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序

章
は
じ
め
に

ま
ず
一
枚
の
摺
物
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
〔
図
1
〕。
版
元
や
祭
礼
の
名
を
勘
案
す
る
に
、
ま
ず
は
江
戸
末
期
の
制
作
と

み
て
よ
い
一
点
で
あ
る
。
画
面
の
上
部
に
「
大
日
本
神
事
見
立
数
望
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
摺
物
の
名
と
わ
か
る
。
一
見
し
て
気

付
く
と
思
う
が
、
相
撲
の
番
附
に
見
立
て
て
全
国
の
祭
礼
を
格
付
け
し
た
摺
物
で
あ
る
。
東
に
五
十
七
、
西
に
五
十
七
の
計
一
一
四

も
の
全
国
の
祭
礼
が
番
附
と
し
て
列
挙
し
て
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、「
数
望
」
を
「
す
も
う
」
と
読
ま
せ
る
あ
た
り
、
観
る
者
の
頰

も
思
わ
ず
緩
む
と
い
う
も
の
だ
。
小
さ
な
画
面
の
摺
物
の
中
に
よ
く
ぞ
こ

こ
ま
で
多
数
の
祭
礼
の
名
を
施
し
た
と
一
驚
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
画
面
に
目
を
近
付
け
て
み
よ
う
。
番
附
の
上
位
か
ら
眺
め

み
る
に
、「
東
之
方
」
の
大
関
、
つ
ま
り
は
最
上
位
が
「
京

祇
園
会
」

と
な
っ
て
い
る
点
に
早
々
と
気
付
か
さ
れ
る
。
今
と
な
っ
て
は
聞
き
覚
え

の
な
い
祭
礼
の
名
も
幾
つ
か
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
近
世
以
前
の
全
国
の
祭

礼
を
考
究
す
る
上
で
も
貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

「
日
本
の
祭
」
と
聞
い
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
祭
礼
は
何
で
あ
ろ
う
。

図1 「大日本神事見立数望」個人蔵
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問
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
、
祇
園
祭
で
あ
る
。
祇
園
祭
と
い
う
祭
礼
の
名
を
聞
い
て
知
ら
な
い
と
答
え
る
人
は
日
本
に
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。「
大
日
本
神
事
見
立
数
望
」
で
み
た
通
り
、
今
も
昔
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
日
本
の
三
大
祭
を
挙
げ
る
際
、
必
ず
そ

の
名
が
出
る
祭
礼
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
い
い
た
い
。
祇
園
祭
と
い
う
祭
礼
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
人
で
も
、
祭
の
歴
史
や
変
遷
に
関
し
て
は
ど
れ
だ

け
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
語
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ

う
に
い
わ
れ
れ
ば
、
一
気
に
心
許
な
く
な
る
こ
と
必
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
都
に
住
ま
う
人
に
と
っ
て
「
京
の
夏
」
の
代
名
詞

だ
け
に
、
祇
園
祭
は
あ
ま
り
に
も
身
近
す
ぎ
て
、
ご
く
当
た
り
前
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
研
究
対
象
と
し
て
そ
の
名
が

大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
機
会
は
実
に
乏
し
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
け
て
も
、
美
術
史
の
み
な
ら
ず
、
祭
礼
史
や
芸
能

史
、
文
献
史
学
と
い
っ
た
分
野
に
お
い
て
、
近
世
以
降
の
祭
儀
に
関
し
て
は
研
究
対
象
と
し
て
議
論
の
俎
上
に
載
る
こ
と
は
こ
れ
ま

で
殆
ど
な
か
っ
た
。
判
で
押
し
た
よ
う
に
、
中
世
末
期
の
祭
儀
ば
か
り
に
各
分
野
の
研
究
者
の
関
心
が
こ
れ
ま
で
大
き
く
集
中
し
て

い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
偏
っ
た
祭
礼
観
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

果
た
し
て
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
ず
っ
と
抱
き
続
け
て
き
た
。
そ
う
、
こ
れ
で
は
、
祇
園
祭
の
全

体
を
見
渡
す
視
点
が
大
き
く
欠
落
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
自
分
な
り
に
解
消
し

よ
う
と
す
る
試
み
を
反
映
さ
せ
た
の
が
本
書
で
あ
り
、
そ
の
書
名
の
通
り
、「
描
か
れ
た
祇
園
祭
」
を
軸
に
そ
の
祭
儀
の
変
遷
を
読

み
解
こ
う
と
試
み
る
一
書
な
の
で
あ
る
。

一

本
書
の
目
的
と
構
成

以
上
の
よ
う
な
立
場
に
軸
足
を
置
き
な
が
ら
、
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
、
二
部
立
て
の
構
成
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、「
山
鉾

巡
行
篇
」
と
「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
か
ら
な
り
、
そ
の
内
訳
は
前
者
が
十
二
章
、
後
者
が
九
章
の
論
考
の
全
二
十
一
章
に
よ
っ
て
構

４



成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
書
で
論
じ
る
範
囲
や
構
成
に
関
し
、
各
篇
の
概
要
を
略
述
し
て
読
者
の
便
宜
を
図
る
こ
と
と
し
よ

う
。各

篇
の
輪
郭
を
記
す
前
に
、
話
の
前
提
と
し
て
、
祇
園
祭
の
創
始
に
関
す
る
点
は
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、

祇
園
祭
が
い
つ
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
の
か
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
定
説
を
み
て
い
な
い
。

確
た
る
一
次
史
料
の
数
や
量
に
恵
ま
れ
ず
、
想
像
を
逞
し
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
そ
の
大
き
な
理
由
だ
が
、
貞
観
年
間
に
頻
発
し

た
地
震
が
そ
の
創
始
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
主
張
が
保
立
道
久
氏
に
よ
っ
て
近
年
な
さ
れ
る
に

（
1
）

至
っ
た
。
悪
霊
を
慰
撫
す

る
御
霊
会
が
そ
の
創
始
理
由
と
し
て
こ
れ
ま
で
広
く
考
え
ら
れ
て
き
た
だ
け
に
、
こ
の
主
張
は
新
し
い
視
点
に
よ
る
解
釈
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。

東
日
本
大
震
災
後
程
な
く
の
時
期
に
呈
示
さ
れ
た
説
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
い
、
保
立
氏
の
主
張
は
新
聞
や
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
報
道

を
含
め
て
近
年
各
所
で
声
高
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
既
に
市
民
権
を
得
た
か
の
よ
う
な
扱
い
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
新
説
が
正
し

い
か
否
か
は
今
後
議
論
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
だ
け
は
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。
勘
違
い

し
て
ほ
し
く
な
い
が
、
保
立
氏
の
説
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
述
の
報
道
の
よ
う
に
先
走
る
の
は
い
か
が
な

も
の
か
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
手
の
報
道
は
、
議
論
を
重
ね
、
研
究
者
や
八
坂
神
社
な
ど
の
共
通
認
識
が
固
ま
っ
て
か
ら

で
も
遅
く
は
な
か
ろ
う
。

（
Ⅰ
）
山
鉾
巡
行

祇
園
祭
と
き
い
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
山
鉾
巡
行
だ
ろ
う
。
蒸
し
暑
い
宵
山
の
夜
、
そ
し
て
巡
行
の
道
々
で
祇
園
囃
子

は
奏
で
ら
れ
る
が
、
そ
の
コ
ン
チ
キ
チ
ン
の
囃
子
の
音
色
に
彩
ら
れ
た
華
麗
な
世
界
は
、
古
来
よ
り
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
や
ま
な

い
。

序 章
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七
月
十
七
日
と
同
二
十
四
日
（
近
世
以
前
は
旧
暦
の
六
月
七
日
と
同
十
四
日
）
に
前
祭
と
後
祭
の
山
鉾
が
そ
れ
ぞ
れ
巡
行
す
る
。

前
祭
と
後
祭
の
日
程
が
戦
後
に
同
一
日
と
な
り
、
合
同
巡
行
と
い
う
形
式
が
採
用
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
六
年
（
二

〇
一
四
）
よ
り
従
前
の
祭
儀
に
戻
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

山
鉾
巡
行
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
現
時
点
の
研
究
に
お
い
て
、
山
鉾
の
登
場
は
鎌
倉
末
期
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
、

文
献
史
料
の
上
で
そ
の
姿
が
登
場
す
る
の
は
少
し
下
る
南
北
朝
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
車
輪
を
有
す
る

大
型
の
鉾
は
、
こ
の
南
北
朝
期
以
降
の
史
料
に
み
る
「
久
世
舞
車
」
に
端
を
発
す
る
も
の
と
さ
れ
て
（
2
）

い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
時

期
の
祭
儀
の
様
子
を
表
現
し
た
絵
画
史
料
は
現
在
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
久
世
舞
車
が
い
か
な
る
姿
で
あ
っ
た
か
は
明
瞭
で
な

い
。八

坂
神
社
に
伝
存
す
る
『
祇
園
会
山
鉾
事
』
に
よ
れ
ば
、
応
仁
の
乱
前
に
は
前
後
両
祭
の
山
鉾
は
計
六
十
基
と
実
に
多
く
の
数
が

出
さ
れ
て
い
た
が
、
乱
後
の
長
い
中
断
の
後
に
は
三
十
六
基
と
そ
の
数
を
減
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
（
3
）

か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
数

は
い
ず
れ
も
現
在
の
三
十
三
基
よ
り
多
い
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
中
世
の
山
鉾
巡
行
が
い
か
に
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
類
推
さ

せ
る
に
余
り
あ
る
記
述
と
い
え
る
。

本
書
の
「
山
鉾
巡
行
篇
」
は
全
十
二
章
か
ら
成
る
が
、
第
一
章
で
は
書
名
の
通
り
、「
描
か
れ
た
祇
園
祭
」
の
変
遷
に
つ
い
て
、

絵
画
史
料
を
軸
に
追
い
か
け
る
作
業
を
試
み
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
章
は
総
論
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
描
か
れ
た
祇
園
祭
」
を
時
系
列
で

大
観
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
続
く
第
二
章
か
ら
十
二
章
ま
で
は
具
体
的
な
作
品
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
各
論
と
い
う
位
置
付
け
に

な
る
。
そ
こ
で
は
、
特
定
の
時
代
に
偏
ら
ず
、
中
世
以
前
か
ら
近
代
以
降
ま
で
幅
広
く
作
品
を
個
別
に
掲
出
し
て
論
じ
て
い
る
。
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
著
名
な
「
祇
園
祭
礼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

出
光
美
術
館
蔵
）
を
始
め
、
新
出
作
品
や
近
年
と
み

に
多
く
の
分
野
の
研
究
者
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
「
日
吉
山
王
・
祇
園
祭
礼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
）
と

い
っ
た
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
で
あ
る
。
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な
お
、
第
一
章
は
総
括
的
内
容
だ
け
に
、「
山
鉾
巡
行
篇
」
の
最
初
で
は
な
く
、
同
篇
の
最
後
に
回
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
体
の
構
成
を
明
確
に
す
る
た
め
に
最
初
へ
置
く
こ
と
と
し
た
点
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

中
世
以
前
の
祇
園
会
は
文
献
史
料
を
紐
解
く
に
、
多
種
多
様
な
芸
能
文
化
が
窺
い
知
ら
れ
て
研
究
者
の
興
趣
を
誘
う
が
、
私
は
そ

の
手
に
は
の
ら
な
い
。
現
在
の
祇
園
祭
の
祭
儀
が
い
か
な
る
変
遷
を
経
て
成
立
し
た
か
を
探
る
に
は
、
近
世
以
降
の
行
方
を
辿
る
作

業
が
必
定
で
は
な
い
か
。「
山
鉾
巡
行
篇
」
に
お
け
る
筆
者
の
大
き
な
目
論
見
が
こ
こ
に
あ
る
。

八
坂
神
社
に
は
「
八
坂
神
社
文
書
」
と
総
称
す
る
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
降
の
膨
大
な
量
の
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
伝

存
し
て
お
り
、
現
在
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
翻
刻
が
な
さ
れ
、『
八
坂
神
社
文
書
』
や
『
八
坂
神
社
記
録
』
の

書
名
で
臨
川
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
た
め
、
聞
き
覚
え
の
あ
る
人
も
多
か
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
で
あ
る
。
中
世
末
期
か
ら
近
世
前
半
期
に
か
け
て
の
期
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
八
坂
神
社
文
書
に
は
そ
の

時
期
の
文
書
が
大
き
く
欠
落
し
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
祭
儀
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
文
献
史
料
か
ら
探
る
作
業
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
洛
中
洛
外
図
や
祇
園
祭
礼
図
と
い
っ
た
絵
画
作
品
が
数
多
く
制
作
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵
画
史
料
を
精
査
す
る
作
業
を
経
て
、
こ
の
時
期
の
祇
園
会
の
有
様
を
視
覚
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。た

だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
絵
画
と
文
献
の
照
合
作
業
は
極
め
て
困
難
な
難
点
を
有
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
尻
込
み
し
て
い

る
場
合
で
は
な
か
ろ
う
。
い
つ
か
誰
か
が
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
数
百
点
に
も
渡
る
絵
画
史
料
を
渉
猟
、
実
見
し
て
そ
こ
に

描
か
れ
た
祭
儀
を
精
査
す
る
と
と
も
に
そ
の
結
果
を
ま
と
め
る
作
業
を
本
書
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
八
坂
神
社
文
書
以
外
に

伝
わ
る
そ
れ
以
外
の
文
献
史
料
、
わ
け
て
も
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
『
日
次
紀
事
』
に
み
る
「
鉾
と
鉾
の
間
は
山
三
基
」
と
い

う
山
鉾
巡
行
の
鉄
則
を
見
い
出
し
た
河
内
将
芳
氏
の
（
4
）

研
究
は
、
絵
画
史
料
に
描
か
れ
た
祭
儀
が
正
確
か
否
か
を
判
断
す
る
上
で
一
つ

の
基
準
と
な
る
。
本
書
で
も
度
々
引
用
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
近
年
の
近
世
祇
園
会
研
究
に
お
い
て
実
に
有
意
義
な
成
果
と
い
え
よ

序 章
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う
。以

上
の
視
点
を
も
と
に
、
山
鉾
巡
行
の
変
遷
を
絵
画
史
料
よ
り
通
覧
的
に
追
い
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
祇
園
ね
り
も
の

祇
園
祭
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
近
年
登
録
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
訳
は
「
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
」
で
あ
っ
た
。
い
う

な
ら
ば
、
山
鉾
巡
行
に
特
化
さ
れ
た
登
録
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、「
祇
園
祭
と
い
え
ば
山
鉾
巡
行
」
と
い
う
図

式
が
一
般
的
な
の
は
抗
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
正
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
祇
園
祭
を
一
側
面
か
ら
捉
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
祭
儀
が
後
々
蔑
ろ

に
扱
わ
れ
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
胸
に
兆
し
た
こ
と
を
私
は
否
定
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
、
前
述
し
た
図
式
の
波
及
力
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
た
る
や
測
り
知
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

祇
園
祭
は
山
鉾
巡
行
が
全
て
で
は
な
い
。
八
坂
神
社
か
ら
奉
仕
さ
れ
る
神
輿
に
関
わ
る
行
事
、
例
え
ば
神
輿
渡
御
は
、
厳
密
に
い

え
ば
前
述
の
無
形
文
化
遺
産
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
祇
園
祭
だ
け
に
、
研
究
者
や
山
鉾

町
、
行
政
、
そ
し
て
八
坂
神
社
、
そ
の
氏
子
な
ど
各
々
の
立
場
や
見
方
の
相
違
に
よ
っ
て
、
祇
園
祭
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
の

か
、
あ
る
い
は
ど
こ
ま
で
狭
め
る
の
か
、
と
い
っ
た
解
釈
の
振
幅
が
著
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
る
。
私
の
懸
念
が
取
り

越
し
苦
労
に
終
わ
れ
ば
さ
し
て
問
題
な
い
わ
け
だ
が
、
議
論
の
解
決
は
そ
う
易
々
と
す
ま
な
い
だ
ろ
う
。

誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い
が
、
私
は
ユ
ネ
ス
コ
へ
の
批
判
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
無
形
文
化
遺
産
の
登
録
は
た
い
へ
ん
喜
ば
し

い
。
祇
園
祭
を
広
く
周
知
さ
せ
る
大
き
な
手
立
て
と
な
る
だ
け
に
、
手
放
し
で
は
喜
べ
な
い
の
が
筆
者
の
本
音
と
い
う
わ
け
な
の
で

あ
る
。
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前
口
上
が
長
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
本
書
の
「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
で
縷
々
記
す
の
は
、
山
鉾
巡
行
や
神
輿
渡

御
と
い
っ
た
行
事
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
忘
れ
ら
れ
た
祇
園
祭
」
の
行
事
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
い
え
ば
、
祇

園
祭
の
「
正
式
」
な
行
事
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
理
由
も
大
き
な
足
枷
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
祇
園
祭
に
奉
仕
す
る
人
、

そ
し
て
研
究
者
で
さ
え
も
知
ら
な
い
人
が
実
に
多
い
行
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
一
つ
一
つ
そ
れ
を
丹
念
に
紐
解
き
、

読
み
解
く
作
業
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
過
去
に
こ
の
よ
う
な
行
事
が
祇
園
祭
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
祇
園
祭
が
な
け
れ
ば
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
少
し
で
も
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
の
一
心
で
本
篇
が
編
ま
れ
た
点

を
こ
こ
に
記
し
留
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

話
が
前
後
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
祇
園
ね
り
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
神
輿
洗
と
い
う
行
事
が
あ
る
。
神

