
世
阿
弥
伝
書
に
お
け
る

「
衆
人
愛
敬
」

|
|
歴
史
的
背
景
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

序
現
宿
、
翻
刻
出
版
さ
れ
た
「
花
伝
』
は
『
風
姿
花
伝
』
と
題
し
、
ヒ
怖

で
一
書
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
、
第
一
か
ら
順
に
書

か
れ
た
も
の
で
は
な
く
複
雑
な
過
程
を
経
た
後
の
書
で
あ
る
こ
と
が
、
こ

こ
コ
一
卜
年
ほ
ど
の
聞
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
基
本
的
に
は
応
北
ゴ
一
卜

一
年
成
立
の
『
花
鏡
』
に
「
風
姿
花
伝
」
町
田
聞
が
見
え
る
こ
と
、
『
花
伝
第

七
別
紙
口
伝
』
に
応
永
二
十
五
年
の
奥
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
存
し
て

い
る
の
は
応
、
水
二
十
年
代
後
半
に
改
訂
瑚
補
さ
れ
た
本
文
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
“
本
論
文
で
取
り
扱
う
の
は
、
通
常
五
番
目
の
位
置
に
置
か
れ
る

『
花
伝
』
「
奥
義
云
」
、
通
称
奥
義
繍
で
あ
る
。

世
阿
弥
伝
書
は
、
基
本
的
に
「
い
か
に
能
を
す
べ
き
か
」
を
目
的
に
相

伝
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
能
と
は
何
か
」
「
な
ぜ
能
を
す
る
の
か
」
と
い
っ

た
こ
と
を
論
じ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
奥
義

縞
に
は
「
な
ぜ
能
を
す
べ
き
か
」
に
つ
い
て
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

当
時
の
柚
刑
事
者
が
何
を
目
的
に
能
を
行
っ
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の
貴
重

佐
々
木

香

織

な
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
『
奥
義
云
』
山
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
特
に

「
衆
人
愛
敬
」
と
い
う
こ
と
ば
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。

一
、
奥
義
篇
成
立
の
理
由

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
上
、
「
花
伝
』
奥
義
舗
は
さ
ま
ざ
ま
に
問
題
化
さ
れ

て
き
た
が
、
な
か
で
も
、
近
年
の
大
き
な
成
果
は
執
筆
動
機
の
検
討
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
奥
義
脇
町
奥
書
は
京
節
本
に
の
み
存
在
L
、
し
か
も

年
記
・
識
語
と
も
に
他
書
の
世
阿
弥
奥
書
の
形
式
と
異
一
な
る
た
め
、
後
人

付
加
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
年
代
は
正
確
に
は
い
ま
だ
不

明
で
あ
る
G

そ
こ
で
、
執
筆
動
機
と
な
る
よ
う
な
肢
史
背
撃
を
探
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
奥
義
樹

に
関
し
て
は
「
:
・
後
小
松
帝
の
北
山
第
行
幸
に
際
し
、
犬
王
町
芸
が
王
覧

に
供
さ
れ
た
こ
と
や
そ
れ
に
引
き
続
く
義
満
の
死
が
、
執
築
動
機
に
影
響

し
た
と
す
る
表
氏
の
説
が
通
説
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
落
合
博
志
氏
は
、

犬
王
の
傍
過
は
応
止
十
五
年
以
前
か
ら

f
あ
り
、
『
犬
王
町
時
代
」
と
も
い

う
べ
き
時
期
は
極
め
て
長
か
っ
た
と
し
て
『
奥
義
』
成
立
を
応
永
十
五
年
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直
後
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
反
論
一
を
提
起
さ
れ
た
。
」
山
と
い
う
よ

う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

表
章
氏
は
、
世
阿
弥
が
一
貫
し
て
義
満
の
霊
腐
を
受
け
続
け
て
き
た
と

い
う
旧
説
に
対
し
て
、
義
摘
が
晩
年
に
は
近
H
娯
楽
の
名
手
で
あ
る
丈
王

道
阿
弥
を
重
用
し
た
こ
と
を
初
め
て
指
摘
し
け
て
そ
れ
に
よ
っ
て
奥
義
楠

成
立
年
代
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
「
:
世
阿
弥
よ
り
は
先
輩
で
応
永
初
年
ま

で
世
阿
弥
以
上
に
活
動
し
て
い
た
犬
王
は
、
応
本
三
年
に
結
城
満
藤
事
刊

に
連
座
し
て
一
時
史
脚
し
て
い
た
ら
し
く
、
同
六
年
の
一
条
竹
ヶ
鼻
勧
進

税
楽
で
世
阿
弥
が
名
声
を
獲
得
し
た
の
は
そ
の
間
隙
で
の
出
来
事
と
解
さ

れ
る
が
、
条
々
三
舗
を
執
筆
し
たv
同
七
年
の

Fd院
あ
た
り
に
犬
王
が
復
帰

し
、
世
阿
弥
以
上
に
足
利
義
満
の
晶
股
を
畳
け
た
。
失
脚
時
に
犬
阿
弥
と

称
し
た
の
を
道
阿
弥
と
改
め
た
の
は
義
満
の
法
名
「
道
義
」
の
一
事
を
頂

赦
す
る
栄
替
を
柴
つ
て
の
こ
と
だ
っ
た
L
、
応
、
水
十
五
年
の
後
小
松
天
皇

の
義
満
北
山
邸
行
幸
に
際
し
で
義
満
が
天
覧
に
供
し
た
猿
楽
も
、
犬
王
の

初
演
で
あ
っ
た
。
」
円

つ
ま
り
、
世
阿
弥
は
義
満
の
愛
顧
を
一
身
に
受
け
続
け
て
き
た
わ
け
で

は
な
く
、
犬
王
が
失
脚
し
て
い
る
問
に
第
一
人
者
の
地
位
を
築
き
、
そ
し

て
犬
王
の
復
活
に
伴
っ
て
そ
の
地
位
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

「
た
と
ひ
、
天
下
に
前
さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
も
、
力
な
き
悶
果
に

て
、
万
一
ー
少
し
廃
る
る
時
分
あ
り
と
も
、
田
舎
逮
聞
の
漢
美
の
花
失
せ

ず
ば
、
ふ
っ
と
道
の
絶
ふ
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
道
絶
え
ず
ぱ
、
又
天

