田
蘭
画
の
佐
竹
曙
山
や
、
市
井
の
洋
風
画
家
司
馬
江
漢
が
伝

統
絵
画
の
欠
点
と
し
て
噛
み
つ
い
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
っ
た
。
実
は
、

七
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名
所
絵
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
こ
と
は
、
景
観
の
テ
キ
ス
ト
性
を
排
除
す
る

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
先
に
は
文
学
性
や
寓
意
制
の
消
滅
へ
の

道
が
続
く
。
絵
そ
ら
ご
と
を
排
し
、
現
実
を
直
視
す
る
と
言
う
姿
勢
は
、
モ
ダ

ン
マ
イ
ン
ド
の
萌
芽
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

景
物
テ
キ
ス
ト
の
伝
統
と
、
実
景
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
と
の
狭
間

で
、
現
実
に
は
一
望
で
き
な
い
景
物
テ
キ
ス
ト
を
、
左
右
の
幅
を
圧
縮
し
て
ま

で
一
つ
の
画
面
に
盛
り
込
も
う
と
す
る
構
図
が
、
十
八
世
紀
に
登
場
す
る
。
そ

の
先
駆
的
な
作
例
と
し
て
、
宋
紫
石
「
富
士
山
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

﹇
挿
図
４
﹈
や
、
同
「
夏
富
士
図
」（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
と
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
作
品
で
は
、
名
所
絵
の
成
立
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
景
物
テ
キ
ス
ト
を
無
理

に
詰
め
込
ん
だ
た
め
、
空
間
の
構
成
が
破
綻
を
来
す
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら

れ
て
い
る
。

　

富
士
を
名
所
と
し
て
描
く
場
合
、
名
所
と
し
て
の
特
定
に
必
要
な
富
士
三
脚

と
い
わ
れ
る
三
つ
の
山
や
周
囲
十
国
を
一
望
で
き
る
名
所
、
十
国
峠
と
い
っ
た

景
物
テ
キ
ス
ト
が
同
一
画
面
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
景
物
の
水
平
距
離
を
縮
め
て
ま
で
、
一
つ
の
画
面
に
詰
め
込
む
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
山
高
陽
の
「
八
州
勝
地
図
」（
紙
本
墨
画　

安
永
六

年
、
一
七
七
七
）
に
い
た
っ
て
は
、
実
際
に
現
地
を
踏
査
し
た
経
験
を
も
と
に
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
盛
り
込
も
う
と
欲
張
っ
た
作
例
で
あ
る
。
画
面
左

右
に
駿
河
湾
が
描
き
こ
ま
れ
、
高
陽
が
実
際
に
の
ぼ
っ
た
日
金
山
は
画
面
下
方

に
見
え
る
白
っ
ぽ
く
丸
い
峰
の
右
側
に
地
名
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
富
士
の
左

遠
景
に
鋸
の
歯
の
よ
う
な
連
山
と
し
て
薄
く
、
信
濃
山
（
信
州
ア
ル
プ
ス
）
が

描
か
れ
て
い
る
。
到
底
人
間
の
視
野
で
一
望
で
き
る
画
角
で
は
な
く
、
喩
え
る

な
ら
ば
、
カ
メ
ラ
を

東
西
に
振
っ
て
流
し

撮
り
を
し
た
上
で
、

さ
ら
に
水
平
距
離
を

圧
縮
し
た
よ
う
な
捻

れ
た
画
面
を
構
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

健
康
な
人
間
の
隻
眼

視
野
は
お
よ
そ
九
〇

度
か
ら
一
〇
〇
度
ほ

ど
だ
が
、
こ
の
画
面

に
は
一
八
〇
度
を
超

え
る
視
野
の
景
物
が

描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
高
陽

が
日
金
山
に
登
っ
た

と
き
に
ス
ケ
ッ
チ
し

た
も
の
を
も
と
に
、

友
人
の
求
め
に
応
じ

て
描
か
れ
た
も
の
で
、

そ
の
た
め
重
要
な
勝

地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に

地
名
が
書
き
込
ま
れ

八
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て
い
る
。
十
国
峠
か
ら
の
眺
め
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
は
一
つ
の
視
界
に
入
り
き

ら
な
い
と
し
て
も
、
一
画
面
に
十
国
を
描
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
紫
石
の
「
富
嶽
図
」（
大
和
文
華
館
蔵
）
に
お
い
て
、
左
右
方
向

の
縮
率
は
二
分
の
一
に
定
型
化
さ
れ
、
谷
文
晁
の
「
日
本
名
山
図
譜
」
や
、
葛

飾
北
斎
の
「
富
嶽
三
十
六
景
」
な
ど
で
も
、
こ
の
「
左
右
二
分
の
一
圧
縮
」
が

踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

9
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。

　

リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
な
が
ら
、
景
物
テ
キ
ス
ト
も
ひ
き
続
き
取
り
込
む
、
と

い
う
絵
画
構
図
は
、
他
の
日
本
名
所
絵
や
浮
世
絵
風
景
版
画
な
ど
に
も
影
響
を

お
よ
ぼ
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
絵
画
要
素
が
名
所
絵
に
求
め
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
そ
の
当
時
の
人
々
が
名
所
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
概

念
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
世
的
名
所
概
念 

― 

あ
る
い

は
前
近
代
的
名
所
概
念
と
言
っ
て
も
よ
い 

― 

の
成
立
に
は
、
と
く
に
江
戸
時

代
後
期
に
お
け
る
旅
文
化
の
発
展
と
普
及
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

３
、
旅
文
化
の
断
絶
と
変
質

　

こ
の
章
で
は
旅
と
名
所
と
の
関
係
に
注
目
し
つ
つ
、
さ
ら
に
名
所
と
名
物
と

が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
な
ど
こ
ろ
」
が
「
め
い
し
ょ
」
と
な
る
プ
ロ
セ

ス
を
読
み
解
く
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
現
代
言
う
と
こ
ろ
の
旅
行

に
相
当
す
る
も
の
と
の
比
較
の
た
め
、
お
も
に
鎌
倉
期
以
降
の
旅
に
絞
り
込
ん

で
あ
つ
か
う
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
律
令
制
下
の
租
税
貢
進
の
た

め
の
上
洛
や
、
国
司
赴
任
の
た
め
な
ど
の
公
務
で
の
往
還
に
つ
い
て
は
、
今
回

は
省
略
す
る
。

　

国
風
文
化
期
に
お
け
る
和
歌
文
学
の
成
立
は
、
文
学
的
観
念
世
界
の
名
所
像

を
創
り
上
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
頃
に
も
、
歌
に
詠
ま
れ
た
名
所
を
実
際
に
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
た
ち
も
い
た
の
だ
が
、
限
ら
れ
た
一
部
の
ひ
と
び
と

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
に
旅
を
す
る
こ
と
が
か
な
う
人
々
に
と
っ
て
、
そ

れ
が
彼
ら
の
旅
の
ほ
ん
ら
い
の
目
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
ら
ず
、
歌
枕
の
名

所
を
訪
ね
る
こ
と
は
旅
の
記
憶
と
し
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
別
の
言
い
方

を
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
彼
ら
の
移
動
に
は
何
ら
か
の
目
的
が
あ
り
、
名
所

（
な
ど
こ
ろ
）
を
訪
ね
る
た
め
に
旅
に
出
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