輿
を
鴨
川
の
水
で
清
め
る
儀
式
で
あ
る
。
こ
の
際
に
祇
園
の
芸
妓
が
仮
装
姿
に
身
を
包
み
、
祇
園
花
街
を
ね
り
歩
い
た
。
こ
れ
を
祇

園
ね
り
も
の
と
い
う
。
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
知
る
人
も
少
な
い
。

「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
で
は
、
祇
園
ね
り
も
の
の
発
生
と
展
開
に
関
し
て
時
系
列
に
沿
っ
て
論
じ
る
。
祇
園
ね
り
も
の
に
関
し
て

は
、
田
中
緑
紅
（
一
八
九
一
〜
一
九
六
九
）
が
戦
前
よ
り
精
力
的
に
著
作
や
論
考
を
発
（
5
）

表
し
、
近
年
で
は
舞
踊
史
や
上
方
浮
世
絵
、

歌
舞
伎
の
観
点
、
あ
る
い
は
花
街
文
化
史
の
視
点
か
ら
個
々
に
論
及
さ
れ
た
に
す
ぎ
（
6
）

な
い
。
そ
う
い
っ
た
現
況
の
中
、
筆
者
は
福
原

敏
男
氏
と
祇
園
ね
り
も
の
を
単
独
で
扱
っ
た
一
書
を
上
梓
す
る
に

（
7
）

至
っ
た
。
そ
こ
で
は
選
書
と
い
う
紙
幅
の
関
係
上
、
近
世
以
前
の

ね
り
も
の
に
絞
っ
て
論
述
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
本
書
で
は
近
代
以
降
、
戦
後
に
至
る
ま
で
の
祇
園
ね
り
も
の
の
変
遷
を

追
う
作
業
も
加
え
て
行
っ
た
。
い
わ
ば
、
祇
園
ね
り
も
の
の
通
史
を
本
篇
で
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
二
部
構
成
で
、
山
鉾
巡
行
と
祇
園
ね
り
も
の
の
歴
史
と
実
態
を
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
を
軸
に
し
て
、
時
系
列
に

沿
う
形
で
網
羅
的
に
検
討
、
総
括
す
る
よ
う
努
め
た
。
今
後
の
祇
園
祭
研
究
の
た
め
の
通
史
的
な
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
を
本
書
は

序 章
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目
指
し
て
い
る
。
な
お
、
旧
稿
の
再
掲
に
際
し
、
増
補
改
訂
を
適
宜
加
え
た
。

二

四
人
の
先
学
―
―
田
中
緑
紅
、
杉
浦
丘
園
、
若
原
史
明
、
松
田
元
の
祇
園
祭
研
究
―
―

近
世
以
降
の
山
鉾
巡
行
や
祇
園
ね
り
も
の
に
つ
い
て
何
か
し
ら
調
べ
よ
う
と
試
み
る
際
、
必
ず
辿
り
着
く
人
物
が
存
在
す
る
。
そ

れ
は
、
先
に
触
れ
た
田
中
緑
紅
の
他
、
杉
浦
丘
園
（
一
八
七
六
〜
一
九
五
八
）、
若
原
史
明
（
一
八
九
五
〜
一
九
四
九
？
）、
松
田
元

（
一
九
〇
八
〜
九
八
）
の
四
人
で
あ
る
。

今
と
な
っ
て
は
聞
き
慣
れ
な
い
名
が
並
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
無
理
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
四
人
の
人
と
な
り
は
後
に
詳
述
す

る
が
、
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
在
野
の
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
山
鉾
町
や
祇
園
の
人
々

に
寄
り
添
い
、
市
井
の
立
場
か
ら
試
み
る
研
究
態
度
は
山
鉾
町
や
祇
園
に
住
ま
う
人
々
の
大
き
な
共
感
を
持
た
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
わ
け
て
も
、
京
都
で
は
田
中
緑
紅
が
今
で
も
「
緑
紅
さ
ん
」、
そ
し
て
松
田
元
が
「
元
さ
ん
」
と
い
ず
れ
も
「
さ
ん
」
付
け
で

親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

こ
の
傾
向
と
は
裏
腹
に
、
昨
今
の
祇
園
祭
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
四
人
の
成
果
を
援
用
し
て
論
述
を
進
め
る
者
は
極
め
て
少
な
い
。

ど
の
研
究
分
野
に
も
あ
り
が
ち
だ
が
、
彼
ら
に
共
通
す
る
「
在
野
の
研
究
者
」
と
い
う
点
が
大
き
く
災
い
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
わ
け
て
も
、
緑
紅
と
丘
園
は
稀
代
の
収
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
収
集
品
を
使
っ
て
論
を
組
み
立
て
て
い
た
た
め
、

作
品
の
名
称
の
付
け
方
や
そ
の
員
数
、
法
量
、
さ
ら
に
は
挿
図
で
紹
介
さ
れ
な
い
史
料
が
殆
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
の
死
後
、

現
在
の
所
蔵
先
が
摑
め
ず
、
い
か
な
る
内
容
で
あ
っ
た
か
を
確
か
め
る
術
が
な
い
史
料
も
多
い
。
影
印
や
翻
刻
も
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、

引
用
す
る
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
史
料
内
容
も
多
い
点
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
四
人
の
研
究
を
虚
心
に
眺
め
れ
ば
、
今
と
な
っ
て
は
確
認
を
取
る
こ
と
す
ら
困
難
な
行
事
に
つ
い
て
も
詳
述
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
点
は
目
を
惹
く
。
わ
け
て
も
、
田
中
緑
紅
や
若
原
史
明
の
研
究
は
他
の
研
究
者
の
論
考
に
は
記
さ
れ
て
い
な
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い
成
果
も
多
く
、
そ
の
研
究
内
容
が
本
書
の
検
討
で
改
め
て
確
認
さ
れ
、
彼
ら
の
記
述
の
正
し
さ
が
実
証
で
き
た
も
の
も
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
思
え
ば
、
四
人
の
成
果
を
蔑
ろ
に
す
る
の
は
に
べ
も
な
い
行
為
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
に
敬
意
を
払
う
意
味
で
も
、

こ
の
四
人
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
以
下
に
列
記
し
、
彼
ら
の
功
績
を
周
知
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
こ
う
。

（
Ⅰ
）
田
中
緑
紅
（
一
八
九
一
〜
一
九
六
九
）

緑
紅
は
、「
京
都
」
と
い
う
伝
統
都
市
の
歴
史
や
文
化
、
民
俗
に
つ
い
て
何
か
し
ら
調
べ
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
実
に
大
き
な

存
在
で
あ
る
。
先
に
も
記
し
た
通
り
、「
緑
紅
さ
ん
」
と
今
で
も
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
市
井
の
立
場
に
軸
足
を
置

き
、
京
都
の
歴
史
や
民
俗
に
関
す
る
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
た
人
物
で
あ
る
。
京
都
の
伝
統
文
化
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
そ
の
裾
野

の
拡
大
の
一
翼
を
担
っ
た
存
在
で

（
8
）

あ
っ
た
。

緑
紅
の
祇
園
祭
に
対
す
る
視
野
は
実
に
広
い
。
祇
園
祭
研
究
は
し
ば
し
ば
山
鉾
巡
行
に
偏
り
が
ち
だ
が
、
祇
園
ね
り
も
の
に
も
怠

り
な
く
平
等
に
目
配
り
し
、
戦
前
よ
り
数
多
く
の
著
作
や
論
考
を
精
力
的
に
発
表
し
て
き
た
の
は
特
筆
に
値
す
る
。
祇
園
ね
り
も
の

に
関
し
て
い
え
ば
、
前
述
し
た
通
り
、
緑
紅
の
著
作
以
降
、
祇
園
ね
り
も
の
に
特
化
し
て
刊
行
さ
れ
た
書
物
は
筆
者
が
共
著
と
し
て

発
表
し
た
『
祇
園
祭
・
花
街
ね
り
も
の
の
歴
史
』
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
に
そ
の
間
五
十
年
以
上
も
の
歳
月
が
必
要
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
祇
園
ね
り
も
の
が
研
究
の
俎
上
に
載
る
機
会
が
い
か
に
乏
し
か
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
で
一
書
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。「
贈
／
佐
古
慶
三
殿
／
田
中
緑
紅
」
と
記
す
緑
紅
自
筆
の
外
袋
が
付
属
す
る
『
文
献
に

顕
は
れ
た
る
祇
園
会
に
関
す
る
目
録
』（
一
冊

個
人
蔵
）
で
あ
る
。
近
世
の
道
頓
堀
な
ど
大
阪
の
歴
史
研
究
で
知
ら
れ
、
大
阪
商

業
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
佐
古
慶
三
（
一
八
九
八
〜
一
九
八
九
）
宛
の
贈
呈
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
（
9
）

か
る
。
同
史
料
は
昭
和
三
年
（
一

九
二
八
）
に
有
楽
会
よ
り
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
有
楽
会
と
は
緑
紅
が
主
催
し
た
研
究
会
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
有
楽
会
に

関
し
て
は
「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
第
七
章
で
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
若
き
日
か
ら
京
都
の
み
な
ら
ず
緑
紅
の
交
流
が
幅
広
か
っ
た
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こ
と
を
物
語
る
一
冊
で
あ
ろ
う
。

続
け
て
挙
げ
る
の
は
『
父
と
私
―
―
忌
明
の
御
挨
拶
に
か
へ
て
』（
一
冊

個
人
蔵
）
と
い
う
小
冊
子
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
未
紹
介
の
史
料
で
あ
り
、

い
ず
れ
の
図
書
館
や
資
料
館
な
ど
の
施
設
に
も
そ
の
所
蔵
は
現
時
点
で
確
認
さ

れ
て
い
な
い
。
書
名
の
「
父
」
と
は
緑
紅
の
父
、
泰
輔
（
一
八
六
五
〜
一
九
三

四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
医
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
児
童
福
祉
事
業
に
も
従
事
し

た
人
物
で
、「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
第
七
章
で
取
り
上
げ
る
平
安
徳
義
会
は
彼

が
開
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
に
目
を
戻
せ
ば
、
父
へ
の
思
い
が
緑
紅
に
よ
っ
て
切
々
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
副
題
か
ら
判
ず
る
に
、
近
親
者
や
関
係
者

の
み
に
配
ら
れ
た
も
の
と
思
し
い
も
の
で
、
泰
輔
と
緑
紅
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
。
な
お
、
付
言
し
て
お
け
ば
、
泰
輔
と
緑
紅
が
撮
影

し
た
古
写
真
は
現
在
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
に
ま
と
ま
っ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
近
代
の
京
都

を
広
範
に
撮
影
対
象
と
し
た
も
の
が
多
い
だ
け
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
の
精
査
に
関
し
て
は
今
後
の
研
究
に
期
す
る
こ
と
と
し
た

い
。緑

紅
叢
書
の
第
二
十
九
輯
と
し
て
京
を
語
る
会
よ
り
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
の
お
正
月
』
の
稿
本

（
一
冊

個
人
蔵
）〔
図
2
〕
を
最
後
に
掲
出
し
て
お
こ
う
。
近
時
見
い
出
さ
れ
た
新
出
の
史
料
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
が
紹
介
さ
れ
る

の
は
本
書
が
初
め
て
と
思
わ
れ
る
。
原
稿
用
紙
計
八
十
枚
に
も
渡
る
自
筆
原
稿
で
あ
り
、
各
所
に
挿
図
用
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が
逐
一

付
さ
れ
て
い
る
。
推
敲
の
次
第
を
み
る
に
、
緑
紅
の
取
材
力
の
高
さ
に
は
一
驚
さ
せ
ら
れ
る
。
緑
紅
の
研
究
姿
勢
に
は
改
め
て
見
習

う
べ
き
点
が
多
い
。

図2 田中緑紅『京のお正月』
稿本 個人蔵
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（
Ⅱ
）
杉
浦
丘
園
（
一
八
七
六
〜
一
九
五
八
）

本
名
は
杉
浦
利
挙
。
通
称
は
三
郎
兵
衛
。
丘
園
は
号
で
あ
る
。
三
条
柳
馬
場
東
入
ル
の
富
商
、
大
（
10
）

黒
屋
を
同
家
は
代
々
営
ん
だ
が
、

そ
の
十
六
代
に
当
た
る
（
11
）

人
物
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
丘
園
は
稀
代
の
収
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
、「
私
の
蒐
集
し
た
も
の
は
実
に
百
般
に
わ
た
つ
て
い
る
。
つ

ま
り
何
で
も
興
味
を
ひ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
始
末
に
悪
い
。
在
銘
遺
物
・
古
瓦
・
看
板
・
板
木
・
鰐
口
・
石
塔
・
糸
印
・
双
六
・
絵

馬
・
書
籍
・
雑
誌
・
新
聞
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
手
当
り
次
第
に
興
味
の
あ
る
者
を
集
め
た
の
で
（
12
）

あ
る
」
と
自
ら
記
す
通
り
で
あ

る
。
彼
の
収
集
し
た
祇
園
祭
関
連
の
史
料
は
本
書
で
も
度
々
登
場
す
る
が
、
そ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
丘
園
収
集
の
看
板
が
大
阪
歴

史
博
物
館
に
現
在
所
蔵
さ
れ
る
点
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
雲
泉
荘
山
誌

別
冊
第
二

家
蔵
祇
園
会
に
関
す
る
資
料
及
文
献
』（
以
下
『
雲
泉

荘
山
誌
』
と
略
称
）
は
近
世
祇
園
会
の
祭
儀
を
研
究
す
る
上
で
注
視
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
「
本
書
所
載
資

料
図
書
の
一
部
の
小
展
観
を
催
し
来
覧
の
知
友
諸
賢
に
此
小
冊
子
を
呈
す
」
と
丘
園
は
記
す
。
そ
し
て
、「
売
品
で
な
く
、
知
己
に

謹
呈
し
た
も
の
で
、
少
部
数
し
か
作
ら
な
か
つ
た
の
で
今
手
許
に
は
一
部
の
余
分
も
（
13
）

な
い
」
と
い
う
丘
園
の
述
懐
も
合
わ
せ
て
鑑
み

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、『
雲
泉
荘
山
誌
』
は
知
人
や
関
係
者
の
み
に
配
布
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
現
存
数
が
実
に
少
な
く
現
在
は
稀

覯
本
と
な
っ
て
い
る
。
丘
園
に
よ
る
祇
園
祭
研
究
の
到
達
点
を
示
す
こ
と
を
思
え
ば
、
丘
園
の
研
究
成
果
へ
接
す
る
機
会
を
減
じ
さ

せ
る
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
現
況
は
残
念
と
い
う
他
な
い
。
か
く
い
う
筆
者
も
数
年
前
に
よ
う
や
く
入
手
で
き
た
ほ
ど

な
の
で
あ
る
。
入
手
以
前
は
必
要
と
な
っ
た
際
に
、
数
少
な
い
所
蔵
先
の
図
書
館
に
赴
い
て
は
、
こ
の
史
料
へ
そ
の
都
度
目
を
通
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

『
雲
泉
荘
山
誌
』
に
は
、
祇
園
祭
に
関
す
る
丘
園
の
収
集
品
が
逐
一
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
丘
園
に
よ
る
若
干
の
解
説
が
施
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
史
料
も
多
数
あ
る
が
、
そ
の
解
説
文
を
読
む
に
、
近
世
以
前
の
祇
園
会
の
実
相
を
研
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究
す
る
上
で
重
要
な
史
料
と
思
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
わ
け
て
も
特
筆
す
べ
き
点
は
山
鉾
巡
行
の
み
な
ら
ず
、
神
輿
渡
御
や
祇

園
ね
り
も
の
に
関
す
る
史
料
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
祇
園
祭
の
歴
史
を
概
観
で
き
る
史
料
群
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
丘
園
の
死
後
、
彼
の
収
集
品
の
行
方
が
か
ね
が
ね
気
に
な
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。
本
書
を
契
機
に
こ
れ
ら
の
史
料
の
再

出
現
を
期
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
祇
園
祭
研
究
の
深
化
が
一
気
に
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

続
け
て
挙
げ
る
の
は
、
丘
園
旧
蔵
の
『
祇
園
会
ね
り
物
復
興
記
念
帖
』（
一
冊

個
人
蔵
）
で
あ
る
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）

に
祇
園
ね
り
も
の
が
復
興
し
た
際
に
刊
行
さ
れ
た
一
書
で
、
い
わ
ば
祇
園
ね
り
も
の
の
公
式
記
録
書
と
で
も
い
う
べ
き
史
料
で
あ
る
。

「
祇
園
ね
り
も
の
篇
」
第
八
章
で
も
大
き
く
触
れ
る
こ
と
と
な
る
史
料
だ
が
、
こ
の
表
紙
右
下
隅
に
丘
園
の
蔵
書
で
あ
る
旨
を
記
し

た
朱
文
二
重
長
方
印
を
捺
す
別
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
「
京
都
三
条
通
／
杉
浦
丘
園
／
柳
馬
場
東
入
」
と
の
文
言
が
施
さ

れ
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
『
雲
泉
荘
山
誌
』
に
お
い
て
、
丘
園
が
山
鉾
巡
行
だ
け
で
な
く
、
祇
園
ね
り
も
の
に
も
関
心
が
高
か
っ
た

点
を
示
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
丘
園
旧
蔵
書
が
眼
前
に
現
れ
る
と
や
は
り
そ
の
一
点
が
改
め
て
再
認
識
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