干
の
時
に
合
ふ
事
あ
る
べ

L
。」

表
氏
は
奥
義
簡
の
こ
の
一
節
に
対
し
て
「
こ
の
時
期
の
世
阿
弥
は
、
能

界
の
第
一
人
者
の
地
位
を
犬
王
に
事
わ
れ
『
少
し
腐
る
る
』
状
態
に
あ
っ

た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
危
機
的
状
況
が
世
阿
弥
に
奥
義
楠

を
書
か
せ
た
に
速
い
あ
る
ま
い
。
」
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

奥
義
鏑
の
執
筆
埋
由
は
犬
王
の
失
脚
と
視
活
で
あ
り
、
奥
義
縞
成
立
は
そ

れ
か
ら
湖
算
す
れ
ば
応
ホ
十
五
年
頃
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
論
文
を
発
表
し
た
時
期
の
表
氏
は
↓
力
巴
な
き
因
果
切
一
節
を
世
阿
弥
自

身
の
浮
沈
か
ら
生
ま
れ
た
言
明
と
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伯

こ
れ
に
対
し
て
落
合
同
同
志
氏
は
、
大
王
が
早
い
時
間
聞
か
ら
義
満
の
霊
顧

を
得
て
い
た
こ
と
一
を
明
示
す
る
『
此
苑
院
西
国
下
向
記
』
と
い
う
史
料
を

紹
介
し
、
犬
王
町
失
脚
に
つ
い
て
疑
義
を
唱
え
た
。
。
犬
王
の
失
脚
が
な

い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
畏
朋
に
わ
た
る
も
の
で
は
一
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

丈
王
町
失
脚
と
復
活
を
奥
義
繍
執
筆
の
助
機
と
す
る
表
氏
の
論
は
招
ら
ぐ

こ
と
に
な
り
、
併
せ
て
成
立

4
代
に
関
し
て
も
確
証
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
落
合
氏
は
、
奥
義
繍
の
内
容
か
ら
そ
の
成
立
を
検
討
し
、
「
・

所
説
自
体
を
世
阿
弥
の
成
る
一
時
期
の
境
遇
の
反
映
と
抱
え
る
こ
と
に
は

賛
L
難
い
。
た
と
え
何
ら
か
の
執
筆
契
機
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
世
阿
弥
が

奥
義
舗
で
提
示
し
た
の
は
、
能
に
お
け
る
根
本
的
か
っ
普
通
的
な
課
題
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
仰
と
し
て
い
る
。

表
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
奥
義
簡
の
執
傘
動
機
に
具
体
的
背
景
を
想

定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
、
犬
王
の
復
活
に
よ
る
世
阿
弥
の

後
退
と
い
う
限
定
的
状
況
が
こ
の
言
説
を
書
か
せ
た
で
は
な
く
と
も
、
世

阿
弥
に
こ
れ
を
替
か
せ
た
の
は
、
近
江
独
楽
や
旧
楽
の
台
頭
、
義
満
の
死

に
伴
っ
て
次
第
に
落
ち
て
ゆ
く
自
ら
の
境
遇
だ
と
と
る
こ
と
は
決
し
て
無

理
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
落
合
氏
も
、
「
・
奥
義
筒
の
成
立
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事
情
に
対
す
る
表
氏
の
推
定
を
完
全
に
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。
可
能
性

は
乏
し
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
全
く
-
な
か
っ
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
ロ

そ
し
て
さ
ら
に
、
無
責
任
一
な
想
像
を
巡
ら
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
犬
王
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
犬
王
は
『
申
楽

談
義
』
に
お
い
て
も
絶
賛
さ
れ
て
い
る
名
手
の
一
人
で
あ
り
「
天
下
に
計

さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
」
と
み
一
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
ん
な

彼
も
庇
護
者
で
あ
っ
た
結
城
満
藤
の
失
脚
に
述
臆
す
る
と
い
う
「
力
な
き

因
果
」
に
よ
っ
て
回
#
遠
国
で
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
だ

が
、
そ
こ
で
く
さ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
都
へ
と
凱
旋
L

天
覧
能
を
任
さ
れ
る
と
い
う
「
又
天
下
の
時
に
合
ふ
」
こ
と
が
で
き
た
、
と

い
う
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
想
像

の
域
を
出
ぬ
も
の
だ
が
、
注
視
し
て
お
き
た
い
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

般
事
者
で
あ
る
身
の
上
に
、
充
分
起
こ
り
え
た
と
い
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
義
満
の
愛
顧
が
さ
ま
ざ
ま
な
狭
山
南
者
に
向
け
ら
れ
得
た
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
、
庇
護
者
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
浮
沈
し
流
離
を
や
む
な
く
す

る
獄
事
者
の
在
り
ょ
う
そ
の
も
の
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
議
論
の
大
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
落
合
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
奥
義
縞
を
具

体
的
状
況
に
対
す
る
限
定
的
な
対
策
と
し
て
の
み
捉
え
る
べ
き
で
は
一
な
い

と
も
ぷ
J

え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
奥
義
舗
は
芸
を
生
業
と
し
て
生
き
る
も

の
の
在
り
方
を
反
省
的
に
捉
え
た
上
で
、
芸
能
の
意
識
と
必
然
性
と
い
う
、

能
の
み
な
ら
ず
芸
能
芸
術
全
般
に
お
け
る
根
本
的
問
題
に
言
及
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
「
力
な
き
因
果
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
、
と

い
う
問
題
提
起
に
よ
っ
て
奥
義
縞
の
執
筆
年
代
や
犬
王
の
生
涯
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
視
点
を
変
え
て
、
「
衆

人
愛
敬
を
も
て
一
座
建
立
の
寿
福
と
せ
り
」
と
い
う
世
阿
弥
の
教
え
が
、

相
伝
さ
れ
た
能
役
者
に
何
を
教
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
考
え

て
み
た
い
。

二
、
奥
義
篇
「
衆
人
愛
敬
論
」

奥
義
篇
は
、
内
容
上
、
前
半
部
の
十
体
論
と
後
半
部
の
京
人
霊
敬
論
の

ご
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
ロ
十
体
論
と
は
、

具
体
的
な
十
の
横
目
に
つ
い
て
の
論
と
い
っ
た
意
味
で
は

B

な
く
、
父
観
阿

弥
や
、
観
阿
弥
が
風
体
の
怖
と
仰
い
だ
田
楽
本
座
の
一
忠
が
、
そ
れ
ぞ
れ

得
意
の
演
目
以
外
の
風
体
も
演
じ
こ
な
し
て
い
た
実
例
を
挙
げ
、
大
和
娯

楽
の
従
来
の
物
ま
ね
芸
の
み
な
ら
ず
、
近
江
猿
楽
ヤ
田
楽
を
も
含
め
た
あ

ら
ゆ
る
風
体
を
修
得
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
風
体
を
修
得
す
る
こ
と
は
、
時
や
所
に
相
応
し
い
役
柄
を
演
じ
る
可

