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《
衰
退
す
る
丹
後
)
京
都
府
下
で
も
、
日
本
海
に

画
し
、
か
つ
て
海
運
や
ち
り
め
ん
織
り
で
栄
え
た

丹
後
地
方
は
、
産
業
が
停
滞
し
、
農
業
・
漁
業
離

れ
に
よ
る
離
村
、
転
業
に
よ
っ
て
過
疎
化
が
進
ん

だ
。海

運
の
発
達
で
繁
栄
し
、
享
保
年
間

(
一
七
一

六
-
一
七
三
五
)

に
織
物
の
技
法
が
移
入
さ
れ
て
、

ち
り
め
ん
産
業
が
発
展
し
た
富
津
を
中
心
と
し
た

丹
後
地
方
に
、
時
を
同
じ
く
し
て
京
都
の
妙
顕
寺

や
本
圃
寺
が
競
っ
て
教
練
を
張
っ
て
き
た
。
法
論

に
よ
っ
て
他
宗
を
改
宗
さ
せ
日
蓮
宗
に
な
っ
た
寺

院
が
三
一
も
あ
る
。
そ
の
多
く
が
、
も
と
も
と
檀

家
数
の
少
な
い
上
に
、
地
場
産
業
の
低
迷
に
よ
る

住
民
の
流
出
に
よ
っ
て
、
宗
教
活
動
は
も
ち
ろ
ん
、

寺
院
の
維
持
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。今

回
は
、
最
近
宮
津
市
に
合
併
さ
れ
た
地
域
、

及
び
与
謝
郡
伊
根
町
と
熊
野
郡
久
美
浜
町
を
調
査

の
対
象
地
区
と
し
た
。

か
つ
て
、
栄
え
て

「
財
布
が
空
と
な
る
」
と
詠

わ
れ
だ
宮
津
市
は
、
昭
和
四
〇
年
以
降
一
〇
年
間

で
一
万
人
の
人
口
が
減
っ
た
。
い
ま
で
は
近
在
の

村
々
を
吸
収
合
併
し
て
辛
う
じ
て
三
万
人
の
市
政

を
保
っ
て
い
る
。
天
の
橋
立
や
丹
後
半
島
の
景

観
な
ど
観
光
に
力
を
い
れ
て
い
る
も
の
の
、
地
域

の
活
性
化
に
ま
で
は
つ
な
が
ら
な
い
。

ま
た
、
長
い
間
ち
り
め
ん
業
が
盛
ん
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
農
家
の
飢
え
の
苦
し
み
の
せ
っ
ぱ

っ
ま
っ
た
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中

心
的
産
業
に
な
り
得
る
こ
と
も
な
く
、
い
ま
な
お

零
細
家
内
工
業
の
ま
ま
で
あ
る
。
昭
和
三
六
年
、

丹
後
の
賃
金
水
準
は
、
全
国
労
働
力
調
査
審
議
会

が
全
国
最
低
と
折
紙
を
つ
け
る
ほ
ど
低
か
っ
だ
。

地
域
衰
退
の
為
に
、
唯
一
の
足
で
あ
っ
た
旧
国

鉄
宮
津
線
は
い
ま
や
廃
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

《
人
口
減
少
に
苦
悩
す
る
住
職
)
若
者
が
農
業
・

漁
業
を
敬
遠
し
仕
事
を
求
め
て
京
阪
神
地
区
へ
流

出
し
た
状
況
の
中
で
、
住
職
は
様
々
な
努
力
を
試

み
て
き
た
。

宮
津
湾
を
は
さ
ん
で
宮
津
と
は
反
対
側
に
位
置

し
、
最
近
宮
津
市
に
合
併
さ
れ
た
こ
の
地
区
は
、

半
農
半
漁
の
土
地
柄
で
あ
る
。
ま
た
昔
か
ら
住
民

の
横
の
つ
な
が
り
の
強
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

一
五
年
前
、
荒
廃
し
た
あ
き
寺
を
年
中
行
事
の

で
き
る
姿
に
ま
で
復
興
し
た
A
寺
で
は
、
檀
家
の

減
少
で
そ
れ
も
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
人
が
離
れ
て
い
く
の
を
防
ぐ
為
、

