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H

earn

（
一
八
五
〇
―
一
九
〇
四
）
の
エ
ッ
セ
イ
「
大
阪
に
て
（In

O
saka

）」盧
は
、
大
阪
の

人
々
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
遠
田
勝
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

実
際
、
こ
れ
ほ
ど
精
確
に
愛
情
濃
や
か
に
明
治
中
期
の
大
阪
を
写
し
た
英
文
を
私
は
ほ
か
に
知
ら
な
い
。
愛
郷
の
心
あ
つ
い
大
阪
の

人
々
が
な
ぜ
こ
の
作
品
に
つ
い
て
注
目
し
な
い
の
か
、
不
思
議
に
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。盪

大
阪
に
生
ま
れ
育
っ
た
一
人
で
は
あ
る
筆
者
も
、
こ
の
地
で
本
作
品
に
つ
い
て
多
く
語
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に

思
え
る
蘯
。
ハ
ー
ン
は
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
大
阪
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
散
策
の
印
象
は
、
後
年
、「
大
阪
に
て
」
と
な
っ

て
刊
行
さ
れ
た
。
彼
は
、
そ
の
古
い
歴
史
を
回
顧
し
な
が
ら
も
、
一
九
世
紀
後
半
の
大
阪
の
賑
わ
い
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
写
し
て
い

る
。
多
く
の
寺
院
、
神
社
へ
も
足
を
向
け
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
。

ハ
ー
ン
の
眼
に
映
り
、
心
を
揺
る
が
せ
た
大
阪
に
つ
い
て
、
友
人
の
西
田
千
太
郎
（
一
八
六
三
―
一
八
九
七
）
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ンB

asil

H
all

C
h

am
berlain

（
一
八
五
〇
―
一
九
三
五
）
へ
の
手
紙
の
記
述
な
ど
を
交
え
な
が
ら
、
訪
問
し
た
四
天
王
寺
、
堺
の
妙
国
寺
へ
の

一
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感
懐
を
中
心
に
、
エ
ッ
セ
イ
「
大
阪
に
て
」
を
読
み
解
く
こ
と
を
始
め
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
大
阪
人
で
あ
る
筆
者
の
思
い
も
す
こ
し

く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）

明
治
二
九
年
、
ハ
ー
ン
は
当
時
の
活
躍
の
地
、
神
戸
よ
り
、
四
月
一
五
日
付
の
一
通
の
手
紙
を
投
函
し
た
盻
。
そ
れ
は
、
彼
が
も
っ
と

も
信
頼
を
寄
せ
る
友
人
の
一
人
、
島
根
県
尋
常
中
学
校
（
松
江
中
学
校
）
教
諭
で
あ
り
、
同
校
校
長
心
得
を
つ
と
め
、
教
頭
と
も
記
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
西
田
千
太
郎
宛
の
も
の
で
あ
っ
た
。

西
田
か
ら
ハ
ー
ン
が
以
前
よ
り
も
日
本
人
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
と
聞
い
た
喜
び
に
始
ま
り
、
日
本
へ
の
帰
化
が
認
め
ら
れ
た
の

で
、
こ
の
年
の
九
月
、
東
京
の
文
科
大
学
に
ハ
ー
ン
を
招
く
こ
と
に
な
る
帝
国
文
科
大
学
長
、
外
山
正
一
（
一
八
四
八
―
一
九
〇
〇
）
か

ら
の
書
簡
の
宛
名
が
「
小
泉
八
雲
殿
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
奇
異
な
感
じ
を
受
け
た
と
、
手
紙
は
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
大

阪
に
ほ
ぼ
一
週
間
行
っ
て
い
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

よ
ほ
ど
魅
力
的
な
大
阪
へ
の
旅
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
西
田
宛
の
手
紙
は
、「
東
京
に
お
い
て
家
賃
は
い
ら
な
い
と
い
っ
て

一
〇
年
間
住
む
よ
り
は
、
私
は
大
阪
で
一
ヶ
月
住
む
こ
と
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
」眈
と
語
る
。
例
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
ン
の
感
情
の
起
伏
の
大

き
さ
を
示
し
て
は
い
る
が
、
大
阪
に
好
感
を
抱
い
た
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
の
印
象
を
綴
っ
た
の
が
「
大
阪
に
て
」
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
記
し
た
。

そ
れ
で
は
、
ハ
ー
ン
の
ほ
ぼ
一
週
間
の
大
阪
滞
在
は
、
具
体
的
に
は
い
つ
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
へ
手
紙
を
書
い
た
時
期
と

さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
明
治
二
九
年
四
月
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
河
島
弘
美
は
そ
の
よ
う
に
論
ず
る
眇
。
だ
が
、
多
く
の
文
献
で
は
、

同
年
二
月
と
な
っ
て
い
る
。
一
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
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二
月
下
旬
（
推
定
）
家
族
で
伊
勢
旅
行
を
す
る
。
現
代
的
で
、
神
聖
さ
に
欠
け
た
土
地
の
雰
囲
気
に
失
望
す
る
。
一
雄
に
大
き
な

木
馬
の
玩
具
を
買
っ
て
や
る
。
帰
路
、
大
阪
に
一
週
間
滞
在
す
る
。眄

本
論
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
件
の
四
月
一
五
日
、
西
田
宛
の
手
紙
で
あ
る
。

I
h

ave
been

aw
ay.

I
h

ave
been

at
Ise,

F
u

tam
i,

an
d

n
early

a
w

eek
in

O
saka.

眩

こ
こ
で
、
伊
勢
、
二
見
へ
の
旅
行
と
大
阪
滞
在
が
明
ら
か
で
、
両
者
は
連
続
し
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
ハ
ー
ン
の
長

男
、
小
泉
一
雄
（
一
八
九
三
―
一
九
六
五
）
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

父
は
、
明
治
二
十
九
年
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
を
退
社
し
て
東
京
大
学
（
帝
大
）
の
講
師
と
し
て
東
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の

年
は
妻
子
を
連
れ
て
、
伊
勢
、
京
都
、
大
津
付
近
、
大
阪
付
近
お
よ
び
出
雲
と
旅
行
し
た
と
の
こ
と
で
す
。（
中
略
）
伊
勢
へ
行
っ

た
の
は
二
月
だ
っ
た
そ
う
で
す
。眤

当
時
三
歳
の
一
雄
の
記
憶
を
基
に
、
ハ
ー
ン
の
二
月
、
家
族
連
れ
で
の
大
阪
滞
在
と
い
う
説
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
を
補
う
資
料
と
し

て
、
明
治
二
九
年
七
月
八
日
付
、
こ
れ
も
ハ
ー
ン
の
友
人
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
当
時
は
東
京
帝
国
大
学
名
誉
教
師
）
宛
の
手
紙
が
し
ば
し

ば
引
用
さ
れ
る
。

B
u

t
later

on
I

w
as

able
to

visit
Ise

an
d

H
oryu

ji,
an

d
to

m
ake

stu
dies

in
O

saka.