能
性
を
同
唱
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
観
客
か
ら
愛
顧

を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
続
く
衆
人
愛
敬
論
で
は
、
な
ぜ
猿
楽

者
は
観
客
か
ら
の
世
顧
一
を
旨
と
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
演
技
論
と
観
客
論
に
分
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
最
終
的

に
奥
義
縞
は
、
あ
る
べ
き
獄
染
者
の
姿
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問

題
に
収
蝕
さ
れ
て
い
く
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

「
秘
義
に
去
、
抑
、
芸
能
と
は
、
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
感
を
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な
さ
む
事
、
寿
補
増
長
の
基
、
越
齢
延
年
の
方
な
る
べ

L
o
極
的
極
め
て

は
、
諸
道
悉
寿
桶
増
畏
な
ら
ん
と
な
り
。
殊
更
こ
の
芸
、
位
を
極
め
て
、
家

名
を
残
す
事
、
是
、
天
下
の
許
き
れ
な
り
。
是
、
寿
補
増
長
な
り
。
」

こ
こ
で
は
、
芸
能
の
世
会
的
存
在
意
義
、
そ
の
必
然
性
を
明
確
に
述
べ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
芸
能
と
は
、
多
〈
の
人
の
心
を
和
ま
せ
、
貴
賎
の
上

下
を
分
か
た
ず
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
幸
福
の
法
諜
で
あ
り
、

舟
命
を
延
ば
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
芸
を
官
同
め
て
世
人
に
幸

福
を
も
た
ら
す
よ
う
精
進
す
る
に
し
て
も
、
相
手
は
、
精
進
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
高
度
な
芸
を
理
解
で
き
る
貴
所
の
目
利
き
ば
か
り
で
は
な
い
。

「
凡
、
愚
か
な
る
輩
、
遠
因
'
田
舎
の
卑
し
き
眼
に
は
、
こ
の
長
'
位
の

上
れ
る
風
体
、
及
び
が
た

L
。
こ
れ
を
い
か
が
す
べ
き
。
」

そ
れ
に
対
し
て
世
阿
弥
は
、
自
分
の
芸
を
理
解
で
き
る
目
利
き
に
さ
え

理
解
さ
札
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
、
高
際
的
姿
勢
に
構
え
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
、
よ
り
蚊
し
い
道
を
指
し
示
す
白

「
こ
の
芸
と
は
、
京
人
君
敬
を
も
て
、
一
座
建
立
の
寿
補
と
せ
り
。
故
に
、

あ
ま
り
及
ば
ぬ
風
体
の
み
な
れ
ば
、
又
諸
人
の
褒
美
欠
け
た
り
。
此
た
め

に
、
能
に
初
心
忘
れ
ず
し
て
、
時
に
応
じ
、
所
に
よ
り
て
、
愚
か
な
る
限

に
も
げ
に
も
と
思
ふ
や
う
に
能
を
せ
ん
事
、
こ
れ
寿
福
也
。
」

こ
の
芸
は
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
以
て
、
一
躍
を
成
り
立
た

せ
る
上
で
の
寿
福
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
あ
ま
り
に
そ
の

芸
が
及
ぱ
ぬ
も
の
で
あ
れ
ば
、
車
美
を
頂
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
初
心
を

忘
れ
ず
時
や
場
所
に
応
じ
て
、
あ
ま
り
目
の
肥
え
て
い
な
い
人
に
も
、
そ

の
人
が
な
る
ほ
ど
と
思
う
よ
う
に
能
を
す
る
こ
と
が
寿
福
在
の
で
あ
る
、

と
い
、
ワ
ロ

衆
人
と
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
人
、
す
べ
て
の
人
」
を
指
す
と
日
ポ
辞
書
に

は
あ
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
は
た
ん
に
数
量
的
に
多
く
の

人
と
解
す
る
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
と
解
す

る
の
が
よ
い
の
で
は
巴
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
眼
目
は
「
愚

か
な
る
輩
、
遠
問
。
田
骨
の
卑
し
き
限
に
は
、
こ
の
長
・
位
の
上
れ
る
風

体
、
及
び
が
た
し
」
と
い
う
状
況
を
如
何
に
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

目
の
肥
え
た
京
の
観
客
が
数
量
的
に
大
勢
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
衆
人
は
貰
腿
、
在
所
、
時
を
選
ば
な

い
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
を
指
す
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
芸
は
、
そ

の
よ
う
な
種
々
多
様
な
人
々
に
愛
吉
れ
る
こ
と
を
以
て
、
一
座
を
維
持
繁

栄
さ
せ
て
ゆ
〈
と
い
う
「
薄
縞
」
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
よ
く
よ
く
風
俗
の
極
め
を
見
る
に
、
貴
所
山
寺
、
田
舎
・
遠
回
、
諸

制
の
祭
礼
に
百
五
る
ま
で
、
を
し
な
べ
て
誇
り
を
得
ざ
ら
ん
を
、
寿
担
問
達
人

の
為
手
と
は
申
す
べ
き
や
。
:
し
か
れ
ば
亡
父
は
、
い
か
な
る
田
舎
・
山

里
町
片
辺
に
て
も
、
そ
の
心
を
畳
け
て
、
所
の
風
義
を
一
大
事
に
か
け
て

芸
を
せ
し
な
り
。
」

い
か
な
る
場
所
の
い
か
な
る
機
会
に
お
い
て
も
、
人
々
を
納
得
さ
せ
ら

れ
る
人
こ
そ
「
寿
福
達
人
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
で
は
観
阿
弥
が
、
ど

ん
な
悶
舎
で
あ
っ
て
も
そ
こ
の
見
物
の
人
々
を
経
視
す
る
こ
と
な
く
、
彼

ら
の
気
持
ち
を
汲
み
取
り
、
そ
の
地
域
の
風
義
を
車
重
し
て
芸
を
し
て
い

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
父
観
阿
弥
の
都
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
、
世