（
Ⅲ
）
若
原
史
明
（
一
八
九
五
〜
一
九
四
九
？
）

若
原
は
、
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
風
俗
研
究
』
に
祇
園
祭
に
関
す
る
論
考
を
精
力
的
に
発
表
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
没
後

に
遺
族
に
よ
り
そ
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
、『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』
と
し
て
八
坂
神
社
よ
り
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
に
刊
行

さ
れ
た
。
実
に
一
五
一
四
頁
に
も
及
ぶ
大
著
だ
が
、
非
売
品
だ
っ
た
点
に
加
え
、
図
書
館
や
資
料
館
な
ど
に
同
書
が
所
蔵
さ
れ
る
施

設
が
京
都
以
外
の
地
で
は
少
な
い
と
い
う
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
古
書
市
場
で
は
現
在
七
万
円
程
の
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
思
え
ば
、
稀
覯
本
と
ま
ず
は
位
置
付
け
て
よ
い
史
料
で
あ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
、『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』
は
全
て
の
山
鉾
に
関
し
て
論
じ
る
こ
と
な
く
、
全
二
十
九
基
（
当
時
）
の
山
鉾
中
、
十
九

基
へ
の
論
究
に
留
ま
り
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
彼
の
甥
、
若
原
英
弐
に
よ
る
「
若
原
史
明
の
思
い
出
」
と
い
う
一
文
が
同
書
に
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所
収
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
史
明
は
、
昭
和
二
十
四
年
の
冬
、
ふ
ら
り
と
旅
に
出
た
ま
ま
、
遂
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
の

で
あ
る
」
と
い
い
、
志
半
ば
で
客
死
し
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』
の
内
容
が
未
完
に
終
わ
っ
た
の
は
極
め

て
残
念
で
な
ら
な
い
。

な
お
、『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』
の
稿
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
大
学
ノ
ー
ト
計
四
十
六
冊
に
渡
る
大
部
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
八
坂
神
社
に
現
在
所
蔵
さ
れ
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
京
都
市
指
定
・
登
録
文
化
財
に
登
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
膨
大

な
量
に
渡
る
ノ
ー
ト
各
冊
の
奥
付
を
鑑
み
る
に
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
か
ら
同
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
か
け
て
脱
稿
さ
れ

た
よ
う
で
、
そ
の
内
容
を
精
査
し
た
結
果
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
頃
よ
り
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
（
14
）

い
る
。
文
化
財

と
し
て
価
値
が
見
い
出
さ
れ
た
点
は
こ
こ
に
特
記
し
て
お
き
、
彼
の
大
き
な
功
績
に
敬
意
を
払
い
た
い
。「
昭
和
の
『
祇
園
会
細

記
』」
と
で
も
い
う
べ
き
実
に
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
る
。

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
七
月
に
八
坂
神
社
よ
り
版
行
さ
れ
た
「
祇
園
会
山
鉾
巡
行
順
并
ニ
説
明
書
」（
一
枚

個
人
蔵
）
に

は
、
祇
園
会
の
概
要
と
歴
史
、
そ
し
て
各
山
鉾
の
解
説
が
若
原
史
明
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
に
お
い
て
祇
園
祭
の
知
識
の

普
及
に
一
役
を
買
っ
た
こ
と
が
改
め
て
窺
い
知
ら
れ
る
。

（
Ⅳ
）
松
田
元
（
一
九
〇
八
〜
九
八
）

『
祇
園
祭
細
見

山
（
15
）

鉾
篇
』
の
著
者
と
い
え
ば
、
思
い
出
す
人
は
多
か
ろ
う
。
同
書
は
翌
年
五
月
に
二
版
、
そ
の
後
に
三
版
が
刊

行
さ
れ
て
お
り
、
好
評
を
博
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
細
筆
に
よ
る
ペ
ン
画
や
精
緻
な
切
り
絵
は
観
る
者
を
祭
礼
の
奥
深
い
世
界
へ
と

誘
う
。

島
田
崇
志
氏
が
代
表
を
務
め
た
「
京
の
ま
つ
り
研
究
会
」
に
よ
り
、
松
田
元
の
描
く
切
り
絵
や
細
密
画
が
近
年
一
冊
に
纏
め
ら
れ

て
（
16
）

お
り
、
そ
の
巻
末
に
松
田
元
の
略
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
銀
行
員
で
あ
っ
た
同
氏
は
退
職
後
の
六
十
歳
頃
よ
り
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京
都
の
祭
礼
や
年
中
行
事
を
取
材
し
始
め
た
と
い
う
。「
京
都
新
聞
」
や
『
月
刊
京
都
』
に
自
作
の
切
り
絵
や
細
密
画
と
と
も
に
祭

礼
や
年
中
行
事
を
紹
介
す
る
画
と
文
の
両
面
を
兼
備
し
た
郷
土
史
家
で
あ
っ
た
。
全
国
的
に
み
て
も
稀
有
な
存
在
と
い
え
よ
う
。

島
田
氏
の
計
ら
い
に
よ
り
、
松
田
元
の
描
く
大
量
の
切
り
絵
や
細
密
画
を
近
時
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
圧
倒
的
な
画

力
と
豊
か
な
表
現
力
に
一
驚
さ
せ
ら
れ
た
。『
祇
園
祭
細
見

山
鉾
篇
』
や
『
切
り
絵
・
細
密
画
で
楽
し
む
京
の
ま
つ
り
・
年
中
行

事
』
に
載
る
挿
図
を
そ
れ
ま
で
通
覧
し
て
い
た
た
め
、
自
分
な
り
に
は
熟
知
し
て
い
た
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
思
い
込

み
で
あ
っ
た
点
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
印
刷
物
と
は
大
き
く
異
な
る
「
本
物
の
持
つ
凄
み
」
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

彼
の
手
掛
け
た
絵
を
一
枚
一
枚
眺
め
て
い
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
彼
の
描
く
切
り
絵
や
細
密

画
の
世
界
に
深
く
没
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
美
術
史
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
京
都
の
祭
礼
を
考
え
る
上
で
民
俗
学
的
に
も
再
評
価
を

要
す
る
人
物
と
し
て
、
こ
こ
に
大
書
し
て
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
上
掲
出
し
た
四
人
に
共
通
す
る
の
は
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
在
野
の
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
戦
後
の
祇
園

祭
研
究
に
お
い
て
大
き
く
災
い
し
た
。「
非
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
四
人
に
張
り
つ
け
、
彼
ら
の
研
究
成
果
を
顧
み
、

正
当
な
評
価
を
付
与
す
る
機
会
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
史
料
の
引
用
や
使
用
方
法
な
ど
に
難
が
あ
る
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
点
ば
か
り
を
あ
げ
つ
ら
い
、
成
果
の
全
て
を
ば
っ
さ
り
と
切
り
捨
て
る
行
為
は
褒
め
ら
れ
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
四
人
の
成
果
を
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
し
た
挙
句
、
ま
る
で
自
分
で
調
べ
て
き
た
か
の
よ
う
に
彼
ら
の
研
究
結

果
を
こ
っ
そ
り
と
援
用
す
る
研
究
者
は
実
に
多
い
。
そ
う
い
っ
た
行
為
は
い
か
が
な
も
の
か
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
に
四
人
の
履
歴
を
示
す
こ
と
で
、
彼
ら
の
偉
大
な
業
績
を
簡
略
な
が
ら
顕
彰
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
い
ず
れ
も
祇
園
祭

研
究
に
欠
か
せ
な
い
先
学
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
も
う
一
人
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
碓
井
小
三
郎

（
一
八
六
五
〜
一
九
二
八
）
で
あ
ろ
う
。『
京
都
坊
目
誌
』
の
著
者
と
い
え
ば
思
い
出
す
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
手

１６



掛
け
た
祇
園
祭
に
関
す
る
史
料
は
本
書
の
「
山
鉾
巡
行
篇
」
第
一
章
で
も
取
り
上
げ
る
が
、
先
の
四
人
と
遜
色
の
な
い
丁
寧
か
つ
精

緻
な
活
動
や
的
確
な
視
点
を
も
っ
て
祇
園
祭
を
調
べ
上
げ
て
い
る
点
は
合
わ
せ
て
記
し
て
お
く
。

三

本
書
に
お
け
る
用
語
表
記
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
て
、
読
者
は
一
つ
の
疑
問
が
涌
い
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、「
祇
園
会
」
と
「
祇
園
祭
」
の

表
記
の
差
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
で
こ
そ
、
祇
園
祭
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
以
前
に
お
い
て
は
度
重
な
る
疫
病
流
行

に
伴
い
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
悪
霊
を
慰
撫
鎮
送
す
る
御
霊
会
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
祇
園
会
」
と
称
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
い
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
御
霊
信
仰
で
は
な
く
、
頻
発
す
る
地
震
が
祇
園
会
の
主
原
因
と
す
る
保

立
氏
の
新
説
は
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。「
祇
園
祭
」
と
一
般
的
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
以
降
の
話
で
あ
る
。

「
祇
園
会
」
と
「
祇
園
祭
」
を
使
い
分
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
読
み
手
が
混
乱
し
な
い
よ
う
、「
祇
園
祭
」
で
統
一
す
る
の
か
、
本

書
の
書
名
に
「
祇
園
祭
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
た
だ
け
に
な
が
ら
く
逡
巡
し
た
が
、
前
者
の
通
り
に
表
記
の
使
い
分
け
を
本
書
で

は
行
う
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
本
書
で
扱
う
史
料
に
よ
っ
て
は
「
祗
」
や
「
衹
」
の
字
を
用
い
る
例
も
あ
る
が
、
読
み
手
の
混
乱
を

避
け
る
た
め
に
「
祇
」
で
統
一
し
た
点
も
併
せ
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

続
け
て
断
っ
て
お
き
た
い
点
は
、
八
坂
神
社
と
い
う
社
名
の
表
記
で
あ
る
。
近
世
以
前
は
「
祇
園
社
」
や
「
感
神
院
」
の
名
で
知

ら
れ
た
が
、
八
坂
神
社
と
い
う
現
在
の
社
名
に
変
わ
っ
た
の
は
近
代
以
降
の
話
で
あ
る
。
本
書
で
は
近
世
以
前
と
明
治
以
降
の
両
時

代
を
網
羅
的
に
扱
う
た
め
、
読
み
手
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
「
八
坂
神
社
」
の
名
で
統
一
し
た
方
が
よ
い
と
も
思
っ
た
が
、
研
究

者
向
け
の
論
文
集
と
い
う
性
格
上
、
近
世
以
前
は
「
祇
園
社
」、
近
代
以
降
は
「
八
坂
神
社
」
と
社
名
の
表
記
を
正
確
に
使
い
分
け

る
こ
と
と
し
た
。

「
史
料
」
と
「
資
料
」
の
用
語
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
使
い
分
け
に
関
し
て
は
、
田
中
貴
子
氏
に
よ
る
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優
れ
た
（
17
）

論
考
が
あ
り
、
実
に
示
唆
に
富
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
断
り
が
な
い
場
合
、
基
本
的
に
「
史
料
」
の
字
を
使

用
す
る
方
針
と
す
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
こ
だ
わ
り
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
便
宜
上
の
使
用
に
す
ぎ
な
い
点
を
付
記
し
て
お
く
。
な

お
、
本
書
で
は
「
見
る
」
と
「
観
る
」
の
文
言
を
意
図
的
に
使
い
分
け
た
。see

とw
atch

は
同
じ
対
象
物
を
眺
め
る
に
も
意
味
が

全
く
異
な
る
。
漫
然
と
み
る
行
為
と
目
的
を
持
っ
て
じ
っ
く
り
み
る
行
為
の
違
い
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
の
使
い
分
け
に
関
し
て
だ

け
は
筆
者
の
こ
だ
わ
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

史
料
引
用
に
お
け
る
表
記
は
基
本
的
に
旧
仮
名
遣
い
を
新
字
に
改
め
た
が
、
史
料
内
の
文
意
を
尊
重
し
て
旧
仮
名
遣
い
の
ま
ま
に

留
め
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
本
書
で
扱
う
史
料
に
は
筆
者
の
所
蔵
品
も
含
む
が
、
全
体
の
統
一
を
図
る
た
め
に
公
的
機
関
以
外
の

所
蔵
先
は
「
個
人
蔵
」
と
表
記
し
た
点
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

随
分
と
前
口
上
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
描
か
れ
た
祇
園
祭
の
悠
久
な
る
歴
史
に
分
け
入
り
、
そ
の
変
遷
を
描
か

れ
た
史
料
よ
り
巡
る
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

（
1
）
保
立
道
久
『
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱
―
―
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
』
岩
波
書
店

二
〇
一
二
年

一
四
〇
〜
一
四
五
頁

（
2
）
山
路
興
造
「
祇
園
御
霊
会
の
芸
能
―
―
馬
長
童
・
久
世
舞
車
・
鞨
鼓
稚
児
―
―
」（『
藝
能
史
研
究
』
九
十
四
号

一
九
八
六
年
、
後
に
同

『
京
都

芸
能
と
民
俗
の
文
化
史
』
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
九
年

に
再
録
）

（
3
）
河
内
将
芳
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』
思
文
閣
出
版

二
〇
〇
六
年

（
4
）
河
内
将
芳
「
祇
園
会
山
鉾
鬮
取
考
―
―
戦
国
時
代
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
」（
日
次
紀
事
研
究
会
編
『
年
中
行
事
論
叢
―
―
『
日
次
紀

事
』
か
ら
の
出
発
』
岩
田
書
院

二
〇
一
〇
年
、
後
に
同
『
祇
園
祭
の
中
世
―
―
室
町
・
戦
国
期
を
中
心
に
』
思
文
閣
出
版

二
〇
一
二
年

に
再
録
）

（
5
）
田
中
緑
紅
「
祇
園
邌
り
物
（
上
）・（
下
）」（『
京
都
』
三
巻
二
号
、
三
巻
三
号

一
九
三
六
年
）、
同
『
祇
園
ね
り
も
の
』
郷
土
趣
味
社

一
九
三
六
年
、
同
『
祇
園
祭
ね
り
も
の

上
・
下
』
京
を
語
る
会

一
九
六
〇
年
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図
」（
一
幅

城
南
（
6
）

宮
蔵
）
の
存
在
を
こ
こ
で
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
作

品
で
一
惠
が
見
立
て
た
祭
礼
名
と
、
現
在
の
研
究
に
お
け
る
祭
礼
名
は
大
き

く
乖
離
し
て
お
り
、「
祭
礼
図
」
と
い
う
対
象
が
は
っ
き
り
し
な
い
名
で
表

記
す
る
他
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
絵
巻
に
目
を
移
し
、「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
み
る
祇
園
会
の
様

子
を
探
る
こ
と
と
し
よ
う
。
巻
頭
は
邸
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
田
楽
の
光
景

で
あ
る
。
続
く
場
面
で
は
、
巨
大
な
吹
き
流
し
を
持
つ
子
ど
も
〔
図
1
〕、

大
き
な
笹
枝
や
御
幣
を
手
に
す
る
子
ど
も
〔
図
2
〜
4
〕
の
姿
が
多
く
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
笹
枝
や
御
幣
は
依
代
と
思
わ
れ
、
後
の
時
代
の
山
鉾

へ
と
繫
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
笹
枝
を
持
つ
子
ど
も
は
、
後
述
の

「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
（
六
幅

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
も
み
ら
れ
、
そ

の
後
近
世
に
入
る
と
次
第
に
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
描
か
れ
た
と
し
て

も
枝
が
小
振
り
で
簡
便
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
十
七
世
紀
後
半
制
作
の

「
祇
園
祭
礼
図
巻
」（
二
巻

永
青
文
庫
蔵
）
あ
た
り
を
境
に
徐
々
に
そ
の
姿

を
消
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
し
い
。
な
お
、
福
井
県
敦
賀
市
の
久
豆
彌
神
社

の
祭
礼
に
は
、
先
に
触
れ
た
「
年
中
行
事
絵
巻
」
模
本
に
み
ら
れ
る
大
き
な

吹
き
流
し
と
酷
似
し
た
も
の
が
現
在
で
も
出
さ
れ
て
お
り
〔
図
5
〕、
注
視

さ
れ
よ
う
。
若
狭
は
京
都
の
祭
礼
の
伝
播
を
考
え
る
上
で
注
視
せ
ね
ば
な
ら

な
い
地
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

図1
図1～3 「年中行事絵巻」模本 部分 京都市立芸術大学芸術資料館蔵

図2図3

第一章 祇園祭礼図の系譜と特質
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「
年
中
行
事
絵
巻
」
模
本
を
詳
細
に
眺
め
て
気
付

く
こ
と
と
し
て
、
駒
形
（
7
）

稚
児
が
描
か
れ
て
い
る
点
は

注
目
さ
れ
よ
う
〔
図
6
〕。
木
製
と
思
し
き
駒
形
を

胸
に
据
え
る
姿
は
後
世
の
祭
儀
に
み
る
駒
形
稚
児
そ

の
も
の
に
相
違
な
く
、
駒
形
稚
児
の
発
生
し
た
時
期

を
類
推
す
る
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
描
写
で
あ
る
。

幾
種
も
伝
わ
る
模
本
の
い
ず
れ
に
も
こ
の
稚
児
の
姿

は
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
近
世
の
模
写
の
段
階
で
新

た
に
描
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
点
は
明
ら
か

で
あ
る
。
駒
形
稚
児
に
関
す
る
文
献
史
料
は
乏
し
く
、

そ
の
発
生
と
展
開
に
つ
い
て
は
想
像
を
逞
し
く
せ
ざ

る
を
得
な
い
難
点
を
抱
え
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も

平
安
期
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
「
年
中
行
事
絵
巻
」

模
本
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
。
な
お
、
駒
形
稚
児
に
関

し
て
は
第
三
・
四
章
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

続
け
て
目
を
惹
く
の
は
、
馬
上
で
大
き
く
背
を
仰

け
反
ら
せ
て
田
楽
太
鼓
を
打
つ
男
の
姿
で
あ
る
〔
図

7
〕。
実
に
躍
動
感
に
満
ち
て
お
り
、
模
写
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
卓
抜
な
描
写
が
施
さ
れ