眞

こ
の
二
月
の
伊
勢
、
大
阪
連
続
旅
行
説
に
対
し
、「
大
阪
に
て
」
で
、
大
阪
を
訪
れ
た
季
節
を
暗
示
す
る
記
載
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
日
、
私
が
見
た
景
色
と
い
う
の
は
、
春
の
靄
（
ま
た
は
霞a

sprin
g

h
aze

）
に
よ
っ
て
、
う
っ
と
り
と
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
早
朝
の
こ
と
で
あ
る
。眥

「
早
朝
の
こ
と
」
の
部
分
を
平
井
呈
一
は
、「
時
は
春
暁
」眦
と
翻
訳
す
る
。
さ
ら
に
、「
た
た
ず
む
橋
の
上
か
ら
、
二
百
ヤ
ー
ド
ほ
ど
離

れ
た
あ
た
り
の
家
並
み
が
、
ま
ず
薄
青
く
明
け
そ
め
て
、
そ
の
さ
き
は
い
ち
め
ん
の
靄
が
立
ち
こ
め
、
そ
の
靄
の
か
な
た
は
い
き
な
り
朝
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日
の
な
か
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
そ
の
と
き
の
景
色
は
、
ま
る
で
一
場
の
夢
の
け
し
き
で
あ
っ
た
」眛
と
続
け
る
。
春
の
景
の
描
写

で
あ
る
。
ま
た
、
靄
で
な
く
霞
で
あ
れ
ば
、『
古
今
和
歌
集
』眷
の
一
首
が
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。

霞
た
ち

木
の
芽
も
春
も

雪
ふ
れ
ば

花
な
き
里
も

花
ぞ
散
り
け
る
（
紀
貫
之
）

ま
さ
に
早
春
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
じ
く
『
古
今
和
歌
集
』
で
霞
は
、
次
の
よ
う
に
も
詠
ま
れ
る
。

春
霞

な
に
隠
す
ら
む

桜
花

散
る
ま
を
だ
に
も

見
る
べ
き
も
の
を
（
清
原
深
養
父
）

眼
前
の
春
は
盛
り
の
桜
の
花
を
隠
す
霞
と
い
う
描
写
は
、
霞
が
持
つ
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
他
に
も
、
こ
れ
と
似
た

よ
う
な
例
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
早
朝
の
景
を
幽
か
に
揺
る
が
せ
るh

aze

は
靄
と
訳
す
こ
と
が
よ
り
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ハ
ー
ン
が
「
大
阪
に
て
」
で
描
い
た
景
は
春
の
朝
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。

（
二
）

春
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
、
彼
の
泊
ま
っ
た
宿
の
床
の
間
に
飾
ら
れ
た
花
が
あ
げ
ら
れ
る
。

床
柱
に
は
、
こ
の
上
も
な
く
美
し
く
咲
い
た
一
対
の
藤
の
花
（w

istaria

）
の
小
枝
│
│
一
枝
は
ピ
ン
ク
、
も
う
一
枝
は
白
│
│
を

入
れ
た
竹
の
花
筒
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。眸

ハ
ー
ン
が
見
た
と
記
述
す
る
藤
の
花
は
、
通
常
、
春
か
ら
夏
へ
季
節
が
移
り
変
わ
る
頃
に
咲
く
。
再
び
、『
古
今
和
歌
集
』
を
繙
こ

う
。

三
月
の
晦
日
の
日
、
雨
の
降
り
け
る
に
藤
の
花
を
折
り
て
、
人
に
つ
か
は
し
け
る

ぬ
れ
つ
つ
ぞ

強
ひ
て
折
り
つ
る

年
の
う
ち
に

春
は
幾
日
も

あ
ら
じ
と
思
へ
ば
（
在
原
業
平
）

こ
の
和
歌
は
「
巻
第
二

春
歌
下
」
に
入
れ
ら
れ
る
が
、「
巻
第
三

夏
歌
」
は
次
の
一
首
に
始
ま
る
。
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わ
が
や
ど
の

池
の
藤
波

咲
き
に
け
り

山
時
鳥

い
つ
か
来
鳴
か
む
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

『
古
今
和
歌
集
』
の
春
、
夏
い
ず
れ
に
も
藤
の
花
を
詠
ん
だ
歌
が
登
場
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
花
の
咲
く
時
節
が
季
節
の
移
行
期
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
藤
は
早
春
の
花
で
は
な
い
。
二
月
に
伊
勢
に
旅
行
を
し
て
、
そ
の
帰
り
に
大
阪
に
向
か
っ
た
と
す
る
と
、

季
節
感
に
お
い
て
本
エ
ッ
セ
イ
の
記
述
に
は
ず
れ
が
生
じ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
伊
勢
旅
行
が
二
月
末
で
、
三
月
初
め
に
大
阪
に
行
っ

た
と
仮
定
し
て
も
、
微
妙
な
異
和
感
を
覚
え
て
し
ま
う
。

三
月
初
旬
、
実
際
に
藤
の
花
を
眼
に
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
植
物
に
携
わ
る
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
る
と
答
え
る
だ

ろ
う
と
の
話
を
聞
い
た
睇
。
造
花
で
あ
れ
ば
と
の
考
え
も
あ
る
が
、
ハ
ー
ン
の
描
写
、
大
阪
の
宿
で
の
立
派
な
飾
り
つ
け
か
ら
は
、
そ
の

よ
う
な
演
出
は
し
な
い
と
思
わ
れ
よ
う
。
他
の
種
類
の
花
を
藤
と
見
誤
っ
た
と
の
説
も
成
立
し
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
藤
の
よ
う
な
特
徴

の
あ
る
花
と
間
違
う
よ
う
な
花
が
存
在
す
る
の
か
否
か
、
そ
の
可
能
性
も
低
い
と
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
二
月
末

か
ら
三
月
初
め
に
か
け
て
の
大
阪
へ
の
旅
立
ち
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
く
な
る
。

二
月
の
伊
勢
旅
行
の
帰
り
に
大
阪
に
立
ち
寄
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
期
を
少
し
変
更
し
て
、
藤
の
花
咲
く
春
に
そ
の
地
を
訪
れ
た
こ
と

に
し
よ
う
と
の
意
図
が
ハ
ー
ン
に
あ
っ
た
と
の
説
も
成
り
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。
西
田
宛
の
手
紙
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

B
esides,

it
w

as
bitterly

cold,
an

d
h

u
rt

m
y

lu
n

gs.
I

cam
e

back
sick.

Ō
saka

deligh
ted

m
e

beyon
d

w
ords.

睚

伊
勢
旅
行
中
、
ハ
ー
ン
は
寒
さ
か
ら
胸
が
痛
く
な
り
、
お
そ
ら
く
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
神
戸
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し

て
、
大
阪
で
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
楽
し
み
を
得
た
と
続
け
て
い
る
。
病
気
に
な
っ
た
ハ
ー
ン
が
、
す
ぐ
に
大
阪
で
楽
し
い
気
分
に
な

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
二
つ
の
文
章
の
間
に
は
時
間
の
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
三
月
初
め
の
大
阪
へ
の
旅
行
で
は

な
く
、
も
う
少
し
後
に
な
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
の
訪
問
と
の
説
が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
い
つ
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
宛
の
手
紙
が
四
月

一
五
日
に
書
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
少
し
前
の
日
が
大
阪
旅
行
の
下
限
と
な
る
。
三
月
末
か
ら
、
特
に
四
月
一
〇
日
ぐ
ら
い
ま
で
で

あ
れ
ば
、
藤
の
花
を
見
る
可
能
性
が
少
し
出
て
く
る
。
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問
題
と
な
る
の
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
送
っ
た
七
月
八
日
の
手
紙
の
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
最
近
、
伊
勢
、
法
隆
寺
に
行
き
、
大

阪
に
つ
い
て
研
究
で
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
の
記
述
に
関
係
し
て
、
五
月
一
〇
日
付
の
ハ
ー
ン
か
ら
西
田
宛
の
新
た
な
手
紙

の
内
容
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。

I
h

ave
been

to
H

oryu
ji

an
d

M
iidera

an
d

Ish
iyam

adera.

