
【
序
】私

が
、
初
め
て
京
都
を
訪
れ
た
の
は
、
今
か
ら
十
四
年
前
の
一
九
八
六

年
。
二
年
間
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
田
舎
町
に
あ
る
ア
ー
モ
ス
ト
大

学
で
、
日
本
語
を
少
し
学
ん
だ
後
で
し
た
。
大
学
で
は
、
最
初
フ
ラ
ン
ス

文
学
を
専
攻
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
、
日
本
に
対
し

て
、
新
た
な
発
見
を
求
め
て
い
た
の
で
す
。
│
│
と
い
う
の
は
少
々
大
げ

さ
で
、
実
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
時
期
の
日
本
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
憧
れ

と
、
百
年
以
上
、
同
志
社
大
学
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
、
母
校
の
小
さ
な

日
本
ブ
ー
ム
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、

そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
日
本
の
人
か
ら
、「
日
本
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ

か
け
は
？
」
と
、
よ
く
聞
か
れ
ま
す
が
、「
も
う
ず
っ
と
前
に
そ
の
理
由

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
特
に
理
由
は
な
か
っ
た
」
と
答
え

る
と
、
不
満
そ
う
な
反
応
が
返
っ
て
く
る
の
で
、
い
つ
も
一
九
八
〇
年
代

の
日
本
ブ
ー
ム
を
思
い
出
す
よ
う
に
、
逆
に
聞
い
た
人
に
ア
ピ
ー
ル
し
な

が
ら
、
期
待
さ
れ
た
返
事
を
避
け
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
、
今
、
私
が
こ

ん
な
に
日
本
に
深
入
り
し
て
い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の
偶
然
が
重
な
っ
た

結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
高
校
を
卒
業
し
た
と
き
、
と
に
か
く

高
校
で
習
え
な
か
っ
た
こ
と
を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ロ

シ
ア
語
で
も
ア
ラ
ビ
ア
語
で
も
良
か
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
か

日
本
語
に
引
か
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
い
ち
ば
ん
難
し
か
っ
た
か
ら
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
、
日
本
に
は
も
う
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
田
舎
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
東
南
部
・
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
あ
る
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド

ソ
ン
と
い
う
町
で
す
。
そ
こ
で
、
静
か
で
、
多
少
つ
ま
ら
な
い
青
年
時
代

を
過
ご
し
ま
し
た
。
父
親
が
教
え
て
い
た
四
年
制
の
大
学
の
あ
る
小
さ
な

洛
中
洛
外
図
の
発
見

│
│
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の
視
点
か
ら

マ
シ
ュ
ー
・
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
助
教
授
）
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町
で
、
学
生
を
含
め
て
当
時
は
三
千
人
ぐ
ら
い
の
人
口
で
し
た
。
美
術
館

や
博
物
館
は
も
ち
ろ
ん
、
映
画
館
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
高
校

を
出
て
運
転
免
許
を
持
つ
ま
で
は
、
退
屈
な
日
々
だ
っ
た
反
面
、
あ
る
意

味
、
と
て
も
想
像
力
豊
か
な
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
は
、

な
ぜ
か
美
術
と
歴
史
に
惹
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
多
分
、
母
が
都
会
育
ち

で
、
一
度
故
郷
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
、

夏
休
み
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
連
れ
て
い
っ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、

父
の
大
学
の
図
書
館
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
せ
い
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
夏
休
み
の
家
族
旅
行
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
訪
ね
て

い
た
の
で
、
都
会
の
雰
囲
気
は
そ
れ
な
り
に
分
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
に
住
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
す
。
東
南
部
で
生
ま

れ
な
が
ら
、
そ
こ
の
な
ま
り
で
話
さ
ず
、
地
方
特
有
の
狭
量
な
考
え
方
が

嫌
い
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
将
来
行
っ
て
や
る
ぞ
、

と
思
っ
て
い
た
目
的
地
で
し
た
。

日
本
と
い
う
国
の
存
在
は
、
た
ま
た
ま
子
供
の
頃
か
ら
意
識
し
て
は
い

ま
し
た
。
感
受
性
が
強
か
っ
た
十
二
歳
の
こ
ろ
、
島
根
県
か
ら
来
た
日
本

人
留
学
生
が
し
ば
ら
く
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日

本
文
化
と
の
初
め
て
の
出
会
い
で
し
た
。
一
日
に
煙
草
を
何
十
本
も
吸
っ

て
い
た
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
人
で
、
今
彼
女
は
四
国
に
住
ん
で
い
ま
す
。

日
本
で
何
回
も
会
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
が
、
日
本
に
つ
い
て
の
興
味
の

種
を
、
私
に
植
え
つ
け
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
帰
国
し
た
後
、

二
年
間
ぐ
ら
い
文
通
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
学
に
入
る
ま
で
の
間
、
日
本

へ
の
関
心
は
段
々
薄
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

母
校
の
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
卒
業
生
の
な
か
で
、
日
本
で
最
も
有
名
な

の
は
、
間
違
い
な
く
新
島
襄
と
内
村
鑑
三
で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
ク
ー

リ
ッ
ジ
大
統
領
も
卒
業
生
で
す
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
新
島
襄
の
方

が
、
外
国
の
大
学
を
初
め
て
卒
業
し
た
日
本
人
だ
と
い
う
こ
と
で
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
新
島
襄
が
創
立
し
た
同
志
社
大
学
へ
は
、
戦

前
か
ら
す
で
に
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
学
生
た
ち
が
留
学
し
て
い
ま
す
。
私

が
学
生
の
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
両
大
学
に
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
。
ま
た
、
北
海
道
大
学
を
明
治
期
に
創
立
し
た
ク
ラ
ー
ク
も
、
も
と
も

と
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
の
教
授
で
し
た
。
そ
れ
で
、
私
に
と
っ
て
も
初
め
て

日
本
へ
行
く
と
し
た
ら
、
ア
ー
モ
ス
ト
・
同
志
社
の
姉
妹
校
関
係
で
留
学

す
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
方
法
で
し
た
。
た
だ
日
本
語
を
二
年
間
と
日
本

史
を
半
年
ぐ
ら
い
勉
強
す
れ
ば
い
い
と
い
う
条
件
で
し
た
。
三
年
生
の
秋

学
期
、
初
め
て
日
本
へ
行
き
、
京
都
へ
も
初
め
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。

日
本
に
初
め
て
住
ん
だ
の
が
京
都
で
、
し
か
も
京
都
は
、
私
に
と
っ
て
、

は
じ
め
て
生
活
す
る
都
会
で
し
た
。
日
本
語
と
日
本
文
化
を
学
ぶ
こ
と
が

表
の
目
的
で
し
た
が
、
裏
の
目
的
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
本

当
の
自
分
を
客
観
的
に
見
て
、
ま
た
遠
く
か
ら
ア
メ
リ
カ
を
見
る
こ
と
に

あ
り
ま
し
た
。
八
〇
年
代
に
は
、
大
学
院
生
や
社
会
人
が
日
本
へ
行
く
こ

と
は
も
う
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
学
部
生
で
一
年
間
滞
在
す
る
こ

と
は
、
ま
だ
普
通
で
は
な
い
時
期
で
し
た
。
し
か
し
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学

と
他
に
い
く
つ
か
の
小
規
模
な
大
学
が
組
ん
で
、
同
志
社
大
学
の
中
に
単

洛中洛外図の発見
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位
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
か
な
り
自
由
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
っ
た
の
で
、
な

る
べ
く
多
く
の
時
間
、
日
本
語
の
授
業
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
と
て
も
進
歩
的
な
発
想
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
思
い
ま
す
が
、
や
は

り
そ
の
後
、
同
じ
よ
う
に
米
国
の
人
を
留
学
さ
せ
る
組
織
が
か
な
り
増
え

ま
し
た
。
一
年
間
、
日
本
語
と
仏
教
思
想
、
近
代
日
本
文
学
の
時
間
以
外

は
、
自
由
に
自
転
車
で
京
都
を
探
検
し
た
り
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
よ
り
遥
か

に
古
い
文
化
を
体
で
経
験
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、

「
日
本＝

京
都＝

都
市
」
と
い
う
図
式
が
、
私
の
頭
の
中
に
で
き
て
き
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
後
に
、
中
世
の
都
市
で
あ
る
京
都
を
描
い