図4・6・7 「年中行事絵巻」模本 部分 京都市立芸術大学芸術資料館蔵

図4

図6

図5 久豆彌神社 祭礼 垣東敏博氏提供

図7

【山鉾巡行篇】
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て
い
る
。
そ
の
傍
ら
に
は
び
ん
ざ
さ
ら
を
打
ち
鳴
ら
す
男
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
8
〕。

び
ん
ざ
さ
ら
と
は
左
右
の
両
端
を
持
ち
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
よ
う
に
板
を
打
ち
合
わ
せ

て
音
を
出
す
楽
器
だ
が
、
こ
こ
で
も
先
に
み
た
田
楽
太
鼓
と
同
様
、
躍
動
感
に
充
ち
溢
れ

た
表
現
が
看
取
で
き
る
。
今
に
も
音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

そ
の
場
面
に
続
い
て
、
三
基
の
神
輿
が
渡
御
す
る
様
子
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
〔
図

9
〕、
牛
車
で
駈
け
つ
け
て
見
物
に
来
た
貴
人
の
姿
も
確
認
さ
れ
る
。
神
輿
行
列
が
渡
御

す
る
傍
ら
に
は
、
贅
を
尽
く
し
た
風
流
造
り
物
が
多
数
描
か
れ
て
い
る
。
狂
言
『
籤
罪

人
』
に
み
ら
れ
た
中
世
以
前
の
祇
園
会
の
豊
穣
な
世
界
が
窺
え
る
点
で
、
模
本
な
が
ら
貴

重
な
作
品
で
あ
る
。

神
輿
行
列
の
様
子
が
仔
細
に
描
か
れ
、
そ
の
祭
列
に
は
神
輿
の
他
、
剣
鉾
や
田
楽
、
獅

子
舞
、
王
の
舞
、
御
幣
、
真
榊
を
持
つ
人
々
〔
図
10
・
11
〕
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
加
え

て
い
え
ば
、
祭
列
見
物
に
興
じ
よ
う
と
集
ま
っ
た
群
衆
の
姿
も
数
多
く
描
か
れ
、
平
安
末

期
頃
の
祇
園
会
の
様
子
を
こ
の
絵
巻
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
数
あ
る
祭
礼
の

中
で
も
こ
の
「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
祇
園
会
が
重
点
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
後
白
河

法
皇
の
祭
礼
観
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
（
8
）

い
る
。

以
上
簡
略
な
が
ら
み
て
き
た
が
、「
年
中
行
事
絵
巻
」
模
本
は
山
鉾
登
場
以
前
の
祭
儀

を
視
覚
的
に
知
る
唯
一
の
手
掛
か
り
で
あ
る
。
異
本
の
（
9
）

存
在
も
幾
種
類
か
確
認
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
把
握
す
る
の
は
多
大
な
労
苦
を
伴
う
も
の
の
、「
年
中
行
事
絵

巻
」
模
本
の
諸
本
の
図
様
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
共
通
点
や
相
違
点
、
そ
し
て
そ
の
源
流

図8
図8・9 「年中行事絵巻」模本 部分 京都市立芸術大学芸術資料館蔵

図9

第一章 祇園祭礼図の系譜と特質
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天
保
三
年
壬
辰
夏
諸
父
老
相
謀
嘱
門
人
大
角
勤
臨
模
之

且
使
余
書
顕
其
上
庶
幾
足
欽
仰
数
百
年
前
之
威
儀
也

翌
年
癸
巳
夏
装
戌
因
千
此
記

東
暉

紀
廣
成
幷
外
題

こ
の
文
面
に
よ
る
と
、
長
刀
鉾
町
が
所
蔵
し
て
い
た
「
祇
園
会
古
図
」

の
破
損
が
酷
い
た
め
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
廣
成
が
模
写
し
、
新

た
に
制
作
し
な
お
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
巳
久
壊
裂
不
易
見
」
と
記
さ

れ
て
あ
る
よ
う
に
、
原
本
は
相
当
痛
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、

こ
の
原
本
の
現
存
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
廣
成
の
模
写
的
な
作
品
で
あ

る
も
の
の
、
画
面
左
上
端
の
悪
王
子
社
で
長
刀
を
拝
戴
す
る
光
景
は
、
他

の
作
例
に
見
い
だ
せ
な
い
描
写
で
あ
り
、
中
世
祇
園
社
の
大
政
所
の
様
子

を
窺
い
知
る
好
例
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
す
べ
き
点
は
、
原
本
の
破
損
が
相
当
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
廣
成
本
は
そ
の
面
影
す
ら
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
冷
泉
為
恭
（
一
八
二
三
〜
六
四
）
は
古
画
を
数
多
く

模
写
し
て
い
る
が
、
虫
食
い
や
欠
損
の
箇
所
な
ど
は
、
原
本
の
損
傷
状
態

ま
で
正
確
に
模
写
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
例
が
殆
ど
で
あ
る
。
廣
成
本
は

箱
書
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
特
殊
な
経
緯
で
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
廣
成
は
新
た
に
制
作
し
直
す
際
、

お
そ
ら
く
は
鉾
町
に
伝
わ
る
伝
承
や
文
書
類
を
参
照
し
つ
つ
、
制
作
に
臨

図6
図6・7 紀廣成筆「祇園社大政所絵図」模本・箱書 長刀鉾保存会蔵

図7 （箱書）
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ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

祇
園
社
の
大
政
所
を
描
く
作
品
と
し
て
は
、「
祇
園
社
大
政
所
絵
図
屛
風
」（
二
曲
一
隻

個
人
蔵

以
下
、
個
人
蔵
本
と
（
26
）

略
称
）

が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
廣
成
本
と
個
人
蔵
本
の
両
作
品
と
も
に
、
画
面
中
心
か
ら
向
か
っ
て
右
に
少
し
構
図
の
中
心
を
ず
ら
し
、

鳥
居
を
大
き
く
配
し
た
画
面
構
成
が
目
を
引
く
。「
六
道
珍
皇
寺
参
詣
曼
荼
羅
図
」（
一
幅

六
道
珍
皇
寺
蔵
）
が
境
内
を
画
面
中
央

に
大
き
く
配
し
て
全
体
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
意
識
と
は
別
趣
で
あ
る
。
ま
た
、
門
前
の
茶
屋
が
建
ち
並
び
、
多
く
の
参
詣
者
で

賑
わ
う
様
子
を
描
く
点
も
共
通
し
て
お
り
、
廣
成
本
と
個
人
蔵
本
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

廣
成
本
と
個
人
蔵
本
を
詳
細
に
比
較
し
た
際
に
気
付
く
点
を
以
下
に
挙
げ
よ
う
。
個
人
蔵
本
に
は
、
大
政
所
の
境
内
に
全
体
を
白

く
塗
ら
れ
た
三
つ
の
山
型
の
石
ら
し
き
も
の
が
置
か
れ
て
あ
る
〔
図
8
〕。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
判
然
と
し
な
か
っ
た

が
、
廣
成
本
で
同
じ
箇
所
を
み
る
と
、
三
尊
石
で
あ
る
こ
と
が
よ
う
や
く
わ
か
る
の
で
あ
る
〔
図
9
〕。
廣
成
本
の
原
本
が
確
認
さ

れ
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
想
像
を
逞
し
く
す
る

し
か
な
い
の
だ
が
、
両
作
品
が
深
い
関
連
性
を
示

す
点
が
わ
か
っ
た
以
上
、
廣
成
本
の
原
本
も
個
人

蔵
本
の
よ
う
に
、
全
体
が
白
く
塗
ら
れ
た
だ
け
で

処
理
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
一
概
に
は
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

紀
廣
成
が
模
写
し
た
過
程
を
勘
案
す
れ
ば
、
神

宮
本
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
う
だ
つ
の
あ
る
町
家

の
例
を
出
せ
ば
、
傷
み
が
激
し
い
箇
所
は
、
模
写

す
る
際
に
模
写
時
当
代
の
時
世
粧
、
新
た
に
得
た

図8 「祇園社大政所絵図屛風」 部分 個人蔵

図9 紀廣成筆「祇園社大政所絵図」模本
部分 長刀鉾保存会蔵

第二章 神宮文庫蔵「祇園祭之図」について
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情
報
を
描
き
加
え
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
。
模
写
時
の
絵
師
の
環
境
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
対
し
て
常
に
目
を

配
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

景
観
年
代
が
即
座
に
制
作
年
代
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
鉾
の
曳
手
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
モ
チ
ー
フ
の
新
旧
混
在
と
い
う

問
題
も
含
め
て
、
神
宮
本
の
美
術
史
的
な
位
置
付
け
は
今
後
の
風
俗
画
研
究
の
大
き
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
先
後
関
係
に
難
が
あ
る

モ
チ
ー
フ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
が
、
神
宮
本
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
問
題
を
解
く
に
当
た
っ
て
は
、
先
に
触
れ
た
模
写
は
も
ち
ろ
ん
、
粉
本
の
利
用
や
流
派
を
越
え
た
図
様
の
共
有
を
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
多
少
な
り
と
も
粉
本
を
援
用
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
し
、
屛
風
の
よ
う
な
大
画
面
、
な

か
で
も
風
俗
画
の
制
作
に
お
い
て
は
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
、「
月
次
風
俗
図
屛
風
」（
八
曲
一
隻

東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
と
「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
の
図

様
に
類
似
点
を
幾
つ
か
見
い
だ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
（
27
）

れ
る
。「
月
次
風
俗
図
屛
風
」
は
、
や
や
土
着
的
と
も
い
え
る
描
法
が
目
立
ち
、

狩
野
派
や
土
佐
派
と
い
っ
た
正
系
の
絵
師
の
作
と
は
い
い
難
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
流
派
を
超
え
て
モ
チ
ー
フ
が
共
有
さ
れ
て

い
た
事
例
も
あ
り
、
神
宮
本
の
場
合
に
お
い
て
も
他
派
の
古
図
を
一
部
参
考
に
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
あ
り
う
る
。
現

代
の
我
々
が
考
え
る
以
上
に
、
中
世
絵
画
の
世
界
に
お
い
て
は
、
モ
チ
ー
フ
共
有
の
自
在
性
と
で
も
い
う
べ
き
豊
穣
な
制
作
環
境
が

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
狩
野
派
内
に
お
い
て
も
、
古
画
を
参
照
し
て
新
た
な
風
俗
画
が
制
作
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
作
品
が
み
ら
れ
、
神
宮
本
の
成

立
時
期
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
事
例
が
あ
る
。
歴
博
乙
本
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

以
下
、
歴
博
乙
本
と
略
称
）
は
そ
の
発
見
以
来
、
初
期
洛
中
洛
外
図
の
典
型
的
な
作
例
と
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年

は
異
論
が
出
て
お
り
、
狩
野
派
の
残
し
た
古
図
を
参
考
に
し
て
狩
野
宗
秀
（
一
五
五
一
〜
一
六
〇
一
）
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
桃
山
後

期
の
擬
古
作
で
あ
る
、
と
問
題
提
起
さ
れ
て
（
28
）

い
る
。

【山鉾巡行篇】
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以
上
、
風
俗
画
に
お
け
る
模
写
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
取
り
留
め
の
な
い
ま
ま
に
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
一
見
し
て
オ
リ
ジ
ナ

ル
と
み
え
る
図
様
で
も
粉
本
や
古
図
を
援
用
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
神
宮
本
に
つ
い
て
今
後
考
え
る
際
は
こ
う
い
っ
た
点
に
留
意

す
べ
き
必
要
性
を
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六

祇
園
祭
礼
図
研
究
の
視
界

山
鉾
巡
行
や
神
輿
の
祭
列
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
文
献
で
は
窺
い
知
れ
な
い
中
世
の
豊
穣
な
祇
園
会
の
有
様
が
垣
間
み
ら
れ

る
点
で
は
、
神
宮
本
は
貴
重
な
絵
画
史
料
と
い
っ
て
よ
い
。
中
世
祇
園
会
の
様
子
を
大
き
く
描
く
「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
で
す
ら
、

神
輿
渡
御
の
姿
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歴
博
甲
本
や
上
杉
本
と
い
っ
た
初
期
洛
中
洛
外
図
に
は
、
そ
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
も
の
の
、
点
景
と
し
て
小
さ
く
描
か
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
神
輿
渡
御
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
二
点
の
「
祇
園
社
大
政
所
絵

図
」
以
外
で
は
、「
年
中
行
事
絵
巻
」
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
有
様
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て

は
、
神
宮
本
の
描
写
内
容
を
今
後
精
査
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
な
中
世
の
祇
園
会
の
全
体
像
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
い
っ
た
持
続
的
な
作
業
に
伴
い
、
祇
園
祭
礼
図
研
究
の
視
界
は
広
が
り
を
持
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。

「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
の
祇
園
会
表
現
は
俯
瞰
的
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
真
正
面
か
ら
山
鉾
が
近
接
拡
大
さ
れ
て
大
き
く
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
視
点
が
神
宮
本
と
共
通
す
る
の
は
興
味
深
い
。
俯
瞰
的
に
町
並
み
を
描
出
す
る
歴
博
甲
本
以
降
の
都
市
風
俗
図
と
は
一
線

を
画
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
は
、
一
〜
五
月
の
景
色
は
俯
瞰
的
に
描
き
な
が
ら
も
、

六
月
の
祇
園
会
の
箇
所
の
み
真
正
面
か
ら
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
月
の
行
事
や
祭
礼
の
表
現
と
は
全
く
異
な
っ
て
（
29
）

い
る
。
神

宮
本
の
図
様
成
立
を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
構
図
の
共
通
性
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
祇
園
会
を
大
き
く
扱
う
絵
画
史
料
に
限
っ
て
い
え
ば
、
各
作
品
の
制
作
時
期
を

勘
案
し
て
時
系
列
に
並
べ
て
み
る
と
、「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
か
ら
神
宮
本
へ
、
そ
し
て
サ
ン
ト
リ
ー
本
、
出
光
本
へ
と
絵
師
の
視
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点
が
次
第
に
高
く
な
っ
て
い
っ
た
、
と
考
え
れ
ば
ま
さ
に
合
点
が
い
く
。
神
宮
本
を
よ
り
俯
瞰
的
に
描
く
と
、
出
光
本
の
画
面
構
成

に
近
似
す
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。

『
実
隆
公
記
』
の
「
京
中
」
を
描
く
屛
風
が
、
ど
の
よ
う
な
図
様
で
あ
っ
た
の
か
を
神
宮
本
は
想
像
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
祇
園

祭
礼
図
の
祖
型
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
さ
せ
る
作
品
が
出
現
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

洛
中
洛
外
図
の
一
部
分
を
近
接
拡
大
し
て
、
阿
国
歌
舞
伎
図
や
四
条
河
原
遊
楽
図
、
豊
国
祭
礼
図
な
ど
新
た
な
時
世
粧
を
単
独
で

描
く
画
題
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
祇
園
祭
礼
図
の
場
合
で
い
え
ば
、
祇
園
会
そ
の
も
の
は
平
安

期
か
ら
挙
行
さ
れ
続
け
て
お
り
、
平
安
期
の
「
年
中
行
事
絵
巻
」
巻
九
に
早
々
と
一
巻
単
独
の
画
題
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
初
期
に
初
め
て
登
場
し
た
事
象
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
同
一
線
上
で
論
じ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

祇
園
祭
礼
図
が
洛
中
洛
外
図
か
ら
派
生
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
成
立
以
前
に
祇
園
祭
礼
図
屛
風
が
存
在

し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
神
宮
本
は
、
そ
う
い
っ
た
中
世
の
祇
園
会
を
単
独
で
描
く
絵
画
作
品

の
有
様
を
窺
い
知
る
点
に
お
い
て
、
甚
だ
稀
少
な
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

京
都
と
い
う
町
が
復
興
す
る
に
従
っ
て
、
俯
瞰
的
に
町
そ
の
も
の
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
構
図
が
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
時
代
の
潮
流
の
も
と
に
洛
中
洛
外
図
と
い
う
新
た
な
画
題
は
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
は

あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
誕
生
に
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
月
次
風
俗

図
扇
面
流
図
屛
風
」（
六
曲
一
隻

光
円
寺
蔵
）
や
「
洛
中
洛
外
図
帖
」（
一
帖

奈
良
県
立
美
術
館
蔵
）
の
よ
う
な
祭
礼
や
年
中
行

事
を
描
く
元
信
印
を
伴
う
扇
面
画
や
（
30
）

画
帖
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
祇

園
会
を
描
く
屛
風
か
ら
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
点
を
念
頭
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
神
宮
本
の
原
本
の
正
確
な
制
作
時
期
を
特
定
す
る
に
は
、
今
後
の
各
分
野
か
ら
の
詳
し
い
研
究
を
俟
つ
ほ
か
な
い
が
、
管