睨

四
月
一
五
日
の
手
紙
の
彼
、
ハ
ー
ン
は
法
隆
寺
、
三
井
寺
、
石
山
寺
を
訪
問
し
た
こ
と
を
西
田
に
伝
え
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ハ
ー

ン
は
四
月
一
五
日
ま
で
に
伊
勢
、
大
阪
に
行
き
、
し
ば
ら
く
し
て
、
五
月
一
〇
日
ま
で
に
奈
良
、
滋
賀
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
余

談
に
な
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
小
泉
一
雄
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
明
白
で
あ
る
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
手
紙
は
、
奈
良
な
ど
の
訪
問
よ
り
約
二
ヶ
月
経
過
し
た
時
の
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
、
大
阪
、
法
隆
寺
へ
の
ハ
ー
ン

の
旅
行
を
ま
と
め
て
報
告
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
と
も
思
え
て
く
る
。
彼
の
大
阪
旅
行
の
時
期
が
伊
勢
旅
行
よ
り
少
し
隔
た
り
の
あ

る
四
月
初
め
頃
で
あ
れ
ば
、
本
エ
ッ
セ
イ
の
春
の
描
写
に
近
い
も
の
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
「
大
阪
に
て
」
は
そ
う
単
純
で
は
な

い
。
最
後
は
左
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

奈
良
行
き
の
夕
方
の
列
車
が
こ
の
大
都
会
の
賑
や
か
な
喧
騒
（ch

eery
tu

rm
oil

）
か
ら
私
を
遠
く
に
運
び
出
し
て
く
れ
る
時
、
そ

の
想
い
に
つ
い
て
私
自
身
不
思
議
な
感
じ
を
持
ち
始
め
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
。睫

あ
た
か
も
、
彼
が
大
阪
の
次
に
奈
良
に
向
か
う
こ
と
を
読
者
に
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
二
月
末
も
し
く
は
三
月
初
め
の
大

阪
へ
の
旅
と
藤
の
花
の
組
み
合
わ
せ
も
彼
一
流
の
巧
み
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
に
も
至
る
。
読
者
に
は
、
少
し

重
味
を
持
つ
心
の
揺
ら
ぎ
を
覚
え
さ
せ
る
。
な
か
な
か
、
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
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（
三
）

「
大
阪
に
て
」
は
六
節
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
河
島
弘
美
は
、
第
一
節

大
商
業
都
市
大
阪
の
概
略
、
第
二
節

そ
の
魅
力
、
第
三
節

丁
稚
奉
公
の
し
き
た
り
、
第
四
節

寺
社
に
つ
い
て
、
第
五
節

日
本
の
家
屋
と
く
に
そ
の
室
内
の
趣
味
の
す
ば
ら
し
さ
、
第
六
節

労
働
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
素
朴
な
信
頼
関
係
と
、
各
節
の
特
徴
を
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
睛
。
そ
の
冒
頭
に
は
、『
水
鏡
』
に
お
い

て
、
仁
徳
天
皇
の
作
と
す
る
和
歌
を
置
く
。

高
き
屋
に

登
り
て
見
れ
ば

煙
立
つ

民
の
か
ま
ど
は

賑
は
ひ
に
け
り
睥

第
一
節
で
、
ハ
ー
ン
は
明
治
二
九
年
現
在
、
大
阪
は
二
五
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
有
す
る
日
本
で
も
っ
と
も
古
い
都
市
の
一
つ
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。
古
都
と
い
え
ば
、
ま
ず
奈
良
、
京
都
を
多
く
の
人
々
は
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
の
奈
良
は
、
天
平
と
い
う
時

代
に
偉
大
な
文
化
を
築
き
上
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
は
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
と
は
思
え
ず
、「
あ
を
に
よ
し
寧
楽
の
京
師
は
咲

く
花
の
薫
ふ
が
こ
と
く
今
盛
り
な
り
」睿
と
小
野
老
が
歌
い
あ
げ
る
一
首
に
よ
っ
て
、
古
き
都
が
当
時
そ
こ
に
存
在
し
た
と
の
憧
れ
を
抱

き
な
が
ら
感
慨
に
ひ
た
る
地
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

京
都
は
、
王
朝
風
の
雅
び
に
支
え
ら
れ
た
文
化
が
一
つ
の
伝
統
と
な
り
、
そ
の
風
物
が
今
に
ま
で
至
る
よ
う
な
感
情
を
持
っ
て
捉
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
新
し
き
都
市
東
京
と
は
異
な
る
、
独
自
の
文
化
を
持
ち
続
け
る
古
い
都
と
の
認
識
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
比
し
て
、
ハ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
奈
良
、
京
都
よ
り
古
い
都
市
が
大
阪
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
考
古
学
的
時
代
の
古
さ

ゆ
え
に
、
今
日
、
地
元
の
大
阪
人
の
間
で
さ
え
も
、「
古
都
」
と
の
思
い
が
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
虚
を
衝
か

れ
た
感
が
す
る
。
彼
は
、
仁
徳
天
皇
を
主
祭
神
と
す
る
高
津
社
（
高
津
神
社
）
を
訪
れ
、「
彼
（
仁
徳
天
皇
）
の
神
社
が
今
建
っ
て
い
る

の
と
同
じ
場
所
に
、
一
つ
の
宮
殿
を
つ
く
っ
た
」睾
と
記
す
。
そ
し
て
、
本
エ
ッ
セ
イ
冒
頭
の
和
歌
に
関
連
し
た
、
民
の
か
ま
ど
に
立
つ
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煙
を
見
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記
述
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

今
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
天
皇
が
高
津
の
彼
の
宮
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
た
な
ら
ば
、
│
│
数
万
人
の
人
々
が
、
天
皇
は
そ
の

よ
う
に
為
し
た
と
信
じ
て
い
る
の
だ
が
│
│
天
皇
は
昨
今
の
そ
の
煙
を
見
て
、「
私
の
民
は
富
み
栄
え
て
い
る
」
と
考
え
る
に
違
い

な
い
。睹

高
津
神
社
の
地
が
仁
徳
天
皇
の
高
津
宮
で
あ
る
確
証
は
な
い
。
だ
が
、
当
時
の
大
阪
の
人
々
は
、
こ
の
地
が
高
津
宮
で
あ
る
と
信
じ
て

い
る
と
ハ
ー
ン
は
述
べ
る
。
高
津
神
社
が
高
津
宮
と
認
定
さ
れ
る
の
は
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
の
こ
と
で
、
彼
の
同
地
訪
問
の
三

年
後
で
あ
る
。
同
年
九
月
、
高
津
神
社
、
難
波
神
社
な
ど
に
お
い
て
「
仁
徳
天
皇
千
五
百
年
祭
」
が
挙
行
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
長
く

不
明
で
あ
っ
た
高
津
宮
の
場
所
を
確
定
す
る
必
要
が
生
じ
、
種
々
の
説
の
中
で
選
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
地
で
あ
っ
た
。
現
在
、
高
津
神
社

