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京
都
の
嵐
山
、
亀
山
公
園
に
、
角
倉
了
以
像
は
鉄
槌
を
キ
っ
と
地
面
に
突
き
立
て
、
じ
っ
と
遠
方
を
眺
め
て
い
る
。
保
津
川
を
開
削
し
、

丹
波
と
京
都
、
大
阪
を
結
び
、
材
木
や
米
等
の
物
流
を
可
能
と
し
た
。
ま
た
、
山
梨
県
鰍か

じ
か

沢ざ
わ

の
ほ
ど
近
い
山
中
、
山
梨
県
富
士
川
の
ほ
と

り
の
甲
西
道
路
沿
い
に
は
、
了
以
の
富
士
川
の
浚
渫
工
事
を
讃
え
て
富
士
水
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
徳
川
家
康
の
命
で
了
以
が
手
が
け
た

と
さ
れ
る
、
こ
の
富
士
川
も
ま
た
、
近
世
よ
り
塩
、
米
、
木
材
の
大
動
脈
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
角
倉
家
の
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

私
財
を
投
じ
て
水
運
を
中
心
と
し
た
物
流
開
発
を
行
い
、
通
行
料
の
徴
収
で
投
資
を
回
収
し
た
近
世
の
大
事
業
家
で
あ
る
。
伴
蒿
蹊
『
近
世

畸き

人じ
ん

伝
』（
寛
政
二
年
〈
一
七
九
〇
年
〉）
の
「
角
倉
了
以
」
の
項
に
は
、

先
大
石
は
轆
轤
索
を
も
て
牽
二

之
ヲ
一。
水
中
に
あ
る
は
、
其
上
に
高
く
足
代
を
か
ま
へ
、
鉄
槌
の
頭
尖
り
て
、
長
さ
め
ぐ
り
各
三
尺
、

柄
の
長
サ
二
丈
あ
ま
り
な
る
に
、
あ
ま
た
の
索
を
結
付
、
数
十
人
し
て
其
槌
を
引
あ
げ
て
、
直
に
落
せ
ば
、
巌
石
こ
と
ご
と
く
砕
け
ぬ
。

と
あ
り
、
保
津
川
の
開
発
事
業
が
描
か
れ
て
い
る
。『
近
世
畸
人
伝
』
の
了
以
の
描
写
は
明
治
期
に
道
徳
の
教
科
書
な
ど
に
引
用
さ
れ
、
こ

の
了
以
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
明
治
三
〇
年
『
少
年
世
界
』
臨
時
増
刊
第
参
巻
第
四
号
に
は
立
志
談
「
治

水
長
者
」
と
し
て
、
角
倉
一
族
の
活
躍
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
五
回
、
六
回
が
「
大お

お

堰い

川
」
で
あ
り
「
富
士
川
、
天
龍
川
」「
高
瀬
川
」「
大

悲
閣
」
と
続
く
。

　

同
書
の
、
第
二
～
四
回
で
は
「
安
南
国　

上
、
中
、
下
」
と
、
安
南
貿
易
の
物
語
が
つ
づ
く
。
角
倉
の
も
う
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
安
南
貿

易
で
あ
る
。
清
水
寺
に
安
南
貿
易
に
使
っ
た
と
さ
れ
る
角
倉
船
の
描
か
れ
た
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
舟
の
調
達
、
船
頭
、
乗
員
に
対
す

る
『
舟
中
規
約
』
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

ぽ
つ
か
り
大
き
な
雲
の
中　

あ
れ
あ
れ
お
船
が
見
え
出
し
た
南
の
国
か
ら
御
朱
印
船　

み
ん
な
で
お
迎
え
お
め
で
と
う
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と
始
ま
る
の
は
童
謡
『
角
倉
船
』（
出
雲
路
敬
和
作
詞
、
樋
口
昌
道
作
曲
）
の
冒
頭
で
あ
る
。『
貿
易
・
開
鑿
・
出
版
の
先
覚
者　