見
で
は
十
六
世
紀
前
半
、
つ
ま
り
は
祇
園
会
が
応
仁
の
乱
か
ら
よ
う
や
く
再
興
し
た
時
期
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
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い
。
こ
れ
は
、『
実
隆
公
記
』
の
「
画
京
中
」
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
り
の
な
い
時
期
に
相
当
す
る
。
た
だ
し
、『
実
隆
公
記
』
の
屛
風
は

「
土
佐
刑
部
大
輔
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
土
佐
光
信
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
宮
本
の
原

本
は
狩
野
派
と
思
わ
れ
る
た
め
、「
画
京
中
」
の
屛
風
と
は
別
の
作
品
で
あ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
、
正
信
（
一
四
三
四
〜
一
五
三
〇
）
や
元
信
（
一
四
七
六
〜
一
五
五
九
）
の
周
辺
で
こ
う
い
っ
た
祭
礼
図
屛
風
が
制
作

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
て
実
に
興
味
深
い
事
例
と
な
り
、
初
期
狩
野
派
の
画
域
の
広
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
扇
面
画

や
画
帖
と
い
っ
た
小
画
面
と
は
い
え
、
祭
礼
や
年
中
行
事
を
数
多
く
描
く
作
品
を
元
信
工
房
が
手
が
け
て
い
た
点
を
勘
案
す
れ
ば
、

神
宮
本
の
よ
う
な
祭
礼
図
屛
風
の
大
作
を
初
期
狩
野
派
が
制
作
し
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

風
俗
画
の
担
い
手
は
室
町
幕
府
の
衰
退
に
伴
い
、
土
佐
派
か
ら
狩
野
派
へ
と
移
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
狩
野
派
が
土
佐

派
の
作
品
を
学
習
し
、
そ
し
て
模
倣
し
た
結
果
、
神
宮
本
の
よ
う
な
屛
風
の
大
作
を
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

室
町
後
期
の
狩
野
派
は
、
土
佐
派
の
絵
師
と
積
極
的
に
交
流
し
、
そ
れ
を
越
え
よ
う
と
貪
欲
に
そ
の
画
風
や
図
様
を
自
派
に
取
り

込
も
う
と
し
て
い
た
ふ
し
が
（
31
）

あ
る
。
そ
う
い
っ
た
画
壇
背
景
を
考
え
れ
ば
、
土
佐
光
信
の
描
い
た
「
京
中
」
を
描
い
た
屛
風
の
図
様

を
始
め
、
土
佐
派
の
祭
礼
絵
巻
の
古
画
を
学
習
し
、
そ
れ
ら
を
模
倣
し
て
新
た
な
絵
画
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ

ろ
う
。
神
宮
本
の
図
様
構
成
は
、
そ
う
い
っ
た
片
鱗
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
モ
チ
ー
フ
の
新
旧
混
在
は
、
こ
う
い
っ

た
所
に
由
縁
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
宮
本
は
、
狩
野
派
画
人
の
風
俗
画
の
新
し
い
傾
向
を
示
し
た
作
品
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可

能
か
も
し
れ
な
い
。
洛
外
か
ら
洛
中
へ
と
絵
師
の
関
心
が
推
移
し
始
め
た
時
期
に
も
近
く
、
そ
の
頃
の
中
央
画
壇
の
動
向
を
推
測
す

る
に
余
り
あ
る
作
例
で
も
（
32
）

あ
る
。

お
わ
り
に

模
本
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
神
宮
本
が
極
め
て
史
料
的
な
価
値
に
富
ん
で
い
る
の
は
、
そ
の
原
本
の
制
作
年
代
が
少
な
く
と
も
十
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六
世
紀
前
半
に
ま
で
遡
り
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
描
写
内
容
が
他
例
に
み
ら
れ
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
祇
園
会
が
中
世
か

ら
近
世
へ
と
展
開
す
る
際
の
様
相
を
伝
え
る
遺
例
と
し
て
、
神
宮
本
の
価
値
は
非
常
に
高
い
も
の
と
い
（
33
）

え
る
。

神
宮
本
は
『
実
隆
公
記
』
の
「
京
中
」
を
描
く
屛
風
が
ど
う
い
っ
た
図
様
で
あ
っ
た
の
か
を
推
測
す
る
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、「
月
次
祭
礼
図
」
模
本
の
祇
園
会
表
現
を
抽
出
し
、
大
画
面
に
展
開
し
た
も
の
が
、
神
宮
本
の
よ
う
な

作
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
本
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
想
像
を
逞
し
く
し
た
だ
け
で
憶
測
の

域
を
出
な
い
も
の
の
、
両
作
品
の
原
本
が
歴
博
甲
本
に
先
行
し
、
祭
礼
表
現
が
中
核
主
題
と
し
て
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
以
上
、
祇

園
会
を
主
題
と
す
る
屛
風
が
制
作
さ
れ
る
下
地
は
、
歴
博
甲
本
の
誕
生
以
前
に
整
っ
て
い
た
と
み
る
他
な
い
だ
ろ
う
。
神
宮
本
の
出

現
は
そ
う
い
っ
た
推
測
を
後
押
し
で
き
る
も
の
と
管
見
で
は
考
え
て
い
る
。
い
わ
ば
、
近
世
初
期
風
俗
画
の
発
端
を
、
神
宮
本
に
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
で
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
術
史
の
み
な
ら
ず
、
芸
能
史
や
文
化
史
、
宗
教
史
、
都
市
史
な
ど
様
々
な
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
神
宮
本
へ
今
後
な
さ
れ

る
こ
と
を
祈
念
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
中
世
京
都
の
諸
相
に
つ
い
て
新
た
な
視
界
が
開
け
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
そ
の
足
掛
か
り
と
な
れ
ば
こ
れ
以
上
幸
い
な
こ
と
は
な
い
。

な
に
ぶ
ん
、
歴
博
甲
本
以
前
の
時
期
の
中
世
京
都
が
い
か
な
る
様
相
を
示
す
都
市
の
姿
で
あ
っ
た
か
は
、
絵
画
史
料
に
乏
し
い
た

め
、
歴
博
甲
本
の
描
写
内
容
の
み
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
歴
博
甲
本
の
描
写
内
容
が
正
し
い
か
否

か
の
議
論
は
殆
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
隔
靴
掻
痒
と
い
っ
た
感
で
は
あ
っ
た
が
、
比
較
材
料
が
な
か
っ
た
た
め

に
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
神
宮
本
の
出
現
に
よ
っ
て
比
較
検
討
す
る
作
業
が
よ
う
や
く
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
作
業

過
程
に
お
い
て
は
、
歴
博
甲
本
の
景
観
描
写
に
つ
い
て
考
え
直
す
余
地
が
浮
上
す
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
中
世
京

都
の
祇
園
会
を
視
覚
的
に
捉
え
直
し
、
再
考
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
裾
野
が
広
が
っ
た
点
は
有
意
義
と
い
え
る
。
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（
1
）
請
求
記
号
（
特
殊
本

一
門

4
8
6
7
）
神
宮
司
庁
編
『
和
書
総
目
録
―
―
神
宮
文
庫
所
蔵
』
戎
光
祥
出
版

二
〇
〇
五
年

二
六

二
頁な

お
、
神
宮
文
庫
の
所
蔵
作
品
は
、
貴
重
書
（
国
宝
や
重
要
文
化
財
な
ど
）、
特
殊
本
（
絵
巻
な
ど
）、
一
般
書
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
お

り
、
貴
重
書
と
特
殊
本
の
閲
覧
は
事
前
予
約
が
必
要
で
あ
る
。
神
宮
本
は
特
殊
本
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
武
田
恒
夫
「
概
説
」（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
』
角
川
書
店

一
九
六
六
年
）、
同
『
日
本
の
美
術

二
十

近
世
初
期
風
俗

画
』
至
文
堂

一
九
六
七
年

（
3
）
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
神
宮
本
の
位
置
付
け
作
業
の
結
果
、
近
時
拙
稿
に
て
開
陳
し
た
論
を
修
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
幾
つ
か
あ
っ
た

こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
拙
稿
執
筆
時
に
は
神
宮
本
は
未
見
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
拙
稿
「
祇
園
祭
礼
図
の
系
譜
と

特
質
」（
植
木
行
宣
・
田
井
竜
一
編
『
祇
園
囃
子
の
源
流
―
―
風
流
拍
子
物
・
鞨
鼓
稚
児
舞
・
シ
ャ
ギ
リ
』
岩
田
書
院

二
〇
一
〇
年
）

（
4
）
拙
稿
「
京
都
国
立
博
物
館
蔵

祇
園
祭
礼
図
屛
風

の
史
的
位
置
」（『
美
術
史
』
一
五
四
冊

二
〇
〇
三
年
）

（
5
）
な
お
、
本
稿
執
筆
に
当
た
り
、
神
宮
文
庫
よ
り
二
枚
の
み
の
図
版
掲
載
が
許
可
さ
れ
た
。
本
来
な
ら
ば
、
作
品
紹
介
と
い
う
本
稿
の
性
格

上
、
精
細
な
部
分
図
版
を
多
く
用
い
て
、
作
品
の
位
置
付
け
を
試
み
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
旨
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

（
6
）
泉
万
里
「
風
俗
画
の
中
世
―
―
月
次
祭
礼
図
模
本
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
が
語
る
こ
と
」（『
東
洋
美
術
研
究
史
研
究
の
展
望
』
一
九
九

七
年
）、
同
「
月
次
祭
礼
図
模
本
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
に
つ
い
て
」（『
國
華
』
一
二
三
〇
号

一
九
九
八
年
）

（
7
）
土
居
次
義
「
祇
園
会
図
に
就
い
て
」（
土
居
次
義
『
日
本
近
世
絵
画
攷
』
桑
名
文
星
堂

一
九
四
四
年
）、
武
田
恒
夫
ほ
か
編
『
日
本
屛
風

絵
集
成

十
三

風
俗
画

祭
礼
・
歌
舞
伎
』
講
談
社

一
九
七
八
年
、
赤
井
達
郎
・
中
島
純
司
編
『
近
世
風
俗
図
譜

八

祭
礼
（
一
）』

小
学
館

一
九
八
二
年

（
8
）「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
松
茂
美
編
『
日
本
の
絵
巻

八

年
中
行
事
絵
巻
』
中
央
公
論
社

一
九
八
七
年
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
『
月
次
絵
―
―
十
二
ヶ
月
の
風
物
詩
』
展
図
録

一
九
九
五
年
、
國
賀
由
美
子
「
祭
礼
図
の
系
譜
に

関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
鹿
島
美
術
研
究
』
年
報
別
冊
二
十
号

二
〇
〇
三
年
）

（
9
）
拙
稿
前
掲
註
（
3
）
お
よ
び
拙
稿
前
掲
註
（
4
）
論
考
参
照

（
10
）
神
宮
文
庫
や
紀
州
藩
藩
校
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
に
詳
し
い
。『
神
宮
文
庫
図
書
解
題

一

神
宮
文
庫
沿
革
資
料
』
神
宮
司
庁

一

九
三
四
年
、
松
下
忠
「
紀
州
藩
文
庫
に
つ
い
て
」（
和
歌
山
大
学
附
属
図
書
館
真
砂
町
分
館
編
『
紀
州
藩
文
庫
目
録
―
―
和
歌
山
大
学
附
属

第二章 神宮文庫蔵「祇園祭之図」について
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第
一
章

も
う
一
つ
の
祇
園
祭
〈
祇
園
ね
り
も
の

近
世
篇
〉

一
「
大
坂
京
都
名
物
合
見
立
」
―
―
摺
物
が
語
る
ね
り
も
の
―
―

こ
こ
に
一
枚
の
摺
物
が
あ
る
〔
図
1
〕。
二
十
二
・
一
×
十
六
・
三
セ
ン
チ
と
実
に
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
摺
物
の
最
上
部
に

「
大
坂
京
都
名
物
合
見
立
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
作
品
名
と
わ
か
る
。
行
事
や
羽
二
重
、
勧
進
元
な
ど
が
書
か
れ
た
中
央
の

「
柱
」
を
挟
み
、
向
か
っ
て
右
半
分
の
「
東
方
」
に
大
坂
の
名
物
を
、
そ
し
て
向
か
っ
て
左
半
分
の
「
西
方
」
に
京
都
の
名
物
を
列

挙
し
て
い
る
。
そ
の
数
は
東
方
の
大
坂
側
が
六
十
三
、
西
方
の
京

都
側
も
同
じ
く
六
十
三
、
計
一
二
六
も
の
名
物
が
小
さ
な
摺
物
に

び
っ
し
り
と
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
摺
物
は
大
坂
と
京
都
の

両
都
市
の
名
物
を
相
撲
の
番
附
に
模
し
た
見
立
番
附
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

版
行
さ
れ
た
時
期
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
天
保
か
ら
嘉
永
年
間

の
頃
を
想
定
し
て
ひ
と
ま
ず
問
題
な
か
ろ
う
。
塩
屋
喜
兵
衛
の
出

版
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
人
物
は
大
坂
心
斎
橋
の
博
労
町
に
店
を

構
え
た
書
肆
兼
草
紙
屋
で
あ
る
。
後
に
塩
屋
か
ら
河
内
屋
に
屋
号

図1 「大坂京都名物合見立」個人蔵
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を
変
え
、
河
内
平
七
の
名
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
改
名
後
に

「
大
坂
京
都
名
物
合
見
立
」
は
、
他
の
多
数
の
摺
物
と
合
わ
せ
一
括
し
て

冊
子
化
さ
れ
、『
浪
花
み
や
げ
』
の
名
で
改
め
て
広
く
売
り
出
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
『
浪
花
み
や
げ
』
は
国
立
国
会
図
書
館
や
大
阪
市
立
中
央

図
書
館
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
の
う
ち
、
収
載
さ
れ
た
摺
物
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
（
1
）

い
る
。
版
を
重
ね
て
数
度
に
渡
り
出
版
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ

だ
け
需
要
の
多
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

「
大
坂
京
都
名
物
合
見
立
」
は
先
に
触
れ
た
通
り
、
大
坂
と
京
都
の
名
物
を
文
字
通
り
相
撲
の
番
附
に
模
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が

な
か
な
か
面
白
い
。
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
眺
め
て
両
都
市
の
名
物
を
あ
れ
か
こ
れ
か
と
思
い
を
巡
ら
し
た
り
、「
ど
う
し
て
こ
れ
が
？
」

と
選
定
基
準
の
現
代
と
の
違
い
に
驚
い
て
い
る
と
、
時
間
が
み
る
み
る
流
れ
て
し
ま
う
。
相
撲
の
番
附
に
倣
っ
て
い
る
と
は
い
え
、

好
角
家
で
な
く
と
も
こ
の
摺
物
は
み
て
い
る
だ
け
で
も
楽
し
い
。
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
幕
末
の
大
坂
や
京
都
の
名
物
に
思
い
を
馳
せ
、

束
の
間
の
夢
に
浸
る
。
摺
物
と
と
も
に
時
間
旅
行
が
で
き
る
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。
行
け
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
の
大
坂
や

京
都
へ
行
っ
て
み
た
い
、
と
思
わ
せ
る
だ
け
で
も
、
こ
の
摺
物
は
十
分
に
価
値
が
あ
る
。

枕
が
ど
う
も
長
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
摺
物
の
詳
細
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

「
住
吉

汐
干
」
と
「
ぎ
を
ん

山
鉾
」
が
両
都
市
の
筆
頭
大
関
で
あ
る
。
以
下
関
脇
に
「
今
宮

十
日
戎
」「
ふ
し
み

初
午
市
」、

そ
し
て
小
結
に
「
こ
う
ら
い
ば
し

と
ら
や
饅
頭
」「
か
ら
す
丸

道
喜
粽
」
と
続
く
。
こ
の
よ
う
に
両
都
市
の
名
物
が
並
ぶ
の
だ

が
、
番
付
が
下
位
に
な
る
に
従
い
、
文
字
も
小
さ
く
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
逐
一
読
む
だ
け
で
も
一
苦
労
な
の
だ

が
、
そ
れ
に
め
げ
ず
そ
の
後
も
順
々
に
目
を
や
る
と
、
西
二
段
目
十
三
枚
目
に
「
ぎ
を
ん
町

ね
り
も
の
」〔
図
2
〕
と
あ
る
こ
と

図2 「大坂京都名物合見立」部
分 個人蔵
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に
気
付
く
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
大
坂
側
は
「
い
な
り

み
こ
し
た
い
こ
」
で
あ
り
、
玉
造
稲
荷
神
社
の
祭
礼
を
指
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
「
ぎ
を
ん
町

ね
り
も
の
」
と
は
一
体
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
詳
し
く
紐
解
い
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

二

近
世
の
祭
礼
に
み
る
ね
り
も
の

こ
の
摺
物
を
理
解
す
る
に
は
、「
ね
り
も
の
」
に
つ
い
て
ま
ず
は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
試
み
に
手
元
の
『
角
川
古
語
大

（
2
）

辞
典
』
で
「
ね
り
も
の
」
を
引
く
と
、

つ
く
り
も
の

ね
り
も
の
【
邌
物
・
練
物
】
祭
礼
の
際
、
町
内
を
練
り
歩
く
行
列
。
趣
向
を
凝
ら
し
た
扮
装
を
し
た
り
、
作
物
を
出
し
た
り

す
る
。

と
記
さ
れ
て
あ
る
。
文
字
通
り
そ
の
ま
ま
解
釈
し
、
山
鉾
や
山
車
な
ど
の
祭
列
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
随
行
す
る
祭
礼
行
列
の
姿
を