の
地
が
高
津
宮
に
該
当
す
る
と
の
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。「
仁
徳
天
皇
千
五
百
年
祭
」、
高
津
宮
の
確
定
と
そ
の
後
の
頷
末
に
つ
い
て

は
、
伊
藤
純
「
近
代
大
阪
に
お
け
る
歴
史
の
創
造
│
│
仁
徳
天
皇
千
五
百
年
祭
を
め
ぐ
っ
て
」瞎
に
詳
し
い
。

明
治
三
二
年
、
ハ
ー
ン
は
東
京
に
住
ん
で
い
た
。「
仁
徳
天
皇
千
五
百
年
祭
」
に
つ
い
て
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
の
盛
り
上
が
り

を
喜
び
、
高
津
神
社
を
訪
れ
た
時
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
三
年
前
の
訪
問
で
、
大
阪
の
人
々
が
す
で
に
高
津
神
社

を
高
津
宮
と
信
じ
て
い
た
事
実
を
彼
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
大
阪
を
知
る
上
で
重
要
な
描
写
と
な
っ
て
い
よ
う
。

（
四
）

ハ
ー
ン
は
何
の
目
的
で
大
阪
に
足
を
向
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
大
阪
に
て
」
の
第
四
節
の
初
め
に
、「
私
は
、
お
寺
を
見
る
こ
と
、
特

に
有
名
な
天
王
寺
を
見
る
こ
と
が
主
目
的
で
大
阪
に
行
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
」瞋
と
記
す
。
本
エ
ッ
セ
イ
で
第
四
節
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
る
。
彼
は
四
天
王
寺
（
こ
の
寺
院
は
、「
天
王
寺
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
正
式
に
は
四
天
王
寺
な
の
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で
、
以
下
、
原
文
に
対
す
る
訳
語
を
含
め
、
四
天
王
寺
と
表
記
す
る
│
│
筆
者
）
の
印
象
を
西
田
宛
の
四
月
一
五
日
付
の
手
紙
に
語
っ
て

い
る
。

A
n

d
I

cou
ld

n
ever

tell
you

h
ow

T
en

n
oji

deligh
t

m
e−w

h
at

a
qu

eer,
dear

old
tem

ple.

瞑

口
で
は
そ
の
魅
力
を
充
分
に
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
楽
し
ん
だ
と
評
す
る
ハ
ー
ン
の
四
天
王
寺
見
学
で
あ
る
が
、
そ
の
気
持
ち
を
、「
風

変
り
な
（qu

eer
）」
と
「
古
い
（old

）」
と
の
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
き
記
し
て
い
る
の
は
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

狭
く
賑
や
か
な
商
店
街
を
通
っ
て
、
四
天
王
寺
の
境
内
に
入
っ
た
時
、
ハ
ー
ン
が
訪
れ
た
年
か
ら
一
二
〇
〇
年
前
に
時
間
が
遡
る
気
分

を
彼
は
味
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
と
て
同
じ
く
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
最
古
の
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
四
天
王
寺
が
幾
多
の
戦

乱
、
災
害
に
よ
っ
て
創
建
当
時
の
伽
藍
で
な
い
こ
と
を
彼
自
身
は
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
四
天
王
寺
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
再
建

の
姿
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
に
も
「
古
さ
」
を
見
る
。

（
四
天
王
寺
の
）
古
め
か
し
い
外
観
や
境
内
の
奇
妙
に
も
の
悲
し
い
美
し
さ
を
文
章
で
表
す
の
は
無
駄
な
よ
う
で
あ
る
。
天
王
寺
が

い
か
な
る
も
の
か
知
り
た
け
れ
ば
、
人
は
そ
の
朽
ち
果
て
た
不
思
議
な
感
じ
を
味
わ
う
必
要
が
あ
る
。（
中
略
）
幻
想
的
な
（fan

tas-

tic

）
な
五
重
塔
、
そ
れ
は
今
や
荒
廃
し
た
（ru

in
ou

s

）
思
い
が
す
る
。瞠

半
ば
廃
墟
化
し
た
風
情
す
ら
持
つ
四
天
王
寺
の
奇
し
き
美
し
さ
を
、
た
と
え
江
戸
時
代
後
期
の
再
建
の
姿
の
中
に
で
も
「
古
さ
」
を
伴

っ
て
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
建
立
の
「
東
大
門
」
も
見

て
い
る
。
古
き
も
の
は
美
し
い
。
ハ
ー
ン
の
眼
も
心
も
、
遠
く
聖
徳
太
子
の
生
き
て
い
た
美
し
い
時
代
に
向
か
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
思

い
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
太
子
堂
で
「
聖
徳
太
子
摂
政
像
」
を
拝
観
す
る
機
会
も
得
た
。

そ
れ
で
は
、「
風
変
り
な
」
気
分
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
こ
に
は
多
く
の
奇
妙
な
も
の
ご
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
私

の
も
っ
と
も
風
変
り
と
思
え
た
体
験
（m

y
qu

eerest
experien

se

）
の
二
つ
三
つ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
」瞞
と
語
り
始
め
る
。

彼
は
境
内
の
一
つ
の
建
物
を
見
つ
め
る
。
二
層
の
中
国
風
の
そ
れ
は
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
再
建
後
の
四
天
王
寺
で
は
、
北
鐘
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堂
と
呼
ば
れ
る
。
天
井
に
は
鐘
が
吊
る
さ
れ
て
お
り
、
一
階
は
礼
拝
堂
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
鐘
が
、
ハ
ー
ン
訪
問
時
も
、
今
日
も
「
引

導
の
鐘
（
引
導
鐘
）」
の
名
で
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
南
の
引
導
鐘
に
対
応
し
て
、
現
在
、
北
の
引
導
鐘
と
称
さ
れ
る
が
、
一
般
に
「
引

導
鐘
」
と
さ
れ
る
の
は
北
の
引
導
鐘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
南
北
の
引
導
鐘
は
、
黄
鐘
調
、
盤
渉
調
の
二
鐘
と
解
説
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

「
引
導
の
鐘
」
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
ハ
ー
ン
は
、「
そ
の
鐘
の
音
は
、
子
ど
も
の
霊
を
冥
途
に
導
く
」瞰
こ
と
に
あ
る
と
記
す
。
堂
内

に
置
か
れ
る
お
び
た
だ
し
い
子
ど
も
の
玩
具
な
ど
を
見
て
、
こ
の
堂
宇
は
幼
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
供
養
す
る
場
と
し

て
の
意
味
を
同
時
に
理
解
す
る
。
礼
拝
堂
で
読
経
す
る
僧
侶
が
天
井
か
ら
の
、
子
ど
も
の
よ
だ
れ
掛
け
で
つ
く
っ
た
綱
を
引
き
、
鐘
を
鳴

ら
す
。
鐘
の
音
が
境
内
に
鳴
り
響
く
。
そ
の
雰
囲
気
を
ハ
ー
ン
は
、「
風
変
り
な
」
体
験
の
一
つ
と
し
た
。
今
日
で
は
、
北
の
引
導
鐘
の

音
は
あ
の
世
（
極
楽
浄
土
）
ま
で
響
く
と
、
四
天
王
寺
七
不
思
議
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
先
祖
供
養
の
鐘
の
音
と
し
て
や
や
乾
い
た
音
色