大
角
倉
父

子
』
二
号
に
あ
る
童
謡
で
、
出
雲
路
敬
和
は
、
下
御
霊
神
社
歴
代
宮
司
出
雲
路
家
の
出
身
で
國
學
院
大
學
国
文
科
卒
、
立
命
館
大
学
教
授
、

成
安
短
期
大
学
学
長
、
醒
泉
小
学
校
、
明
倫
小
学
校
の
校
歌
の
作
詞
も
行
っ
て
い
る
。
作
曲
家
樋
口
昌
道
も
さ
ま
ざ
ま
な
校
歌
を
作
曲
し
て

い
る
。

　

最
後
に
、
現
代
の
論
文
、
武
藤
信
夫
、
齋
藤
陽
一
著
「
角
倉
了
以
・
素
庵
」（『
日
本
経
営
倫
理
学
会
誌
』
第
九
号
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参

照
し
よ
う
。

①
貿
易
の
代
表
と
し
て
交
易
の
原
点
に
普
遍
的
倫
理
「
信
」
を
提
唱
。
貿
易
に
関
し
て
は
「
利
は
義
の
嘉
会
な
り
」
の
「
船
中
規
約
」
を

実
践
。

②
日
本
で
最
初
の
社
会
性
、
公
益
性
あ
る
地
域
開
発
（
河
川
開
削
、
通
運
）
事
業
を
自
己
資
本
で
行
っ
た
わ
が
国
の
起
業
家
の
始
祖
で
あ

る
。

③
企
業
家
と
し
て
学
者
で
も
あ
る
素
庵
は
、
学
術
、
文
化
へ
の
有
力
な
支
援
者
で
あ
っ
た
。

と
あ
る
。
次
章
で
若
松
正
志
も
論
じ
る
よ
う
に
、
近
現
代
に
お
い
て
、
角
倉
一
族
は
、
公
益
性
と
い
う
面
に
お
い
て
、
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
的

存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
、
右
論
文
で
は
三
番
目
に
着
目
さ
れ
て
い
る
、
学
術
、
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
や
や
影
に
か
く
れ
る
。『
少

年
世
界
』
臨
時
増
刊
第
参
巻
第
四
号
に
も
控
え
め
な
が
ら
吉
田
光
由
の
名
は
登
場
し
て
い
る
が
、
や
は
り
公
益
性
、
事
業
家
の
イ
メ
ー
ジ
に

く
ら
べ
る
と
角
倉
の
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
や
や
劣
る
。
吉
田
光
由
の
『
塵じ

ん

劫こ
う

記き

』
や
角
倉
素
庵
の
嵯
峨
本
は
、「
有
力
な
支
援
者
」
ど
こ
ろ

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
筋
の
一
流
で
あ
り
、
近
世
の
和
算
や
木
版
摺
刊
本
の
原
点
を
築
き
上
げ
た
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
れ
ば
、
吉
田
宗
臨
（
若
名
忠
兵
衛
）
が
、
嵯
峨
の
地
に
土
倉
・
酒
屋
と
し
て
の
家
業
を
始
め
、
そ



の
倉
の
名
称
か
ら
角
倉
の
流
れ
が
始
ま
る
。
だ
が
そ
れ
以
前
を
た
ど
る
と
、
そ
も
そ
も
角
倉
家
の
本
姓
は
吉
田
で
あ
り
、
近
江
佐
々
木
源
氏

の
一
流
で
、
宇
多
天
皇
の
後
裔
佐
々
木
秀
義
の
六
男
厳
秀
が
吉
田
の
里
（
滋
賀
県
犬
上
郡
豊
郷
町
吉
田
）
に
封
邑
を
得
て
、
吉
田
を
名
乗
っ

た
と
さ
れ
る
。
一
〇
代
徳
春
が
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）
に
上
洛
し
、
室
町
幕
府
に
仕
え
、
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
の
こ
ろ

京
都
嵯
峨
（
京
都
市
右
京
区
）
に
定
住
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
職
は
方
術
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
神
業
に
近
い
医
術
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
と
い