阿
弥
は
す
で
に
幼
少
期
に
は
京
の
最
高
度
の
文
化
に
触
れ
て
い
た
が
、
観

阿
弥
自
身
は
、
京
に
鳴
り
出
し
て
行
く
以
前
は
こ
の
よ
う
な
山
里
の
人
々

を
相
手
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ひ
と
こ
と
で
田
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舎
ー
迷
聞
と
い
っ
て
も
、
現
代
で
さ
え
地
方
に
よ
っ
て
趣
味
や
噌
好
は
さ

ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
い
る
。
蹴
阿
弥
が
、
自
ら
の
大
和
猿
楽
の
わ
ざ
に
岡

執
す
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る
風
体
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の

さ
ま
ざ
ま
に
悶
持
者
る
人
々
の
、
殺
に
対
し
て
も
愛
さ
れ
る
芸
を
心
掛
け
て

い
た
か
ら
に
他
な
ら
奇
い
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
衆
人
愛
敬
と
い
う
と
考

え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、
そ
こ
主
で
し
て
万
人
に
褒
美
せ
ら
れ
る
よ
う
な

主
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
一
節

に
大
き
く
関
わ
る
。

「
た
と
ひ
、
天
下
に
許
さ
れ
を
得
た
る
程
の
為
手
も
、
力
な
き
悶
果
に

て
、
万
一
少
し
廃
る
る
時
分
あ
り
と
も
、
問
舎
遠
回
の
富
美
の
花
失
せ

ず
ぱ
、
ふ
っ
と
道
の
絶
ふ
る
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
道
絶
え
ず
ぱ
、
又
天

下
町
時
に
合
ふ
事
あ
る
べ
し
。
」

た
と
え
天
下
に
名
を
轟
か
せ
た
役
者
も
、
「
力
な
き
因
果
」
に
よ
っ
て
人

気
を
落
と
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
田
舎
で
評
判
を
と
り

続
け
て
い
た
ら
都
へ
の
道
が
絶
、
え
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
都
で
人
気
を

博
す
る
好
機
に
巡
り
会
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
の
一
言
明
が
そ

れ
に
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
力
な
き
悶
果
」
は
、
「
世
上
人
心
の
動
向

な
ど
の
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
事
な
ど
を
い
、
つ
も
の
と
思
う
。
人
為
の
力
で

は
、
世
風
の
潮
流
の
動
き
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

瓦
、
こ
の
中
に
は
、
当
時
の
猿
楽
者
の
保
護
者
た
る
武
家
一
な
ど
の
、
気
ま

ぐ
れ
な
移
り
気
の
た
め
に
生
ず
る
愛
好
の
変
化
な
ど
も
、
含
め
て
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
剛
、
「
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
運
命
と
し

て
の
囚
果
。
能
役
者
は
人
気
稼
業
で
あ
る
か

h
本
人
の
努
力
と
は
無
関
係

に
、
世
間
の
風
潮
に
よ
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
栄
枯
盛
衰
が
あ
る
。
」
附

な
ど
と
拠
え
ら
れ
て
い
る
。

一
時
は
都
を
席
巻
し
栄
華
を
誇
っ
た
役
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
生
陸

続
く
と
い
う
保
証
を
し
て
く
れ
る
も
の
は
雑
も
い
な
い

U

力
量
、
人
気
、
ど

れ
も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
犬
王
の
よ
う
に
パ
ト
ロ
ン
の
失
脚
に

よ
っ
て
自
ら
も
そ
の
地
位
や
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
実
際
、

世
阿
弥
自
身
も
、
最
終
的
に
は
佐
波
に
配
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
将
軍
に

さ
え
気
に
入
ら
れ
れ
ば
よ
い
、
自
分
の
芸
を
璃
解
で
き
る
識
者
に
の
み
理

解
さ
れ
れ
ば
よ
い
、
あ
る
い
は
誰
に
埋
解
さ
れ
ず
と
も
自
分
さ
え
納
得
す

る
舞
台
が
で
き
れ
ば
よ
い
な
ど
と
い
う
姿
勢
で
は
、
特
定
の
観
客
の
愛
顧

を
失
う
こ
と
が
生
活
基
盤
そ
の
も
の
を
失
、
つ
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
芸

そ
の
も
の
の
衰
退
・
消
滅
の
原
闘
と
も
を
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
た
と
え

都
を
落
ち
る
羽
目
に
な
っ
て
も
、
落
ち
て
い
っ
た
先
で
人
々
に
受
け
入
れ

ら
れ
れ
ば
芸
で
身
を
立
て
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
L
、
苦
を
消
滅
き
せ
ず

に
次
代
へ
と
存
続
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る

Q

速
が
良
け
れ
ば
郁
へ
再

度
凱
焼
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
ら
の
出
自
の
芸
聞
が
得
意
と
す
る
減
目
の
み
な
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
風
体
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
大
和
狼
曜
は
物
ま
ね
芸
を
得
意
と
し
た
が
、
観
阿
弥
は
そ
れ
の
み
な

ら
ず
、
近
江
披
楽
町
天

K
舞
や
山
舞
の
音
曲
を
積
極
的
に
修
得
し
た
。
そ

れ
ま
で
の
狭
事
は
旋
律
の
甑
白
さ
を
主
眼
と
す
る
小
歌
が
か
り
が
中
心
で

あ
っ
た
が
、
観
阿
弥
は
曲
舞
の
一
派
で
あ
る
加
賀
女
の
乙
鶴
に
学
ん
で
、

拍
子
の
聞
白
さ
も
加
味
し
た
音
曲
を
謡
い
だ
し
た
。
ま
た
、
観
阿
弥
自
身

は
大
男
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
物
ま
ね
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
幽
玄
美
も

追
究
し
た
作
品
を
世
に
出
し
、
い
か
に
も
か
ぽ
そ
げ
な
止
を
演
と
た
と
い
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三内
J
Oそ

の
よ
う
に
「
十
体
」
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
風
体
を
身
に
つ
け
る
べ
き

で
あ
る
の
は
、
時
吋
や
所
に
か
か
わ
ら
ず
、
与
え
ら
れ
た
機
会
に
相
応
し
い

役
柄
を
演
じ
る
可
能
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
よ
り
多
く
の
観
客
か
ら
愛
顧
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
に
、
貴
賎
や
場
所
を
問
わ
な
い
多
く
の
人
々
の
霊
顧
を
求
め
た
の
は
、

浮
き
沈
み
の
多
い
彼
ら
の
立
場
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
と
思

3
L
j
3
0
 

4
4
1
4
 

「
衆
人
愛
敬
」
の
歴
史
的
背
景

先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
「
寿
福
増
畏
」
「
一
座
建
立
の
寿
福
」
「
寿
福
述