た
洛
中
洛
外
図
の
研
究
に
つ
な
が
っ
て
い
く
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ま
す
ま
す
日
本
が
好
き
に
な
っ
て
、
ま
た
行
く
た
め
に
何
か
方
策
を

考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
、
大
学
院
で
日
本
美
術
史
を
専
攻
す
る
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。

【
洛
中
洛
外
図
と
の
出
会
い
】

ア
ー
モ
ス
ト
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
英
語
の
高
校
教
師
を
や
り
な
が
ら

も
う
一
年
間
京
都
に
住
ん
で
、
言
葉
も
上
達
し
て
、
千
年
以
上
の
歴
史
を

持
つ
都
市
の
深
さ
を
、
さ
ら
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、

洛
中
洛
外
図
を
、
は
じ
め
て
じ
っ
く
り
と
見
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
北

野
天
満
宮
の
や
や
南
に
あ
る
、
高
津
古
文
化
会
館
で
洛
中
洛
外
図
と
近
世

初
期
風
俗
画
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
行
っ
て
み
た

ら
、
学
芸
員
の
雨
宮
睦
子
さ
ん
が
ゆ
っ
く
り
と
三
点
の
屏
風
を
丁
寧
に
解

説
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
京
都
で
暮
ら
し
な
が
ら
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
の

面
白
さ
を
覚
え
始
め
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
最
初
に
知
っ
た
日
本
が
京
都
で
あ
り
、
そ
こ
に
二
年
間
暮
ら

し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
研
究
対
象
を
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
絞
る
こ
と
は
、

自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
数
あ
る
洛
中
洛
外
図
の
中
で
も
、

そ
の
原
型
と
も
言
え
る
「
初
期
」
洛
中
洛
外
図
―
―
十
六
世
紀
に
制
作
さ

れ
た
も
の
―
―
を
、
と
く
に
注
意
深
く
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

現
存
す
る
も
っ
と
も
古
い
遺
品
で
あ
る
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
研

究
は
、
現
時
点
で
も
あ
ま
り
進
歩
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
く
つ
か
の
論
文
が

あ
る
中
、
研
究
者
の
関
心
は
、
ほ
と
ん
ど
「
上
杉
本
」
と
い
う
、
も
う
少

し
新
し
い
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
集
中
し
て
い
ま
す
。（
註
１
）

最
も
多
い
上
杉

本
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
、
三
条
本
に
関
す
る
論
文
は
遙
か
に
少
な
い

の
で
す
。

そ
も
そ
も
上
杉
本
は
、
数
年
前
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
、
一
番
有
名
な

洛
中
洛
外
図
屏
風
で
、
戦
国
大
名
上
杉
家
に
伝
来
し
た
、
と
い
う
由
緒
が

は
っ
き
り
し
て
い
て
、
桃
山
絵
画
の
巨
匠
の
狩
野
永
徳
の
印
章
も
あ
り
、

確
か
に
目
を
引
い
て
し
ま
う
、
表
現
豊
か
な
絵
で
す
。
そ
の
上
、
八
十
年

代
の
後
半
に
、
上
杉
本
を
巡
る
論
争
も
起
こ
り
始
め
ま
し
た
。
失
わ
れ
た

戦
国
期
の
都
を
復
原
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
歴
史
家
に

対
し
て
、
絵
画
作
品
と
し
て
そ
の
表
現
の
価
値
を
守
る
美
術
史
家
の
二
つ

の
立
場
が
衝
突
し
て
、
新
た
な
批
判
的
態
度
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
た
だ
、

そ
う
い
っ
た
論
争
の
中
、
美
術
史
側
が
従
来
の
定
説
に
頼
り
す
ぎ
て
、
他

の
文
字
資
料
と
の
対
照
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
の
可
能
性
を
見
過
ご
し
が
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ち
だ
っ
た
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
そ
し
て
、
三
条
本
に
つ
い
て
は
、
上
杉

本
よ
り
古
い
、
狩
野
永
徳
の
祖
父
、
狩
野
元
信
周
辺
の
作
だ
と
い
う
説
が

主
流
で
、
展
覧
会
図
録
や
参
考
書
に
再
三
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
所
蔵
者
の
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
の
学
芸
員
、
水
藤
真
氏
は
小

さ
な
本
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
内
容
に
は
面
白
い
と
こ
ろ
も
あ
る
も
の
の
、

方
法
論
と
し
て
は
屏
風
絵
を
歴
史
資
料
と
し
て
見
る
と
い
う
扱
い
方
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
無
批
判
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
ま
す
。
数

年
前
に
、
上
杉
本
を
巻
き
込
ん
で
い
た
、
歴
史
家
と
、
美
術
史
研
究
者
の

間
に
起
こ
っ
た
論
争
が
あ
っ
た
の
に
、
美
術
史
家
が
最
も
強
く
訴
え
た
絵

画
に
対
す
る
批
判
的
方
法
論
は
、
水
藤
氏
の
本
の
、
ど
こ
に
も
見
つ
か
り

ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
条
本
は
、
普
通
「
町
田
本
」
と
か
「
歴
博
甲
本
」

と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
町
田
満
二
郎
と
い
う
人
が
そ
れ
を
二
十
世

紀
の
半
ば
あ
た
り
に
所
有
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
の
屏
風
が
初
め
て
論

文
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
直
前
で
、
そ
の
と
き
に

「
三
条
公
輝
侯
爵
（
一
八
八
二
│
一
九
二
四
）」
の
所
有
だ
っ
た
と
書
か
れ

て
い
ま
す
の
で
、
古
い
所
有
者
の
名
前
で
呼
ん
だ
ほ
う
が
良
い
と
い
う
人

の
立
場
に
賛
成
し
て
、
私
も
「
三
条
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

【
問
題
の
定
義
】

三
条
本
洛
中
洛
外
図
に
つ
い
て
の
定
説
を
参
照
し
な
が
ら
、
自
分
の
研

究
の
結
果
と
可
能
性
を
簡
略
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
十
六
世
紀
に
描
か
れ
た
他
の
洛
中
洛
外
図
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す

の
で
、
紙
数
が
許
す
限
り
上
杉
本
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
が
現
存
す
る
最
も
古
い
洛

中
洛
外
図
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
美
術
史
家
の
間
で
は
、
ほ
と
ん
ど

常
識
と
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
で
い
つ
も
使
っ
て

い
る
日
本
美
術
史
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
一
番
古
い

と
さ
れ
て
も
、
は
た
し
て
い
つ
頃
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
献
資
料

に
最
初
に
出
る
「
京
中
図
」
は
、
内
大
臣
三
条
西
実
隆
の
日
記
に
よ
る
と
、

一
五
〇
六
年
に
宮
廷
の
絵
師
、
土
佐
光
信
が
制
作
し
た
も
の
だ
と
分
か
り

ま
す
が
、
こ
の
三
条
本
の
屏
風
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
二
十
年
後
に

描
か
れ
た
、
と
通
常
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
註
２
）

土
佐
光
信
筆
だ
と
い
ま
だ

に
考
え
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
が
、
現
在
多
く
の
研
究
者
は
、
狩
野

元
信
周
辺
筆
と
い
う
考
え
方
に
傾
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
次
に
、
三
条
本
は
い
つ
頃
の
京
都
を
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
い
わ
ゆ
る
景
観
年
代
の
問
題
で
す
。
一
九
四
三
年
の
堀
口
捨
巳
氏
の

研
究
に
よ
り
、
一
五
二
〇
年
代
の
京
都
を
描
い
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
根
拠
は
、
た
っ
た
一
つ
の
要
素
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。（
註
３
）

そ
の
後
、

武
田
恒
夫
氏
が
多
少
の
訂
正
を
加
え
、
一
五
二
五
年
か
ら
一
五
三
一
年
の

間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
制
作
年
代
も
そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
、
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。（
註
４
）

し
か
し
、
三
条
本
が
描
く
都
が
、
ど
の
よ
う
に

現
実
の
中
世
末
期
京
都
と
関
係
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど

言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
場
合
、
も
う
少
し
あ
と
の
洛
中
洛
外
図
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屏
風
と
比
較
し
て
、「
中
世
的
な
世
界
」
な
ど
と
、
あ
い
ま
い
な
一
般
論