名
所
の
多
く
も
ま
た
、
彼
ら
が
繰
り
返
し
往
来
し
た
ル
ー
ト
に
添
う
よ
う
に
、

あ
る
い
は
そ
の
支
線
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
風
文
化
期
の
旅
人
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
の
旅
の
記
憶
を
文
字
に
固
定
し

よ
う
と
し
た
人
び
と
も
居
た
。
そ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
紀
行
文
学

で
あ
る
。
紀
行
文
学
作
品
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
歌
枕
の
名
所
は
、
そ
の
後
同

じ
ル
ー
ト
を
辿
る
旅
人
に
よ
っ
て
塗
り
重
ね
ら
れ
、
そ
の
多
く
が
ず
っ
と
後
の

時
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
そ
の
ル
ー
ト
に
何
度
も
塗
り
重
ね
が
お
こ

な
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
明
確
な
目
的
の
下
に
移
動
し
た
旅
人
に
よ
っ
て
副

次
的
に
和
歌
に
詠
ま
れ
た
名
所
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
こ
う
し
て
固
定
さ
れ

強
化
さ
れ
た
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
は
そ
う
し
た
名
所
固
定
の
嚆

矢
で
あ
る
。
や
が
て
、
歌
枕
の
名
所
を
訪
ね
る
こ
と
じ
た
い
を
重
要
な
目
的
の

一
つ
と
し
た
旅
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。『
奥
の
細
道
』
な
ど

は
、
そ
の
種
の
紀
行
文
と
し
て
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

九
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こ
の
よ
う
に
観
る
と
、
国
風
文
化
期
と
近
世
と
で
は
、
同
じ
よ
う
に
文
学
的

名
所
を
辿
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
旅
の
本
質
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
理

解
で
き
よ
う
。

　

概
観
す
る
な
ら
ば
、
古
典
の
旅
で
詠
ま
れ
た
名
所
は
同
時
代
に
読
み
手
が
見

出
し
た
場
所
で
あ
り
、
後
に
風
光
明
媚
な
場
所
と
し
て
固
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
近
世
の
名
ど
こ
ろ
を
訪
ね
る
旅
は
、
古
典
を
た
ど
る
旅

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
『
奥
の
細
道
』
の
巻
頭
は
、
悲
壮
と
も

言
え
る
文
章
で
始
ま
る
が
、
そ
も
そ
も
が
芭
蕉
の
崇
敬
す
る
西
行
法
師
の
五
百

回
忌
に
あ
た
る
年
に
、
ま
さ
に
そ
の
西
行
の
遺
蹟
を
な
ぞ
り
塗
り
重
ね
る
旅
で

あ
っ
た
。
芭
蕉
に
限
ら
ず
、
西
行
や
古
典
の
秀
歌
を
の
こ
し
た
先
達
の
あ
と
を

辿
る
旅
を
し
た
歌
人
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
生

き
て
い
る
現
状
と
古
歌
に
詠
ま
れ
た
名
所
と
を
対
比
す
る
た
め
の
旅
で
も
あ
っ

た
。
要
す
る
に
、
今
は
喪
わ
れ
た
も
の
を
現
実
と
対
比
し
て
回
想
し
、
あ
る
い

は
夢
想
す
る
文
学
的
な
旅
で
あ
っ
た
。
で
は
、
彼
ら
が
古
典
と
対
比
し
た
現
状

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

平
安
時
代
の
末
期
に
登
場
す
る
歌
集
・
紀
行
文
学
に
、
増
基
法
師
が
著
し
た

『
い
ほ
ぬ
し
』（『
増
基
法
師
集
』
十
一
世
紀
頃
ま
で
に
成
立
か
）
が
あ
る
。
そ

の
冒
頭
を
こ
こ
に
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

い
つ
ば
か
り
の
こ
と
に
か
あ
り
け
ん
。
世
を
の
が
れ
て
。
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ

に
あ
ら
む
と
お
も
ひ
て
。
世
の
な
か
に
き
ゝ
と
き
く
所
々
。
お
か
し
き
を

た
づ
ね
て
心
を
や
り
。
か
つ
は
た
う
と
き
と
こ
ろ
〴
〵
お
が
み
た
て
ま
つ

り
。
我
身
の
つ
み
を
も
ほ
ろ
ぼ
さ
む
と
あ
る
人
有
け
り
。
い
ほ
ぬ
し
と
ぞ

い
ひ
け
る
。
神
無
月
の
十
日
ば
か
り
熊
野
へ
ま
う
で
け
る
に
。
人
々
も
ろ

と
も
に
な
ど
い
ふ
も
の
有
け
れ
ど
。
我
心
に
に
た
る
も
な
か
り
け
れ
ば
。

た
ゞ
忍
び
て
と
う
し
ひ
と
り
し
て
ぞ
ま
う
で
け
る
。
京
よ
り
出
る
ひ

（
に
）
や
は
た
に
ま
う
で
て
と
ま
り
ぬ
。
そ
の
夜
月
面
白
う
て
。
松
の
稍

に
風
す
ゞ
し
く
て
。
む
し
の
聲
も
し
の
び
や
か
に
。
鹿
の
音
は
る
か
に
き

こ
ゆ
。
つ
ね
の
す
み
か
な
ら
ぬ
心
地
も
。
よ
の
ふ
け
行
に
あ
は
れ
な
り
。

げ
に
か
ゝ
れ
ば
。
神
も
す
み
袷
ふ
な
め
り
と
思
ひ
て
。

こ
ゝ
に
し
も
わ
き
て
出
け
る
石
淸
水
神
の
心
を
く
み
て
知
は
や）
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こ
の
冒
頭
文
で
注
目
す
べ
き
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
最
初
が
旅
に

出
た
動
機
を
示
す
「
世
を
の
が
れ
て
…
世
の
な
か
に
き
ゝ
と
き
く
所
々
。
お
か

し
き
を
た
づ
ね
て
心
を
や
り
。
か
つ
は
た
う
と
き
と
こ
ろ
〴
〵
お
が
み
た
て
ま

つ
り
。」
で
あ
る
。
庵
主
（
増
基
）
は
僧
で
あ
る
か
ら
尊
き
と
こ
ろ
を
拝
む
の

は
兎
も
角
と
し
て
も
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
世
の
中
で
有
名
な
（
め
ず
ら
し
い
）

場
所
や
趣
の
あ
る
と
こ
ろ
を
訪
ね
る
と
い
う
目
的
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
興
味

深
い
。
つ
ま
り
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
の
よ
う
な
紀
行
文
学
が
登

場
し
た
十
世
紀
か
ら
百
年
も
経
ず
し
て
、
す
で
に
名
所
が
あ
る
程
度
固
定
化
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
を
巡
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
旅
が
早
く
も
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
注
意
を
惹
く
の
が
、
増
基
が
旅
立
つ
決
心
を
し
た
と
き
に
住
ま
い

し
て
い
た
の
は
京
の
都
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
「
世
を
の
が
れ
て
」

と
は
謂
わ
ば
政
治
の
中
心
地
で
あ
り
世
俗
の
喧
噪
に
満
ち
た
都
会
を
離
れ
て
、

と
言
う
意
味
に
と
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
旅
を
し
て
ま
で
訪
ね
る
名
所
は
都

一
〇
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の
外
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ）
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。

　