う
。
そ
の
後
、
徳
春
の
曾
孫
の
宗
桂
よ
り
医
家
が
輩
出
さ
れ
、
明
治
に
い
た
る
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
医
家
一
族
の
史
料
は
少
な

く
、
角
倉
家
の
一
族
の
本
流
は
吉
田
と
名
の
る
医
家
で
あ
る
こ
と
は
思
い
の
ほ
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
来
、
正
確
を
期
す
な
ら
ば
「
角
倉

家
」
で
は
な
く
、「
吉
田
・
角
倉
家
」
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。

　

我
々
の
吉
田
・
角
倉
家
の
調
査
は
、
平
成
一
三
年
度
～
平
成
一
七
年
度
に
行
わ
れ
た
国
立
科
学
博
物
館
の
全
国
的
な
近
世
の
日
本
の
科
学

技
術
の
研
究
調
査
「
我
が
国
の
科
学
技
術
黎
明
期
資
料
の
体
系
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究
」（
通
称
：
江
戸
の
も
の
づ
く
り
）
に
お
い
て
、

角
倉
家
の
史
料
や
研
究
を
調
査
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
史
料
調
査
を
ベ
ー
ス
に
、
吉
田
・
角
倉
一
族
を
も
う
一
度
俯
瞰

的
に
み
な
お
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
集
ま
り
、
各
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
学
術
研
究
を
相
互
に
関
連

づ
け
て
議
論
し
合
っ
た
。
そ
れ
が
企
画
室
共
同
研
究
『
近
世
初
期
に
お
け
る
京
都
の
文
化
力
・
技
術
力
に
関
す
る
比
較
研
究

─
角
倉
一
族

を
中
心
に

─
』（
平
成
二
四
年
～
二
六
年
）
で
あ
る
、
当
研
究
の
発
表
題
目
は
、
巻
末
の
研
究
発
表
一
覧
に
掲
げ
た
よ
う
に
多
岐
に
わ

た
っ
た
。

　

吉
田
・
角
倉
一
族
が
中
世
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
事
業
、
経
済
、
学
問
な
ど
の
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
影
響

を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
議
論
を
戦
わ
せ
て
徐
々
に
み
え
て
く
る
こ
と
は
「
角
倉
了
以
が
開
鑿
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
東
京
都
庁
舎
は
丹
下
謙
三
が
造
っ
た
」
と
も
い
え
る
一

方
で
、「
大
成
建
設
を
は
じ
め
と
し
た
共
同
企
業
体
が
造
っ
た
」
と
も
い
え
る
。
あ
る
い
は
「
鈴
木
俊
一
が
造
っ
た
の
だ
」
と
い
う
人
も
い

る
だ
ろ
う
。
だ
が
実
際
に
鉄
骨
を
組
み
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
ん
だ
無
名
の
多
く
の
人
び
と
の
手
に
よ
る
と
も
い
え
る
し
、
東
京
都
民
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だ
と
も
い
え
る
。
多
く
の
こ
の
よ
う
な
言
説
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
が
「
丹
下
健
三
の
仕
事
」
で
あ
る
。
も
し
、
東
京
都
庁
舎
の
成
立

を
論
じ
た
い
な
ら
ば
、
ど
れ
か
一
つ
だ
け
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
恣
意
的
で
あ
る
。

　

冒
頭
の
了
以
像
の
よ
う
に
、
了
以
自
身
が
本
当
に
鉄
槌
を
握
っ
て
い
た
か
、
逐
語
霊
感
的
に
捉
え
る
の
は
早
ま
り
過
ぎ
で
あ
る
こ
と
に
は

す
ぐ
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
石
川
武
男
に
よ
れ
ば
、
富
士
川
水
運
に
角
倉
が
関
与
し
た
こ
と
が
分
か
る
明
確
な
史
料
は
、
富
士
水
碑
と

『
近
世
畸
人
伝
』
以
外
に
み
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
や
碑
は
ど
こ
か
で
伝
説
と
化
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