で
響
き
わ
た
っ
て
い
る
瞶
。
礼
拝
堂
に
は
子
ど
も
の
玩
具
な
ど
は
見
る
こ
と
も
な
く
、
天
井
か
ら
の
綱
も
、
ご
く
一
般
に
使
用
さ
れ
る
も

の
と
同
じ
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
の
描
き
出
し
た
景
色
と
は
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

二
番
目
の
「
風
変
り
な
」
体
験
と
し
て
、
北
鐘
堂
近
く
の
亀
井
堂
の
様
子
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
に
は
、
亀
の
形
を
し
た

石
像
の
口
か
ら
水
が
流
れ
、
水
盤
に
白
い
多
く
の
紙
が
見
え
た
。
そ
の
紙
に
は
戒
名
が
書
か
れ
、
先
祖
供
養
の
意
味
を
有
す
る
行
事
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
。「
こ
の
水
は
、
死
ん
だ
者
の
戒
名
と
、
生
き
る
縁
者
の
祈
り
を
聖
徳
太
子
の
と
こ
ろ
へ
運
び
、
太
子
は
そ
の
信
心
深

さ
を
阿
弥
陀
如
来
に
取
り
な
す
」瞹
と
、
庶
民
、
特
に
大
阪
の
庶
民
と
四
天
王
寺
縁
り
の
聖
徳
太
子
の
結
び
つ
き
を
記
事
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
四
天
王
寺
の
庶
民
性
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
一
般
的
に
は
、「
春
秋
の
彼
岸
や
ウ
ラ
盆
に
は
、
参
詣
者
は
各
自
に
志
す
仏
の
仏
名
を
記
し
た
経
木
を
こ
の
引
尊
鐘
堂
へ
納

め
て
回
向
を
頼
み
、
そ
の
あ
と
は
亀
井
の
水
へ
そ
の
経
木
を
流
す
の
が
風
習
と
な
っ
て
い
る
」瞿
と
思
わ
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
薄
い
経

木
を
紙
と
見
誤
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
堂
か
ら
で
も
よ
い
が
、
経
木
を
持
つ
参
詣
者
は
北
鐘
堂
か
ら
す
ぐ
近
く
の
亀
井
堂
へ
流
れ
る
と

考
え
る
の
が
通
常
で
、
多
く
の
人
々
は
そ
の
よ
う
に
歩
き
、
ハ
ー
ン
の
足
の
方
向
も
そ
れ
に
従
っ
て
は
い
る
。
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「
回
向
（
供
養
）
を
済
ま
せ
た
経
木
は
当
堂
の
亀
甲
の
水
盤
に
流
す
。
一
旦
、
水
の
中
を
く
ぐ
っ
た
経
木
は
水
面
に
浮
い
て
く
る
。
昔

の
人
々
は
そ
れ
を
見
て
『
あ
あ
、
こ
れ
で
浮
か
ば
れ
た
』
と
安
心
し
た
と
云
う
」瞼
と
四
天
王
寺
の
案
内
書
の
通
り
、
よ
り
庶
民
の
信
仰

の
姿
を
そ
こ
に
見
る
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
聖
徳
太
子
建
立
の
由
緒
正
し
き
四
天
王
寺
こ
そ
は
、
歴
史
の
古
さ
が
醸
し
出
す
、
幾
分
荒

廃
し
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
風
情
の
漂
う
大
寺
院
と
そ
の
眼
に
映
っ
た
が
、
一
方
で
活
力
に
富
ん
だ
庶
民
的
信
仰
の
場
で
あ
る
こ
と
も
理

解
さ
れ
た
。
正
統
性
と
庶
民
性
の
混
在
、
そ
れ
が
「
風
変
り
な
」
と
「
古
い
」
の
言
葉
の
融
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

今
日
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
石
の
鳥
居
か
ら
西
大
門
（
極
楽
門
）
ま
で
の
賑
わ
い
、
回
廊
を
越
え
て
見
え
る
五
重
塔
、
善
男
、
善
女
の

祈
り
の
中
に
響
く
引
導
の
鐘
の
音
、
こ
の
よ
う
な
四
天
王
寺
に
ハ
ー
ン
は
行
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）

四
天
王
寺
の
ほ
か
、
今
回
の
大
阪
滞
在
中
、
ハ
ー
ン
は
多
く
の
寺
院
、
神
社
を
訪
れ
て
い
る
。
四
天
王
寺
の
近
く
、
逢
坂
を
少
し
下
っ

た
と
こ
ろ
の
一
心
寺
は
、
永
代
供
養
な
ど
で
今
も
賑
わ
う
寺
院
で
あ
る
。
彼
が
そ
こ
で
興
味
を
持
っ
た
も
の
は
墓
石
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

現
在
の
北
門
を
入
っ
て
す
ぐ
近
く
に
あ
る
三
基
の
墓
石
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

「
旭
五
良
八
郎
」
と
名
の
刻
ま
れ
た
墓
に
つ
い
て
、「
一
ト
ン
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
、
大
き
な
円
盤
形
の
石
に
、
力
士
の
名
前
が
彫
っ

て
あ
っ
て
、
そ
の
丸
い
石
が
、
石
で
刻
ん
だ
力
士
の
像
の
背
中
に
の
っ
か
か
っ
て
い
る
の
だ
（
平
井
呈
一
訳
）」瞽
と
描
く
。
こ
の
人
物
に

つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
墓
石
の
力
士
の
眼
は
金
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
の
で
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
と

ハ
ー
ン
は
述
べ
る
。
こ
の
墓
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
建
立
と
墓
石
の
裏
側
に
彫
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
訪
問
時
は
、
ま
だ
金
色

の
眼
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
旭
五
良
八
郎
」
の
墓
の
斜
め
向
い
の
「
大
き
な
石
の
狸
が
つ
っ
立
っ
て
、
腹
鼓
を
打
っ
て
い
る
石
塔
（
平
井
呈
一
訳
）」瞻
は
井
上
伝

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
大
阪
見
聞
記

一
一



之
助
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
造
形
は
、
今
も
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
え
る
。
そ
の
並
び
に
「
平
山
半
兵
衛
」
の
名
が
記
さ
れ
た

瓢
韆
形
の
墓
が
立
っ
て
い
る
。
平
山
半
兵
衛
（
一
八
一
三
―
一
八
九
一
）
は
、
播
磨
出
身
、
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
頃
、
大
阪
の
末

吉
橋
に
料
亭
「
播
半
」
を
創
業
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
墓
石
の
瓢
韆
の
形
は
、
平
山
の
奉
公
先
の
主
人
、
吉
野
五
運
が
送
っ
た
徳

利
の
瓢
韆
形
を
、
後
年
平
山
家
の
家
紋
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
矇
。
墓
前
に
は
、「
石
匠
新
川

太
田
伝
吉
」
と
作
者
の
石
碑

も
立
つ
。
こ
れ
ら
三
基
の
奇
妙
な
形
状
が
ハ
ー
ン
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
感
じ
を
抱
か
せ
、「
大
阪
に
て
」
の
中
に
書
か
せ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

四
天
王
寺
に
対
比
す
る
寺
院
と
し
て
、
東
西
の
本
願
寺
を
ハ
ー
ン
は
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
威
容
は
、
今
、
御
堂
筋
に
面
す
る
、
北
御
堂