こ
の
よ
う
に
、
名
ど
こ
ろ
を
巡
る
旅
で
対
比
さ
れ
た
の
は
現
代
と
古
典
、
そ

し
て
同
時
に
都
と
鄙 

― 

都
の
周
辺
部
、
洛
外
を
含
む 

― 

と
の
対
比
で
も

あ
っ
た
。
古
典
を
な
ぞ
ら
え
る
旅
人
の
視
点
の
中
に
鄙
び
へ
の
ま
な
ざ
し
が
感

じ
ら
れ
る
の
に
は
、
そ
う
い
う
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、

都
び
た
（
雅
び
た
）
者
ゆ
え
の
余
裕
あ
っ
て
こ
そ
浸
れ
る
感
傷
の
在
り
よ
う
を
、

そ
こ
に
見
る
事
が
出
来
る 
― 

管
見
の
限
り
こ
の
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て

触
れ
た
論
考
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
が
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
強
調
し
て

お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
旅
は
、
近
世
の
も
の
と
比
べ
て
行
楽
の
要
素
が
薄
い
。
多
少
と

も
行
楽
の
要
素
が
顕
れ
る
の
は
芭
蕉
の
旅
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

名
所
の
名
ど
こ
ろ
と
し
て
の
型
を
創
り
上
げ
た
紀
行
文
学
に
お
い
て
は
、
都

会
は
そ
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
世
日
本
の
東
西
を
連
絡
す
る
幹
線
路
と
し
て
は
東
海
道
が
有

名
で
あ
る）

12
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。
し
か
し
、
東
海
道
が
最
初
に
メ
イ
ン
ル
ー
ト
と
な
っ
た
の
は
鎌
倉

に
幕
府
が
置
か
れ
た
頃
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
の
時
代
で
は
東
日
本
よ
り
も
西
日

本
と
の
交
通
が
重
視
さ
れ
、
第
一
の
街
道
と
言
え
ば
ま
ず
、
山
陽
道
も
し
く
は

瀬
戸
内
海
の
海
路
で
あ
っ
た
。
律
令
の
時
代
に
お
い
て
は
都
と
大
宰
府
と
を
結

ぶ
ル
ー
ト
が
重
要
だ
っ
た
の
だ）

13
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。
し
た
が
っ
て
奈
良
時
代
の
万
葉
集
な
ど
と
平

安
末
期
以
降
の
歌
集
と
で
は
詠
ま
れ
た
場
所
の
頻
度
に
相
違
が
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
紀
行
文
は
平
安
末
鎌
倉
初
期
に
登
場
す
る
た
め
、
東
国
と
の
往
来
に
関
わ
る

地
点
が
歌
枕
の
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
中
世
三
大
紀
行

文
、『
海
道
記
』（
一
二
二
三
年
）、『
東
関
紀
行
』（
一
二
四
二
年
）、『
十
六
夜

日
記
』（
一
二
八
三
年
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
京
都
鎌
倉
間
の
旅
の
記
録
で
あ
っ

た
。『
東
関
紀
行
』
は
道
中
の
風
景
描
写
に
優
れ
て
お
り
、
後
の
紀
行
文
学
に

影
響
を
与
え
た
。
三
大
紀
行
文
の
中
で
も
、
阿
仏
尼
の
『
十
六
夜
日
記
』（
全

四
部
「
序
」「
旅
の
記
」「
鎌
倉
滞
在
記
」「
長
歌
」）
は
身
内
の
所
領
相
続
紛
争

解
決
を
目
指
し
た
訴
訟
の
た
め
に
、
み
ず
か
ら
鎌
倉
に
く
だ
っ
た
際
の
日
記
で

あ
る）
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。
し
た
が
っ
て
、
ほ
ん
ら
い
の
目
的
は
訴
訟
の
た
め
の
旅
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
訴
訟
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
述
（「
鎌
倉
滞
在
記
」）
も
あ
る
の
は
当
然
と

し
て
、
な
お
鎌
倉
へ
の
道
中
の
記
録
（「
旅
の
記
」）
が
紀
行
文
と
し
て
優
れ
て

い
る
。
道
中
立
ち
寄
っ
た
宿
駅
や
名
所
旧
跡
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
首
な

い
し
二
首
の
和
歌
を
そ
え
て
お
り
、
後
世
の
紀
行
文
学
や
和
歌
の
手
本
と
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
既
に
道
中
各
所
に
名
所
旧
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
場
所
が

存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
関
連
す
る
歌
を
詠
む

と
言
う
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
名
所
旧
跡
へ
の
視
点
の
古
典
化
、
定
型

化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
都
の
外
に
存
在
し
て
い

た
。
京
の
都
は
出
発
地
で
あ
り
、
帰
着
点
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
名
所
と
し

て
扱
う
と
い
う
意
識
は
未
だ
希
薄
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
旧
跡
や
名
所
を

見
る
視
点
に
は
、
現
在
と
過
去
と
の
対
比
、
そ
し
て
都
と
鄙
と
の
対
比
と
い
う

フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

ち
ょ
う
ど
阿
仏
尼
が
『
十
六
夜
日
記
』
を
書
き
終
え
る
頃
、
入
れ
替
わ
る
か
の

よ
う
に
旅
に
出
た
女
性
が
あ
っ
た
。
二
条
尼
で
あ
る
。
彼
女
の
あ
ら
わ
し
た

『
と
は
ず
が
た
り
』（
一
三
一
三
年
成
立
か
）
は
、
十
四
歳
で
後
深
草
院
に
仕
え

て
以
降
数
え
で
五
十
歳
に
な
る
ま
で
の
人
生
を
日
記
と
紀
行
と
で
綴
っ
た
も
の

で
あ
る）
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三
十
代
で
出
家
し
て
尼
と
な
り
、
敬
愛
す
る
西
行
の
足
跡
を
た
ど
る
旅
に
で

た
の
が
、
阿
仏
尼
三
十
二
歳
の
時
だ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
既
に
、
西
行
の
文

学
世
界
を
な
ぞ
る
こ
と
が
、
旅
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
定
型
化
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
文
学
的
名
所
が
定
型
化
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
示
す
証
左
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
単
な
る
移
動
の
旅
と
旅
行
と
の
間
に
は
、
行
楽
の
要
素
が
大
き

い
か
ど
う
か
の
違
い
が
あ
る
。
旅
行
と
は
ま
さ
に
、「
旅
」
と
「
行
」
楽
で
あ

る
。「『
旅
＝
行
楽
』
と
い
う
概
念
は
、
近
世
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る）
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」。
と

い
う
倉
本
一
宏
氏
の
定
義
は
、
ま
こ
と
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

に
み
て
き
た
中
世
の
旅
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
視
点
は
行
楽
目
的
の
も
の
と
は
異

な
る
。

　

実
は
、
近
世
に
な
っ
て
旅
＝
行
楽
と
い
う
意
味
で
の
旅
行
が
登
場
す
る
前
に

は
、
中
世
的
世
界
と
の
断
絶
の
時
期
が
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
に
始
ま
る
戦
国
時

代
で
あ
る
。
十
三
世
紀
頃
ま
で
、
女
性
で
あ
っ
て
も
比
較
的
安
全
な
旅
が
で
き

た
の
は
、
幕
府
の
統
治
が
浸
透
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
の
弱
体
化
と
混

乱
は
、
旅
文
化
に
も
停
滞
と
混
乱
と
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
天
下
布
武
の

理
想
を
掲
げ
る
信
長
や
、
そ
の
後
継
者
秀
吉
の
織
豊
政
権
の
誕
生
は
、
単
に
戦

国
の
混
乱
に
終
止
符
を
打
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
的
世
界
か
ら
近
世
へ
の