近
代
、
現
代
の
多
様
な
物
語
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
角
倉
」
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
証
的
に
解
き
ほ

ぐ
し
、
実
態
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
こ
れ
が
本
書
『
角
倉
一
族
と
そ
の
時
代
』
の
一
つ
目
の
目
的

で
あ
る
。

　

し
か
し
も
う
一
つ
の
視
点
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
東
京
都
庁
建
設
に
あ
た
っ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
流
し
込
ん
だ
労
働
者
た
ち
の
記
録
は

果
た
し
て
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
現
代
で
あ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
資
料
も
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
も
、
資
料
の
保
存

期
間
を
過
ぎ
破
棄
さ
れ
て
い
く
。
角
倉
が
関
わ
っ
た
多
く
の
事
業
も
そ
う
で
あ
る
。
幕
府
や
役
所
の
史
料
は
保
全
さ
れ
て
い
て
も
、
職
人
の

日
々
の
仕
事
は
消
え
て
い
く
。
記
述
さ
れ
た
史
料
と
し
て
存
在
し
な
い
も
の
を
「
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
済
ま
せ
て
し
ま
う
の
は
正
直
な
よ

う
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
「
わ
か
る
」
こ
と
だ
け
か
ら
構
築
さ
れ
た
も
の
は
偏
っ
た
角
倉
像
と
な
る
。

　

大
き
な
組
織
や
事
業
は
リ
ー
ダ
ー
を
必
要
と
す
る
一
方
で
、
リ
ー
ダ
ー
だ
け
で
は
な
に
も
成
り
立
た
な
い
。
多
く
の
優
れ
た
人
材
あ
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
数
々
の
伝
説
は
、
対
象
の
規
模
の
大
き
さ
、
組
織
力
を
示
し
て
い
る
。
中
に
は
、
歴
史
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
興
味
を

も
た
な
い
人
物
、
職
人
や
町
衆
と
い
っ
た
人
び
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
記
述
さ
れ
た
も
の
を
残
さ
な
い
一
方
で
完
成
さ
れ
た
も
の

を
伝
承
し
て
い
る
。「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を
排
除
し
て
い
く
歴
史
学
的
否
定
論
の
一
方
で
、
残
っ
た
も
の
か
ら
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を

推
測
し
よ
う
と
す
る
肯
定
論
、
こ
の
二
面
か
ら
、
も
う
一
度
吉
田
・
角
倉
を
眺
め
て
み
る
と
、
近
世
の
人
材
と
技
術
の
新
し
い
関
係
が
見
え

て
く
る
。



　

研
究
班
で
は
、
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
そ
ら
く
角
倉
一
族
も
活
用
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
伝
統
的
な
技
術
を
、
船
頭
、
技
師
の
方
々

も
交
え
、
ご
発
表
い
た
だ
い
た
。
紙
面
の
都
合
で
そ
の
発
表
の
す
べ
て
を
本
書
に
は
盛
り
込
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
が
、

意
図
し
た
と
こ
ろ
を
お
お
よ
そ
盛
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
て
い
る
。

　

本
書
は
、
吉
田
・
角
倉
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
近
代
、
現
代
に
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
若
松
正
志
の
議
論
か
ら
始
ま
る
。

我
々
が
掛
け
て
い
る
色
眼
鏡
に
つ
い
て
自
覚
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
一
部
は
角
倉
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
。
土
倉

の
生
業
か
ら
始
ま
る
吉
田
・
角
倉
家
は
、
そ
の
後
大
き
く
三
つ
の
家
系
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
医
者
、
一
つ
は
学
者
、
一
つ
は
実
業
家
を
中

心
と
し
た
家
系
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
実
業
家
の
系
譜
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
次
に
吉
田
光
由
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

学
者
の
系
譜
が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
る
。
土
倉
、
幕
臣
と
し
て
の
角
倉
家
に
つ
い
て
、
そ
の
系
譜
と
当
時
の
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い