墓
地
の
造
成
を
や
り
、
ま
た
、
経
済
的
基
盤
確
立

の
為
、
多
く
の
参
詣
者
を
期
待
し
て
、
住
職
が
私

財
を
投
じ
て
大
き
な
宝
塔
を
建
立
し
、
そ
れ
を
中

心
に
な
ん
と
か
盛
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
八
万
人
講
が
あ
っ
て
祈
祷
寺
と
し

て
多
く
の
参
詣
者
の
あ
っ
た
B
寺
、
そ
し
て
C
寺

で
は
、
土
地
柄
横
の
つ
な
が
り
の
密
な
檀
家
を
ま

と
め
る
難
し
さ
を
体
験
し
な
が
ら
も
、
常
に
檀
家

に
先
祖
の
眠
る
寺
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
話
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
束
で
か
え
っ
て
寺
が
大
切

に
さ
れ
て
い
る
一
面
が
あ
る
。
ま
た
文
書
伝
道
で
、

出
て
い
く
人
と
の
縁
を
き
ら
な
い
よ
う
努
め
、
住

職
は
法
務
に
専
念
、
寺
族
が
教
職
に
就
い
て
家
族

ぐ
る
み
で
維
持
し
、
改
宗
も
あ
っ
て
檀
家
が
増
え

た
、
と
い
う
。

ま
た
檀
家
二
九
戸
で
住
職
の
結
婚
や
荒
行
入
行

の
費
用
を
面
倒
み
た
が
、
結
局
住
職
が
寺
院
を
出

て
し
ま
っ
た
D
寺
で
は
、
老
人
世
帯
の
み
の
檀
家

と
な
っ
て
し
ま
い
、
寺
院
を
維
持
す
る
経
済
力
も

な
く
な
り
、
住
職
を
迎
え
る
意
思
も
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
檀
家
は
、
対
等
の
立
場
を
条
件
に
他

寺
院
と
の
合
併
を
望
ん
で
い
る
。
「
檀
家
の
信
仰
心

は
住
職
の
徳
性
や
指
導
力
の
影
響
が
大
き
い
」
と

い
う
こ
の
寺
院
の
檀
家
の
声
は
、
そ
こ
に
教
師
が

い
て
は
じ
め
て
寺
院
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
こ
と

を
言
い
当
て
て
い
る
。

過
疎
に
直
面
し
て
い
る
状
況
を
ど
う
す
る
か
云
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云
は
、
も
は
や
信
仰
や
伝
道
の
問
題
で
は
な
い
と

断
言
す
る
教
師
、
そ
し
て
地
域
の
人
々
と
共
に
働

く
場
の
設
置
を
推
進
し
て
、
人
の
離
れ
る
の
を
防

い
で
い
る
住
職
、
教
師
も
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
寺
院
の
存
続
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

《
寺
務
に
専
念
し
て
生
活
苦
を
脱
皮
)
二
足
の
わ

ら
じ
を
は
い
た
生
活
か
ら
法
務
に
専
念
す
る
生
活

に
変
え
た
ら
、
生
活
の
苦
し
さ
が
な
く
な
っ
た
と

い
う
教
師
が
い
る
。

丹
後
半
島
の
中
で
も
伊
根
町
は
、
漁
業
を
中
心

に
早
く
か
ら
開
け
、
京
都
府
下
最
大
の
漁
獲
高
を

誇
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

半
島
の
漁
村
を
め
ぐ
る
船
が
唯
一
の
足
で
あ
っ

た
が
、
昭
和
三
〇
年
代
に
半
島
を
め
ぐ
る
道
路
が

開
通
し
て
、
か
え
っ
て
人
口
の
流
出
が
は
じ
ま
っ

た
。
昭
和
三
八
年
の
豪
雪
で
流
出
に
拍
車
が
か
か

り
、
昭
和
三
五
年
か
ら
五
五
年
の
間
に
四
〇
%
を

越
え
る
人
口
減
を
み
た
。
老
人
の
人
口
比
率
は
一

挙
に
二
倍
に
な
っ
た
。
今
日
で
も
漁
業
就
業
者
の

高
齢
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
厳
し
い
過
疎
化
の
な
か
で
、
減
少
す
る