移
行
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
価
値
観
が
登
場
し
、

庶
民
文
化
の
成
長
と
と
も
に
中
世
的
世
界
観
を
塗
り
替
え
て
行
く
事
に
な
る
。

断
絶
が
終
わ
っ
て
旅
が
再
開
さ
れ
た
時
に
は
、
旅
も
ま
た
近
世
的
な
も
の
へ
と

脱
皮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

近
世
的
旅
の
要
素
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
一
つ
は
、
物
流
の
発
展
で
あ
る
。

信
長
は
戦
乱
で
荒
廃
し
た
街
道
を
整
備
し
、
一
里
塚
や
防
砂
防
風
の
並
木
を
作

る
な
ど
、
旅
人
の
便
宜
を
は
か
っ
た
。
ま
た
、
安
土
に
は
楽
市
楽
座
を
し
き
、

商
取
引
の
活
性
化
を
促
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
庶
民
の
旅
の
隆
盛
に
繋
が
っ

た
の
で
あ
る
。

　

信
長
は
ま
た
、
前
代
未
聞
の
天
主
を
有
す
る
高
層
建
築
、
安
土
城
を
築
き
、

ま
ば
ゆ
い
色
彩
で
そ
の
城
の
内
外
を
飾
り
立
て
た
。
そ
れ
は
南
蛮
人
の
宣
教
師

達
だ
け
で
は
な
く
、
安
土
を
訪
れ
る
誰
を
も
感
嘆
さ
せ
る
豪
華
さ
に
よ
っ
て
見

物
の
新
し
い
名
所
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
戦
国
の
混
乱
の
端
緒
と
な
っ
た
十
五
世
紀
後
半
の
応
仁
の
乱
で
戦
場

と
な
っ
た
都
か
ら
各
地
戦
国
大
名
を
頼
っ
て
疎
開
し
た
貴
族
た
ち
が
、
都
の
王

朝
文
化
を
地
方
に
拡
げ
る
事
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
彼

ら
が
各
地
に
伝
播
し
た
和
歌
文
学
に
よ
っ
て
名
ど
こ
ろ
と
い
う
も
の
の
知
識
が

広
が
り
、
や
が
て
そ
れ
が
各
地
の
名
所
の
誕
生
を
促
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
と
く
に
小
京
都
と
よ
ば
れ
る
街
並
が
一
部
の
大
名
領
国
に

登
場
す
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
あ
と
で
触
れ
る
洛
中
洛
外
図
の
盛
行
と
無
縁
で

は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
の
時
代
は
、
混
乱
と
断
絶
の
時
代
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、

戦
乱
が
終
わ
っ
た
と
き
に
一
斉
に
開
花
す
る
近
世
文
化
の
種
を
宿
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

都
を
目
指
し
た
戦
国
大
名
ら
の
中
に
は
、
憧
れ
の
都
の
様
子
を
描
く
「
洛
中

洛
外
図
」
を
屏
風
仕
立
て
に
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
た
。
実
は
洛
中
洛
外
図
が
盛

ん
に
描
か
れ
は
じ
め
た
時
期
は
、
応
仁
の
乱
以
降
、
都
が
荒
廃
の
極
み
に
あ
っ

た
時
期
で
あ
っ
て
、
現
実
の
都
は
焼
け
野
原
か
ら
の
復
興
途
上
に
あ
っ
た
。
そ

一
二

名所の変遷と旅



の
意
味
で
は
、
洛
中
洛
外
図
に
は
、
一
方
で
中
世
の
旅
人
が
お
こ
な
っ
た
文
学

的
世
界
の
旅
同
様
、
衰
退
し
た
現
在
と
栄
光
の
過
去
と
を
対
比
す
る
と
い
う
感

傷
の
二
重
対
比
の
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も
う
一
方
で

は
、
都
と
い
う
喧
噪
の
都
会
を
美
し
い
も
の
と
し
て
絵
画
の
中
に
再
現
す
る
と

い
う
行
為
で
あ
っ
た
点
に
も
注
目
し
た
い
。

　

い
わ
ゆ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
は
、
六
曲
一
双
形
式
の
屏
風
の
右
隻
に
下
京
を
、

左
隻
に
上
京
を
そ
れ
ぞ
れ
描
き
、
画
中
の
大
路
小
路
や
建
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、

そ
の
名
称
が
書
き
添
え
ら
れ
た
も
の
も
多
い
。
十
六
世
紀
後
期
に
狩
野
永
徳
が

描
い
た
「
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
」（
国
宝
、
一
五
六
五
年
頃
、
紙
本
金
地
彩
色
、

米
沢
市
上
杉
博
物
館
蔵
）
で
は
屏
風
一
双
を
一
つ
の
大
画
面
に
見
立
て
、
そ
の

左
右
端
と
中
央
遠
景
に
は
洛
外
の
主
要
な
景
物
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
構
図
形

式
は
他
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
杉
本

の
画
中
に
は
二
、
四
七
九
人
に
お
よ
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
、
そ
の
着

衣
、
表
情
の
一
つ
一
つ
ま
で
手
を
抜
く
こ
と
な
く
活
き
活
き
と
描
か
れ
る
。
描

か
れ
た
全
て
の
建
物
や
景
物
に
は
名
称
が
添
え
書
き
さ
れ）
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、
美
し
い
彩
色
や
金

色
の
雲
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
装
飾
的
で
華
麗
な
画
面

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
は
、
百
以
上
が
現
存
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
上
杉
本
は
傑
出
し
た
作
品
だ
が
、
描
か
れ
た
景
物

の
位
置
は
現
実
の
地
理
的
位
置
関
係
を
無
視
し
て
自
由
に
配
さ
れ
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
に
現
実
の
位
置
と
は
無
関
係
に
名
所
旧
跡
を

配
す
る
構
図
は
、
十
八
世
紀
中
葉
に
イ
タ
リ
ア
等
で
描
か
れ
た
カ
プ
リ
ッ
チ
ョ

（capricho

）
と
よ
ば
れ
る
名
所
絵
に
も
見
ら
れ
る
。
実
際
に
は
離
れ
た
場
所

に
あ
る
景
物
や
既
に
喪
わ
れ
た
建
造
物
な
ど
を
一
つ
の
画
面
に
描
き
こ
む
構
図

を
持
つ
一
群
の
作
品
で
あ
る
。

　

時
代
的
な
違
い
は
あ
る
が
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
記
憶
の
中
の
名
所
や

旧
跡
を
一
つ
の
画
面
の
中
に
固
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
構
図
は
、

江
戸
時
代
の
宋
紫
石
「
富
士
山
図
」
な
ど
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

洛
中
洛
外
図
は
、（
喪
わ
れ
た
）
京
の
都
の
内
部
4

4

を
、
名
所
と
し
て
固
定
し

た
嚆
矢
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
京
の
市
街
地
が
名
所
と
し
て
認
識
さ
れ

は
じ
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
中
世

ま
で
の
旅
が
京
か
ら
く
だ
る
方

向
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
戦
国

の
頃
か
ら
は
、
京
を
目
指
す
上

洛
の
動
き
に
か
わ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。〝

下
る〟

か
ら〝

上

る〟

へ
の
方
向
転
換
は
、
そ
の

ま
ま
名
所
に
向
け
ら
れ
た
視
点

の
変
化
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

十
七
世
紀
初
頭
の
岩
佐
又
兵

衛
筆
「
紙
本
金
地
著
色
洛
中
風

俗
図
（
以
下
、
舟
木
本
と
表

記
）」（
国
宝
、
一
六
一
五
年
頃
、

紙
本
金
地
彩
色
、
東
京
国
立
博

物
館
蔵
）﹇
挿
図
５
﹈
に
な
る

一
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と
、
洛
中
と
洛
外
と
を
一
つ
の
視
点
か
ら
見
お
ろ
し
た
俯
瞰
構
図
で
描
き
、
や