人
」
と
奥
義
樹
に
は
「
舟
摘
」
と
い
う
こ
と
ば
が
散
見
さ
れ
る
。
一
般
に

「
寿
稲
」
と
い
え
ば
、
精
神
的
幸
福
だ
け
で
な
く
経
済
的
利
読
を
も
意
味
す

る
。
能
勢
朝
次
氏
も
一
座
雄
立
の
寿
摘
を
「
そ
の
一
座
が
成
立
し
長
く
繁

栄
し
て
ゆ
く
根
本
の
資
財
の
意
。
」
山
と
し
て
い
る
が
、
思
惣
史
大
系
本
で

は
「
寿
摘
増
長
の
基
、
題
齢
延
年
の
方
企
る
べ
し
」
を
根
源
的
な
論
と
し

て
重
視
し
、
「
・
「
一
座
建
立
の
寿
福
」
に
し
て
も
、
一
座
建
立
が
二
庖

を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
M

意
で
あ
る
か
ど
う
か
に
少
々
疑
問
が
あ
り
、
そ

の
場
全
体
が
揮
快
一
体
と
な
る
能
の
成
功
の
意
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
場
合

は
こ
こ
の
『
寿
揃
』
も
観
客
と
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
寿
楠
」

を
{
経
済
的
収
入
}
と
端
的
に
解
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
で

相
当
に
危
険
で
あ
る
と
思
う
。
」
旧
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
金
井
清
光
氏
は
「
・
娯
楽
の
た
め
の
舞
台
芸
能
は
役
者
と
観
客

と
が
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
か
ら
、
観
客
の
寿
摘
は
と
り
も

な
お
さ
ず
役
者
の
寿
福
で
あ
り
、
役
者
の
寿
摘
は
観
客
の
寿
摘
で
も
あ
る
。

観
客
だ
け
が
帯
植
を
得
て
役
者
が
不
幸
に
沈
ん
だ
り
、
そ
の
逆
の
こ
と
な

ど
あ
り
え
企
い
。
」
川
と
役
者
と
観
客
と
も
ど
も
の
幸
せ
と
解
し
て
い
る

が
、
間
客
が
能
を
見
て
経
済
的
利
益
を
得
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
の
見

解
の
叫
窓
口
は
経
済
的
利
益
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
Q

つ
ま
り
、
総
合
す
れ
ば
、
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

経
済
的
に
も
一
座
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
役
者
に

と
っ
て
も
観
客
に
と
っ
て
も
幸
舗
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
か
。
経

済
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
「
:
近
代
の
立
場
か
ら
は
、
甚
だ
し

い
功
利
主
義
思
想
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
室
町
時
代
に
あ
っ
て
は
、

真
理
や
至
芸
に
と
も
な
う
必
然
の
成
果
で
あ
っ
て
、
近
代
が
取
り
上
げ
て

い
る
よ
う
な
、
単
一
な
る
功
利
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
」
山
と
見
る
こ
と
が
畳

当
と
思
わ
れ
る
。

「
『
舟
福
』
と
は
具
体
的
に
い
え
ば
、
経
済
的
支
持
の
こ
と
で
あ
る
。
俗

語
の
吋
お
た
か
ら
」
と
い
っ
た
感
じ
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
寿

摘
を
増
加
さ
せ
る
の
が
す
ぐ
れ
た
役
者
で
あ
る
た
め
重
要
な
資
怖
の
ひ
と

つ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
も
若
い
人
の
共
感
を
得
に
〈
い
ら
し
い
。
わ

た
く
し
が
教
室
で
右
の
条
を
講
釈
し
た
と
き
、
い
つ
も
す
く
な
か
ら
ぬ
抵

抗
を
感
じ
さ
せ
た
よ
う
で
あ
り
、
将
来
も
た
ぶ
ん
同
織
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
」
川

「
寿
福
」
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
経
済
的
支
持
の
み
を
と
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
見
方
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ

の
意
味
に
経
済
的
側
摘
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
収
入
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を
重
視
す
る
発
言
に
対
し
て
学
生
た
ち
が
「
す
く
一
な
か
ら
ぬ
抵
抗
」
を
感

じ
る
こ
と
は
、
感
情
的
に
は
同
意
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
、
芸

術
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
生
活
を
犠
刊
に
し
て
悔
い
る
こ
と
の
一
な
い
孤
高
の

芸
術
家
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
願
望
を
抱
く
こ
と
に
は
学
問
的
見
地

を
離
れ
て
共
感
す
る
し
、
世
阿
弥
は
そ
の
よ
う
な
願
望
を
仮
託
さ
れ
や
す

い
の
だ
ろ
う
と
も
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
阿
弥
が
理
組
の
み
を
植
に
生
活
で
き
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
つ
能
は
シ
テ
ひ
と

り
の
芸
で
は
な
い
。
い
ま
の
標
準
要
員
で
い
っ
て
、
最
低
十
六
人
は
い
な

い
と
、
ひ
と
つ
の
山
争
満
足
に
上
演
し
か
ね
る
。
ま
し
て
、
勧
進
能
一
な
ど

で
何
骨
も
演
ず
る
場
あ
い
、
い
く
ら
貧
弱
な
鹿
で
も
、
二
一
十
人
以
上
は
必

要
だ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
だ
け
の
宜
民
を
確
保
し
て
ゆ
け
る
だ
け
の
収
入

が
無
か
っ
た
ら
、
演
能
は
結
局
で
き
一
な
い
こ
と
に
な
る
。
演
能
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
名
人
芸
も
大
艇
芸
も
、
共
に
消
滅
の
ほ
か
な
い
」
の

で
あ
る
。

加
え
て
、
猿
楽
能
が
発
展
進
出
し
て
き
た
彼
ら
の
時
代
背
景
を
考
え

れ
ば
、
な
お
の
こ
と
、
芸
人
が
経
済
的
宜
味
で
の
「
寿
福
」
を
得
る
こ
と

の
重
要
性
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
世
阿
弥
の
死
後
、
い
わ
ゆ
る
応
に
の

乱
に
よ
る
戦
乱
で
郁
は
荒
廃
し
た
。
都
の
荒
廃
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

も
そ
も
、
父
観
阿
弥
が
活
躍
し
て
い
た
頃
は
、
皇
家
が
品
た
つ
に
分
か
れ

て
争
う
と
い
う
史
上
稀
に
み
る
事
態
が
勃
発
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
加
え
て
京
都
は
丸
岡
元
年
に
は
数
ヶ
月
続
く
大
地
提
に
み
ま
わ
れ
、
正