（
西
本
願
寺
津
村
別
院
）、
南
御
堂
（
東
本
願
寺
難
波
別
院
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
マ
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
「
御
堂

筋
」
の
名
は
、
こ
の
両
御
堂
に
因
ん
で
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

神
社
と
し
て
は
、
高
津
神
社
を
訪
れ
、
そ
の
思
い
を
綴
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
大
阪
の
南
に
属
す
る
名
高
い
住
吉
神
社

に
も
行
っ
て
い
る
。
参
道
の
多
く
の
石
灯
籠
に
眼
を
奪
わ
れ
、
反
り
の
大
き
な
太
鼓
橋
を
渡
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

住
吉
神
社
か
ら
さ
ら
に
南
に
伸
び
た
道
、
そ
れ
は
堺
へ
至
る
街
道
で
も
あ
る
。
そ
の
道
す
が
ら
で
あ
ろ
う
か
、
安
立
町
の
茶
店
「
難
波

屋
」
に
ハ
ー
ン
は
立
ち
寄
る
。「
難
波
屋
」
と
い
え
ば
笠
松
が
名
高
く
、
そ
こ
を
訪
れ
る
客
が
、「
名
物
の
松
を
木
版
彫
り
に
し
た
絵
だ

の
、
こ
の
松
を
詠
ん
だ
歌
人
の
歌
を
印
刷
に
附
し
た
も
の
な
ど
、
女
の
子
の
さ
す
簪
な
ど
だ
。
簪
は
、
名
物
の
松
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
、

丸
太
の
足
場
ま
で
そ
っ
く
り
模
し
て
、
そ
の
上
の
と
こ
ろ
に
、
か
わ
い
ら
し
い
鶴
が
一
羽
と
ま
っ
て
い
る
（
平
井
呈
一
訳
）」矍
な
ど
の
土

産
品
を
買
う
場
面
に
出
会
っ
て
い
る
。

『
摂
津
名
所
図
絵
』矗
に
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
情
景
が
描
か
れ
、
そ
の
挿
絵
の
上
部
に
紀
貫
之
の
「
世
中
に

ひ
さ
し
き
も
の
は

雪
の
う
ち
に

も
と
の
色
か
へ
ぬ

松
に
そ
有
け
る
」矚
と
の
一
首
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
は
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
あ
っ
て
も
貫
之
の

詠
む
古
典
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
よ
う
な
名
松
「
笠
松
」
は
、
そ
の
緑
を
鮮
や
か
に
、
私
た
ち
を
美
し
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
の
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流
れ
に
誘
う
。

（
六
）

明
治
二
九
年
春
の
大
阪
旅
行
中
、
前
半
な
の
か
後
半
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
堺
を
歩
く
ハ
ー
ン
の
姿
が
あ
っ
た
。
再
び
、
四
月
一
五
日

付
、
西
田
千
太
郎
へ
の
手
紙
の
一
部
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

I
w

en
t

to
S

akai,
of

cou
rse−an

d
bou

gh
t

a
aw

ord,

矜

「
も
ち
ろ
ん
堺
に
行
っ
た
」
と
の
記
述
の
中
に
、
ハ
ー
ン
の
心
に
大
阪
の
堺
と
い
う
都
市
へ
の
強
い
意
識
が
存
す
る
の
を
見
る
。
松
尾

芭
蕉
の
「
江
山
水
陸
の
風
光
数
を
尽
く
し
て
、
今
象
潟
に
方
寸
を
責
む
（『
お
く
の
ほ
そ
道
』）」矣
の
文
章
が
思
い
出
さ
れ
る
。「
堺
に
方

寸
を
責
む
」
の
気
持
ち
の
高
揚
が
、
こ
のof

cou
rse

の
言
葉
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。
今
度
の
旅
行
の
目
的
の
地
の
一
つ
と
し
て
堺
が

あ
っ
た
。
堺
見
物
の
様
子
は
、
西
田
宛
の
手
紙
、「
大
阪
に
て
」
に
描
か
れ
る
が
、
そ
の
内
容
が
両
者
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ハ
ー
ン
は
、
刃
物
の
町
、
堺
で
刀
を
買
っ
た
。
ハ
ー
ン
と
刀
と
い
え
ば
、「
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
（G

lim
pses

of
U

n
fam

iliar
Ja-

pan

）」
の
終
章
「
さ
よ
う
な
ら
（sayōn

ara!

）」
を
思
い
出
す
。
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
一
〇
月
、
島
根
県
尋
常
中
学
校
を
去
る

ハ
ー
ン
に
二
五
一
名
の
生
徒
た
ち
は
、
餞
別
の
品
と
し
て
大
名
時
代
の
日
本
刀
一
振
を
送
っ
た
。
そ
の
品
を
彼
は
非
常
に
喜
び
、
一
〇
月

二
九
日
の
送
別
会
で
、
生
徒
代
表
、
大
谷
正
信
の
送
辞
を
受
け
て
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
た
。

私
は
諸
君
よ
り
の
贈
り
物
を
拝
見
し
た
時
、
あ
な
た
が
た
の
国
の
諺
を
思
い
出
し
ま
し
た
。「
刀
は
サ
ム
ラ
イ
の
魂
で
あ
る
」（
中

略
）
私
た
ち
イ
ギ
リ
ス
人
も
ま
た
刀
に
つ
い
て
の
有
名
な
格
言
や
俚
諺
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
国
の
詩
人
た
ち
は
名
刀

（a
good

blade

）
の
こ
と
を
、
信
頼
（tru

sty

）
や
忠
誠
（tru

e

）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。矮

ハ
ー
ン
は
、
彼
に
生
徒
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
精
神
と
し
て
、
寛
大
さ
（gen

erosity

）、
親
切
（kin

dn
ess

）、
忠
義
（loyalty

）
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を
挙
げ
て
い
る
が
矼
、
そ
れ
が
「
サ
ム
ラ
イ
」
を
象
徴
し
、
そ
の
魂
や
そ
の
も
の
で
あ
る
日
本
刀
を
贈
ら
れ
る
こ
と
は
喜
び
で
あ
る
と
語

る
。
堺
で
も
日
本
刀
を
手
に
入
れ
た
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
の
精
神
が
、
西
田
宛
の
手
紙
と
「
大
阪
に
て
」
に
お
け
る
堺
の
記
事
の
内
容
に
大
き
な
相
違
を
生
む
契
機
と
な
っ
た
。

「
大
阪
に
て
」
で
、
ハ
ー
ン
は
妙
国
寺
と
い
う
寺
院
に
行
き
、
そ
の
寺
の
蘇
鉄
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

戦
国
時
代
天
下
統
一
を
志
し
た
織
田
信
長
は
、
そ
の
権
力
を
以
て
天
正
七
年
こ
の
蘇
鉄
を
安
土
城
に
移
植
し
た
の
で
す
が
、
毎
夜

「
妙
國
寺
へ
帰
ろ
う
」
と
云
ふ
怪
し
げ
な
声
が
城
中
に
聞
え
霊
気
が
城
中
を
悩
ま
す
に
至
り
ま
し
た
。
激
怒
し
た
信
長
は
士
卒
に
命

じ
蘇
鉄
を
切
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
鮮
血
切
口
よ
り
流
れ
悶
絶
の
様
は
恰
も
大
蛇
の
如
く
見
え
、
さ
し
も
強
気
の
信
長
も
怖
れ
即
座
に
こ