は
り
二
五
〇
〇
人
ほ
ど
描
き
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
の
あ
り
の
ま

ま
の
姿
を
子
細
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
舟
木
本
は
、
上
杉
本
と
比
べ
る
と
、

名
所
と
名
物
／
行
楽
と
が
結
び
つ
い
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
濃
く
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
画
中
で
は
洛
中
の
商
店
が
、
店
先
の
商
品
ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
い
た
る
ま
で
細
か
く
再
現
さ
れ
て
い
る
。
何
処
に
行
け
ば
何
を
入

手
で
き
る
か
教
え
る
か
の
よ
う
に
。
ま
た
、
遊
興
の
場
面
も
リ
ア
ル
な
感
覚
で

活
写
さ
れ
て
い
る
。
四
條
河
原
の
芝
居
小
屋
や
見
世
物
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
を

楽
し
む
群
衆
、
遊
郭
で
の
客
と
遊
女
の
痴
態
、
路
上
の
喧
嘩
、
酩
酊
、
祇
園
御

霊
会
の
様
子
、
そ
し
て
、
国
際
色
を
示
す
南
蛮
人
の
街
行
き
姿
も
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
京
の
都
の
名
産
品
、
伝
統
行
事
と
遊
興
と
が
入
り
混
じ
っ
た
都

市
の
繁
華
と
近
代
（
当
時
に
お
け
る
）
幕
開
き
の
カ
オ
ス
と
が
み
ご
と
に
関
連

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

名
所
の
意
味
と
概
念
と
は
、
戦
国
時
代
の
休
眠
期
を
経
て
「
名
ど
こ
ろ
」
か

ら
「
め
い
し
ょ
」
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
と
観
る
こ
と
が
で
き
る）

18
（

。
つ
ま
り
、
そ

の
動
き
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
五
街
道
を
無
名
の
庶
民
達
が
活

発
に
往
来
し
始
め
る
少
し
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
名

所
と
名
物
と
の
結
合
は
、
都
市
圏
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
。

４
、
信
仰
の
旅
、
物
見
遊
山
の
旅
、
そ
し
て
京
都
へ

　

こ
の
章
で
は
、
庶
民
の
旅
行
が
活
発
に
な
る
十
八
世
紀
に
焦
点
を
当
て
、
そ

一
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れ
ら
の
旅
の
目
的
（
名
目
）
や
動
き
を
た
ど
る
。
そ
の
上
で
当
時
京
都
が
、
旅

の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る）

19
（

。

　

十
八
世
紀
に
庶
民
を
含
む
人
々
の
移
動
が
一
挙
に
増
大
し
た
の
は
、
信
仰
を

名
目
と
す
る
旅
が
盛
ん
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
か
つ
も
っ
と
も
広

汎
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
伊
勢
参
り
で
あ
っ
た
。
伊
勢
参
り
の
シ
ス
テ
ム
そ
の

も
の
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一

八
年
）
四
月
に
伊
勢
山
田
奉
行
が
幕
府
に
報
告
し
た
記
録
で
は
、
同
年
正
月
一

日
か
ら
四
月
十
五
日
ま
で
で
四
十
二
万
七
千
人
と
な
っ
て
お
り
、
年
間
で
は
六

十
万
人
ほ
ど
が
参
詣
に
訪
れ
た
と
い
う
予
想
も
あ
る）

20
（

。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
伊
勢

神
宮
参
拝
者
が
増
え
た
の
に
は
、
全
国
各
地
を
行
脚
し
て
伊
勢
参
拝
の
Ｐ
Ｒ
と

今
で
言
う
パ
ッ
ク
旅
行
に
相
当
す
る
旅
の
プ
ラ
ン
ま
で
を
手
配
し
た
御
師
の
活

躍
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
御
師
は
全
国
津
々
浦
々
に
赴
き
、
講
を
組
織
さ
せ
、

講
ご
と
に
い
わ
ゆ
る
積
立
金
を
組
ま
せ
、
毎
年
く
じ
引
き
で
あ
た
っ
た
者
が
講

の
代
表
者
と
し
て
伊
勢
参
宮
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
を
訪
れ
た

人
々
は
、
御
師
の
宿
坊
に
滞
在
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
て
な
し
を
受
け
た
の
で
あ

る
。
謂
わ
ば
、
現
地
ガ
イ
ド
と
ホ
テ
ル
が
セ
ッ
ト
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
御
師
そ

の
も
の
は
室
町
時
代
頃
か
ら
存
在
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
そ
の
活
躍
の

成
果
が
急
成
長
す
る
の
は
、
室
町
幕
府
の
弱
体
化
〜
戦
国
期
に
濫
立
し
た
諸
国

の
関
所
を
、
江
戸
幕
府
が
必
要
な
箇
所
以
外
廃
止
し
た
た
め
で
も
あ
る
。
残
っ

た
関
所
に
お
い
て
も
、
通
関
は
伊
勢
参
り
と
湯
治
（
ほ
ん
ら
い
は
治
療
目
的
）

に
つ
い
て
は
特
に
寛
大
で
あ
っ
た
と
言
う
。
ま
た
、
道
中
無
一
文
で
あ
っ
て
も
、

柄
杓
一
本
を
持
ち
歩
け
ば
、
沿
線
の
喜
捨
（
施
し
）
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
た
。

十
七
世
紀
末
に
日
本
に
滞
在
し
た
ケ
ン
ペ
ル
（E

ngelbert 
K

äm
pfer, 

1651-1716

）
も
興
味
を
惹
か
れ
た
よ
う
で
、『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』
に
そ

の
様
子
を
書
き
留
め
た）

21
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。
こ
れ
に
加
え
、
御
蔭
参
り
が
勃
発
す
る
年
に
は
、
数

百
万
人
も
の
人
々
が
伊
勢
を
目
指
し
て
街
道
を
埋
め
尽
く
し
た
と
い
う
。
も
ち

ろ
ん
、
旅
人
は
伊
勢
参
り
だ
け
で
は
な
い
。
参
勤
交
代
の
制
に
よ
り
街
道
や
宿

場
の
整
備
が
劇
的
に
進
み
、
そ
れ
が
一
般
の
旅
行
者
の
便
宜
も
向
上
さ
せ
た
こ

と
に
よ
り
、
伊
勢
参
宮
以
外
の
目
的
の
旅
人
も
増
加
し
た
。
そ
の
伊
勢
参
宮
に

し
て
も
、
あ
る
い
は
金
比
羅
詣
で
に
し
て
も
、
信
仰
目
的
は
あ
く
ま
で
名
目
上

の
こ
と
で
、
実
態
は
行
楽
の
旅
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
弥
次
喜
多
道
中
も
そ
う

で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
多
く
の
読
者
の
共
感
を
得
る
事
が
出
来
た
の
も
、
そ
の

当
時
旅
と
い
う
も
の
の
概
念
が
、
旅
行
と
い
う
行
楽
を
伴
う
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
、
旅
へ
の
欲
求
を
駆
り
立
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
体
験
し
た
旅
の