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
、
幾
つ
か
の
三
条
本
に
つ
い
て
の
定
説
は
、

ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
、
景
観
・
制
作
年
代
、
そ
し
て
次
に
筆
者
の
問
題
を
考

え
た
上
で
、
最
後
に
描
か
れ
た
人
物
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら

一
つ
の
仮
説
の
可
能
性
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
景
観
年
代
の
問
題
】

ま
ず
、
景
観
年
代
に
つ
い
て
で
す
が
、
堀
口
氏
な
ど
他
の
研
究
者
の
根

拠
は
み
な
、
将
軍
邸
の
存
在
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
左
隻
第
一
扇
の
真
ん
中

に
あ
る
、
塀
で
囲
っ
て
あ
る
、
茶
色
の
屋
根
の
大
き
な
邸
宅
。
こ
の
「
く

ぼ
う
さ
ま
」
は
、
十
二
代
足
利
将
軍
義
晴
の
家
で
、
そ
れ
は
「
柳
御
所
」

あ
る
い
は
「
柳
原
御
所
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
宮
殿
で
、
百
年
以
上
、
代
々

の
将
軍
が
住
ん
で
い
た
、
室
町
通
り
の
「
花
の
御
所
」
で
は
な
い
と
、
半

世
紀
以
上
、
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
（
図
１
）。
武
田
恒
夫
氏
や
辻
惟
雄

氏
も
、
基
本
的
に
堀
口
氏
論
に
賛
成
し
ま
す
が
、
景
観
年
代
の
下
限
、
要

す
る
に
い
つ
ま
で
描
か
れ
て
い
た
は
ず
か
、
と
い
う
問
題
を
、
数
年
後
に

延
ば
し
て
い
ま
す
。
武
田
氏
は
、
足
利
義
晴
を
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
管
領

細
川
高
国
が
一
五
三
一
年
に
戦
死
し
た
こ
と
に
よ
り
、
高
国
が
死
ん
で
か

ら
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ
細
川
邸
（「
ほ
そ
か
わ
ど
の
」）
を
、
こ
ん
な
に
大

き
く
描
か
な
い
は
ず
だ
と
推
理
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
辻
氏
は
景
観
年

代
の
下
限
を
、
更
に
一
五
三
六
年
に
す
る
理
由
は
、
同
じ
年
に
起
こ
っ
た

「
天
文
法
華
の
乱
」
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
お
寺
の
何
軒
か
が
屏
風
に
描
か

れ
る
か
ら
だ
と
言
い
ま
す
。（
註
５
）

た
だ
し
、
武
田
氏
も
辻
氏
も
筆
者
の
描

写
態
度
は
現
実
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
の
態
度
を
と
り
ま

す
。武

田
氏
は
、
典
拠
の
一
つ
と
し
て
、『
二
水
記
』
を
あ
げ
て
、
日
記
の

筆
者
鷲
尾
隆
康
と
い
う
中
級
公
家
の
記
述
を
追
求
し
ま
す
。『
二
水
記
』

や
他
の
室
町
時
代
後
期
の
公
家
日
記
を
読
ん
だ
限
り
、「
柳
御
所
」
な
る

所
を
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、『
実
隆
公
記
』
な
ど
、
他

の
日
記
と
一
緒
に
読
む
と
、
将
軍
足
利
義
晴
の
移
動
は
か
な
り
詳
し
く
分

か
り
ま
す
。
問
題
の
一
五
二
〇
年
代
を
追
っ
て
み
る
と
、
こ
の
若
い
将
軍

が
次
々
と
移
動
し
て
お
り
、
一
カ
所
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
て
、
し

ば
し
ば
京
都
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
、
時
に
は
お
寺
に
お
世
話
に
な
っ
た
り
、

あ
る
い
は
家
臣
の
家
に
泊
ま
っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

で
は
、
三
条
本
の
将
軍
邸
は
何
な
の
と
あ
ら
た
め
て
問
え
ば
、
屏
風
に

描
い
て
あ
る
位
置
の
近
く
に
、
実
際
に
あ
る
邸
宅
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実

だ
と
思
い
ま
す
。
一
五
二
五
年
の
『
二
水
記
』
に
よ
る
と
、
し
ば
ら
く
三

条
通
り
に
あ
っ
た
別
の
邸
宅
に
時
々
泊
ま
っ
て
い
て
、
時
々
上
京
に
あ
っ

た
「
岩
栖
院
」
と
い
う
細
川
家
の
邸
宅
に
泊
ま
っ
て
い
た
義
晴
は
、
三
条

の
家
を
解
体
し
て
、
上
京
に
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。（
註
６
）

場
所
は

大
体
現
在
の
上
京
区
寺
ノ
内
の
辺
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
柳
御
所
」
と
い
う
名
前
は
当
時
の
史
料
の
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
ず
、
こ

の
上
京
の
屋
敷
の
場
所
も
判
明
せ
ず
、
新
屋
敷
の
棟
上
げ
が
終
わ
っ
た
後
、
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将
軍
が
わ
ず
か
一
年
間
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
だ
け
を
、
日
記
が
明
ら

か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
例
の
「
柳
御
所
」
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ

た
と
ま
で
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
屏
風
に
描
い
て
あ
る
建
物
が
そ
う
だ
っ
た

と
し
て
も
、
現
実
を
反
映
す
る
も
の
と
い
う
意
味
よ
り
は
、
あ
る
失
わ
れ

た
理
想
的
な
状
況
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
足
利
義
晴
の
動
き
と
い
う
別
の
角
度
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

義
晴
は
、
前
に
述
べ
た
上
京
の
新
屋
敷
に
僅
か
一
年
余
り
住
ん
で
い
た
後
、

一
五
二
七
年
（
大
永
七
年
）
二
月
に
、
丹
波
国
よ
り
襲
っ
て
き
た
細
川
晴

元
の
家
臣
、
柳
本
賢
治
と
対
陣
す
る
た
め
に
六
条
の
本
圀
寺
に
出
陣
し
ま

し
た
。
（
註
７
）

明
く
る
日
、
桂
川
合
戦
で
丹
波
勢
が
勝
利
し
、
将
軍
が
管

領
の
細
川
高
国
と
と
も
に
、
近
江
の
国
へ
逃
れ
、
半
年
後
、
近
江
で
滞
在

し
て
か
ら
、
都
へ
戻
り
、
東
山
の
若
王
子
や
洛
南
の
東
寺
な
ど
で
陣
を
張

り
ま
す
が
、
最
終
的
に
細
川
晴
元
と
和
睦
を
結
ば
ず
、
細
川
高
国
と
一
緒

に
再
び
近
江
の
坂
本
に
戻
っ
て
、
六
年
半
、
近
江
の
桑
実
寺
な
ど
を
転
々

と
し
、
一
五
三
四
年
（
天
文
三
年
）
ま
で
京
都
に
帰
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。（
註
８
）

そ
し
て
、
将
軍
が
帰
洛
し
た
一
五
三
四
年
（
天
文
三
年
）
か
ら
一
五
四

二
年
（
天
文
十
一
年
）
の
間
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
義
晴
の
流
転
の
さ
ま
が

さ
ら
に
激
し
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
時
に
建
仁
寺
、
南
禅
寺
、
相
国

寺
、
慈
照
寺
な
ど
の
禅
寺
で
暮
ら
し
、
あ
る
い
は
、
政
所
執
事
の
伊
勢
貞

孝
邸
や
、
ま
た
近
江
の
坂
本
の
方
で
、
安
定
し
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
大
永
年
間
の
新
屋
敷
が
破
損
し
た
の
か
、
住
め
る

状
態
で
は
な
く
な
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
五
四
二
年

（
天
文
十
一
年
）
に
新
し
く
立
て
直
さ
れ
た
室
町
殿
「
花
の
御
所
」
が
竣

工
さ
れ
る
ま
で
、
将
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
屋
敷
に
は
住
ま
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
一
五
四
七
年
（
天
文
十
六
年
）、
ま
た
近
江
の
国