て
、
河
内
将
芳
、
菅
良
樹
に
論
を
い
た
だ
く
。
こ
の
第
一
部
で
三
つ
の
家
系
を
対
等
に
論
じ
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
医
家
と
し
て
の
吉
田
家
に

関
す
る
資
料
は
少
な
く
、
他
の
系
譜
と
同
等
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
第
二
部
に
別

立
て
し
、
列
伝
的
な
方
法
で
奥
沢
康
正
に
論
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。
こ
の
第
一
部
と
第
二
部
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
角
倉
家
の
、
中

世
か
ら
幕
末
、
明
治
に
か
け
て
の
社
会
的
影
響
力
の
強
さ
が
理
解
で
き
よ
う
。
三
つ
の
系
譜
の
各
人
物
は
お
互
い
の
持
ち
場
を
生
か
し
、
絡

み
合
い
う
こ
と
で
、
影
響
力
と
持
続
力
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
一
部
と
第
二
部
に
お
い
て
、
我
々
は
こ
の
一
族
の
な
し
た
具
体
的
な
業
績
の
世
界
へ
入
っ
て
行
く
準
備
が
と
と
の
う
。
第
三
部
は
社
会

基
盤
、
第
四
部
は
海
外
貿
易
、
第
五
部
は
和
算
、
第
六
部
は
嵯
峨
本
と
古
活
字
を
と
り
あ
げ
た
。
各
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
歴
史
学
的
に
な
に

が
わ
か
り
、
な
に
が
わ
か
ら
な
い
の
か
、
吉
田
・
角
倉
の
全
体
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一
方
で
、
吉
田
・
角
倉
か
ら
少

し
広
い
範
囲
に
視
野
を
移
し
、
当
時
の
技
術
や
伝
承
を
、
そ
の
伝
承
者
た
る
現
代
の
職
人
や
技
術
者
た
ち
に
語
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
記

述
さ
れ
な
い
部
分
を
補
完
し
て
い
く
。
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第
三
部
は
水
運
に
関
わ
る
土
木
技
術
、
船
頭
の
技
術
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
、
事
業
と
し
て
成
立
さ
せ
る
組
織
管
理
に
フ
ォ
ー

カ
ス
を
当
て
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
か
つ
て
は
物
流
路
と
し
て
、
現
代
は
観
光
地
と
し
て
名
高
い
保
津
川
の
川
下
り
、
高
瀬
川
、
富
士
川

の
開
削
の
事
例
、
最
後
に
御お

土ど

居い

藪や
ぶ

の
管
理
組
織
の
事
例
を
あ
げ
る
。
第
四
部
で
は
、
朱
印
船
に
よ
る
海
外
貿
易
の
歴
史
と
技
術
に
迫
る
。

清
水
寺
に
伝
わ
る
朱
印
船
の
描
か
れ
た
絵
馬
に
つ
い
て
の
坂
井
輝
久
の
論
考
か
ら
始
ま
り
、
朱
印
船
貿
易
の
歴
史
に
つ
い
て
佐
久
間
貴
士
に

論
じ
て
い
た
だ
く
。
葉
山
美
知
子
は
実
際
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
各
地
を
訪
れ
、
エ
ッ
セ
イ
風
の
論
を
展
開
す
る
。
最
後
の
金
子
務
の
論
文
は
朱

印
船
の
造
船
技
術
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

吉
田
・
角
倉
家
の
学
者
家
業
の
代
表
と
い
え
ば
算
術
で
あ
ろ
う
。
特
に
吉
田
光
由
の
『
塵
劫
記
』
は
そ
の
後
の
和
算
の
礎
を
築
い
た
。
第

五
部
で
は
、『
塵
劫
記
』
お
よ
び
そ
の
後
の
日
本
の
算
術
＝
和
算
の
系
譜
に
つ
い
て
、
小
寺
裕
は
そ
の
内
容
か
ら
迫
り
、
鳴
海
風
は
歴
史
的