記
憶
を
重
ね
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

名
目
は
ど
う
で
あ
れ
、
旅
す
る
人
々
が
増
え
る
の
に
あ
わ
せ
、
数
々
の
旅
行

案
内
書
が
競
う
よ
う
に
出
版
さ
れ
た
。

　

神
崎
信
武
は
『
江
戸
の
旅
文
化
』
で
、
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
道
中
記
を

一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る）
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。
そ
こ
に
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
以
前
に
編
さ

れ
た
『
日
本
道
中
名
所
尽
』
か
ら
幕
末
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
ま
で
に
刊
行

さ
れ
た
八
十
五
編
の
道
中
記
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
道
中
記
の
う
ち
、

意
図
的
に
名
所
名
物
双
方
に
つ
い
て
採
り
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
十
七
世
紀
に

刊
行
さ
れ
た
九
編
に
は
見
ら
れ
ず
、
十
八
世
紀
の
三
十
九
冊
中
に
八
編
、
十
九

世
紀
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
六
十
五
編
中
で
は
二
十
四
編
と
、
割
合
で
見
る
と

後
の
時
代
ほ
ど
比
率
が
上
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
名
物
の
み
を
採
り
あ
げ
て
い

る
も
の
は
、
十
八
世
紀
に
三
編
、
十
九
世
紀
に
二
編
が
確
認
で
き
、
娯
楽
性
が

一
五
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十
八
世
紀
に
は
旅
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
名
所

と
名
物
と
は
旅
行
に
欠
か
せ
ざ
る
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
、
名
所
抜
き
の
名
物

だ
け
で
も
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
か
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
な
る
と
、

名
物
や
名
所
ど
こ
ろ
か
ひ
た
す
ら
酒
色
優
先
の
旅
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
・
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
ほ
ど
に
人
々
の
共
感
を
得
た
こ
と
は

当
時
の
旅
行
の
実
態
を
垣
間
見
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
も
は
や
古
典
文
学
的

世
界
と
は
無
縁
の
観
光
旅
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
伊
勢
参
宮
の
旅
人
達
に
と
っ
て
、
遠
距
離
長
期
の
旅
は
そ
れ
こ

そ
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
体
験
で
あ
る
。
と
く
に
講
の
代
表
と
し
て
旅

し
た
人
々
に
は
、
道
中
見
聞
き
し
た
こ
と
を
記
録
し
、
土
産
物
と
と
も
に
村
に

帰
っ
た
と
き
に
講
の
仲
間
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
義
務
が
あ
っ
た
。
毎
年
あ
る
い

は
定
期
的
に
誰
か
が
代
表
と
し
て
遠
路
伊
勢
を
目
指
す
。
こ
の
体
験
は
、
穿
っ

た
見
方
を
す
れ
ば
、
日
本
の
国
土
や
統
治
の
有
り
様
を
実
体
験
す
る
場
で
も
あ

り
、
も
し
か
す
る
と
近
代
的
国
家
意
識
の
萌
芽
に
も
影
響
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

ち
ょ
う
ど
お
な
じ
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
英
国
貴
族
階
級
に
流
行
し
た
グ
ラ
ン

ド
・
ツ
ァ
ー
に
相
当
す
る
効
果
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

貴
重
な
機
会
を
得
て
伊
勢
に
至
っ
た
旅
人
は
ま
た
、
そ
の
多
く
が
帝
の
都
を

訪
れ
た
。
伊
勢
と
京
都
、
そ
し
て
大
坂
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弥

次
喜
多
道
中
で
は
、
伊
勢
参
宮
の
後
ま
ず
大
坂
を
目
指
し
て
淀
川
を
下
る
船
に

乗
る
が
、
途
中
用
足
し
に
下
船
し
た
あ
と
乗
る
船
を
間
違
え
て
京
に
上
っ
て
し

ま
う
。
京
見
物
に
出
か
け
た
二
人
は
三
条
大
橋
が
何
処
に
あ
る
か
分
か
ら
な
い

有
様
で
、
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
京
美
人
の
二
人
連
れ
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出

し
て
三
条
大
橋
を
訊
ね
る
が
、
仕
返
し
に
意
地
悪
を
さ
れ
て
五
条
大
橋
を
教
え

ら
れ
て
し
ま
う
。
当
時
、
鴨
川
に
架
か
る
橋
と
し
て
は
、
東
海
道
の
終
点
と
し

て
の
三
条
大
橋
と
、
中
世
末
の
武
家
政
権
の
出
役
所
六
波
羅
探
題
が
あ
っ
た
五

条
大
橋
と
は
公
儀
橋
と
し
て
立
派
な
恒
久
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。
三
条
と
五
条

の
間
に
は
中
洲
に
料
理
店
が
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
屋
台
を
出
し
、
ま
た
、
四
条

あ
た
り
で
は
芝
居
小
屋
や
見
世
物
小
屋
が
濫
立
し
て
い
て
、
場
当
た
り
的
な
仮

設
橋
は
あ
っ
た
が
満
足
な
橋
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
三
条
と
五
条
の
橋
の

間
の
距
離
は
大
き
く
、
見
通
し
も
悪
か
っ
た
ろ
う
か
ら
、
五
條
大
橋
を
三
条
大

橋
と
教
え
ら
れ
て
も
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
は
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他

の
地
方
か
ら
来
た
旅
行
者
に
と
っ
て
、
碁
盤
の
目
に
同
じ
よ
う
な
京
町
家
が
並

ぶ
街
並
は
何
処
を
観
て
も
違
い
が
わ
か
ら
ず
、
弥
次
喜
多
で
な
く
て
も
目
的
地

に
行
く
に
も
迷
う
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
京
都
に
住

む
子
供
た
ち
で
す
ら
、
少
し
離
れ
た
町
内
に
行
く
と
帰
れ
な
く
な
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
京
都
で
は
東
西
南
北
の
通
り
の
名
前
を
歌
に
し

て
子
供
た
ち
に
覚
え
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

伊
勢
詣
で
を
中
心
と
し
た
旅
行
ブ
ー
ム
が
京
都
に
も
観
光
客
を
運
ん
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
京
都
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
す
る
旅
行
案
内
書
も

次
々
と
出
版
さ
れ
た
。
何
処
を
観
て
も
同
じ
に
見
え
る
京
都
の
町
歩
き
に
は
必

携
で
あ
っ
た
ろ
う
。
臨
川
書
店
が
刊
行
し
た
『
新
修
京
都
叢
書
』
本
巻
全
二
十

三
巻）

23
（

に
は
、
― 

数
え
方
に
も
よ
る
が 

― 

江
戸
時
代
以
降
に
出
版
さ
れ
た
四

十
編
に
近
い
京
都
の
案
内
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
も
含
め
れ
ば
、
百
種
を
超
え
る
図
会
や
細
見
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
京
都
案
内
の
冊
子
本
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
相
次
い
で
出

版
さ
れ
た
も
の
で
、
同
時
期
に
京
都
を
訪
れ
る
旅
行
者
の
数
と
需
要
と
が
増
し

一
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は
じ
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

伊
勢
参
宮
に
は
、
信
仰
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
っ
た
が
、
京
を
訪
れ
る
に
は

ど
の
よ
う
な
名
目
が
建
て
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
や
は
り
伊
勢
の
皇

祖
神
と
の
関
連
で
、
皇
陵
巡
り
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
総

本
山
の
寺
院
参
詣
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
く
に
京
都
の
本
願
寺
周
辺
に
は
、

各
地
の
本
願
寺
奉
仕
の
講
の
た
め
の
宿
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
一
部
は
今
で
も