中
二
年
に
は
大
需
雨
・
洪
水
に
襲
わ
れ
た
。
宮
中
と
将
軍
家
の
争
乱
の
し

た
で
は
、
二
条
河
原
の
部
首
に
あ
る
よ
う
に
悪
党
た
ち
が
叫
附
置
し
て
お
り
、

ま
さ
に
天
下
は
麻
の
如
く
乱
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
巾
で
、

芸
を
売
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

、っか。能
役
者
の
地
方
ま
わ
り
は
平
時
で
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
応
仁
の
乱

後
は
、
能
役
者
の
地
方
下
向
が
記
録
上
も
急
に
噌
加
し
て
い
る
そ
う
で
あ

る
。
川
森
末
義
彰
氏
の
『
中
世
芸
能
史
論
考
」
に
は
そ
の
よ
う
な
事
例
が

数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
川
金
春
家
系
略
記
に
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ

て
金
春
家
が
家
領
を
失
い
、
大
和
・
伊
勢
を
流
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

あ
り
、
ま
た
、
ま
さ
に
応
仁
の
乱
の
最
中
で
あ
る
文
明
二
年
、
大
乗
院
寺

社
維
事
記
に
「
天
下
の
大
乱
に
依
っ
て
、
娯
楽
共
計
会
以
て
の
外
な
り
、
装

束
寺
市
苧
の
他
正
体
一
な
し
」
と
あ
り
、
耕
狭
山
曜
の
の
ち
の
門
跡
で
の
芸
能
に

際
し
て
、
装
束
の
調
達
な
ど
に
奔
走
し
て
や
っ
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
満
足
に
装
束
を
揃
え
ら
れ
な
い
、
演
抽
出
が
成
り
立
た
な
い
と
い

う
事
態
に
、
地
方
に
下
向
し
何
と
か
生
を
つ
な
守
他
な
い
ほ
ど
、
応
仁
町

乱
は
娯
楽
者
た
ち
に
大
き
な
打
般
を
与
え
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
記
録
か

ら
も
脊
晶
に
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
応
に
の
乱
に
よ
っ
て
、
柑
明
楽
騒
が
般
大
円
庇
護
者
と
た
の
ん
で

い
た
将
軍
家
の
勢
刈
も
地
に
墜
ち
る
と
「
0

・
狼
楽
の
徒
は
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
地
方
の
華
族
に
招
か
れ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
経
済
的
郡

山
か
ら
、
積
極
的
に
地
方
へ
の
勧
進
下
向
を
企
て
、
あ
る
い
は
有
力
な
大

名
の
庇
護
を
求
め
て
地
方
に
下
る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
。
」
判
と
い
う
。
大

乗
院
寺
村
雑
事
記
に
は
金
事
普
鳳
が
文
明
十
五
年
能
登
の
固
に
下
っ
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
観
世
邸
で
も
、
応
仁
町
乱
後
、
品
山
氏
の
捜

助
を
得
ょ
う
と
能
畳
に
下
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
伊
勢
貞
示
の
諸
状
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業
文
に
よ
れ
ば
、
観
世
大
去
が
下
向
に
際
し
て
、
畠
山
義
統
の
被
官
遊
佐

美
作
守
に
そ
の
周
旋
を
依
頼
し
て
い
る
。
観
世
陸
が
困
窮
と
聞
き
及
ん
で

い
る
た
め
、
大
名
衆
で
能
を
川
附
し
て
扶
持
を
賜
れ
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て

く
れ
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
川

応
仁
の
乱
以
降
も
世
は
平
ゐ
女
に
止
る
ど
こ
ろ
か
、
秀
吉
の
統
一
ま
で
の

問
は
群
雄
割
拠
、
下
克
上
の
時
代
で
あ
り
、
京
の
み
一
宇
り
ず
日
本
全
土
が

戦
乱
の
巷
と
化
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
猿
楽
者
た
ち
は
さ

ら
に
諸
聞
の
大
名
小
名
争
渡
り
世
く
こ
と
と
な
る

Q

観
世
宗
節
は
、
天
文

四
年
に
は
九
州
に
下
向
し
よ
う
と
幕
府
に
大
内
義
降
へ
の
斡
旋
キ
依
頼
し
、

弘
治
三
年
に
は
越
前
方
而
へ
、
ま
た
、
水
線
十
一
年
、
天
正
八
年
に
は
安

芸
に
干
向
し
厳
島
抑
制
で
法
楽
能
を
行
っ
た
と
い
う
。
越
智
観
世
の
十
郎

大
夫
は
駿
河
の
今
川
氏
を
頼
っ
た
が
、
今
川
義
元
が
桶
狭
間
で
敗
死
し
た

後
は
遠
江
町
家
康
の
庇
識
を
受
け
た
と
い
、
っ
。
宝
生
座
に
い
た
っ
て
は
応

仁
の
乱
後
は
ほ
と
ん
ど
地
方
を
廻
り
、
地
方
下
向
の
記
録
は
英
機
、
周
防
、

小
田
脱
、
加
賀
企
ど
各
地
に
わ
た
る
。
印

狭
山
売
事
た
ち
は
、
望
む
と
望
ま
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
衆
人
愛
敬
」

を
旨
と
し
て
、
貴
賎
や
場
所
を
問
わ
ず
に
多
く
の
人
々
の
愛
顧
を
求
め
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
公
家
風
の
今
川
氏
を
頼
る
な
ら
ば
、

目
利
き
に
す
る
よ
う
な
風
体
を
心
掛
け
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
今
川
が
討

ち
取
ら
れ
れ
ば
、
ま
た
新
た
な
庇
謀
者
の
好
み
や
眼
力
に
合
わ
せ
て
芸
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
名
小
名
に
も
頼
れ
ず
、
市
井
に
散
っ
て
い
っ

た
猿
楽
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
環
境
で
、
自
ら
の
芸
も

聴
き
、
若
い
世
代
へ
の
指
導
も
し
、
そ
の
土
地
の
特
色
を
学
ん
で
芸
に
生

か
し
、
そ
こ
ま
で
努
力
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
に
は
生
活
を
維
持
し