へ
行
き
、
穴
太
で
死
ぬ
一
五
五
〇
年
（
天
文
十
九
年
）
ま
で
、
一
年
を
除

い
て
、
息
子
の
足
利
義
藤
（
義
輝
）
と
近
江
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
流
れ
公
方
」
と
も
言
え
る
足
利
義
晴
の
動
き
を
見
ま
す

と
、
晩
年
の
室
町
幕
府
の
政
情
不
安
定
が
、
よ
り
明
確
に
認
識
さ
れ
る
は

ず
で
す
。
し
ば
し
ば
、
あ
っ
さ
り
と
難
を
逃
れ
る
将
軍
家
の
威
厳
が
、
い

か
ほ
ど
失
わ
れ
て
い
た
か
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
事
実
は
三
条
本
洛
中
洛
外
図
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
は
そ
う
簡
単
に
は
出
ま
せ
ん
が
、
長
年

「
柳
御
所
」
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
上
京
隻
右
端
に
あ
る
将
軍
屋
敷
は
、
そ

う
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
大
永
年
間
の
「
新
屋
敷
」
な
の

か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
何
か
の
理
由
で
場
所
を
変
え
て
天
文
年
度

の
「
花
の
御
所
」
と
し
て
描
か
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
可
能
性
は
広

く
考
え
た
方
が
良
い
の
で
す
が
、
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
画
家
が
、

そ
の
屋
敷
の
規
模
を
大
き
く
、
完
成
さ
れ
た
様
子
で
、
屋
敷
を
め
ぐ
る
人

物
を
秩
序
正
し
く
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
政
情
不
安

定
な
事
情
と
矛
盾
し
、
絵
画
に
お
い
て
何
ら
か
の
理
想
化
が
機
能
し
た
こ

と
を
示
唆
す
る
で
し
ょ
う
が
、
決
し
て
、
描
か
れ
た
年
代
の
証
拠
に
な
る

と
は
、
思
え
ま
せ
ん
。

洛
中
洛
外
図
の
景
観
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
細
か
い
作
業

で
、
最
終
的
に
は
、
あ
ま
り
や
り
が
い
の
な
い
作
業
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う

し
、
数
年
前
の
上
杉
本
を
巡
る
論
争
は
、
か
え
っ
て
研
究
の
進
歩
を
妨
げ

る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
条
本
の
将
軍
邸
以
外
の
要
素
を
調

べ
て
も
、
景
観
年
代
に
関
す
る
決
定
的
な
証
拠
は
見
出
せ
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
尼
寺
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
左
隻
第
二
扇
下
、
細
川
殿
の
近

く
に
描
い
て
あ
る
「
光
照
院
」
と
い
う
尼
寺
は
、
近
衛
尚
通
の
日
記
に
よ

る
と
、
一
五
二
九
年
（
享
禄
二
年
）
七
月
二
十
二
日
に
焼
け
て
し
ま
い
ま

し
た
。（
註
９
）

ま
た
、
右
隻
の
真
ん
中
に
小
さ
な
尼
寺
が
あ
り
、
そ
の
場
所

を
他
の
屏
風
と
比
べ
る
と
、
将
軍
家
と
深
い
き
ず
な
を
持
っ
た
尼
五
山
の

一
つ
、
曇
華
院
だ
と
分
か
り
ま
す
。『
二
水
記
』
に
よ
る
と
、
一
五
二
七

年
（
大
永
七
年
）
五
月
三
日
、
火
事
で
こ
の
寺
院
が
完
全
に
焼
け
て
し

ま
っ
た
、
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。（
註
１０
）

右
隻
右
端
に
あ
る
禅
寺
、
万

寿
寺
も
、
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
と
、
鷲
尾
隆
康
が
書
い
て
い
ま
す
。（
註
１１
）

文
字
史
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
他
の
お
寺
や
屋
敷
を
詳
し
く
調
べ

て
も
、
景
観
年
代
に
関
す
る
決
定
的
な
成
果
は
出
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
将
軍
邸
で
も
、
寺
院
で
も
、
描
い
て
あ
る
要
素
が
み
な
完
全
な
形

を
保
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
全
体
的
に
静
か
な
佇
ま
い
の
中
に
、
一
種
の

理
想
化
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
建
築

自
体
が
ど
ん
な
に
正
確
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
、
景
観
年
代
の
決
め

手
に
な
る
と
い
う
説
は
、
あ
ま
り
信
頼
し
な
い
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

【
筆
者
問
題
│
│
狩
野
松
栄
筆
の
可
能
性
】

最
近
ま
で
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
関
し
て
の
様
式
論
、
つ
ま
り
、
初
期

狩
野
派
の
細
か
く
表
現
さ
れ
た
絵
画
―
―
文
字
通
り
、「
細
画
」―
―
の
研
究

は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
相
澤
正
彦
氏

や
榊
原
悟
氏
、
並
木
誠
士
氏
の
絵
巻
物
研
究
は
重
要
な
も
の
で
す
が
、
密

接
に
関
連
す
る
三
条
本
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。（
註
１２
）

な
ぜ
か
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
の
筆
者
問
題
に
つ
い
て
は
「
元

信
周
辺
」
と
い
う
、
的
確
な
が
ら
漠
然
と
し
た
言
い
方
に
止
ま
り
ま

す
。
（
註
１３
）

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
近
年
に
か
け
て
扇
面
画
な
ど
、

関
連
す
る
作
品
が
数
多
く
見
出
さ
れ
た
の
で
、
新
た
な
様
式
分
析
が
可
能

に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

先
に
結
論
を
言
い
ま
す
が
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
の
筆
者
は
、
狩
野
派

の
第
三
代
、
狩
野
松
栄
あ
る
い
は
狩
野
松
栄
が
指
示
し
た
工
房
作
だ
と
考

え
ま
す
。
先
ほ
ど
話
し
た
、
景
観
年
代
に
よ
る
制
約
か
ら
自
由
に
考
え
る

と
、
年
代
的
に
も
矛
盾
せ
ず
、
む
し
ろ
様
式
の
面
で
一
致
し
ま
す
。
三
条

本
と
狩
野
松
栄
を
巡
る
少
な
い
言
説
を
参
照
す
れ
ば
、
両
者
の
様
式
に
関

し
て
も
、
似
た
よ
う
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

例
え
ば
、
辻
惟
雄
氏
の
言
葉
を
借
り
ま
す
と
、
三
条
本
の
筆
者
は
「
筆
致

は
一
見
も
の
さ
び
た
、
古
様
で
淡
泊
な
お
も
む
き
」
を
持
つ
と
さ
れ
、
ま

た
、「
景
物
が
少
な
い
た
め
（
中
略
）
華
や
か
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。（
註
１４
）

こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
狩
野
松
栄
の
絵
が
「
穏

和
で
滋
潤
と
し
た
雰
囲
気
」
を
持
ち
、
或
い
は
単
に
「
地
味
」
と
形
容
さ
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れ
た
り
も
し
ま
す
。（
註
１５
）

で
は
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
と
、
一
体
ど
の

作
品
が
適
切
な
比
較
対
象
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
だ
仮
説
の
レ
ベ
ル
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
十
六
世
紀
半
ば
あ
た
り
の

狩
野
派
に
と
っ
て
、
狩
野
松
栄
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
を
、

ま
ず
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
松
栄

の
大
作
で
あ
る
大
徳
寺
蔵
涅
槃
図
や
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
花
鳥
図
屏
風

な
ど
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
存
作
品
を
見
る
と
、
扇
面
画
が
目

立
つ
こ
と
に
も
気
が
つ
き
ま
す
。
例
え
ば
、
本
能
寺
蔵
唐
人
物
図
扇
面
散

屏
風
に
は
、
一
双
屏
風
に
二
十
四
孝
な
ど
の
中
国
故
事
人
物
図
が
描
か
れ

て
お
り
、
ま
た
出
光
美
術
館
蔵
扇
面
散
屏
風
や
南
禅
寺
蔵
の
扇
面
貼
交
屏

風
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
名
所
・
和
漢
故
事
人
物
扇
面
画
帖
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
画
題
が
描
か
れ
た
も
の
も
、
か
な
り
の
数
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
上
、
最
近
の
『
兼
見
卿
記
』
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
狩
野
松
栄
の
扇