旅
館
や
ホ
テ
ル
と
し
て
続
い
て
い
る
。
多
く
は
講
の
所
在
す
る
国
の
名
を
冠
し

た
名
称
を
看
板
（
屋
号
）
に
し
て
い
た
。
一
向
宗
門
徒
は
伊
勢
参
宮
を
し
な
い

が
、
報
恩
講
の
年
に
は
大
勢
の
門
徒
が
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

三
条
大
橋
の
周
辺
に
も
旅
館
が
集
ま
っ
て
居
た
。
鉄
道
が
開
通
す
る
以
前
で

は
、
東
海
道
の
終
着
で
あ
る
三
条
大
橋
が
、
京
都
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
。
一
方
、

祇
園
社
周
辺
や
五
條
大
橋
附
近
に
は
花
街
や
遊
郭
が
展
開
し
た
。
京
都
案
内
の

図
会
で
は
、
主
と
し
て
洛
中
洛
外
の
名
だ
た
る
寺
社
や
神
社
の
案
内
が
中
心
で

は
あ
る
が
、
歓
楽
街
や
遊
興
の
場
に
関
す
る
図
入
り
の
記
述
も
も
ち
ろ
ん
含
ま

れ
る
。

　

こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
図
も
発
行
さ
れ
た
。
洛
中
は
兎
も
角
と

し
て
洛
外
の
案
内
と
し
て
は
方
向
の
目
安
程
度
の
絵
地
図
で
あ
っ
て
も
、
徒
歩

で
の
観
光
を
す
る
者
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
役
立
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

京
都
は
、
十
八
世
紀
ま
で
に
は
名
所
（
社
寺
、
風
景
か
ら
悪
所
ま
で
も
含

む
）
か
ら
酒
食
ま
で
に
い
た
る
全
て
を
包
括
す
る
、
享
楽
と
い
う
近
代
観
光
都

市
の
要
素
を
有
す
る
街
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
明
治
に
な
っ

て
旅
行
に
信
仰
と
い
う
名
目
が
不
要
に
な
り
、
お
伊
勢
参
り
の
重
要
性
が
減
っ

た
後
に
も
、
京
都
は
独
自
の
集
客
力
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
言
え

る
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
京
都
観
光
は
伊
勢
参
宮
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、
淀
川
水
系
の

水
路
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
伏
見
、
商
都
大
坂
と
謂
わ
ば
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
旅
行
地

で
あ
っ
た
。

　

明
治
に
な
る
と
、
そ
の
図
式
に
変
化
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
御
蔭
参
り
や
エ

エ
じ
ゃ
な
い
か
の
よ
う
に
、
無
一
文
で
信
仰
の
旅
に
出
た
人
々
を
温
か
く
支
援

し
た
時
代
は
終
わ
り
、
伊
勢
を
参
宮
す
る
人
の
数
は
減
少
す
る
。
ま
た
、
鉄
道

が
全
国
各
地
で
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
人
の
動
き
や
旅
の
時
間
が
質

的
に
変
化
し
た
。

　

京
都
は
や
が
て
、
伊
勢
参
宮
か
ら
流
れ
て
く
る
人
た
ち
を
待
つ
町
で
は
な
く

な
っ
て
ゆ
く
。
京
見
物
そ
の
も
の
を
最
初
か
ら
目
的
と
人
た
ち
の
数
が
む
し
ろ

上
回
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

小
論
で
、
中
世
か
ら
前
近
代
と
し
て
の
江
戸
期
ま
で
の
旅
と
名
所
と
の
関
係

に
つ
い
て
一
つ
の
道
筋
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
一
方

で
、
写
真
絵
葉
書
の
登
場
す
る
明
治
の
京
都
に
つ
い
て
は
、
紙
数
や
準
備
の
関

係
で
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

　

明
治
初
頭
の
東
京
遷
都
の
影
響
は
当
然
甚
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
京
都
御
苑

内
外
に
は
公
家
衆
の
邸
が
あ
り
、
そ
の
出
勤
の
行
列
さ
え
も
が
観
光
の
対
象
に

な
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
京
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
の

重
大
さ
は
、
今
日
の
我
々
の
想
像
を
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
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戦
国
時
代
が
旅
と
名
所
の
近
世
化
に
一
役
買
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
東
京
遷

都
は
京
都
の
近
代
化
を
促
す
一
大
事
で
あ
っ
た
。
と
く
に
明
治
か
ら
大
正
初
期

の
様
相
に
は
、
名
所
の
変
遷
に
お
い
て
も
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
が
顕
著
に

表
れ
、
そ
の
流
れ
の
上
に
写
真
絵
葉
書
の
盛
行
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

写
真
絵
葉
書
は
、
近
代
の
京
都
名
所
と
し
て
何
を
見
た
の
か
、
ま
た
、
ど
う

し
て
そ
の
場
所
を
選
び
、
ど
の
よ
う
に
記
録
し
た
の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

注（
１
） 

下
店
静
市
『
下
店
静
市
著
作
全
集
』
第
七
巻
「
序
説
」（
一
九
八
六
年
、

講
談
社
）

（
２
） 

辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』
二
〇
〇
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会　

p. 133

（
３
） 

武
田
恒
夫
『
日
本
絵
画
と
歳
時　

景
物
画
史
論
』
一
九
九
〇
年
、
ぺ
り

か
ん
社　

第
四
章
名
所
の
景
物

（
４
） 『
枕
草
子
』
の
第
十
三
段
に
「
山
は
、
小
倉
山
。
か
せ
山
。
三
笠
山
。

こ
の
く
れ
山
。
い
り
た
ち
の
山
。
わ
す
れ
ず
の
山
。
す
ゑ
の
松
山
。
か
た

き
り
山
こ
そ
、
い
か
な
ら
ん
と

4

4

4

4

4

4

を
か
し
け
れ
。
…
…
」（
傍
点
樋
口
）
と

あ
り
、
実
際
に
見
た
こ
と
が
な
い
山
を
そ
の
名
前
か
ら
想
像
す
る
楽
し
み

方
を
示
し
て
い
る
。

（
５
） 

富
士
昭
男
校
訂
『
東
海
道
名
所
記
／
東
海
道
文
言
絵
図
』「
解
題
」
二

〇
〇
二
年
、
国
書
刊
行
会

（
６
） 

も
っ
と
も
、
絵
画
化
さ
れ
た
景
物
は
、
和
歌
の
本
歌
取
り
同
様
、
や
が

て
定
型
化
さ
れ
て
ゆ
く
か
ら
、
幾
つ
か
の
作
品
を
観
る
機
会
が
与
え
ら
れ

れ
ば
、
主
題
を
推
察
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。

（
７
） 

樋
口
「
写
真
絵
葉
書
は
「
京
名
所
」
を
ど
う
と
ら
え
た
か 

― 

近
代
都

市
景
観
の
変
遷
と
新
名
所
の
誕
生
」

（
８
） 

前
出
「
写
真
絵
葉
書
は
「
京
名
所
」
を
ど
う
と
ら
え
た
か 

― 

近
代
都

市
景
観
の
変
遷
と
新
名
所
の
誕
生
」

（
９
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
樋
口
「
江
戸
時
代
名
所
絵
の
左
右
圧
縮
構
図
に
関