檀
家
三
〇
戸
と
共
に
歩
み
、
寺
務
に
専
念
し
て
生

活
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
住
職
が
い
る
。
他

の
職
に
つ
き
、
霊
断
で
相
談
ご
と
を
受
け
た
り

宗
派
を
問
わ
ず
、
村
の
葬
儀
に
出
て
何
と
か
収
入

を
得
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
唱
題
行
脚
を
し

て
妙
見
堂
を
建
立
し
て
か
ら
は
、
村
人
の
参
拝
や

寺
へ
の
出
入
り
が
多
く
な
り
、
親
戚
関
係
の
強
い

土
地
柄
だ
け
に
、
他
宗
の
人
と
の
信
者
と
し
て
の

つ
な
が
り
が
で
き
、
そ
れ
が
収
入
源
へ
と
つ
な
が

っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
生
活
苦
も
な
く
な
り
、
住
職

の
生
活
や
信
仰
の
在
り
方
に
檀
信
徒
は
応
え
て
く

れ
、
そ
の
意
識
は
協
力
的
に
な
っ
た
と
い
う
。
し

か
し

「
い
ま
の
人
達
が
い
な
く
な
る
こ
の
先
を
考

え
る
と
、
寺
の
存
在
は
‥
…
」
と
悲
嘆
の
声
も
で

る
。

あ
る
寺
で
は
、
五
年
前
に
住
職
が
い
な
く
な
っ

て
以
来
、
総
代
が
朝
夕
の
勤
行
を
し
、
少
数
の
檀

家
で
の
維
持
は
大
変
な
が
ら
も
、
力
を
合
せ
て
守

っ
て
い
る
。
生
活
の
保
障
は
で
き
な
い
が
、
住
職

が
常
住
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
状
況
に
、
い

か
な
る
援
助
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
檀
家
側
の
「
住

職
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
」

と
い
う

背
景
が
、
代
務
で
よ
い
と
い
う
意
識
を
生
ん
で
い

る
の
も
事
実
だ
。

《
宗
教
行
事
が
寺
院
の
収
入
に
結
び
つ
か
な
い
)

久
美
浜
町
も
か
つ
て
は
二
〇
%
の
人
口
減
を
み
た
。

比
較
的
農
家
が
多
い
が
、
山
陰
本
線
の
豊
岡
に

近
い
た
め
、
通
勤
圏
内
の
人
々
は
と
ど
ま
り
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
い
ま
は
人
口