想
像
す
れ
ば
大
き
な
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お
、「
作
物
」
と
は
祭
礼
の
際
に
仮
設
で
拵
え
た
人
工
的
な
造
形
物
の
こ
と
を
指

し
、「
造
り
物
」
や
「
つ
く
り
も
の
」
な
ど
と
表
記
す
る
場
合
も
（
3
）

あ
る
。

な
お
、「
ね
り
も
の
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
だ
が
、「
邌
」
の
字
を
使
用
す
べ
き
と
声
高
に
主
張
す
る
（
4
）

論
者
も
お
り
、
そ
の
主
張

は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
は
こ
の
字
が
一
般
的
で
は
な
い
点
を
鑑
み
る
と
と
も
に
、
祇
園
ね
り
も
の
研
究
の
先
学
、

田
中
緑
紅
の
著
作
に
敬
意
を
払
い
、
本
書
で
は
「
ね
り
も
の
」
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
史
料
や
論
考
の
引
用

の
際
は
そ
の
限
り
で
な
い
。

つ
い
で
江
戸
期
の
絵
画
や
文
学
を
紐
解
き
、
実
際
に
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ね
り
も
の
の
語
例
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
作
業
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
祭
礼
に
お
け
る
ね
り
も
の
へ
の
想
像
力
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

洛
中
洛
外
図
や
祇
園
祭
礼
図
は
近
世
を
通
じ
て
数
多
く
描
か
れ
、
祇
園
会
の
姿
が
何
ら
か
の
形
で
活
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
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ね
り
も
の
行
列
が
描
か
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
近
世
祇
園
会
の
実
相
を
知
る
う
え
で
不
可
欠
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
慶
長
期
の
狩
野
派
に
よ
る
「
祇
園
祭
礼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

出
光
美
術
館
蔵
）
に
は
、
母
衣
武
者
や
南
蛮
仮
装
の
姿

を
し
た
人
々
の
行
列
が
描
か
れ
て
お
り
、
背
中
の
大
き
な
母
衣
は
実
に
色
鮮
や
か
で
眩
し
く
、
祭
礼
に
華
を
添
え
て
い
る
様
子
が
窺

わ
れ
る
。
ま
た
「
祇
園
祭
礼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

京
都
国
立
博
物
（
5
）

館
蔵
）
は
寛
永
期
前
半
の
作
と
し
て
知
ら
れ
、
四
八
四
一
人

も
の
大
多
数
の
人
物
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
左
隻
第
三
扇
目
の
「
こ
れ
よ
り
町
屋
の
ね
り
も
の
」
と
書
か
れ
た
貼

札
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
揃
い
の
華
麗
な
衣
装
に
身
を
包
み
、
笹
や
扇
を
手
に
し
た
女
性
の
列
が
延
々
と
描
か
れ
て
お
り
、
実
に
壮
麗

な
ね
り
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
町
屋
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
る
あ
た
り
、
山
鉾
町
か
ら
出
さ
れ
た
ね
り
も
の
と
み
て

よ
く
、
上
層
町
衆
の
経
済
力
の
豊
か
さ
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。

江
戸
の
祭
礼
を
描
く
絵
画
に
も
目
を
移
し
て
み
た
い
。「
江
戸
天
下
祭
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

個
（
6
）

人
蔵
）
は
、
明
暦
の
大
火
以
前

に
遡
る
ご
く
初
期
の
山
王
祭
を
描
く
作
品
で
あ
る
。
画
面
全
体
に
酷
い
ヤ
ケ
が
目
立
つ
も
の
の
、
各
町
か
ら
出
さ
れ
た
風
流
ね
り
も

の
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
点
が
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
城
内
を
ね
り
歩
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
た
め
、
天

下
祭
の
異
称
を
持
っ
た
山
王
祭
の
規
模
の
大
き
さ
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

「
神
田
明
神
御
祭
礼
御
用
御
雇
祭
絵
巻
」（
六
巻

国
立
国
会
図
書
（
7
）

館
蔵
）
に
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
政
八
年
（
一
八

二
五
）
の
神
田
祭
の
御
雇
祭
を
描
く
絵
巻
で
歌
川
派
の
絵
師
の
手
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。
山
車
（
近
世
に
お
け
る
表
記
は
「
出
し
」）

の
ね
り
も
の
が
六
巻
も
の
大
部
の
絵
巻
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
後
期
に
は
実
に
華
麗
な
祭
儀
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
絵

巻
か
ら
確
認
で
き
る
。

そ
の
他
の
祭
礼
で
い
え
ば
、
賀
茂
祭
や
住
吉
祭
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
、
さ
ら
に
は
長
崎
く
ん
ち
や
八
代
妙
見
祭
、
そ
し
て
各
地
の

東
照
宮
な
ど
の
祭
礼
を
描
く
絵
巻
や
屛
風
に
も
ね
り
も
の
行
列
が
み
ら
れ
る
。
京
都
や
江
戸
だ
け
で
な
く
、
近
世
祭
礼
に
お
け
る
ね

り
も
の
の
裾
野
は
全
国
的
に
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

【祇園ねりもの篇】
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そ
れ
で
は
続
い
て
近
世
文
学
に
み
る
ね
り
も
の
の
語
例
を
み
た
い
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
刊
の
貞
室
（
一
六
一
〇
〜
七
三
）

『
玉
海
集
』
巻
第
二

夏
（
8
）

之
部
に
、

ま
つ
り
の
ね
り
も
の
を
み
て

摂
州
大
坂
梶
山
氏

手
に
さ
け
て
ね
る
は
た
か
子
そ
奈
良
団
扇

保

友

と
あ
る
他
、
井
原
西
鶴
（
一
六
四
二
〜
九
三
）『
好
色
一
代
男
』
（
9
）

巻
五
に
、

世
之
介
も
今
は
堪
忍
な
ら
ず
、
表
へ
出
れ
ば
、「
京
よ
り
結
構
な
る
い
せ
参
り
が
あ
る
は
」
と
、
門
立
ち
さ
わ
ぎ
、
練
物
を
み

る
ご
と
く
ぞ
か
し
。

と
あ
り
、
俳
諧
や
浮
世
草
子
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
あ
た
り
、
近
世
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
ね
り
も
の
が
身
近
な
存
在
で
馴
染
み
の

深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
以
上
の
確
認
よ
り
、
近
世
に
お
け
る
ね
り
も
の
の
基
本
情
報
は
こ
れ
で
理
解
で
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

橘
日
泉
筆
「
祇
園
祭
礼
風
俗
図
巻
」
に
み
る
神
輿
洗
と
お
迎
提
灯

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
祇
園
は
京
都
の
み
な
ら
ず
日
本
を
代
表
す
る
花
街
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
寛
文
十
年
（
一
六

七
〇
）
の
鴨
川
堤
大
改
修
に
よ
り
、
鴨
東
の
外
六
町
（
弁
財
天
町
・
常
盤
町
・
二
十
一
軒
町
・
中
之
町
・
川
端
町
・
宮
川
筋
一
丁

目
）
が
開
か
れ
、
四
条
河
原
町
周
辺
が
発
展
し
た
。
そ
の
後
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
内
六
町
（
元
吉
町
・
末
吉
町
・
清
本

町
・
富
永
町
・
橋
本
町
・
林
下
町
）
が
造
成
さ
れ
て
祇
園
社
周
辺
に
茶
屋
や
旅
籠
屋
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
花
街
と
し
て
の
祇

園
が
整
え
ら
れ
て
（
10
）

い
く
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
刊
の
曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
〜
一
八
四
八
）『
羇
旅
漫
録
』
に
「
京
師
の
妓
院
」

と
し
て
、
内
外
六
町
の
町
名
が
数
々
列
記
さ
れ
て
お
り
、
祇
園
花
街
の
盛
観
ぶ
り
が
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
花
街
は
「
は
な
ま

ち
」
と
読
ま
れ
る
機
会
が
多
い
が
、
本
来
の
読
み
方
は
「
か
が
い
」
で
あ
る
。
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今
も
歴
史
が
息
づ
く
こ
の
街
に
つ
い
て
と
り
わ
け
詳
し
く
と
も
、
先
に
掲
出
し
た
「
ぎ
を
ん
町

ね
り
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
聞

い
て
、
多
く
の
人
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
答
え
は
祇
園
社
か
ら
奉
仕
さ
れ
る
神
輿
に
関
わ
る
行
事
と
深
く
関
係
し
て

い
る
。

（
Ⅰ
）
神
輿
洗

祇
園
祭
の
神
輿
を
鴨
川
の
水
で
清
め
る
儀
式
が
あ
る
。
神
輿
の
神
幸
と
還
幸
の
前
後
の
日
、
つ
ま
り
七
月
十
・
二
十
八
日
（
近
世

以
前
は
旧
暦
の
五
月
晦
日
と
六
月
十
八
日
）
と
二
度
行
わ
れ
た
。
こ
の
行
事
を
神
輿
洗
と
い
う
。
現
在
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
行
事
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
曾
良
日
記
』
の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
五
月
二
十
九
（
11
）

日
条
に
、

及
暮
、
御
輿
洗
見
ニ
祇
園
へ
趣
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
〜
九
四
）
が
曾
良
（
一
六
四
九
〜
一
七
一
〇
）
ら
と
と
も
に
見
物
し
た
行
事
で
あ
る
。

江
戸
期
の
神
輿
洗
に
つ
い
て
は
、
曲
亭
馬
琴
編
纂
、
藍
亭
青
藍
（
生
没
年
不
詳
）
後
補
の
『
増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
に
詳
（
12
）

し
い
。

こ
こ
に
当
該
箇
所
の
全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
（
傍
線
部
筆
者
）。
な
お
、
本
書
の
刊
行
は
馬
琴
没
後
の
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

の
こ
と
で
あ
る
。

祇
園
の
神
輿
洗

晦
日
﹇
紀
事
﹈
五
月
晦
日
、
祇
園
の
社
に
詣
で
、
各
杉
の
葉
を
受
て
火
災
を
祓
ふ
を
茅
祓
と
い
ふ
。
夜
に

入
て
神
輿
洗
あ
り
。
凡
其
式
、
神
輿
三
基
、
所
謂
素
戔
嗚
命
、
大
政
所
と
号
す
。
西
は
稲
田
姫
、
少
将
井
と
号
す
。
東
は
龍
王

女
、
今
御
前
と
号
。
大
政
所
・
今
御
前
の
神
輿
二
基
は
神
輿
屋
を
出
し
、
直
に
拝
殿
に
入
る
。
少
将
井
の
神
輿
一
基
は
、
神
輿

屋
よ
り
南
門
を
出
て
石
の
鳥
居
よ
り
松
林
を
す
ぎ
、
祇
園
町
よ
り
目
病
の
地
蔵
堂
の
前
を
過
り
、
鴨
川
の
辺
に
臨
み
て
、
い
ひ

し
へ
河
水
に
神
輿
を
灌
て
こ
れ
を
洗
ふ
。
こ
れ
を
神
輿
洗
ひ
と
い
ふ
。
今
そ
の
義
な
し
と
い
へ
ど
も
、
旧
き
に
よ
り
て
こ
れ
を

称
す
。
し
か
し
て
後
、
再
び
祇
園
町
よ
り
西
楼
門
に
入
り
、
二
基
の
神
輿
と
共
に
拝
殿
に
安
置
す
。
其
供
奉
四
条
芝
居
の
役
者
、
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竿
の
先
に
提
灯
を
張
、
外
面
に
各
姓
名
を
し
る
し
、
高
く
是
を
挙
ぐ
。
祇
園
の
町
々
も
家
毎
に
高
く
提
灯
を
張
る
。
又
六
月
十

四
日
、
祭
礼
終
り
て
後
、
神
輿
三
基
、
社
頭
に
在
す
。
同
く
十
八
日
の
夜
、
二
基
の
神
輿
は
直
に
神
輿
屋
に
入
れ
、
少
将
井
の

神
輿
は
今
夜
の
式
の
如
し
。
凡
神
輿
三
基
、
黄
衣
の
法
師
三
人
、
各
常
に
、
こ
れ
を
預
り
て
主
宰
す
。

長
い
文
章
で
恐
縮
だ
が
、
幕
末
の
史
料
と
は
い
え
平
易
な
内
容
の
た
め
、
こ
の
記
述
よ
り
神
輿
洗
の
概
要
に
つ
い
て
理
解
で
き
た

こ
と
と
思
わ
れ
る
。
三
基
の
神
輿
の
う
ち
少
将
井
の
み
が
鴨
川
で
神
輿
洗
の
儀
式
を
行
う
の
は
現
在
も
同
じ
で
あ
る
。

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
刊
の
中
川
喜
雲
（
一
六
三
六
〜
一
七
〇
五
）『
案
内
者
』
（
13
）

巻
三
を
み
る
に
、
十
七
世
紀
半
ば
に
は
神
輿

洗
と
い
う
行
事
は
既
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
こ
と
を
示
す
箇
所
を
引
用
し
て
み
た
い
。

祇
園
神
輿
洗

小
の
月
に
は
廿
九
日
の
夜
也
、
少
将
井
の
御
こ
し
一
社
を
四
条
川
原
の
中
島
に
ま
つ
り
す
へ
て
、
御
舁
丁
の
も

の
ど
も
川
水
に
御
祓
す
る
也
。
松
明
と
も
し
つ
れ
て
警
固
の
者
あ
り
、
祇
園
町
三
所
に
大
篝
あ
り
、
御
こ
し
を
ま
つ
る
拍
子
の

声
に
、「
え
う
さ
い
て
う
さ
い
」
と
い
ふ
事
、
建
仁
寺
の
開
山
栄
西
和
尚
の
奇
特
に
て
、
建
仁
寺
を
た
つ
る
時
に
栄
西
々
々
と

い
ひ
け
れ
ば
、
材
木
の
大
な
る
も
か
ろ

と
飛
が
ご
と
く
に
行
け
る
ゆ
へ
に
、
今
も
重
き
物
舁
時
に
は
栄
西
超
西
と
い
ふ
と

い
へ
り
、
こ
れ
不
会
の
俗
説
也
、
や
う
さ
い
ち
や
う
さ
い
は
神
事
の
時
の
こ
と
葉
也
、
さ
い
あ
れ

、
さ
ち
物
は
さ
い
あ
れ

と
い
ふ
も
お
な
じ
く
、
神
事
の
こ
と
葉
な
り
、
神
秘
に
つ
き
て
あ
る
事
也
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
、
今
の
世
の
人
の
し
ら

で
あ
や
ま
り
け
る
ゆ
へ
に
、
爰
に
し
る
し
て
し
ら
し
む
る
也
。
物
の
用
に
も
た
ゝ
ぬ
事
と
思
は
ん
は
、
放
逸
の
人
の
心
な
る
べ

し
、
こ
れ
を
し
ら
ば
神
事
祭
礼
の
心
い
れ
た
う
と
か
る
べ
き
事
也
、
二
本
に
生
れ
て
日
本
の
こ
と
葉
を
だ
に
と
り
う
し
な
ひ
て

し
ら
ざ
ら
ん
、
い
と
口
お
し
。
ま
づ
さ
い
あ
れ

さ
ち
お
な
じ
く
さ
い
は
ひ
と
い
ふ
こ
と
葉
な
り
、
神
を
ま
つ
り
て
幸
あ
れ

と
祝
こ
と
葉
也
、
式
三
番
叟
の
お
う
さ
い

と
い
へ
る
に
お
な
じ
、
さ
ち
は
仕
合
の
幸
也
、
火
々
出
見
尊
は
山
に
幸
あ

り
と
神
代
巻
に
書
た
り
。
や
う
さ
い
ち
や
う
さ
い
も
、
や
う
と
ち
や
う
と
は
助
語
也
、
た
ゞ
さ
い
と
い
は
ん
が
た
め
な
り
。
建

仁
寺
は
中
古
鎌
倉
の
泰
時
の
時
分
に
立
た
り
、
祇
園
は
貞
観
年
中
に
ま
つ
り
初
し
、
は
る

後
の
こ
と
ば
を
、
以
前
よ
り
あ
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る
神
事
に
い
は
ん
事
お
ぼ
つ
か
な
し
、
猶
神
道
に
付
て
ふ
か
き
儀
あ
り
、
こ
ゝ
に
し
る
す
べ
か
ら
ず
。

こ
の
文
の
中
で
興
味
深
い
の
は
神
輿
の
掛
け
声
で
あ
る
。
祇
園
に
程
近
い
地
へ
建
仁
寺
を
創
建
し
た
栄
西
禅
師
（
一
一
四
一
〜
一

二
一
五
）
を
引
き
合
い
に
出
す
あ
た
り
、
そ
の
土
地
に
早
く
か
ら
根
ざ
し
た
行
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、「
今
も
重

き
物
舁
時
に
は
栄
西
超
西
と
い
ふ
と
い
へ
り
、
こ
れ
不
会
の
俗
説
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
以
下
に
挙
げ
る
文
を
み
て
い

た
だ
き
た
い
。

建
仁
寺
を
す
ぐ
る
。
至
て
広
大
な
る
地
中
に
て
、
寺
院
も
多
く
あ
り
。
名
所
の
所
多
し
。
且
栄
西
の
ひ
き
あ
げ
た
る
鐘
あ
り
。