系
譜
か
ら
迫
る
。
小
林
龍
彦
に
は
和
算
を
も
含
み
、
近
世
に
お
い
て
実
用
的
な
問
題
で
あ
っ
た
暦
と
天
文
学
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
だ
く
。

最
後
に
拙
稿
に
て
、
和
算
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
西
洋
数
学
と
の
論
法
の
比
較
を
行
っ
た
。

　

最
後
の
部
と
な
る
第
六
部
は
嵯
峨
本
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
嵯
峨
本
は
土
木
や
海
外
貿
易
と
い
っ
た
事
業
と
は
ま
た
異
な
っ
た
「
事
業
」
で

あ
る
。
多
く
の
彫
師
や
摺
師
た
ち
の
関
わ
る
事
業
で
あ
る
一
方
で
、
文
化
的
美
術
的
な
価
値
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
高
水
準
の
木
活

字
、
製
紙
技
術
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
素
庵
と
光
悦
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
真
贋
判
定
が
研
究
の
中

心
で
あ
っ
た
が
、
林
進
の
研
究
に
よ
り
、
素
庵
の
人
と
な
り
や
成
立
の
歴
史
的
背
景
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
新
た
な
説
が
提
示
さ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
づ
き
、
嵯
峨
本
の
連れ

ん
ぽ
ん本

、
謡う

た
い

本ぼ
ん

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
高
木
浩
明
、
伊
海
孝
充
に
解
説
、
論
じ
て
い
た
だ
く
。
森
上
修
は
長
年
、

嵯
峨
本
の
活
字
の
比
較
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
活
字
の
陰
影
か
ら
各
本
の
関
連
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

　
「
角
倉
一
族
」
と
は
、
吉
田
・
角
倉
家
だ
け
で
は
な
く
、
同
家
と
相
互
に
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
偉
業
の
一
部
を
な
し
た
人
び
と
を

も
含
む
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
び
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
、
技
術
や
史
料
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
角
倉
一
族
」
も
し
く
は
「
吉

田
・
角
倉
家
」
の
業
績
と
は
な
に
か
を
、
文
化
、
技
術
の
総
体
の
中
で
も
う
一
度
問
い
か
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
本
書
の
目
的
を
達
成



で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

あ
ら
た
め
て
、
技
術
者
は
寡
黙
で
あ
る
。
彼
ら
の
名
前
は
文
書
に
記
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
彼
ら
は
、
は
な
か
ら
そ
れ
を
望
ま
な
い
。

彼
ら
の
残
し
た
作
品
や
事
物
そ
の
も
の
が
彼
ら
の
名
前
で
あ
り
叙
述
で
あ
る
。
吉
田
・
角
倉
家
は
中
世
、
近
世
と
い
う
土
壌
に
埋
も
れ
た
彼

ら
を
根
か
ら
吸
い
上
げ
果
実
と
し
て
実
ら
せ
る
樹
木
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
果
実
が
ど
の
根
に
通
じ
る
も
の
な
の
か
、

我
々
に
は
知
る
す
べ
は
な
い
。
あ
か
ら
さ
ま
な
対
応
関
係
を
強
要
す
る
こ
と
は
伝
説
を
生
み
出
す
。
だ
が
、
土
壌
が
あ
っ
て
こ
そ
果
実
が
実

り
、
ま
た
、
樹
木
な
く
し
て
も
果
実
は
実
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
総
体
的
な
互
助
関
係
が
「
事
業
」
と
い
う
も
の
だ
。

　

最
後
に
、
本
研
究
お
力
添
え
く
だ
さ
っ
た
角
倉
家
の
方
々
、
お
よ
び
史
資
料
の
ご
提
供
な
ど
多
方
面
で
ご
協
力
下
さ
っ
た
方
々
に
、
執
筆

者
を
代
表
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
な
か
で
も
「
江
戸
の
も
の
づ
く
り
」「
角
倉
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
時
代
か
ら
十
数
年
間
に
わ
た
り
研
究
の