絵
制
作
を
明
ら
か
に
す
る
記
述
が
あ
っ
て
、
彼
の
仕
事
の
重
要
な
側
面
が

見
え
て
き
ま
す
。

さ
て
、
三
条
本
と
比
較
す
べ
き
対
象
と
し
て
、
ま
ず
、
福
岡
に
あ
る
承

天
寺
図
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。（
註
１６
）

こ
の
作
品
は
、
博
多
の
禅
寺

の
境
内
図
で
、
天
龍
寺
の
僧
で
西
国
の
大
内
義
隆
と
関
わ
り
深
か
っ
た
策

彦
周
良
の
賛
が
あ
り
、
狩
野
松
栄
の
「
直
信
」
印
が
左
下
に
押
さ
れ
て
い

ま
す
。
次
に
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
扇
面
画
帖
の
い
く
つ
か
の
部
分
、
そ

し
て
大
徳
寺
聚
光
院
礼
の
間
の
瀟
湘
八
景
図
襖
と
を
比
較
し
て
い
け
ば
、

こ
れ
ら
の
作
品
と
の
様
式
的
な
関
係
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
扇
面
は
、
そ
れ
ぞ
れ
京
都
近
郊
の
名
所
図
で
す
。

金
箔
が
施
さ
れ
た
総
金
地
に
、
鮮
や
か
な
色
合
い
で
有
名
な
寺
社
、
そ
こ

に
ま
つ
わ
る
風
俗
や
訪
問
す
る
人
々
を
生
き
生
き
と
繊
細
な
筆
で
描
か
れ

ま
す
。
扇
の
折
り
目
が
な
い
の
で
、
画
帖
形
式
、
も
し
く
は
屏
風
に
貼
っ

て
鑑
賞
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
構
図
、
細
部
の
描

写
な
ど
は
、
三
条
本
に
最
も
近
似
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
ボ
ス
ト
ン
本
の
清
水
寺
図
（
図
２
）
の
、
本
堂
の
舞
台
で
横

笛
を
吹
く
青
年
は
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
に
も
何
か
所
に
見
ら
れ
る
モ

テ
ィ
ー
フ
で
す
。
左
隻
第
三
扇
中
央
の
「
薬
師
寺
殿
」
邸
の
縁
先
に
見
ら

れ
ま
す
し
、
同
隻
下
方
の
「
近
衛
殿
」（
図
３
）
に
も
描
い
て
あ
り
ま
す
。

姿
勢
だ
け
で
は
な
く
、
色
使
い
、
ま
た
赤
い
羽
織
に
金
泥
の
格
子
縞
紋
様

ま
で
一
致
し
ま
す
。
人
物
描
写
に
似
た
よ
う
な
形
や
同
じ
色
が
選
択
さ
れ

て
い
る
の
は
、
工
房
制
作
の
形
跡
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
他
に
筆
の
タ
ッ

チ
が
共
通
す
る
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。
ボ
ス
ト
ン
本
清
水
寺
図
の
本
堂

舞
台
に
登
場
す
る
笠
と
被
衣
姿
の
女
性
た
ち
は
三
条
本
に
も
見
ら
れ
、
そ

の
振
り
返
っ
て
向
か
い
合
う
姿
勢
や
、
衣
装
の
色
使
い
、
線
描
な
ど
は
み

な
酷
似
し
て
い
ま
す
（
図
４
）。

樹
木
や
竹
な
ど
の
植
物
類
も
ま
た
、
ボ
ス
ト
ン
本
と
三
条
本
と
の
関
係

を
示
唆
し
ま
す
。
一
見
し
て
三
条
本
の
画
面
に
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
楠

は
、
や
は
り
ボ
ス
ト
ン
本
に
も
所
々
認
め
ら
れ
ま
す
。
葉
っ
ぱ
を
淡
い
緑

青
で
全
体
の
葉
群
を
象
り
、
そ
の
上
に
濃
い
緑
青
で
点
描
表
現
で
一
枚
一

枚
を
描
き
、
そ
し
て
鈍
い
輪
郭
線
で
枝
を
描
き
、
地
衣
（
苔
）
を
付
け
る

な
ど
の
特
徴
は
両
者
に
確
認
さ
れ
ま
す
（
図
５
、
６
）。

洛中洛外図の発見
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な
お
、
承
天
寺
図
に
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
に
も
、
幾
つ
か
三
条
本
と

通
じ
る
要
素
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
通
り
を
歩
く
禅
僧
と
喝
食
の
グ

ル
ー
プ
は
、
前
者
の
水
墨
と
後
者
の
彩
色
に
よ
る
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

両
者
に
禅
僧
と
先
方
に
歩
く
喝
食
が
描
か
れ
て
、
袈
裟
の
折
り
目
や
、
グ

ル
ー
プ
の
組
み
合
わ
せ
方
な
ど
が
ほ
ぼ
同
じ
で
す
（
図
７
、
８
）。
そ
し

て
、
傘
を
持
つ
従
者
の
裾
の
線
、
頭
の
形
や
髪
型
も
同
じ
で
す
。
こ
れ
ら

は
三
条
本
の
多
く
の
人
物
に
見
ら
れ
る
特
色
で
す
。

承
天
寺
図
と
同
じ
水
墨
画
で
あ
る
も
う
一
例
の
、
聚
光
院
礼
の
間
襖
、

瀟
湘
八
景
図
で
は
、
人
物
の
描
写
は
更
に
省
略
さ
れ
、
寸
法
は
三
条
本
と

承
天
寺
図
の
人
物
よ
り
や
や
大
き
い
の
で
す
が
、
上
記
の
裾
の
線
や
、
頭

の
形
、
身
振
り
な
ど
は
全
て
近
似
し
ま
す
。
ま
た
、
広
大
な
景
色
の
四
方

を
そ
れ
ぞ
れ
四
季
に
処
理
す
る
点
│
│
例
え
ば
、
春
の
「
山
市
晴
嵐
」
を

北
面
の
東
側
に
、
秋
の
「
洞
庭
秋
月
」
を
西
面
に
位
置
す
る
│
│
も
、
三

条
本
と
同
様
で
す
。
そ
の
う
え
、
背
景
の
な
だ
ら
か
な
連
山
の
合
間
に
、

金
泥
と
墨
暈
か
し
を
微
妙
に
調
和
さ
せ
て
空
間
の
深
み
を
演
出
す
る
方
法

も
、
瀟
湘
八
景
図
と
三
条
本
の
共
有
す
る
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す

（
図
９
、
１０
）。

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
く
と
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
と
、
他
の
狩
野

松
栄
筆
作
品
と
の
関
係
が
、
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か

し
、
た
と
え
三
条
本
洛
中
洛
外
図
の
筆
者
が
狩
野
松
栄
だ
と
確
定
さ
れ
て

も
、
屏
風
に
対
し
て
の
知
見
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く
か
が
、
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
元
信
周
辺
」
か
ら
「
松
栄
筆
」

に
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
屏
風
の
美
術
史
上
の
意
味
が
ど
う
変
わ

る
の
で
し
ょ
う
。
一
つ
は
、
狩
野
松
栄
と
狩
野
派
の
風
俗
画
制
作
の
展
開

を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
も
う
一
つ
は
屏
風
の
制
作

年
代
が
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
景
観
年
代
よ
り
下
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
十
六
世
紀
に
描
か
れ
た
他
の
洛
中
洛
外
図
、
例
え
ば
上
杉
本
と

の
関
係
も
、
も
っ
と
面
白
く
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
父
・
松
栄
と
、
息

子
・
永
徳
の
そ
れ
ぞ
れ
の
洛
中
洛
外
図
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
と
し
て
の

性
格
を
さ
ら
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
狩
野
松
栄
は

当
時
と
し
て
は
長
寿
の
七
十
三
歳
ま
で
生
き
て
、
そ
の
長
い
生
涯
の
い
つ

頃
、
洛
中
洛
外
図
を
描
き
始
め
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仮
に
前
半
生

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
足
利
義
晴
、
義
輝
政
権
の
時
期
と
矛
盾
せ
ず
、
制
作