す
る
考
察 

― 

富
士
山
を
主
題
と
す
る
作
品
に
お
け
る
構
図
の
定
型
化
を

中
心
に 

―
」
京
都
外
国
語
大
学
研
究
論
叢
七
六
号
（
二
〇
一
一
年
一

月
）
で
、
詳
述
し
た
。
正
確
な
１
／
２
圧
縮
構
図
は
、
紫
石
の
「
富
嶽

図
」
の
の
ち
半
世
紀
ほ
ど
で
行
わ
れ
な
く
な
り
、
や
が
て
感
性
に
ま
か
せ

た
圧
縮
構
図
へ
と
受
け
継
が
れ
て
行
く
。

（
10
） 『
群
書
類
従
巻
第
三
百
二
十
七　

紀
行
部
一
』
所
収　

文
中
（　

）
内

樋
口

（
11
） 

時
代
は
大
き
く
飛
ぶ
が
、『
奥
の
細
道
』
の
書
き
出
し
も
似
た
よ
う
な

内
容
を
含
む
。

（
12
） 

東
海
道
と
い
う
と
、
国
道
１
号
線
を
想
起
す
る
が
、
中
世
以
前
で
は
鉄

道
路
線
で
言
う
と
む
し
ろ
新
幹
線
の
ル
ー
ト
に
近
い
と
こ
ろ
を
通
っ
て
い

る
。

（
13
） 

都
か
ら
東
国
に
向
か
う
際
の
ル
ー
ト
も
、
後
の
東
海
道
で
は
な
く
、
東

山
道
が
主
流
で
あ
っ
た
。

（
14
） 

ま
た
、
当
時
七
十
歳
近
か
っ
た
女
性
の
阿
仏
尼
が
、
危
険
な
目
に
遭
う

こ
と
も
な
く
鎌
倉
へ
の
往
復
の
旅
を
完
遂
で
き
る
ほ
ど
に
道
中
の
安
全
は

確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
15
） 

後
深
草
院
の
寵
愛
を
受
け
、
そ
の
ほ
か
の
男
性
に
も
モ
テ
た
よ
う
だ
か

ら
、
美
貌
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な
彼
女
も
、
鎌
倉
、
善
光

寺
、
奈
良
、
厳
島
方
面
に
旅
に
出
て
危
険
に
遭
う
こ
と
も
な
く
往
復
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
戦
乱
期
を
除
け
ば
、
概
ね
主
要
街
道
の
安
全
は
確
保
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
16
） 

倉
本
一
宏
『
旅
の
誕
生
』（
二
〇
一
五
年
、
河
出
書
房
新
社
）p. 7

（
17
） 

上
杉
本
で
は
こ
う
し
た
名
称
の
書
き
込
み
が
、
右
隻
で
一
二
七
箇
所
、

左
隻
で
は
一
〇
八
箇
所
の
合
計
二
三
五
箇
所
に
も
お
よ
ぶ
。

（
18
） 
舟
木
本
の
作
者
で
あ
る
岩
佐
又
兵
衛
自
身
、
戦
国
の
動
乱
の
血
の
海
の

中
で
命
を
散
ら
し
た
有
岡
城
主
、
荒
木
村
重
の
嫡
男
で
あ
っ
た
。 一
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（
19
） 

江
戸
時
代
の
庶
民
の
旅
に
つ
い
て
は
、
今
野
信
雄
氏
の
『
江
戸
の
旅
』

（
一
九
八
六
年
、
岩
波
新
書
）
が
街
道
と
宿
場
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
伊
勢
、

金
比
羅
参
り
の
旅
、
そ
し
て
、
明
治
以
降
の
鉄
道
、
温
泉
の
旅
に
至
る
ま

で
詳
細
な
解
説
を
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
数
年
後
、
い
わ
ゆ
る
江
戸

ブ
ー
ム
が
到
来
す
る
中
で
、
江
戸
時
代
の
旅
に
関
連
す
る
一
般
向
け
書
物

が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
神
崎
宣
武
氏
の
『
江
戸
の
旅
文
化
』

（
二
〇
〇
四
年
、
岩
波
新
書
）、
倉
本
一
宏
『
旅
の
誕
生
』（
二
〇
一
五
年
、

河
出
ブ
ッ
ク
ス
）
等
の
ほ
か
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に

関
連
す
る
研
究
も
盛
ん
に
な
り
、
一
般
向
け
に
刊
行
さ
れ
た
図
説
本
な
ど

も
『
絵
図
に
見
る
東
海
道
中
膝
栗
毛
』（
旅
の
文
化
研
究
所
編　

二
〇
〇

六
年
、
河
出
書
房
新
社
）
な
ど
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
八
隅
蘆
菴
の

『
旅
行
用
心
集
』
ま
で
も
が
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
（
桜
井
正
信
訳
『
旅

行
用
心
集
』
二
〇
〇
一
年
、
八
坂
書
房
）。

（
20
） 

前
出
、
今
野
『
江
戸
の
旅
』pp. 77~78

（
21
） 「
…
あ
わ
れ
な
声
で
『
旦
那
様
方
、
憐
れ
な
伊
勢
参
り
に
ど
う
か
一
文

お
め
ぐ
み
下
さ
い
』
と
乞
う
て
い
る
。
江
戸
や
奥
州
の
人
た
ち
に
は
、
こ

う
い
っ
た
参
宮
の
習
慣
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル

ト
・
ケ
ン
ペ
ル
著
、
斎
藤
信
訳
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』
一
九
七
七
年　

平
凡
社
東
洋
文
庫
）

（
22
） 

前
出
、
神
崎
『
江
戸
の
旅
文
化
』pp. 113

〜126

（
23
） 

野
間
光
辰
編
『
新
修
京
都
叢
書
』（
本
巻
全
二
十
三
巻
）
一
九
七
六
〜

一
九
九
五　

臨
川
書
店

＊ 

小
論
に
掲
載
し
た
画
像
の
う
ち
、
挿
図
１
、
２
、
３
、
５
、
６
は
国
立
博
物

館
が
「
ｅ
国
宝
」
と
言
う
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w

w
.em

useum
.jp/top?d_lang=ja

）
か
ら
、
ま
た
、
挿
図
４
は
、

東
京
国
立
博
物
館
の
画
像
検
索
サ
イ
ト
（https://w

ebarchives.tnm
.jp/

im
gsearch/show

/C
0017277

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
転
載
し

た
。
も
と
の
カ
ラ
ー
画
像
を
白
黒
印
刷
に
向
く
よ
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
調
整

し
、
あ
る
い
は
別
々
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
画
像
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
全
体
像

を
復
元
す
る
な
ど
、
画
像
処
理
を
加
え
て
い
る
。
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名所の変遷と旅

Changing Concepts of Noted Place and Travel

Joe HIGUCHI

〈Summary〉
  The Japanese kanji “名所” “points of interest” is pronounced two different ways. One is 

“nadokoro” and the other is “meisho”. The difference between the two is not only concerned 

with its pronouncing but also its meaning. The studies of “名所” in Japan has been done 

mainly in the fields of literature of traveling and the history of fine arts separately. In this 

essay the writer tried to see the concept of the noted sites not separately but as a whole 

focused on the changing idea of travelling during the Civil War age (1467-1568) through 

Kamakura (1185-1336) down to the end of Edo (1603-1868). What was clear is that the idea of 
“meisho” has been established during the Civil War age (1467-1568) and rather abstract and 

based on the aspiration for civilized society while “nadokoro” shows disrespect for rural 

areas. The one shows upwards mobility while the other downwards mobility. The writer tried 

to see the history of both fields as a whole.