組
織
化
に
多
大
な
ご
尽
力
を
く
だ
さ
っ
た
宇
戸
典
之
氏
に
感
謝
し
ま
す
。
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角
倉
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
◆
研
究
発
表
一
覧

〈
平
成
23
年
度
〉

第
（
回
研
究
会
：
平
成
23
年
（
月
14
日（
土
）、
15
日（
日
）

◆
平
成
23
年
度
テ
ー
マ
選
定
の
討
議
に
つ
い
て

第
2
回
研
究
会

・
平
成
23
年
（
月
（
日（
土
）

◆
二
条
城
の
角
倉
移
築
建
物
の
写
真
の
紹
介 

西
澤
英
和

◆G
LO

BALBASE

と
角
倉
関
連
の
地
図
・
絵
図 

森　

洋
久

◆
角
倉
関
係
の
資
料
に
つ
い
て 

宇
戸
典
之

・
平
成
23
年
（
月
10
日（
日
）

◆
戦
国
期
の
土
倉
と
し
て
の
角
倉 
河
内
将
芳

◆
嵯
峨
本
に
つ
い
て 

森
上　

修

第
（
回
研
究
会

・
平
成
23
年
8
月
27
日（
土
）

◆
近
世
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
治
水
の
伝
統
と
内
陸
水
運
網
の
発
達

 
 

中
澤　

聡

◆
塵
劫
記
前
後
の
日
本
の
測
量
術 

佐
藤
賢
一

・
平
成
23
年
8
月
28
日（
日
）

◆
小
山
家
に
つ
い
て 

鈴
木
久
男

◆
江
戸
時
代
の
算
盤（
大
垣
田
中
家
）に
つ
い
て 

宇
戸
典
之

◆
日
本
庭
園
の
概
要 

金
久
孝
喜

第
4
回
研
究
会

・
平
成
23
年
11
月
（
日（
土
）

◆
菖
蒲
谷
池
隧
道
の
地
形
上
の
位
置
と
構
造
に
つ
い
て

 
 

福
本
和
正

◆
菖
蒲
谷
周
辺
の
鳴
滝
砥
石
の
採
掘
の
歴
史 

宇
戸
典
之

◆
大
悲
閣
と
周
辺
建
物
の
現
況
に
つ
い
て 

西
澤
英
和

・
平
成
23
年
11
月
6
日（
日
）

◆
天
理
図
書
館
蔵
嵯
峨
本
『
三
十
六
人
歌
合
』
の
版
下
筆
者
を
考

え
る
─
新
出
『
本
朝
名
公
墨
寶
』（
慶
安
元
年
本
）素
庵
巻
と
の

筆
跡
検
証
か
ら
─ 

牛
見
正
和

◆
嵯
峨
本
の
版
本
学
的
考
察 

森
上　

修

第
（
回
研
究
会

・
平
成
24
年
（
月
21
日（
土
）

◆
嵯
峨
本
の
数
理
的
分
析
に
向
け
て 

師　

茂
樹

◆
京
都
観
光
と
明
治
の
挑
戦 

清
水
宏
一

・
平
成
24
年
（
月
22
日（
日
）

◆
近
世
京
都
に
お
け
る
角
倉
氏
─
商
人
と
し
て
、
代
官
と
し
て
─

 
 

若
松
正
志

◆
江
戸
時
代
に
観
光
と
し
て
の
保
津
川
下
り
は
あ
っ
た
の
か

 
 