の
事
情
も
想
像
に
浮
か
ん
で
来
ま
す
。

【
人
物
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
】

こ
こ
ま
で
、
三
条
本
洛
中
洛
外
図
の
描
か
れ
た
内
容
を
二
つ
の
違
っ
た

方
法
で
見
て
き
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
描
か
れ
た
建
築
や
場
所
を
、
史
料

に
見
る
「
現
実
」
と
つ
け
あ
わ
せ
て
い
く
作
業
で
す
。
二
つ
目
は
、
描
か

れ
た
様
相
の
表
現
そ
の
も
の
に
目
を
凝
ら
す
作
業
で
す
。
こ
こ
で
、
考
え

る
方
向
を
更
に
転
回
し
、
絵
の
中
の
特
に
気
に
な
る
人
物
に
注
目
し
て
、

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
三
条
本
を
よ
く
眺
め
る
と
、
千
人
以

上
も
の
人
物
の
中
に
、
所
々
に
特
殊
な
描
き
方
、
あ
る
い
は
特
別
に
扱
わ

れ
る
も
の
が
目
立
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
絵
師
が
伝
え
た
い
何
ら
か
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の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、

他
に
上
杉
本
や
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
模
本
（
江
戸
時
代
に
十
六
世
紀
の

原
本
を
模
写
し
た
も
の
）
を
見
る
と
、
三
条
本
に
見
た
、
こ
う
い
う
特
殊

な
人
物
が
な
お
さ
ら
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
幾
つ
か

の
例
を
あ
げ
て
、
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
上
京
隻
第
一
扇
中
央
、
公
方
様
の
前
に
描
か
れ
て
い
る
人
物

（
図
１
）。
長
い
塀
を
背
景
に
、
金
泥
で
輝
く
道
の
上
に
歩
く
男
た
ち
。
向

か
い
合
っ
て
、
何
ら
か
の
出
会
い
を
表
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
中
央
に
立
つ
二
人
の
大
人
と

左
の
少
年
で
す
。
三
人
と
も
他
の
人
物
と
違
っ
た
表
現
で
描
か
れ
て
い
て
、

華
や
か
な
色
の
直
垂
を
着
て
、
顔
に
白
く
胡
粉
が
施
さ
れ
、
右
の
二
人
は

折
烏
帽
子
を
被
り
、
そ
の
位
の
高
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
後
ろ
の

男
衆
は
従
者
た
ち
で
、
左
三
人
目
は
右
腰
に
長
い
刀
を
持
ち
、
そ
し
て
そ

の
後
ろ
に
長
刀
と
槍
を
持
っ
て
い
る
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
若
殿

の
一
行
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
先
方
の
若
い
男
は
や
や
孤
立
し

て
、
そ
し
て
頭
に
侍
烏
帽
子
と
小
結
い
と
い
う
、
特
徴
的
な
装
束
に
身
を

包
ん
で
い
ま
す
。
当
時
の
有
職
故
実
を
参
照
す
れ
ば
、
武
士
の
少
年
の
、

元
服
前
に
し
た
髪
型
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
（
註
１７
）

こ
の
特
徴
的

な
人
物
が
誰
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
当
然
問
わ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
が
、

未
だ
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
将
軍
邸
の
前
で
あ
り
、
若
い
将

軍
が
相
次
い
で
交
代
し
た
足
利
家
の
末
期
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
あ
る

い
は
、
元
服
前
の
義
晴
か
義
輝
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
す
ぐ
近
く
の
、
下
京
隻
第
六
扇
中
央
に
、「
三
条
西
殿
」
と
描

か
れ
て
い
る
張
り
紙
の
下
に
、
茶
色
の
檜
皮
葺
き
の
屋
敷
の
門
の
中
、
二

人
烏
帽
子
姿
の
公
卿
た
ち
は
始
ま
る
直
前
の
二
月
風
物
「
鶯
合
わ
せ
」
を

眺
め
て
い
ま
す
（
図
１１
）。
女
房
は
、
家
の
中
か
ら
縁
先
に
見
に
出
か
け

よ
う
と
す
る
女
の
子
を
見
守
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
門
前
に
裃
姿
の
武
士

た
ち
が
鶯
の
籠
を
設
置
し
、
こ
の
早
春
の
行
事
に
向
か
っ
て
、
左
右
か
ら

他
の
人
物
も
集
ま
っ
て
き
て
ま
す
。
三
条
本
に
は
、
他
に
も
公
家
が
幾
つ

か
描
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
分
か
り
や
す
く
、
屋
敷
の
中
に
書
き
入

れ
て
あ
る
場
所
は
、
他
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
主
と
思
わ
れ
る
人
物
は
鮮

や
か
な
緑
青
に
金
泥
紋
様
の
直
垂
を
着
て
、
門
と
鶯
合
わ
せ
の
籠
台
に
フ

レ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
て
、
観
者
の
目
を
引
き
ま
す
。

十
六
世
紀
前
半
に
最
盛
期
に
達
し
て
い
た
三
条
西
家
は
、
当
然
、
絵
の

中
に
描
か
れ
る
は
ず
で
す
。
他
に
当
時
の
武
家
に
も
っ
と
緊
密
な
関
係
を

持
っ
て
い
た
勧
修
寺
家
や
摂
関
の
九
条
家
な
ど
は
見
つ
か
ら
ず
、
画
家
が

こ
の
三
条
西
家
に
鶯
合
わ
せ
と
い
う
行
事
を
描
い
て
、
特
徴
的
な
描
写
で

表
し
て
い
る
こ
と
を
先
ず
問
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
事
実
、
三
条
西

実
隆
と
息
子
の
公
条
は
将
軍
家
と
近
い
関
係
で
し
た
し
、
そ
の
上
、
狩
野

元
信
、
松
栄
に
も
絵
画
作
品
を
作
ら
せ
た
、
あ
る
い
は
関
わ
っ
た
例
が
文

献
か
ら
確
か
め
ら
れ
ま
す
。（
註
１８
）

は
た
し
て
、
三
条
西
家
は
こ
の
絵
の

発
注
に
関
係
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
の
可
能
性
を
更
に
検
討
す
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
存
在
を
意
識
し

て
、
そ
の
制
作
に
関
し
て
、
当
時
の
最
高
の
文
化
人
で
あ
り
、
ア
ド
ヴ
ァ

イ
ザ
ー
と
し
て
立
ち
会
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
三
条
本
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
人
物
描
写
は
、
次
に
古
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い
東
博
模
本
洛
中
洛
外
図
や
上
杉
本
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
東
博
模
本
の
原

本
は
、
お
そ
ら
く
天
文
年
中
（
一
五
五
〇
年
代
が
有
力
）
に
制
作
さ
れ
た

も
の
で
、
図
様
は
三
条
本
と
重
な
る
部
分
が
か
な
り
多
く
、
狩
野
永
徳
筆

と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
狩
野
元
信
周
辺
か
狩
野
松

栄
一
派
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
描
か
れ
た
様
相
に
、
武
家
屋
敷

が
著
し
く
多
く
な
り
、
そ
の
中
で
も
細
川
家
関
係
の
場
所
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
、
制
作
の
事
情
を
物
語
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
左
隻
第
二
線
中
央
に
「
薬
師
寺
備
後
守
」
と
あ
り
ま
す
が
、
摂

津
の
守
護
代
薬
師
寺
国
長
は
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
に
戦
死
し
た
後
、

薬
師
寺
家
が
滅
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。（
註
１９
）

ま
た
、
足
利
家
関
係
の
様

相
も
目
立
ち
ま
す
（
図
１２
、
13
）。
例
え
ば
、
図
１２
の
「
伊
勢
守
殿
」
は
、

将
軍
の
政
所
執
事
、
伊
勢
貞
孝
の
屋
敷
を
表
し
て
い
て
、
縁
先
の
人
物
は

中
の
青
い
直
垂
を
着
て
い
る
人
物
に
御
辞
儀
し
て
、
伊
勢
殿
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
図
13
に
「
は
な
の
御
所
」
と

あ
り
、
中
央
の
御
殿
の
人
物
は
、
伊
勢
殿
と
同
じ
よ
う
に
頭
の
上
部
が
隠

さ
れ
て
、
恐
ら
く
将
軍
足
利
義
晴
か
義
輝
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