て
ゆ
け
る
と
い
う
保
証
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
苛
酷
一
な
状
況
F
に
お
い
て
も
「
寄
稿
」
を
賜
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
、
実
は
想
像
以
上
に
大
変
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
で
も
蒋
福
を
径
帆
け
、
能
が
命
脈
を
保
ち
得
た
の
は
、
地
方
下
向

を
阪
わ
ず
京
人
愛
敬
に
努
め
た
そ
の
安
勢
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
力
な
き
悶
県
」
の
一
節
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
あ
る
よ
う
に
義

満
の
霊
阪
の
問
題
と
し
て
、
奥
義
時
劫
筆
動
機
を
実
証
的
に
裏
づ
け
る
も

の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
将
軍
に
疎
ま
れ
て
「
少
し
廃

る
る
時
分
」
が
あ
っ
て
も
「
衆
人
愛
政
」
を
旨
と
し
て
田
舎
で
精
進
し
て

い
れ
ば
、
「
天

F
の
時
」
に
再
度
巡
り
会
う
こ
と
も
で
き
る
、
と
捉
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
世
阿
弥
の
執
筆
の
曹
団
と
は
離
れ

た
形
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
一
節
を
猿
楽
者
、
あ
る
い
は
芸
に
嶋
わ
る
も
の

一
般
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
異
な
る
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
情
勢
の
問
題
と
し
て
、
生
計
を
立
て
る
た
め
に

は
戦
乱
で
荒
廃
し
た
都
を
去
ら
ざ
る
を
え
ず
、
能
そ
の
も
の
が
「
少
し
廃

る
る
」
状
況
に
な
っ
て
も
、
「
殺
人
愛
敬
」
を
旨
と
し
て
遠
因
で
精
進
し
て

い
れ
ば
、
い
ず
れ
「
天
下
の
時
」
に
巡
り
会
う
こ
と
も
で
き
る
、
と
敷
街

し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
以
降
の
苦
難
を
越
え
て
、

結
局
、
能
は
豊
臣
秀
吉
等
の
後
援
を
得
て
立
場
を
確
立
し
、
江
戸
幕
府
で

は
式
楽
町
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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結
奥
義
簡
に
は
、
確
か
に
「
寿
摘
」
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
が
く
り
返
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
経
済
的
意
味
で
の
「
蒋
縞
」
を
最
終
的

な
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
は
辛
い
。

「
こ
の
寿
補
増
長
の
噌
み
と
巾
せ
ば
と
て
、
ひ
た
す
ら
世
間
の
理
に
か
か

り
で
、
も
し
欲
心
に
住
せ
ば
、
こ
れ
、
第
一
、
道
の
廃
る
べ
き
悶
縁
な
り
。

道
の
た
め
の
噌
み
に
は
、
寿
楠
増
長
あ
る
べ

L
o
寿
視
の
た
め
の
晴
み
に

は
、
道
ま
さ
に
腐
る
ベ

L
。
道
廃
ら
ば
、
寿
偏
お
の
づ
か
ら
減
す
べ

L
G」

世
阿
弥
は
、
寿
簡
を
楠
長
さ
せ
て
ゆ
け
る
の
が
名
人
の
条
件
で
あ
る
と

言
っ
た
が
、
し
か
し
寿
摘
を
増
長
す
る
と
い
う
の
は
、
欲
望
を
肥
大
化
し

て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
欲
に
駆
ら
れ
る
の
は
道
の
腐
れ
る
原

因
で
あ
る
。
道
の
た
め
の
良
い
芸
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
晴
み
に
は
、
寿

稲
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
寿
掃
を
増
長
さ
せ
る
べ
き
だ
と
は
い
え
、
寿
掃

を
地
長
さ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
に
す
れ
ば
、
道
こ
そ
が
腐
れ
て
し

ま
い
、
道
が
廃
れ
れ
ば
寿
摘
を
得
る
手
段
自
体
を
央
、
つ
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
重
要
一
な
こ
と
は
道
を
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い

う
主
肢
が
こ
の
一
節
か
ら
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
奥
義
篇
の
最
後

は
こ
う
結
ぼ
れ
て
い
る
。

「
凡
、
花
伝
町
中
、
(
年
来
)
稽
古
よ
り
始
め
て
、
こ
の
条
々
を
注
(
す
)

所
、
全
自
力
よ
り
削
づ
る
オ
学
な
ら
ず
。
幼
少
よ
り
以
来
、
亡
父
の
力
を

得
て
人
と
成
り
て
よ
り
、

H
余
年
が
問
、
目
に
触
れ
、
耳
に
聞
き
置
き
し

ま
ま
、
そ
の
風
を
受
け
て
、
道
の
た
め
、
京
の
た
め
、
是
を
作
す
る
所
、
私

あ
ら
む
も
の
か
。
」

己
の
利
己
心
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
道
の
た
め
、
家
の
た
め
だ
と
世
阿

弥
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
乱
の
世
に
能
を
捨
て
ず
に
生
き
抜
い
た
独

楽
者
た
ち
も
、
た
だ
、
み
ず
か
ら
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
能

の
道
を
守
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
無
論
、
俗
に
言
え
ば
「
一
旗
燭
げ
た

い
」
と
思
っ
て
い
た
も
の
も
大
勢
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
名
利
欲

や
金
銭
欲
の
み
を
礎
に
し
て
「
天
下
の
時
」
に
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

せ
い
日
い
一
代
で
あ
る
。
欲
心
を
支
え
に
し
て
、
数
百
年
の
問
芸
道
を
守

り
通
す
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
能
が
命
脈
を
保
ち
え
た
の
は
、
世
阿

弥
の
後
継
の
者
た
ち
が
、
道
の
た
め
、
と
信
じ
て
能
を
行
っ
て
き
た
と
い

う
側
而
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

奥
義
縞
が
ま
さ
に
「
奥
義
」
で
あ
る
由
縁
は
、
こ
の
「
逝
」
と
い
う
こ

と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
芸
能
の
意
義
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
四
と
さ
れ
る
神
義
簡
に
お
い
て
芸
能

の
由
来
を
系
統
づ
け
、
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
に
受
け
継
が
札
た
芸
能
に

い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
狭
山
車
者
と
し
て
い
か
に
捉
え
れ
ば

よ
い
の
か
、
自
ら
が
準
じ
て
生
き
て
い
く
「
遭
」
が
何
で
あ
る
の
か
が
奥

義
樹
で
は
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
仰
、
芸
能
と
は
、
詩
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
町
感
を
な
さ
む
事
、