世
に
重
き
も
の
を
あ
ぐ
る
時
、「
栄
西

」
と
い
ふ
は
そ
の
時
か
け
音
せ
し
残
と
ぞ
。

（
清
河
八
郎
『
西
遊
草
』
巻
六

安
政
二
年
六
月
九
（
14
）

日
条
）

こ
の
「
栄
西
の
ひ
き
あ
げ
た
る
鐘
」
と
は
、『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に
よ
れ
ば
、「
栄
西
禅
師
は
む
か
し
河
原
院
の
鳧
鐘
鴨
川
に
沈

み
あ
り
し
を
惜
し
み
給
ひ
、
人
夫
を
聚
め
て
引
き
上
げ
さ
せ
」
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
江
戸
期
の
京
都
で
は
こ
の
よ
う
な
俗
説
が

人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ば
ん
こ
う
け
い

最
後
に
池
大
雅
（
一
七
二
三
〜
七
六
）
の
神
輿
洗
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
伴
蒿
蹊
（
一
七
三
三
〜
一
八
〇
六
）

に
よ
り
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
世
畸
人
伝
』
（
15
）

巻
四
を
引
用
し
よ
う
。

又
、
江
戸
に
下
た
る
時
、
某
候
の
邸
に
し
る
人
有
て
や
ど
り
す
。
六
月
十
八
日
に
な
り
て
、
け
ふ
は
古
郷
祇
園
の
社
の
御
輿
洗

の
神
事
也
。
い
で
そ
れ
を
学
ん
と
て
、
と
み
に
紙
も
て
偶
人
を
作
り
、
火
と
も
し
、
は
や
し
も
の
し
て
邸
の
内
を
め
ぐ
ら
ん
と

す
る
と
き
、
其
候
の
世
子
み
た
ま
は
ん
、
先
も
て
参
れ
と
の
使
有
け
れ
ど
、
囃
物
に
紛
ら
は
し
、
聞
ぬ
さ
ま
に
て
か
し
こ
こ
ゝ

に
行
め
ぐ
り
し
時
、
な
ど
も
て
参
ら
ぬ
と
む
つ
が
り
て
、
使
た
び

に
及
び
し
に
、
今
参
ら
ん
と
い
ふ
時
、
其
偶
人
を
焼
う

し
な
ひ
、
こ
は
あ
や
ま
ち
し
侍
り
、
さ
れ
ど
こ
れ
は
祇
園
の
御
神
に
奉
る
志
な
れ
ば
、
又
人
に
見
せ
奉
ら
ん
こ
と
を
、
神
の
ほ

り
し
給
は
ぬ
な
る
べ
し
と
い
ひ
し
か
ば
、
に
く
み
て
速
に
邸
を
い
だ
さ
れ
た
り
。
げ
に
さ
も
こ
そ
と
て
わ
ら
ひ
つ
。
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ち
な
み
に
、『
近
世
畸
人
伝
』
に
み
る
大
雅
の
逸
話
を
項
目
ご
と
に
掲
出
し
、
一
巻
に
集
録
し
た
「
大
雅
逸
事
図
巻
」（
一
巻

個

人
蔵
）
を
富
岡
鉄
斎
（
一
八
三
六
〜
一
九
二
四
）
が
制
作
し
て
（
16
）

お
り
、
こ
の
神
輿
洗
の
逸
話
も
そ
の
絵
巻
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
、

絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鉄
斎
の
絵
巻
で
は
、
神
輿
洗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉾
の
模
型
で
遊
ぶ
子
ど
も
が
こ
の
場
面
に
描
か
れ

て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
変
更
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
は
今
後
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
絵
巻
が
近
代
に
お
け
る

池
大
雅
研
究
の
先
駆
的
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
る
だ
け
に
、
そ
の
よ
う
な
改
変
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
お
迎
提
灯

先
に
掲
出
し
た
『
増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
の
記
述
で
重
要
な
の
は
、
傍
線
を
施
し
た
箇
所

で
あ
る
。
鴨
川
の
水
で
清
め
る
た
め
に
神
社
を
出
発
し
た
神
輿
を
迎
え
る
た
め
、
竿
の
先
に
つ

け
た
提
灯
を
役
者
衆
が
掲
げ
て
神
輿
に
供
奉
し
て
ね
り
歩
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の

提
灯
に
は
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
加
え
、
祇
園
を
始
め
と
す
る
周
辺
の
町
々

も
提
灯
を
掲
げ
て
神
輿
を
迎
え
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
れ
は
お
迎
提
灯
と
呼
ば
れ
る
行
事
で
あ
る
。
お
迎
提
灯
の
様
子
は
、
元
禄
十
七
年
（
一
七

〇
四
）
刊
『
宝
永
花
洛
細
見
図
』
六
之
巻
や
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
刊
『
祇
園
会
細
記
』

〔
図
3
〕
に
挿
図
が
載
り
、
そ
の
概
要
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
二
月
求
板
の
『
都
祇
園
会
図
絵
』（
一
冊

大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵
）
に
は
、「
五
月
晦
日
ぎ
を
ん
み
こ
し
あ
ら
ひ
の
図
」
と
銘
打
っ
た
挿
図
〔
図
4
〕

が
載
り
注
目
さ
れ
る
。
見
開
き
の
頁
を
広
く
活
か
し
て
神
輿
洗
と
お
迎
え
提
灯
の
世
界
が
説
明

文
と
と
も
に
見
事
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
提
灯
に
は
「
建
仁
寺
町
通
」
や
「
な
は
て
（
縄
手
）」

図3 『祇園会細記』部分 個人蔵
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の
文
字
が
み
ら
れ
、
天
空
に
高
く
伸
び
る
高
張
提
灯
を
手
に
楽
し

げ
に
歩
む
お
迎
え
提
灯
の
様
子
、
そ
し
て
松
明
の
明
か
り
の
も
と
、

暗
が
り
の
中
を
神
輿
の
進
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
序
の
黒
川
道
祐
（
一
六
二
三

〜
九
一
）『
日
次
紀
事
』
に

其
供
奉
四
條
芝
居
役
者
竿
頭
張
、
提
灯
外
面
記
各
々
姓
名
高

挙
之
意
気
揚
々
然
神
輿
往
来
其
行
也
。
如
飛
祇
園
町
家
々
毎

戸
高
張
提
灯
諸
人
翠
集
而
不
漏
寸
地

と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
お
迎
え
提
灯
は
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
後

半
に
は
既
に
あ
っ
た
行
事
と
わ
か
る
。

（
Ⅲ
）
橘
日
泉
筆
「
祇
園
祭
礼
風
俗
図
巻
」
の
世
界

神
輿
洗
と
お
迎
提
灯
の
様
子
を
更
に
深
く
知
る
絶
好
の
作
品
が

あ
る
の
で
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
橘
日
泉
（
生
没
年
不

詳
）
筆
「
祇
園
祭
礼
風
俗
図
巻
」（
一
巻

国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
蔵
）
で
あ
る
。
あ
く
の
強
い
顔
貌
表
現
が
市
井
の
人
々
の
人
間

味
を
引
き
出
す
こ
と
に
見
事
に
成
功
し
て
い
る
。
祇
園
井
特
（
一

七
五
六
〜
？
）
の
顔
貌
表
現
を
想
起
さ
せ
、
井
特
の
強
い
影
響
下

に
あ
る
点
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
本
図
の
絵
師
の
人
物
像
は
詳
ら
か

図4 『都祇園会図絵』部分 大阪府立中之島図書館蔵
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で
な
い
も
の
の
、
十
九
世
紀
に
生
き
た
絵
師
と
ま
ず
は

考
え
て
大
き
な
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
本
図
を
眺
め
て
い
こ
う
。
神
輿
を
鴨
川
の

水
で
清
め
る
た
め
、
祇
園
社
か
ら
鴨
川
ま
で
に
至
る
道

中
の
様
子
を
綴
っ
た
絵
巻
〔
図
5
〕
で
、
神
輿
に
供
奉

す
る
お
迎
提
灯
の
描
写
〔
図
6
〕
は
と
り
わ
け
秀
逸
で

あ
る
。
そ
の
描
写
を
仔
細
に
眺
め
れ
ば
、
提
灯
を
張
る

竿
先
に
は
「
蟷
螂
」
や
「
瓢
簞
か
ら
駒
」
な
ど
の
つ
く

り
も
の
も
み
ら
れ
る
〔
図
7
〕。
そ
の
一
つ
に
は
「
山

田
甚
八
」
と
い
っ
た
姓
名
が
記
さ
れ
て
お
り
〔
図
8
〕、

『
増
補
俳
諧
歳
時
記
栞
草
』
の
記
述
の
正
し
さ
を
裏
付

け
る
画
証
と
な
っ
て
い
る
。

『
宝
永
花
洛
細
見
図
』
や
『
祇
園
会
細
記
』、『
都
祇

園
会
図
絵
』
は
版
本
ゆ
え
、
行
列
の
一
部
を
ト
リ
ミ
ン

グ
し
た
挿
図
に
す
ぎ
ず
、
彩
色
も
施
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
お
迎
提
灯
を
断
片
的
に
し
か
把
握
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
比
し
て
、
こ
の
絵
巻
の
素
晴
ら
し
い
点
は
、
作

品
の
軸
と
な
る
神
輿
洗
と
お
迎
提
灯
を
丁
寧
か
つ
繊
細

に
描
き
つ
つ
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
市
井
の
人
々
の
日
常

図5

図7
図5～8 「祇園祭礼風俗図巻」部分 国立歴史民俗博物館蔵

図6

図8
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図9 「神輿洗お迎え提灯・四条河原納涼図屛風」個人蔵

図10「神輿洗お迎え提灯・四条河原納涼
図屛風」部分 個人蔵
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も
描
き
込
む
こ
と
で
見
応
え
の
あ
る
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
所
に
あ
る
。
行
列
を
取
り
巻
く
環
境
も
き
ち
ん
と
描
か
れ
て
お

り
、
神
輿
洗
と
お
迎
提
灯
を
総
体
的
に
理
解
で
き
る
点
は
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。
神
輿
洗
と
お
迎
提
灯
が
密
接
な
関
係
で
あ
っ

た
点
を
こ
の
絵
巻
か
ら
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

橘
日
泉
の
絵
巻
と
深
い
関
連
を
有
す
る
屛
風
に
近
時
寓
目
し
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
こ
う
。「
神
輿
洗
お
迎
え
提
灯
・
四
条

河
原
納
涼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

個
人
蔵
）〔
図
9
〕
と
ひ
と
ま
ず
名
付
け
て
お
く
。
神
輿
洗
と
お
迎
え
提
灯
、
四
条
河
原
納
涼
を

一
双
に
描
き
分
け
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
屛
風
の
画
風
を
鑑
み
る
に
、
幾
分
緻
密
さ
を
欠
く
形
式
化
の
目
立
つ
点
が
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
。
そ
の
た
め
、
橘
日
泉
の
絵
巻
よ
り
制
作
時
期
は
若
干
下
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
注
目

す
べ
き
は
、
橘
日
泉
の
絵
巻
で
使
用
さ
れ
た
瓢
簞
か
ら
駒
や
僧
侶
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
の
屛
風
に
も
転

用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
〔
図
10
〕。
橘
日
泉
が
使
用
し
た
モ
チ
ー
フ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
か
は

今
後
の
研
究
課
題
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
転
用
例
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
お
迎
え
提
灯
を
描
く
肉
筆
画
も
近
時
知
り
得
た
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
森
寛
斎
（
一

八
一
四
〜
九
四
）
筆
「
祭
礼
図
」（
一
幅

個
人
蔵
）〔
図
11
〕
が
そ
れ
で
あ
る
。
筆
者
名
が
明
ら
か

で
あ
り
、
お
迎
え
提
灯
の
歴
史
を
辿
る
際
に
重
要
な
指
標
と
な
る
た
め
、
本
図
は
こ
の
上
な
く
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
秋
に
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美

術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
笑
い
の
か
た
ち
―
―
絵
が
笑
う
絵
で
笑
う
」
で
初
め
て
展
示
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
。
同
展
図
録
で
は
「
本
図
の
図
様
か
ら
は
祭
り
の
名
称
が
判
然
と
し
な
い
。
画
面
右
に
は
木
瓜

文
や
三
巴
文
を
あ
し
ら
っ
た
衣
服
を
身
に
つ
け
た
集
団
が
踊
っ
て
い
る
」
と
し
、「
衣
裳
の
木
瓜
文

は
、
八
坂
神
社
の
神
紋
で
あ
る
た
め
、
八
坂
神
社
に
関
係
す
る
祭
り
の
様
子
の
可
能
性
が
あ
る
」
と

の
解
説
が
施
さ
（
17
）

れ
た
が
、
橘
日
泉
の
絵
巻
と
比
較
す
る
に
、
森
寛
斎
の
描
く
「
祭
礼
図
」
が
お
迎
え

図11 森寛斎筆「祭礼図」個人蔵
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提
灯
を
描
く
作
品
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
今
後
は
「
お
迎
え
提
灯
図
」
と
作
品
名
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
に
挙
げ
た
「
笑
い
の
か
た
ち
」
展
で
の
解
説
は
、
祇
園
ね
り
も
の
研
究
が
一
般
的
と
は
い
え
な
い
現
状
に
お
い
て
無
理
か
ら
ぬ

こ
と
で
あ
ろ
う
。
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
立
場
に
置
か
れ
続
け
、
正
し
い
画
題
の
判
断
が
施
さ
れ
ず
、
放
置
さ

れ
続
け
て
い
る
作
品
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
一
点
一
点
、
折
に
触
れ
て
見
つ
け
出
し
て
は
修
正
を
施
し
て
い
く
し
か
な
い
。

先
は
随
分
と
長
い
が
、
そ
う
い
っ
た
地
道
な
作
業
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。

四

芸
妓
の
ね
り
も
の
―
―
芸
妓
が
踊
り
、
舞
う
祇
園
の
街
角
―
―

実
の
と
こ
ろ
、
神
輿
洗
に
伴
う
ね
り
も
の
行
列
は
お
迎
提
灯
だ
け
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
ね
り
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で

話
題
に
す
る
の
は
こ
の
ね
り
も
の
で
あ
る
。
随
分
と
前
口
上
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
ま
で
触
れ
て
き
た
事
柄
は
以
下
に
論

じ
よ
う
と
試
み
る
ね
り
も
の
を
知
る
う
え
で
大
前
提
と
な
る
の
で
、
そ
の
点
を
ま
ず
は
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
で
は
早
速
、
こ
の
二
つ
目
の
ね
り
も
の
に
つ
い
て
実
に
簡
潔
に
記
さ
れ
た
史
料
を
紹
介
し
た
い
。
喜
田
川
守
貞
（
一
八
一
〇

〜
？
）『
守
貞
謾
稿
』
巻
之
二
（
18
）

十
七
に
み
る
次
の
文
章
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

ま
た
祇
薗
町
の
妓
女
ど
も
種
々
に
扮
し
、
其
所
を
廻
り
踊
る
。
こ
れ
を
煉
物
と
云
ひ
、
衣
服
等
善
美
を
尽
く
し
、
晴
雨
を
択
ば

ず
地
上
に
裾
を
ひ
き
往
く
な
り
。
こ
れ
一
個
の
美
観
な
り
。
け
だ
し
神
輿
に
は
供
奉
せ
ず
。

つ
ま
り
、
神
輿
洗
に
合
わ
せ
て
、
祇
園
の
芸
妓
が
華
麗
な
仮
装
に
身
を
包
み
、
花
街
を
ね
り
歩
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か

も
ね
り
歩
く
道
す
が
ら
、
贔
屓
筋
の
旦
那
衆
に
声
を
掛
け
ら
れ
た
芸
妓
は
そ
の
場
で
立
ち
止
ま
り
、
舞
や
踊
を
披
露
し
た
と
も
伝

（
19
）

わ
る
か
ら
、
そ
の
華
麗
さ
に
は
一
驚
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
所
望
と
い
い
、
そ
の
数
が
増
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
舞
や
踊
の
回
数
が
増

す
わ
け
で
あ
り
、
ね
り
も
の
行
列
は
そ
の
度
に
一
旦
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ね
り
も
の
が
終
わ
る
の
に
明
け
方
に
な
る
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
有
様
は
「
こ
れ
一
個
の
美
観
な
り
」
と
記
さ
れ
る
あ
た
り
、
実
に
壮
麗
な
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
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あ
と
が
き

無
鉄
砲
な
本
だ
と
思
う
。
何
し
ろ
、
悠
久
の
歴
史
を
有
す
る
祇
園
祭
に
つ
い
て
そ
の
描
か
れ
た
姿
を
中
世
以
前
か
ら
戦
後
ま
で
一

書
で
辿
ろ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
無
謀
な
試
み
と
い
う
誹
り
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
し
か
も
美
術
史
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
学
や
芸

能
史
、
文
献
史
学
と
い
っ
た
他
分
野
の
最
新
研
究
動
向
も
意
識
し
つ
つ
、
考
察
を
加
え
よ
う
と
試
み
る
わ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
複

眼
的
な
視
野
の
も
と
に
祇
園
祭
を
論
じ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
木
と
森
の
両
方
を
見
よ
う
と
す
る
試
み
が
本
書
で
成
功
し
た
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
複
眼
的
な
視
野
」
は
祇
園
祭
を
研
究
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

山
鉾
巡
行
篇
に
計
十
二
章
、
祇
園
ね
り
も
の
篇
に
計
九
章
の
総
計
二
十
一
章
と
い
う
大
部
の
一
書
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
序
章
と
終