の
樹
を
当
山
に
返
し
届
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。砌

織
田
信
長
と
い
う
武
将
が
登
場
し
、
蘇
鉄
を
刀
で
切
る
と
そ
こ
か
ら
鮮
血
が
流
れ
る
と
は
、
真
に
ハ
ー
ン
好
み
の
怪
奇
的
な
伝
承
で
あ

る
。『
怪
談
（K

w
aidan

）』
に
つ
な
が
る
世
界
が
見
え
て
く
る
。「
大
阪
に
て
」
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
終
り
は
、「
蘇
鉄
と
い
う
木
は

鉄
を
好
み
、
そ
の
さ
び
（ru

st

）
を
吸
っ
て
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」砒
と
結
ば
れ
る
。
し
か
し
、
西
田
宛
の
手
紙
に
描
か
れ
た

堺
の
内
容
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

I
w

en
t

to
S

akai,
of

cou
rse−an

d
bou

gh
t

a
sw

ord,
an

d
saw

th
e

grave
of

th
e

eleven
sam

u
rai

of
T

osa
w

h
o

h
ad

to
com

m
it

seppu
ku

for
killin

g
som

e
foreign

ers−
礦

ハ
ー
ン
は
、
外
国
人
を
殺
傷
し
た
こ
と
で
切
腹
し
た
土
佐
藩
の
一
一
人
の
「
サ
ム
ラ
イ
」
の
墓
を
訪
れ
る
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
七
）

二
月
一
五
日
、
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
デ
ュ
ク
プ
レ
ス
号
か
ら
二
隻
の
ボ
ー
ト
で
数
十
名
の
フ
ラ
ン
ス
兵
士
が
堺
に
上
陸
し
た
。
言
葉
が
通
じ
な

い
故
か
、
彼
ら
と
警
備
を
担
当
す
る
土
佐
藩
士
の
間
で
い
ざ
こ
ざ
が
起
こ
り
、
一
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
兵
士
を
土
佐
藩
士
が
殺
害
し
た
。
い

わ
ゆ
る
堺
事
件
で
あ
る
。
事
件
が
発
生
し
た
現
在
の
栄
橋
通
二
丁
目
に
は
、「
明
治
初
年
仙
人
撃
攘
之
処
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ス
軍
の
強
い
抗
議
に
よ
り
、
二
月
二
三
日
、
妙
国
寺
境
内
で
土
佐
藩
士
二
〇
名
が
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
一
一
名
が
切
腹
し
た
時
、
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そ
の
凄
絶
な
情
景
に
フ
ラ
ン
ス
軍
は
以
後
の
切
腹
を
中
止
し
た
。
土
佐
藩
は
、
彼
ら
一
一
名
を
妙
国
寺
と
道
を
は
さ
ん
だ
向
か
い
側
の
宝

殊
院
に
葬
っ
た
。
そ
の
墓
所
に
ハ
ー
ン
は
立
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
思
い
が
彼
の
胸
中
に
去
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
紙
は
次

の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

an
d

told
th

em
I

w
ish

th
ey

cou
ld

com
e

back
again

to
kill

a
few

m
ore

w
h

o
are

extraordin
ary

lies
abou

t
Ja-

pan
at

th
is

presen
t

m
om

en
t.

砠

「
彼
ら
（
土
佐
藩
士
）
が
、
今
こ
こ
に
再
び
帰
っ
て
来
て
、
現
時
点
で
日
本
に
つ
い
て
嘘
を
書
き
続
け
て
い
る
者
二
、
三
人
を
殺
す
こ

と
も
許
さ
れ
る
」
と
は
、
何
と
ハ
ー
ン
の
心
に
激
情
が
走
っ
て
い
る
の
か
不
思
議
で
す
ら
あ
る
。
日
本
の
「
サ
ム
ラ
イ
」、
そ
の
精
神
に

基
づ
く
行
為
に
対
し
、
強
い
同
情
心
が
窺
わ
れ
る
。「
日
本
刀
は
サ
ム
ラ
イ
の
魂
で
あ
る
」
と
の
言
葉
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、「
大
阪
に
お
い
て
」
で
は
、
ど
う
し
て
堺
事
件
で
は
な
く
、
妙
国
寺
の
蘇
鉄
の
話
に
差
し
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
築

島
謙
三
は
、「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
多
数
の
著
作
は
す
べ
て
欧
米
人
に
読
ま
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
読
者
に
あ
た

え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
」礪
と
論
ず
る
。
こ
の
立
場
を
ハ
ー
ン
が
取
る
限
り
、
堺
事
件
の
土
佐
藩
士
に
対
し
て
同
情
を
寄
せ
る
記
述
を

躊
躇
わ
せ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
刀
の
切
れ
味
を
尊
び
つ
つ
、
欧
米
人
が
好
む
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
で
奇
怪
な

話
を
妙
国
寺
に
結
び
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

一
方
、
日
本
人
で
あ
る
西
田
千
太
郎
に
は
、
ハ
ー
ン
の
サ
ム
ラ
イ
魂
へ
の
尊
敬
と
日
本
刀
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
乱
暴
狼
藉
を
働
い

た
外
国
人
へ
の
怒
り
を
直
截
に
申
し
述
べ
た
の
で
あ
る
。
古
い
都
市
、
有
名
な
都
市
堺
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
楽
し
み
に
し
て
い

な
が
ら
、
欧
米
人
向
け
の
著
作
と
日
本
人
へ
の
手
紙
の
内
容
の
使
い
分
け
、
こ
こ
に
ハ
ー
ン
の
身
上
も
読
み
解
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
お
も

し
ろ
さ
が
存
し
て
い
よ
う
。
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お

わ

り

に

伊
勢
旅
行
に
少
し
失
望
し
た
ハ
ー
ン
は
、
芸
術
家
の
眼
と
心
を
駆
使
し
て
、
大
阪
の
旅
で
大
き
な
収
穫
を
得
た
。
本
稿
で
論
じ
た
四
天

王
寺
、
妙
国
寺
な
ど
の
名
刹
を
巡
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ハ
ー
ン
の
生
き
る
近
現
代
の
大
阪
（
明
治
以
前
の
大
坂
を
含

め
て
）
の
活
力
あ
る
都
市
を
描
写
し
た
。
そ
の
記
述
は
、
現
代
の
大
阪
人
に
も
充
分
に
刺
激
的
で
あ
る
。

東
京
の
町
を
歩
く
こ
と
も
楽
し
い
が
（
ハ
ー
ン
に
は
怒
ら
れ
そ
う
で
は
あ
る
が
）、
大
阪
の
町
を
歩
く
こ
と
も
楽
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

四
天
王
寺
、
妙
国
寺
な
ど
を
訪
れ
る
こ
と
も
楽
し
い
。
先
日
も
筆
者
は
、
博
労
町
、
北
久
宝
寺
町
、
久
太
郎
町
、
農
人
橋
な
ど
を
歩
い
て

い
た
。
今
も
、
ハ
ー
ン
の
描
く
大
阪
と
同
様
の
活
気
も
さ
ほ
ど
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
町
々
の
歴
史
の
中
に
身
を
置
く
喜
び
を
味
わ
っ