減
少
の
悩
み
は
少
な
い
と
い
う
。
し
か
し
長
男
は

残
り
、
次
男
以
下
や
、
若
い
女
性
達
が
都
会
へ
出

て
し
ま
い
、
嬢
さ
が
し
に
大
変
だ
と
い
う
現
実
も

あ
る
。
ま
た
信
仰
心
の
薄
い
土
地
柄
で
も
あ
る
。

他
宗
派
も
含
め
て
、
こ
の
地
区
に
は
、
檀
家
が

住
職
を
や
し
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
り
、

檀
家
の
生
活
が
き
び
し
か
っ
た
た
め
か
、
信
仰
以

前
の
問
題
と
し
て
布
施
を
出
さ
な
い
習
慣
が
あ
る
。

住
職
は
お
経
を
あ
げ
に
く
る
の
が
当
り
前
と
い
う

地
域
的
風
習
が
あ
り
、
寺
院
の
収
入
に
結
び
つ
か

な
い
土
地
柄
で
あ
る
。
月
回
向
も
な
く
、
年
忌
法

要
も
簡
単
に
行
わ
れ
、
住
職
が
他
の
寺
院
の
院
代

を
勤
め
た
り
、
京
都
の
町
寺
へ
手
伝
い
に
い
っ
た

り
し
て
収
入
を
得
て
い
る
寺
院
が
多
い
。

五
〇
戸
の
檀
家
が
、
無
住
時
代
に
二
五
戸
が
他

寺
へ
移
り
、
そ
の
後
、
現
住
職
が
常
住
し
た
が
、

や
む
な
く
京
都
の
寺
院
へ
手
伝
い
に
行
っ
て
何
と

か
収
入
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
維
持
費
は
十
分

で
な
い
と
い
う
寺
院
。

萎
千
主
菜
再

購
入
毒

薬
套
奮
九

感
詰

阜
ふ
筈
前
科
∴
・
千
言

ゝ
怠
れ
.
靭
「

公
允
覇
浸
食
三
〇
三
言
で

豪
勢
感
電
冷
ま

桑
番
所
巌

帝
東
食
責

-
譲
肯
会
費

岡
を
讃
療
煮

-
し
亨
-

蚤

や
援
馬
翁
島

公
田
美
深
労

費
肘
会
牽
仙
骨

孫
を
貧
窓
登

施
設
澄
費

火
災
椋
瞭
料

を
∴
灯
∴
丼

誉
善
女
薬

;
ゝ
「
、
∴
し
こ
、
ト
音
-

帳」割寺「

丹
後
の
寺
々
は
、
少
数
の
檀
家
な
が
ら
「
寺
割
」

と
称
す
る
檀
家
負
担
割
り
の
護
持
会
組
織
で
、
か

ろ
う
じ
て
維
持
費
が
捻
出
さ
れ
る
の
が
大
方
で
あ

る
。
先
祖
の
眠
る
寺
、
皆
の
寺
は
皆
で
守
っ
て
い

く
、
合
併
し
て
で
も
寺
を
失
い
た
く
な
い
と
い
う

意
識
は
、
ど
の
寺
の
檀
家
に
も
あ
る
。

ま
た
、
住
職
は
恩
給
で
生
活
し
て
い
た
が
、
病

気
で
不
在
と
な
り
、
昔
か
ら
の
十
二
日
講
を
通
し

て
皆
で
守
ろ
う
と
確
認
し
合
っ
て
い
る
寺
院
、
檀

家
七
軒
で
毎
月
題
目
講
を
行
い
、
維
持
は
大
変
な

が
ら
も
、
宗
祖
七
〇
〇
遠
忌
に
は
、
お
堂
を
改
修

再
建
し
た
、
住
職
不
在
の
寺
院
も
あ
る
。
布
施
だ

け
で
は
生
活
出
来
な
い
か
ら
、
他
に
職
を
求
め
る

べ
き
か
悩
ん
で
い
る
教
師
も
い
る
。

一
方
で
、
ち
り
め
ん
が
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
と
、

そ
れ
が
不
振
に
な
っ
た
今
の
檀
家
の
生
活
に
変
化

は
な
く
、
し
た
が
っ
て
寺
院
も
変
ら
な
い
と
い
う

声
も
あ
る
。

《
ま
と
め
)

檀
信
徒
の
生
活
が
苦
し
い
か
ら
、
楽
だ
か
ら
と

い
う
こ
と
が
布
施
の
有
る
無
し
に
つ
な
が
る
の
か
。

布
施
を
出
さ
な
い
習
慣
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
布
施

の
喜
び
を
知
ら
し
め
る
教
化
こ
そ
、
い
ま
問
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

少
数
の
檀
家
の
上
に
今
後
成
り
た
っ
て
い
こ
う

と
す
る
寺
院
の
存
続
は
、
ざ
わ
め
で
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
住
職
の
任
務
は
、
そ
こ
に
任
し
て
法
を
伝

え
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
中
心
に
寺
が
存
在
す
る
。

そ
れ
故
、
そ
こ
に
教
師
が
い
な
け
れ
ば
寺
院
の
存

在
理
由
も
な
い
。
こ
の
勤
め
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
寺

院
の
機
能
が
活
か
さ
れ
、
寺
院
の
存
続
へ
と
つ
な

が
る
。

過
疎
化
の
中
で
、
居
残
っ
た
少
数
の
人
々
を
対

象
に
、
こ
の
機
能
を
い
か
に
活
か
す
か
が
、
丹
後

の
寺
院
の
課
題
で
あ
る
。
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