上
杉
本
に
目
を
向
け
る
と
、
画
家
の
狩
野
永
徳
が
あ
る
特
別
な
注
意
を

促
し
て
描
い
た
人
物
は
、
二
カ
所
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
下
京
隻
第
六
扇
下

方
の
「
武
衛
邸
」
前
の
鳥
合
わ
せ
の
場
面
と
、
上
京
隻
第
四
扇
の
「
公
方

様
」
へ
向
か
う
行
列
の
場
面
で
す
（
図
14
、
15
）。
こ
れ
ら
の
細
部
は
、

す
で
に
様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
、
特
に
近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
上
杉
本

の
制
作
背
景
に
関
連
す
る
最
も
示
唆
的
部
分
だ
と
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
歴
史
家
の
瀬
田
勝
哉
氏
は
、
武
衛
邸
の
鳥
合
わ
せ
（
闘
鶏
）
に

注
目
し
、
殊
に
正
面
の
少
年
は
、
若
い
頃
に
一
時
期
こ
の
屋
敷
に
住
ん
で

い
た
可
能
性
の
足
利
義
輝
と
特
定
し
ま
す
。（
註
２０
）

赤
毛
氈
の
鞍
覆
い
に

飾
ら
れ
た
馬
二
頭
や
、
厳
重
に
見
守
ら
れ
る
武
士
団
に
囲
ま
れ
て
、
将
軍

の
往
年
の
生
活
を
追
想
的
に
描
い
て
い
る
と
い
う
説
得
力
の
あ
る
推
理
で

す
。
最
近
、
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
の
修
理
が
行
わ
れ
、
こ
の
部
分
の
人
物

の
繊
細
な
描
写
が
さ
ら
に
判
明
し
て
、
あ
ら
た
め
て
驚
か
せ
ら
れ
ま
し
た
。

前
の
三
条
本
に
見
ら
れ
た
三
条
西
殿
の
鶯
合
わ
せ
と
同
様
に
春
の
重
要
な

風
物
で
あ
る
闘
鶏
を
、
と
く
に
念
入
り
な
描
写
で
表
現
し
て
い
る
の
は
、

単
な
る
偶
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
行
列
の
方
は
、
細
川
殿
か
ら
将
軍
屋
敷
へ
進
み
ま
す
。
場
所
は
、

今
の
地
名
で
言
え
ば
、
室
町
通
り
を
渡
っ
て
、
上
立
売
通
り
を
烏
丸
へ
行

く
方
向
で
す
。
こ
の
輿
に
乗
っ
て
い
る
人
物
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
先
頭
に

赤
毛
氈
鞍
覆
い
の
馬
も
あ
り
、
長
刀
、
大
太
刀
、
白
い
傘
袋
を
運
ぶ
付
き

添
い
の
者
も
大
勢
い
る
の
で
、
大
名
ク
ラ
ス
の
人
間
だ
と
解
釈
さ
れ
て
お

り
、
あ
る
い
は
将
軍
そ
の
人
だ
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し

て
、
上
杉
本
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
、
屏
風
の
解
釈
に
と
っ
て
、
欠
か

せ
な
い
側
面
だ
と
思
い
ま
す
。
輿
に
乗
っ
て
い
る
人
物
は
、
東
博
模
本
に

現
れ
た
人
物
と
同
じ
よ
う
に
、
頭
の
上
部
は
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
初
期
洛
中
洛
外
図
の
特
徴
的
な
人
物
に
注
目
す
れ
ば
、
三
条
本

に
微
妙
な
表
現
で
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
東
博
模
本
で
は
徐
々
に
顕

著
に
な
り
、
そ
し
て
上
杉
本
で
は
、
画
家
に
よ
っ
て
巧
み
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
慣
例
的
な
描
き
方
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い

く
様
相
に
注
目
す
れ
ば
、
近
世
初
期
の
例
で
は
更
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
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て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
細
見
美
術
館
本
吉
野
花
見
図
屏
風
に
は
、
豊
臣
秀
吉
が
克
明

に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
で
も
、
徳
川
家
光
は
繰

り
返
し
十
回
ほ
ど
も
、
画
面
に
登
場
し
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
や
北
欧
の

ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
に
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
、
聖
人
と
聖
母
の
前
に
パ
ト

ロ
ン
の
姿
が
現
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ご
く
自
然
な
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
日
本
絵
画
史
で
は
、
こ
の
描
き
込
ま
れ
た
人
物
の
問
題
は
、
そ
れ

ほ
ど
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
で
す
。
こ
の
よ
う
な
画
家
と
パ
ト
ロ
ン
と

の
関
係
は
、
も
っ
と
注
目
す
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
洛
中
洛
外
図

は
そ
の
顕
著
な
一
例
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
お
わ
り
に
】

以
上
、
初
期
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
問
題

提
起
を
し
ま
し
た
。
描
か
れ
た
場
所
と
史
料
に
よ
る
「
実
状
」
と
を
比
較

し
て
、
景
観
年
代
論
を
批
判
し
ま
し
た
。
ま
た
、
全
く
見
過
ご
さ
れ
た
三

条
本
の
画
家
に
関
し
て
、
狩
野
松
栄
の
可
能
性
を
提
案
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
最
後
に
、
初
期
洛
中
洛
外
図
そ
れ
ぞ
れ
三
点
を
通
じ
て
、
特
徴
的
な

人
物
の
表
現
を
検
討
し
て
、
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
結

論
を
早
計
に
は
出
せ
ま
せ
ん
が
、
最
後
に
今
ま
で
調
べ
た
こ
と
を
ど
う
い

う
形
に
し
た
い
か
、
見
通
し
を
少
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

洛
中
洛
外
図
に
関
す
る
英
文
の
研
究
書
は
、
未
だ
出
版
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
日
本
語
で
も
、
特
に
初
期
洛
中
洛
外
図
を
中
心
に
し
た
本
は
少
な
く
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
上
杉
本
を
中
心
と
し
た
書
物
で
す
。
様
々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
し
か
た
を
考
え
る
う
ち
に
、
数
年
前
の
洛
中
洛
外
図
を
巡
る
論

争
は
「
争
い
」
で
は
な
く
、
歴
史
、
美
術
史
の
専
門
家
の
「
話
し
合
い
／

ダ
イ
ア
ロ
グ
」
が
生
ん
だ
成
果
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
論

争
は
、
絵
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
解
釈
し
た
り
す
る
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
複
雑

な
プ
ロ
セ
ス
と
複
数
の
方
法
論
が
必
要
に
な
る
か
を
、
図
ら
ず
も
明
ら
か

に
し
た
と
思
い
ま
す
。

美
術
史
の
領
域
以
外
の
人
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
本
を
書
く
た
め
に
、
以

上
で
話
し
し
た
よ
う
に
、
複
数
の
方
法
で
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
従
来
の
研
究
で
主
流

だ
っ
た
作
品
紹
介
、
あ
る
い
は
一
点
一
点
か
ら
展
開
し
て
い
く
、
い
わ
ゆ

る
様
式
と
構
図
の
「
発
展
論
」
は
、
今
後
、
さ
ほ
ど
意
味
を
も
た
な
い
で

し
ょ
う
。
今
後
の
私
の
研
究
で
は
、
人
、
場
所
、
時
間
、
権
威
、
な
ど
の

テ
ー
マ
か
ら
多
角
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
、
洛
中
洛
外
図
の
多
様
性
に
富

む
画
面
に
相
応
し
い
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
描
か
れ
た
名
所
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
初
期
の
屏
風
に
描
か
れ
た
神
社
仏
閣
の
選
択
自

体
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
う
言
っ
た
問
題
を
、
当
時
の

史
料
を
丹
念
に
調
べ
な
が
ら
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
筆

者
論
も
大
切
で
す
が
、
足
利
将
軍
家
を
中
心
と
す
る
権
威
の
中
で
産
み
出

さ
れ
た
絵
画
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
単
な
る
様
式
論
に

と
ど
ま
ら
ず
、
絵
師
と
発
注
に
関
わ
る
可
能
性
が
、
ど
ん
な
人
脈
の
中
で

考
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
も
っ
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
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し
ょ
う
。
ま
た
、
洛
中
洛
外
図
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ

