
か
な
り
の
部
分
は
、十
二
世
紀
後
半
に

次
々
と
京
都
を
襲
っ
た
大
火
、竜
巻
、遷

都
、飢
饉
、疫
病
、大
地
震
の
災
厄
の
惨

状
の
記
述
が
占
め
て
お
り
、そ
の
い
わ
ば

今
次
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
問
題
と
同

様
の
不
条
理
さ
を「
ゆ
く
河
の
流
れ
は

絶
え
ず
し
て
」と
表
現
し
た
の
だ
。そ
の

上
で
長
明
は
、人
里
離
れ
た
山
中
に
、

「
方
丈
」、今
の
言
い
方
で
言
え
ば
僅
か
四

畳
半
の
分
解
移
設
可
能
な
小
屋
を
建

て
、そ
こ
で
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
。彼

　
本
誌
が
発
行
さ
れ
る
の
は
、原
稿
締

め
切
り
か
ら
二
カ
月
後
。こ
の
原
稿
は
四

月
二
十
日
に
書
い
て
い
る
。本
号
が
皆
様

の
手
元
に
届
く
頃
に
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
問
題
が
峠
を
越
え
て
い
れ
ば
良
い

の
だ
が…

。

　
事
態
の
深
刻
化
が
日
本
よ
り
も
早

か
っ
た
諸
外
国
で
は
、外
出
禁
止
の
閉
そ

く
感
を
何
と
か
し
よ
う
と
、色
々
な
素

人
撮
影（
風
）の
楽
し
い
動
画
が
、三
月

初
旬
か
ら
次
々
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
。

　
三
月
半
ば
過
ぎ
だ
っ
た
ろ
う
か
、イ
タ

リ
ア
や
ア
メ
リ
カ
の
友
人
に
見
舞
い
の

メ
ー
ル
を
送
っ
た
時
に
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
の

が
還
暦
を
迎
え
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

　
四
畳
半
と
は
言
っ
て
も
、寝
床
だ
け
で

は
な
い
。法
華
経
を
置
く
机
が
あ
り
、そ

の
前
の
壁
に
は
阿
弥
陀
仏
の
絵
像
と
普

賢
菩
薩
の
絵
像
が
飾
ら
れ
て
い
た
。角
に

は
竹
の
吊
り
棚
が
あ
り
、そ
の
上
の
黒
い

皮
籠
三
個
に
和
歌
・
管
弦
の
書
、「
往
生

要
集
」等
の
抜
き
書
き
が
入
れ
て
あ
っ

た
。外
と
の
境
界
に
は
竹
の
す
の
こ
の
縁

が
あ
り
、そ
の
脇
に
は
水
や
花
な
ど
を

仏
に
供
え
る
閼
伽
棚
も
設
け
ら
れ
て
い

た
。琴
と
琵
琶
も
あ
り
、長
明
は
毎
日
そ

れ
を
演
奏
し
歌
っ
て
い
た
ら
し
い
。近
く

に
少
年
が
い
て
、彼
を
友
と
し
て
遊
び
な

が
ら
周
囲
を
散
歩
し
た
り
も
し
て
い
た
。

　
こ
の
方
丈
、災
厄
に
見
舞
わ
れ
、複
雑

な
人
間
関
係
に
翻
弄
さ
れ
る
都
に
比
べ

れ
ば
、は
る
か
に
豊
か
な
精
神
生
活
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
日
本
に
は
、理
想
の
住
ま
い
と

し
て
隠
者
の
草
庵
の
系
譜
が
続
く
が
、

人
と
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り

方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に

な
れ
ば
、こ
の
方
丈
の
豊
か
さ
を
手
掛

か
り
に
未
来
を
想
像
す
れ
ば
良
い
。日

本
に
は
良
い
古
典
が
あ
る
。

　
ロ
ー
リ
ン
グ・ス
ト
ー
ン
ズ
に
せ
よ
、往

年
の
ニ
ー
ル・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
に
せ
よ
、そ

れ
こ
そ
国
立
競
技
場
ク
ラ
ス
の
会
場
一

杯
に
人
を
集
め
ら
れ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

だ
。そ
れ
が
今
や
、一
人
ひ
と
り
が
自
分

だ
け
の
部
屋
で
歌
い
奏
で
、ネ
ッ
ト
空
間

上
に
そ
れ
を
流
す
。聴
く
方
の
私
達
は
、

こ
れ
ま
た
自
分
だ
け
の
部
屋
の
パ
ソ
コ
ン

で
そ
れ
を
楽
し
む
。人
は
集
ま
ら
な
い
。

Ｓ
Ｆ
的
だ
が
二
〇
二
〇
年
の
現
実
だ
。

　
こ
の
災
厄
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
こ
う

い
う
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
が
進
化

し
つ
つ
普
及
し
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。多
く
の
建
築
は
不
要
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
。一
般
的
に
建
築
は
、