た
。
大
阪
の
町
い
ま
だ
衰
え
ず
の
感
に
、
大
阪
人
と
し
て
自
身
の
嬉
し
さ
を
伴
い
な
が
ら
の
徘
徊
で
あ
る
。

日
を
変
え
て
、
高
津
神
社
に
も
足
を
運
ん
だ
。
ハ
ー
ン
は
、
奈
良
、
京
都
よ
り
古
い
都
と
し
て
大
阪
を
意
識
し
た
が
、
真
偽
は
と
も
か

く
、
仁
徳
天
皇
の
故
事
と
と
も
に
、
こ
の
地
は
古
き
歴
史
の
都
で
あ
る
と
の
思
い
が
湧
き
上
が
る
の
を
実
感
し
た
。「
大
阪
に
て
」
を
楽

し
く
味
わ
う
こ
と
の
で
き
た
喜
び
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、
子
ど
も
の
頃
、
よ
く
歌
っ
た
（
歌
わ
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
曲
は
今
で
も
好

き
で
あ
る
）「
大
阪
市
歌
」
の
一
番
が
思
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
曲
の
歌
碑
は
、
高
津
神
社
に
あ
る
。

高
津
の
宮
の
昔
よ
り

よ
よ
の
栄
を
重
ね
き
て

民
の
か
ま
ど
に
立
つ
煙

に
ぎ
わ
い
ま
さ
る

大
阪
市

に
ぎ
わ
い
ま
さ
る

大
阪
市
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（
堀
沢
周
安
作
詞

中
田
章
作
曲
）

註盧

L
afcadio

H
earn

:
G

lean
in

gs
in

B
u

ddh
a−F

ields,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復

刻
）
を
使
用

盪

平
川
祐
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
二
〇
〇
〇
年

恒
文
社
）『
仏
の
畑
の
落
穂
』
の
項
（
遠
田
勝

担
当
）

蘯

平
川
祐
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
前
掲
）「
大
阪
」
の
項
（
河
島
弘
美

担
当
）、『
仏
の
畑
の
落
穂
』
の
項
（
遠
田
勝

担
当
）、
川
谷
恂
郎

「
ハ
ー
ン
の
大
阪
紀
行
」（『
へ
る
ん
』
第
２２
号

八
雲
会
）
な
ど
が
あ
る
。

盻

島
根
大
学
附
属
図
書
館
小
泉
八
雲
出
版
編
集
委
員
会
、
島
根
大
学
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
研
究
会
編
『
教
育
者
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
世

界
│
│
小
泉
八
雲
の
西
田
千
太
郎
書
簡
を
中
心
に
│
│
』（
二
〇
〇
六
年

譌
ワ
ン
・
ラ
イ
ン
）
本
書
で
は
、
一
八
九
六
年
四
月
一
五
日
と
日
付

が
特
定
さ
れ
る
が
、L

afcadio
H

earn
:

L
ife

an
d

L
etters

3
E

dited
by

E
lizabeth

B
islan

d,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版

（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）
で
は
、
四
月
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
小
泉
八
雲
出
版
編
集

委
員
会
本
を
使
用
し
た
。

眈

同
右

眇

平
川
祐
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
前
掲
）「
大
阪
」
の
項
（
河
島
弘
美

担
当
）

眄

坂
東
浩
司
『
詳
述
年
表

ラ
フ
ィ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
伝
』（
一
九
九
八
年

英
潮
社
）

眩

註
盻
に
同
じ

眤

小
泉
一
雄
『
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』〔
小
泉
節
子
・
小
泉
一
雄
『
小
泉
八
雲

思
い
出
の
記
・
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
一
九
七
六
年

恒
文
社
）

に
所
収
〕

眞

八
雲
会
編
『
小
泉
八
雲
草
稿
・
未
刊
行
書
簡
拾
遺
集

第
２
巻

未
刊
行
書
簡
』（
一
九
九
一
年

雄
松
堂
出
版
）

眥

註
盧
に
同
じ

眦

小
泉
八
雲
著
・
平
井
呈
一
訳
『
仏
の
畑
の
落
穂
他
』（
一
九
七
五
年

恒
文
社
）

眛

同
右

眷

奥
村
恆
哉
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（
一
九
七
八
年

新
潮
社
）
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眸

註
盧
に
同
じ

睇

こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
関
西
学
院
施
設
部
技
能
士

田
中
健
二
氏
に
ご
示
教
い
た
だ
い
た
。

睚

註
盻
に
同
じ

睨

註
眞
に
同
じ

睫

註
盧
に
同
じ

睛

註
眇
に
同
じ

睥

註
盧
に
同
じ

睿

木
俣
修
『
万
葉
集
│
│
時
代
と
作
品
』（
一
九
六
六
年

日
本
放
送
出
版
協
会
）

睾

註
盧
に
同
じ

睹

同
右

瞎

伊
藤
純
「
近
代
大
阪
に
お
け
る
歴
史
の
創
造
│
│
仁
徳
天
皇
千
五
百
年
祭
を
め
ぐ
っ
て
」〔
橋
爪
節
也
『
大
大
阪
イ
メ
ー
ジ

増
殖
す
る
マ
ン
モ

ス
／
モ
ダ
ン
都
市
の
幻
像
』（
二
〇
〇
七
年

創
元
社
）
に
所
収
〕

瞋

註
盧
に
同
じ

瞑

註
盻
に
同
じ

瞠

註
盧
に
同
じ

瞞

同
右

瞰

同
右

瞶

四
天
王
寺
発
行
の
案
内
書
に
よ
る

瞹

註
盧
に
同
じ

瞿

牧
村
史
陽
編
『
大
阪
こ
と
ば
事
典
』（
一
九
七
九
年

講
談
社
）「
イ
ン
ド
ガ
ネ
」
の
項

瞼

註
瞶
に
同
じ

瞽

註
眦
に
同
じ

瞻

同
右

矇

一
心
寺
発
行
の
案
内
書
「
一
心
寺

墓
碑
銘
々
伝
」
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矍

註
眦
に
同
じ

矗

秋
里
籬
島
『
摂
津
名
所
図
会

第
一
巻
』（
一
九
九
六
年

臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）

矚

木
村
正
中
校
注
『
土
佐
日
記

貫
之
集
』（
一
九
八
八
年

新
潮
社
）

矜

註
盻
に
同
じ

矣

頴
原
退
蔵
・
尾
形
仂
『
新
訂

お
く
の
ほ
そ
道
』（
一
九
六
七
年

角
川
文
庫
）

矮

L
afcadio

H
earn

:
G

lim
pses

of
U

n
fam

iliar
Japan

,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復

刻
）
を
使
用

矼

同
右

砌

妙
国
寺
発
行
の
拝
観
の
し
お
り
「
元
皇
室
勅
願
寺

本
山
妙
國
寺
縁
起
」

砒

註
盧
に
同
じ

礦

註
盻
に
同
じ

砠

同
右

礪

築
島
謙
三
『
増
補
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
日
本
観
』（
一
九
七
七
年

勁
草
書
房
）

附
記本

稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
当
に
多
く
の
方
々
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
示
教
、
ご
助
言
を
得
た
。
特
に
関
西
学
院
施
設
部
技
能
士

田
中
健
二

氏
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部

榎
本
庸
男
教
授
か
ら
は
、
重
要
な
ご
示
教
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
二
人
に
、
心

よ
り
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│

ラ
フ
カ
デ
ィ
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