寿
補
地
民
の
基
、
思
齢
延
年
の
方
な
る
べ
し
。
枢
め
極
め
て
は
、
諸
道
悉

舟
補
地
長
一
な
ら
ん
と
な
り
。
」
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
と
お
り
、
芸
能
は
ひ
と

り
の
心
の
み
を
和
ら
げ
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
諸
人
の
心
を

和
ら
げ
る
た
め
に
は
、
多
く
の
人
に
自
ら
の
芸
を
耳
受
し
て
も
ら
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
貴
賊

t
下
を
分
か
た
ず
感
動
を
与
え
、
良
い
去
で
寿
命
の

延
び
る
心
地
に
さ
せ
、
人
々
の
寿
福
を
噌
す
こ
と
こ
そ
、
帝
人
愛
敬
を
旨
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と
し
て
各
地
で
精
進
し
た
猿
楽
者
た
ち
の
遊
を
形
作
り
、
彼
ら
の
活
動
を

支
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か
に
能
を
す
べ
き
か
と
い
う
実
践
方
法

を
論
じ
た
条
々
三
舗
な
ど
と
は
別
に
、
な
町
能
を
す
べ
き
か
と
い
う
能
町

恨
拠
を
論
じ
た
ゆ
え
に
、
こ
の
一
編
が
奥
義
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え

勺
れ
る
。註

(
l
)
以
上
の
よ
う
な
文
献
学
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
の
一
連

の
論
品
旬
、
日
本
思
想
史
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
、
「
{
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
花
伝
】
へ
の
本
文
改
訂
」
(
『
語
丈
』
第
三
十
八
号
、
一
九
八

二
、
岩
波
講
座
能
狂
首
「
能
楽
町
伝
書
と
芸
論
』
(
岩
波
書
町
、

一
九
八
八
)
、
「
世
阿
弥
の
「
サ
ル
ガ
ク

U
由
楽
」
説
を
め
ぐ
っ
て
」

(
「
能
事
研
究
』
第
十
八
号
、
一
九
九
問
)
、
竹
本
幹
夫
「
「
花
伝
』
の

成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
「
文
学
』
十
了
十
二
月
号
、
二

O
O

O)
、
重
旧
み
ち
「
初
期
一
二
番
か
ら
『
花
伝
』
へ
、
『
花
伝
」
か
ら

「
風
寄
花
伝
』
へ
」
(
『
文
学
」
十
一
十
二
月
号
、
二

0
0
0
)
等

の
先
行
研
究
を
春
而
…
し
た
。
本
摘
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
基
づ

い
て
主
祭
を
進
め
た
。

(
2
)
テ
キ
ス
ト
と
な
る
世
阿
弥
伝
書
は
、
日
本
思
想
史
大
系
「
世
阿
弥

禅
竹
」
、
岩
波
書
府
、
一
九
七
四
を
使
用
し
た
。

(
3
)
竹
本
幹
夫
「
「
花
伝
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
『
土
学
』
十
一
・

十
二
月
号
、
一

0
0
0、
七
J
l
三
頁

(
4
)
表
章
「
開
阿
弥
の
生
波
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
、
『
文
学
』
二
十
一
号
、

一
九
六
三

へ
5
)
去
章
、
竹
本
幹
夫
『
岩
浪
講
座
能
。
狂
言
自
能
楽
町
伝
書
と
芸

論
」
、
一
九
八
八
、
五
十
一
貰

(
6
)
表
氏
は
、
一
九
六
一
二
年
『
文
学
』
誌
上
に
こ
の
問
題
を
提
起
さ
れ

て
か
ら
、
一
賞
し
て
奥
義
綿
執
筆
背
最
に
犬
王
の
活
躍
を
怨
定
す

る
説
を
守
っ
て
き
た
が
、
近
年
の
「
〈
観
刊
流
史
V

幸
先
!
詫
満
時

代
の
世
阿
弥
を
め
ぐ
る
一
一
一
題
」
(
『
観
世
円
一
九
九
九
、
二
)
で

は
落
合
氏
の
説
を
検
討
し
、
執
筆
年
代
を
応
、
水
十
五
年
代
と
断
定

せ
ず
留
保
の
姿
勢
に
変
化
し
て
い
る
。

(
7
)
落
合
博
志
「
犬
王
の
時
代

l
『
鹿
苑
院
西
国
下
向
記
』
の
記
事
を

紹
介
し
つ
つ
円
「
能
犠
研
究
』
第
十
八
号
、
-
九
九
四

(
8
)
落
合
博
志
「
「
花
伝
」
奥
義
篇
再
考
」
、
『
士
学
』
十
了
十
二
月
号
、

二
0
0
0、
八
十
六
頁

(
9
)
能
勢
制
次
『
世
阿
弥
十
六
部
集
評
釈
』
上
巻
、
岩
波
書
版
、
一
九

四
O
、
百
六
十
三
頁

(
叩
)
金
持
消
光
、
前
掲
響
、
四
百
四
十
一
頁

(
日
)
能
勢
朝
次
、
前
掲
曹
、
百
六
十
一
頁

(
ロ
)
日
本
思
想
史
大
系
『
世
阿
弥
禅
竹
』
、
岩
波
書
由
、
一
九
七
四
、
補

(
日
)
金
刊
消
光
『
風
姿
花
伝
詳
解
円
明
治
書
院
、
一
九
七
五
、
四
百
二
一

十
三
賀

(
叫
)
凶
尾
災
『
週
一
光
と
世
阿
弥
」
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
六
、
二
関
九
頁

(
日
)
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
」
、
塙
書
房
、
一
九
六
一
、
百
十
五
頁

(
同
)
小
西
甚
一
、
前
掲
書
、
註
一
一
一
一
七

8日



相
和
二
十
八
年
の
能
来
ル
、
不
吋
〆
ス
の
会
に
て
の
談
話
で
あ
る
と
い

、A
J

。

(
げ
)
森
末
義
彰
『
中
世
芸
能
史
論
考
」
、
東
京
一
堂
出
版
、
一
九
じ
一
、
九

十
六
頁

(
印
)
森
末
義
彰
、
前
掲
書
、
百
四
円
以

(
円
)
常
国
良
二
「
中
世
に
お
け
る
能
登
の
能
楽
」
、
『
宝
生
』
第
二
巻
第

一
二
号
、
一
九
六
三
、
凹
頁

(
却
)
轟
末
義
一
彩
、
前
掲
書
、
百
五
1
1

百
八
頁

さ
さ
さ
か
お
り

筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
思
想
研
究
科
)
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