人
が
集
ま
る
場
所
を
成
り
立
た
せ
る
た

め
に
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
そ
う
考
え
る
と
、未
来
の
社
会
の
展

開
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、従
来
の
よ
う
な

人
が
集
ま
る
建
築
で
は
な
く
、人
が
集

ま
ら
な
い
建
築
を
多
様
に
構
想
す
る
必

要
が
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
人
が
集
ま
ら
な
い
建
築
。そ
れ
は
こ
れ

ま
で
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。人
が

集
ま
ら
な
い
一
人
だ
け
の
簡
素
な
暮
ら

し
を
理
想
と
し
て
構
想
さ
れ
た
建
築
が

あ
っ
た
。「
草
庵
」と
呼
ば
れ
る
類
の
建
築

だ
。そ
の
代
表
は「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶

え
ず
し
て
、し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら

ず
」で
誰
も
が
知
る
古
典
文
学『
方
丈

記
』の
作
者
鴨
長
明
の
草
庵「
方
丈
」で

あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、こ
の
著
作
の

友
人
か
ら
、往
年
の
大
物
歌
手
ニ
ー
ル・

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
最
新
動
画
の
存
在
を

教
え
ら
れ
た
。一
九
六
九
年
の
ヒ
ッ
ト
曲

「
ス
ウ
ィ
ー
ト
・キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
」を「
手
を

洗
お
う
」と
い
う
感
染
予
防
の
替
え
歌
に

し
て
、八
〇
歳
手
前
の
本
人
が
自
宅
で

弾
き
語
り
す
る
動
画
だ
っ
た
。

　
建
築
屋
で
あ
る
私
の
目
を
引
い
た
の

は
、そ
れ
が
撮
影
さ
れ
て
い
る
場
所
、こ

の
大
物
歌
手
の
自
宅
と
思
し
き
場
所
で

あ
る
。白
い
石
の
暖
炉
と
寄
木
フ
ロ
ア
風

の
床
と
そ
の
上
に
敷
か
れ
た
絨
毯
に
寝

転
ぶ
犬
。ケ
バ
ケ
バ
し
く
も
な
く
、か
と

言
っ
て
質
素
す
ぎ
も
し
な
い
暖
か
み
の

あ
る
部
屋
だ
。

　
日
頃
な
か
な
か
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
有
名
人
の
在
宅
の
様
子
と
そ
の
部
屋

が
覗
き
見
で
き
る
こ
う
い
う
動
画
が

次
々
に
出
て
く
る
と
す
る
と
、こ
れ
は
面

白
い
と
思
っ
た
。そ
し
て
、案
の
定
、四
月

に
入
る
と
同
種
の
動
画
が
次
々
に
ア
ッ

プ
さ
れ
た
。一
つ
だ
け
代
表
的
な
例
を

挙
げ
て
お
こ
う
。ザ
・ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス

ト
ー
ン
ズ
の
動
画
だ
。

　
七
三
〜
七
九
歳
の
ミ
ッ
ク・
ジ
ャ
ガ
ー
、

キ
ー
ス・
リ
チ
ャ
ー
ズ
、チ
ャ
ー
リ
ー・ワ
ッ

ツ
、ロ
ン・
ウ
ッ
ド
の
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の

自
宅
の
部
屋
ら
し
き
場
所
で
演
奏
し
て

い
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
違

い
は
す
る
も
の
の
、ど
こ
と
言
っ
て
尖
っ

た
と
こ
ろ
の
な
い
、落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
普
通
の
部
屋
で
あ
る
こ
と
は
少
々
意

外
だ
っ
た
。建
築
屋
だ
け
が
持
っ
て
し
ま

う
感
想
だ
ろ
う
と
は
思
う
が
。
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