上
林
ひ
ろ
え



第
6
回
研
究
会

・
平
成
24
年
（
月
10
日（
土
）

◆
森
幸
安
の
地
図
を
眺
め
る 

辻
垣
晃
一

◆
了
以
か
ら
は
じ
ま
り
、
了
以
で
再
構
築
さ
れ
た
、
保
津
川
の
将

来
的
展
望 

豊
田
知
八

◆
保
津
川
を
め
ぐ
る
人
と
舟
運 

豊
田
覚
司

・
平
成
24
年
（
月
11
日（
日
）

◆
日
本
の
古
天
文
学
と
暦 

臼
井　

正

◆
測
量
技
術
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
平
安
京 

宮
原
健
吾

◆
角
倉
一
族
の
系
図
に
つ
い
て 

吉
田
周
平

〈
平
成
24
年
度
〉

第
（
回
研
究
会

・
平
成
24
年
（
月
12
日（
土
）

◆
嵯
峨
・
嵐
山
周
辺
の
吉
田
・
角
倉
関
係
の
遺
蹟
現
地
調
査

・
平
成
24
年
（
月
13
日（
日
）

◆
江
戸
時
代
に
お
け
る
吉
田
・
角
倉
一
族
の
医
学
に
関
す
る
系
譜

 
 

奥
沢
康
正

◆
塵
劫
記
と
和
算 

小
寺　

裕

◆
菖
蒲
谷
池
と
角
倉
隧
道 

福
本
和
正
、
宇
戸
典
之

第
2
回
研
究
会

・
平
成
24
年
（
月
（
日（
土
）

◆
保
津
川
通
船
工
事
に
関
す
る
考
察 

宮
田　

章

◆
近
世
町
衆
の
経
済
倫
理
─
舟
中
規
約
を
中
心
に
─ 

舩
橋
晴
雄

・
平
成
24
年
（
月
8
日（
日
）

◆
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
そ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

 
 

島
本
晴
一
郎

第
（
回
研
究
会
：
平
成
24
年
8
月
31
日
～
（
月
（
日

◆
富
士
川
舟
運
調
査（
群
馬
県
鰍
沢
周
辺
／
調
査
、
富
士
川
下
り

／
交
流
、
静
岡
県
富
士
市
内
／
調
査
）

第
4
回
研
究
会

・
平
成
24
年
11
月
10
日（
土
）

◆
富
士
川
舟
運
調
査
に
つ
い
て 

森　

洋
久

◆
朱
印
船
貿
易
と
角
倉
家 

佐
久
間
貴
士

・
平
成
24
年
11
月
11
日（
日
）

◆
角
倉
家
と
清
水
寺 

坂
井
輝
久

◆
穴
太
衆 

粟
田
純
司

◆
吉
田
光
由
が
著
し
た
『
塵
劫
記
』
が
後
世
に
与
え
た
影
響
─
天

文
暦
学
と
時
計
技
術
─ 

鳴
海　

風

第
（
回
研
究
会

・
平
成
25
年
（
月
26
日（
土
）

◆
御
土
居
藪
と
角
倉
家 

中
村
武
生

・
平
成
25
年
（
月
27
日（
日
）

◆
富
士
川
渡
船
と
舟
運
に
つ
い
て 

石
川
武
男

◆
江
戸
前
期
色
摺
史
の
研
究 

町
田
恵
一

第
6
回
研
究
会

・
平
成
25
年
（
月
（
日（
土
）

◆
高
瀬
川
漏
水
復
旧
工
事（
二
条
・
御
池
間
）に
つ
い
て

 
 

福
本
和
正

・
平
成
25
年
（
月
10
日（
日
）
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◆
角
倉
了
以
・
素
庵
の
人
物
像
─
多
様
な
資
料
か
ら
考
え
る
た
め

の
序
論
─ 

若
松
正
志

◆
角
倉
船
を
追
い
か
け
て
─
ベ
ト
ナ
ム
安
南
─ 

葉
山
美
知
子

◆
嵯
峨
本
諸
版
に
関
す
るD

igital

画
像
の
公
開
状
況
に
つ
い
て

 
 

森
上　

修

〈
平
成
25
年
度
〉

第
（
回
特
別
研
究
会
：
平
成
25
年
（
月
14
日（
火
）

◆
大
阪
市
立
美
術
館
に
て
、
同
館
収
蔵
の
「
角
倉
船
絵
馬
図
」
の

屏
風
の
現
地
調
査

第
2
回
研
究
会
：
平
成
25
年
8
月
24
日（
土
）

◆
成
果
報
告
書
出
版
に
関
す
る
打
合
せ
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