を
物
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
も
、
今
後

の
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
「
元
服
記
録
」
や

「
御
成
記
」
な
ど
に
見
る
屏
風
の
機
能
を
読
む
と
、
多
少
の
ヒ
ン
ト
を
与

え
ら
れ
る
か
と
も
考
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
発

表
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
追
記
】

本
稿
は
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
二
十
七
日
、
明
治
学
院
大
学

言
語
文
化
研
究
所
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
招
待
研
究
講
座
「
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
日
本
美
術
史
研
究
の
現
状
」
の
講
演
録
を
も
と
に
加
筆
し
、
さ
ら

に
本
学
責
任
者
、
明
治
学
院
大
学
文
学
部
芸
術
学
科
教
授
山
下
裕
二
氏
が

日
本
語
表
記
等
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
で
す
。
山
下
先
生
に
招
待

し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
本
稿
に
労
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
講
演
当
日
、

学
習
院
大
学
教
授
小
林
忠
先
生
、
慶
応
義
塾
大
学
教
授
河
合
正
朝
先
生
、

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
官
島
尾
新
氏
が
、
講
演
の
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
と
し
て
立
ち
合
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

註
１

史
学
で
は
、
今
谷
明
『
京
都
一
五
四
七
年
』（
平
凡
社
、
一
九
八

八
年
）、
瀬
田
勝
哉
『
洛
中
洛
外
の
群
像
』（
平
凡
社
、
一
九
九
四

年
）、
黒
田
日
出
男
『
謎
解
き
洛
中
洛
外
図
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九

六
年
）
な
ど
が
あ
り
、
美
術
史
で
は
、
岡
見
政
雄
＋
佐
竹
昭
広
『
標

注
洛
中
洛
外
屏
風
上
杉
本
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）、
奥
平
俊

六
『
洛
中
洛
外
図
と
南
蛮
屏
風
』『
新
編
名
宝
日
本
の
美
術
』
二
五
、

小
学
館
、
一
九
九
一
年
）、
辻
惟
雄
「
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
再
考
│
│

今
谷
氏
の
説
に
対
し
て
」『
國
華
』
一
一
〇
五
（
一
九
八
七
年
）、
な

ど
が
主
な
研
究
。

註
２

『
実
隆
公
記
』
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
十
二
月
二
十
二
日
条
。

註
３

堀
口
捨
巳

「
洛
中
洛
外
屏
風
の
建
築
的
研
究
│
│
室
町
時
代
の

住
宅
考
」『
画
論
』
一
八
（
一
九
四
二
年
）。

註
４

武
田
恒
夫

「
初
期
洛
中
洛
外
図
に
お
け
る
景
観
構
成
│
│
そ
の

成
立
を
め
ぐ
っ
て
」『
美
術
史
』
五
三
（
一
九
六
四
年
）。

註
５

辻
惟
雄

『
洛
中
洛
外
図
』（『
日
本
の
美
術
』
一
二
一
、
至
文
堂
、

一
九
七
六
年
）。

註
６

『
二
水
記
』
大
永
五
年
八
月
七
日
、
十
二
月
十
三
日
条
。

註
７

『
二
水
記
』
大
永
七
年
二
月
一
二
日
条
。
桑
田
忠
親
『
足
利
将
軍

列
伝
』（
秋
田
書
店
、
一
九
七
五
年
）。

註
８

『
後
法
成
寺
関
白
記
』（『
尚
通
公
記
』）
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）

四
月
二
日
、
五
月
一
四
日
、
五
月
二
十
八
日
条
。

註
９

『
尚
通
公
記
』
享
禄
二
年
七
月
二
十
二
日
条
。

註
１０

『
二
水
記
』
大
永
七
年
五
月
三
日
条
。

註
１１

『
二
水
記
』
大
永
八
年
／
享
禄
元
年
二
月
八
日
条
。

註
１２

相
澤
正
彦
「
室
町
や
ま
と
絵
師
の
系
譜
」（『
水
墨
画
と
中
世
絵

巻
』『
日
本
美
術
全
集
』
十
二
、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）、
並
木
誠

士
「
狩
野
派
の
絵
巻
物
制
作
│
│
釈
迦
堂
縁
起
絵
巻
の
規
範
性
と
絵

巻
物
に
お
け
る
〈
元
信
様
式
〉」（『
水
墨
画
と
中
世
絵
巻
』『
日
本
美
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術
全
集
』
十
二
、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）、
榊
原
悟
「
サ
ン
ト

リ
ー
美
術
館
本
『
酒
伝
童
子
絵
巻
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
國
華
』
一
〇

七
六
、
一
〇
七
七
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

註
１３

京
都
国
立
博
物
館
『
室
町
時
代
の
狩
野
派
』
展
図
録
（
一
九
九
六

年
）、
同
『
み
や
こ
の
形
象
』
展
図
録
（
一
九
九
四
年
）。

註
１４

辻
氏
前
掲
書
。

註
１５

京
都
国
立
博
物
館
『
室
町
時
代
の
狩
野
派
』
展
図
録
。

註
１６

狩
野
博
幸
「
福
岡
・
個
人
蔵
狩
野
松
栄
筆
承
天
寺
図
」『
仏
教
芸

術
』
一
六
六
（
一
九
八
六
年
）。

註
１７

丸
山
伸
彦
『
武
家
の
服
飾
』（『
日
本
の
美
術
』
三
四
〇
、
至
文
堂
、

一
九
九
四
年
）。

註
１８

例
え
ば
、
絵
巻
物
で
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
、
伝
狩
野
元
信

筆
酒
伝
童
子
絵
巻
と
狩
野
元
信
周
辺
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
と

さ
れ
る
二
尊
院
縁
起
絵
巻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
条
西
実
隆
と
三
条
西
公

条
が
詞
書
を
書
い
て
お
り
、
そ
し
て
二
尊
院
蔵
三
条
西
公
条
肖
像
も

狩
野
元
信
の
次
世
代
の
画
家
が
描
い
た
も
の
と
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ら

に
、
記
録
で
は
『
二
水
記
』
と
『
実
隆
公
記
』
に
よ
る
と
、
享
禄
二

年
（
一
五
二
九
）
十
一
月
十
二
日
に
狩
野
元
信
が
公
条
邸
に
お
い
て

松
竹
梅
の
屏
風
を
描
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

註
１９

『
細
川
両
家
記
』『
群
書
類
従
』
二
十
合
戦
部
（
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
八
四
年
）。

註
２０

瀬
田
勝
哉
『
洛
中
洛
外
の
群
像
』。
な
お
、
黒
田
日
出
男
は
、『
謎

解
き
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
』
に
、
瀬
田
や
大
塚
勝
美
な
ど
の
説
を
ま

と
め
て
更
に
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

洛中洛外図の発見
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図
1
 
三
条
本
部
分
「
公
方
様
」
 

図
2
　
ボ
ス
ト
ン
本
部
分
　
清
水
寺
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図
3
　
三
条
本
部
分
「
近
衛
殿
」
 

図
4
　
三
条
本
部
分
（
笠
と
被
衣
姿
の
女
性
）
 

洛中洛外図の発見
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図
5
　
三
条
本
部
分
（
楠
）
 

図
6
　
ボ
ス
ト
ン
本
部
分
（
楠
）
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図
7
　
三
条
本
部
分
（
禅
僧
と
喝
食
）
 

図
8
　
承
天
寺
図
部
分
（
禅
僧
と
喝
食
）
 

洛中洛外図の発見

145



図
9
　
三
条
部
分
（
遠
山
）
 

図
10
　
聚
光
院
礼
の
間
襖
絵
部
分
（
遠
山
）
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図
11
　
三
条
本
部
分
「
三
条
西
殿
」
 

図
12
　
東
博
模
本
部
分
「
伊
勢
守
殿
」
 

洛中洛外図の発見
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図
13
　
東
博
模
本
部
分
「
花
の
御
所
」
 

図
14
　
上
杉
本
部
分
（
武
衛
）
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図
15
　
上
杉
本
部
分
「
公
方
様
」
 

洛中洛外図の発見
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