章
ま
で
加
わ
る
わ
け
で
、
そ
の
量
に
途
方
に
暮
れ
た
読
者
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
内
容
が
盛
り
沢
山
で
、
お
か
ず
が
ぎ
っ
し
り
の
幕

の
内
弁
当
の
よ
う
な
一
書
に
な
っ
た
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
筆
者
の
力
不
足
に
よ
り
、
残
念
な
が
ら
そ
の
味
や
質
の
高
さ
は

保
証
で
き
な
い
。

「
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
」
と
『
論
語
』
は
い
う
も
の
の
、
執
筆
に
当
た
っ
て
悩
ん
で
ば
か
り
の
筆
者
は
ど
こ
が
不
惑
な
の
か
、
と

孔
子
（
前
五
五
一
〜
前
四
七
九
）
を
恨
ん
だ
も
の
だ
。
孔
子
の
せ
い
ば
か
り
に
し
て
い
て
は
埒
が
あ
か
な
い
。
改
め
て
本
書
を
見
直

す
と
、
手
探
り
で
書
い
た
箇
所
も
あ
る
し
、
見
切
り
発
車
で
持
論
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
も
多
い
。
臆
病
さ
と
大
胆
さ
が

同
居
し
た
一
書
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
私
の
海
馬
は
そ
の
程
度
で
あ
る
。

思
え
ば
、
大
学
院
に
進
学
し
て
研
究
者
を
目
指
し
始
め
た
頃
は
、
祇
園
祭
礼
図
や
洛
中
洛
外
図
を
観
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
山

鉾
に
つ
い
て
、「
函
谷
鉾
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
放
下
鉾
だ
ろ
う
か
」「
こ
れ
は
霰
、
油
い
ず
れ
の
天
神
山
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と
い
っ

た
点
に
考
え
が
す
ぐ
に
及
ん
で
、
鉾
頭
や
御
神
体
の
人
形
ば
か
り
に
私
の
眼
が
行
き
が
ち
だ
っ
た
。
そ
う
、
そ
の
頃
の
筆
者
は
、
描
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か
れ
た
山
鉾
の
「
答
え
合
わ
せ
」
の
作
業
に
終
始
し
て
い
た
わ
け
で
、
は
っ
き
り
い
っ
て
そ
れ
は
座
学
で
し
か
な
い
。
全
体
を
見
渡

す
視
点
が
大
き
く
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
過
去
を
笑
い
飛
ば
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
実
は
こ
こ
数
年
と
い
う

体
た
ら
く
の
有
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
全
体
を
見
渡
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
言
わ
ん
と
す

る
こ
と
が
朧
げ
で
は
あ
る
も
の
の
今
更
な
が
ら
少
し
だ
け
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

祇
園
祭
礼
図
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
大
学
院
生
の
頃
は
苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
、
近
世
以
降
の
祇
園
祭
に
関
し
て
は

先
行
研
究
が
少
な
く
、
ほ
ぼ
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
も
、
大
学
院
生
以
上
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
附
属
図
書
館
や

文
学
研
究
科
図
書
館
な
ど
京
都
大
学
の
数
あ
る
学
内
図
書
館
の
地
下
書
庫
へ
入
庫
で
き
、
近
世
以
前
の
史
料
の
原
本
に
直
接
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
点
は
大
い
に
役
立
っ
た
。
ま
さ
に
「
史
料
の
大
海
」
を
渡
る
経
験
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
幸
せ
な
時
間
で
あ
っ
た
。

翻
刻
集
や
影
印
本
に
頼
ら
ず
、
必
ず
原
典
に
直
接
当
た
る
癖
が
つ
い
た
の
は
こ
の
時
の
経
験
が
大
き
い
。

筆
者
の
進
学
し
た
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
（
以
下
、
人
環
と
略
称
）
は
京
都
国
立
博
物
館
（
以
下
、
京
博
と
略

称
）
と
連
携
協
力
の
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
授
業
は
百
万
遍
の
校
舎
で
は
な
く
、
京
博
の
収
蔵
庫
の
中
で
所
蔵
品
や
寄
託
品
を
実
見

し
な
が
ら
行
う
と
い
う
日
本
で
は
特
異
な
形
式
で
あ
っ
た
。
本
物
を
観
る
眼
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
筆
者
に
と
っ
て
貴
重
な
経

験
で
あ
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
中
世
祇
園
会
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
河
内
将
芳
先
生
（
奈
良
大
学
教
授
）
は
人
環
の
研
究
室

の
大
先
輩
で
あ
る
。
同
じ
研
究
室
か
ら
同
じ
祇
園
祭
の
研
究
者
が
輩
出
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
河
内
先
生
と
同
じ
く
思
文
閣
出
版
か
ら

祇
園
祭
に
関
す
る
私
の
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
る
の
だ
か
ら
面
白
い
も
の
だ
。

狩
野
博
幸
先
生
（
京
都
国
立
博
物
館
美
術
室
長
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
客
員
教
授
。
い
ず
れ
も
当
時
）
に
修

士
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
勧
め
ら
れ
、
作
品
研
究
を
進
め
て
論
考
に
ま
と
め
た
の
が
「
山
鉾
巡
行
篇
」
第
六
章
で
論
じ
た
「
祇
園
祭

礼
図
屛
風
」（
六
曲
一
双

京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
さ
な
が
ら
に
、
手
持
式
の
数
取
器
を
片
手

に
研
究
室
の
院
生
総
出
で
、
こ
の
屛
風
に
描
か
れ
た
人
物
を
全
て
数
え
上
げ
た
の
は
、
今
と
な
っ
て
は
良
い
思
い
出
で
あ
る
。
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院
生
時
代
に
芽
生
え
た
歓
び
を
読
者
に
ど
こ
ま
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
些
か
不
安
で
あ
る
が
、
筆
者
と
同
じ
よ
う
な
苦
労
を

未
来
の
若
い
研
究
者
に
し
て
ほ
し
く
な
い
。
そ
の
一
心
で
本
書
を
執
筆
し
た
。
今
後
の
祇
園
祭
研
究
を
思
え
ば
、
叩
き
台
と
な
る
通

史
の
一
書
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
そ
う
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
執
筆
に
当
た
っ
て
は
迷
う
時
期
が
続
い
た
の
で
あ
る
。

刊
行
が
遅
れ
た
言
い
訳
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
一
書
を
完
成
さ
せ
る
以
上
は
、
筆
者
に
は
大
き
な
責
任
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。

そ
の
存
在
が
身
近
す
ぎ
る
せ
い
か
、
か
つ
て
は
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
祇
園
祭
へ
の
関
心
も
近
年
は
そ
の
潮
目
が
大
き
く
変
わ
り
、

多
く
の
人
々
の
目
が
徐
々
に
向
け
ら
れ
て
き
た
印
象
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、「
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
」
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
へ
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
一
役
買
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
祇
園
祭
研
究
と
い
う
面
で
み
れ
ば
、
平
成
二
十
八
年
（
二

〇
一
六
）
六
月
の
第
五
十
三
回
藝
能
史
研
究
会
大
会
が
「
い
ま
、
祇
園
祭
を
見
直
し
、
読
み
直
す
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
た
こ
と

（
於
同
志
社
女
子
大
学
）
は
記
憶
に
新
し
い
だ
ろ
う
。
筆
者
も
登
壇
し
て
口
頭
発
表
を
行
い
（
こ
の
内
容
は
本
書
「
山
鉾
巡
行
篇
」

第
十
二
章
で
論
じ
た
）、
懇
親
会
の
後
に
、
同
じ
く
発
表
を
行
っ
た
西
山
剛
氏
（
京
都
府
京
都
文
化
博
物
館
）
と
地
下
鉄
に
乗
り
帰

宅
の
途
に
着
い
た
。
そ
の
車
内
で
、
同
氏
が
「
祇
園
祭
の
研
究
も
史
料
や
環
境
が
揃
っ
て
き
ま
し
た
ね
」
と
言
っ
た
一
言
が
忘
れ
ら

れ
な
い
。
一
昔
前
な
ら
ば
考
え
ら
れ
な
い
発
言
で
あ
る
。
酩
酊
し
て
い
た
私
は
す
っ
か
り
酔
い
が
醒
め
て
正
気
に
戻
っ
た
。「
本
当

に
そ
う
で
す
ね
」
と
院
生
時
代
に
経
験
し
た
色
々
な
思
い
を
噛
み
締
め
な
が
ら
応
え
た
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
の
会
話

だ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
や
り
と
り
は
お
そ
ら
く
西
山
氏
は
覚
え
て
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
自
然
な
流
れ
の
中
で
交
わ
さ
れ
た

会
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
祇
園
祭
を
取
り
巻
く
研
究
環
境
は
一
歩
ず
つ
で
は
あ
る
が
着
実
に
整
っ
て
き
て
お
り
、
い
わ
ば
、「
祇
園

祭
学
」
と
で
も
い
う
べ
き
新
し
い
可
能
性
を
大
い
に
秘
め
た
土
壌
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
。
本
書
が
そ
う
い
っ
た
流
れ
に
加
わ
る
一
助

と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

西
山
氏
は
神
輿
渡
御
の
研
究
で
知
ら
れ
る
が
、
本
書
で
「
神
輿
渡
御
篇
」
を
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
痛
恨
の
極
み

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
は
神
輿
渡
御
の
新
史
料
を
紹
介
す
る
「
史
料
篇
」
と
し
て
本
書
の
巻
末
に
組
み
込
み
、
そ
れ
を
「
神
輿

あ と が き
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渡
御
篇
」
に
か
え
よ
う
か
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
以
上
頁
数
を
増
や
せ
ば
、
た
だ
で
さ
え
分
厚
い
本
書
が
、
嫌
が
ら
せ
と
し
か
思

え
な
い
ほ
ど
さ
ら
に
厚
み
を
増
す
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
で
は
読
み
手
も
疲
れ
る
し
、
混
乱
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
管
見
に
触
れ
た
神
輿

渡
御
に
関
す
る
新
出
の
史
料
は
、
い
ず
れ
紹
介
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
ま
さ
か
外
務
省
で
祇
園
祭
の
新
史
料
が
見
つ
か
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
親
王
に

よ
る
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
山
鉾
・
祇
園
ね
り
も
の
見
物
の
詳
細
な
記
録
を
、
外
務
省
外
交
史
料
館
の
史
料
閲
覧
室
で
見
つ

け
た
時
は
思
わ
ず
声
を
上
げ
た
。
親
王
の
山
鉾
見
物
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
新
聞
記
事
な
ど
の
僅
か
な
史
料
に
よ
り
一
部
の
研
究
者

に
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
同
じ
年
に
祇
園
ね
り
も
の
も
見
物
し
て
い
た
こ
と
は
今
回
初
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
明
治
期
の
話
だ
け

に
、
も
し
も
載
っ
て
い
た
ら
幸
運
だ
な
、
と
の
気
持
ち
で
上
京
の
機
会
が
あ
る
度
に
外
務
省
の
外
交
記
録
を
渉
猟
し
た
結
果
、
辿
り

着
い
た
史
料
で
あ
っ
た
。
外
務
省
の
正
式
な
外
交
記
録
だ
け
あ
っ
て
、
実
に
仔
細
か
つ
正
確
性
が
求
め
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
れ

以
上
の
史
料
は
他
に
な
か
ろ
う
。
近
代
祇
園
祭
を
今
後
研
究
す
る
上
で
基
礎
的
な
史
料
と
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
祇
園
祭
を

研
究
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
祇
園
祭
に
関
す
る
史
料
を
京
都
だ
け
で
渉
猟
す
れ
ば
絶
対
に
辿
り
着
か
な
い
。
京
都
で
探
す
だ
け
な
ら

ば
、
誰
に
で
も
で
き
る
。
終
章
で
紹
介
し
た
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
の
「
山
か
け
」
の
記
録
も
し
か
り
で
あ
る
。

「
学
問
の
細
分
化
」
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
各
研
究
者
の
専
攻
が
鋭
角
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
陣
に
立
て
籠
も
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
他
の
分
野
に
眼
が
向
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
方
々
で
得
ら
れ
た
研
究
成
果
を

目
に
す
る
こ
と
な
く
、
頓
狂
な
論
考
が
産
み
出
さ
れ
る
と
い
う
悲
惨
な
結
果
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
自
ら
の
孤
塁
を
守
っ
た
と
こ
ろ

で
何
に
な
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
以
上
の
悪
手
は
な
か
ろ
う
。
安
全
圏
か
ら
の
み
論
述
を
繰
り
返
し
て
い
て
も
、
新
た
な
成
果
は
産

ま
れ
な
い
。
目
先
の
興
味
ば
か
り
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
未
来
が
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
大
学
院
生
の
頃
に
田
井
竜

一
先
生
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

当
時
）
よ
り
共
同
研
究
会
「
ヤ
タ
イ
の
祭
り
と
囃
子
」

（
於
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
）
に
招
か
れ
た
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
こ
の
会
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は
、
植
木
行
宣
先
生
や
福
原
敏
男
先
生
を
始
め
、
祭
礼
研
究
の
名
立
た
る
研
究
者
が
勢
揃
い
し
た
場
で
あ
っ
た
。
他
分
野
の
研
究
者

の
成
果
を
吸
収
し
、
追
い
付
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
で
必
死
だ
っ
た
が
、
私
は
そ
の
研
究
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
毎
回
楽
し
み
で

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
散
会
と
な
っ
た
の
は
極
め
て
残
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
研
究
会
で
の
経
験
が
現
在
の
私
の
血
肉
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
研
究
会
で
知
り
合
え
た
研
究
者
の
方
々
に
は
今
で
も
何
か
と
御
声
掛
け
い
た
だ
き
、
わ
け
て
も
福
原
先
生
に
は
常
日
頃
よ

り
研
究
上
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
感
謝
の
言
葉
し
か
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
研
究
の
範
囲
や
そ
の
方
法
を
自
ら
限
定
し
て
し
ま
え
ば
、
対
象
と
し
た
時
代
の
理
解
や
そ
れ
ま
で
の
常
識
を
覆

す
よ
う
な
歴
史
観
を
得
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
れ
だ
け
は
本
書
で
避
け
た
か
っ
た
。
孤
塁
を
守
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
し
、

単
な
る
座
学
に
終
わ
ら
せ
た
く
は
な
い
。
祇
園
祭
に
じ
っ
く
り
と
対
峙
し
、
根
こ
そ
ぎ
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
拡
散

し
が
ち
な
研
究
領
域
を
整
理
す
る
意
味
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
拙
い
論
考
や
考
え
を
一
冊
に
ま
と
め
る
に
は
よ
い
機
会
で
あ
っ
た
。
本

書
刊
行
を
ご
推
薦
い
た
だ
い
た
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
の
川
嶋
將
生
先
生
に
は
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
深
謝
の
意
を
表

し
た
い
。

平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
春
に
筆
者
が
代
表
を
務
め
る
「
都
の
ま
つ
り
文
化
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
島
田
崇
志
氏
の

「
京
の
ま
つ
り
研
究
会
」
を
引
き
継
い
で
発
展
さ
せ
た
会
だ
が
、
会
員
に
は
、
山
鉾
町
で
祇
園
祭
へ
実
際
に
携
わ
る
人
も
多
い
。
研

究
者
が
発
表
・
討
論
す
る
場
は
学
会
や
共
同
研
究
会
な
ど
多
く
あ
る
も
の
の
、
祭
礼
に
関
わ
る
人
々
が
発
信
で
き
る
場
や
機
会
は
こ

れ
ま
で
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
祇
園
祭
を
始
め
と
す
る
祭
礼
に
携
わ
っ
た
人
々
が
発
信
で
き
る
場
、
山
鉾
町
同
士
の
人
々
が
交
流
で

き
る
機
会
、
そ
れ
と
と
も
に
山
鉾
町
の
人
々
と
研
究
者
が
意
見
を
交
換
し
合
え
る
場
を
設
け
た
い
と
筆
者
は
常
々
思
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

そ
う
、「
都
の
ま
つ
り
文
化
研
究
会
」
は
換
言
す
れ
ば
「
平
成
の
田
中
緑
紅
」
を
目
指
す
研
究
会
な
の
で
あ
る
。
山
鉾
町
の
人
々

を
始
め
と
す
る
祭
礼
に
携
わ
る
人
た
ち
へ
大
き
く
寄
り
添
っ
た
会
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
た
。
祇
園

あ と が き
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祭
の
み
な
ら
ず
、
京
都
の
祭
礼
文
化
を
何
か
し
ら
考
え
る
上
で
は
研
究
者
で
な
く
と
も
常
に
博
覧
強
記
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実

際
に
祭
礼
に
携
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
気
付
く
こ
と
も
多
い
。
研
究
者
は
こ
う
い
っ
た
点
を
見
逃
し
が
ち
だ
。
序
章
で
田
中
緑
紅
を

始
め
と
す
る
四
人
の
在
野
の
研
究
者
を
特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
の
は
、
こ
こ
に
繫
が
っ
て
く
る
。

本
書
刊
行
に
当
た
っ
て
は
、
出
光
文
化
福
祉
財
団
の
出
版
助
成
交
付
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
こ
の
厄
介

極
ま
り
な
い
難
物
の
一
書
の
刊
行
に
際
し
、
活
字
の
一
つ
ひ
と
つ
を
拾
い
、
適
切
で
明
快
な
修
正
を
施
す
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
の

挿
図
を
組
ん
で
は
直
し
の
繰
り
返
し
と
い
う
根
気
と
忍
耐
を
要
す
る
編
集
作
業
に
当
た
ら
れ
た
思
文
閣
出
版
の
井
上
理
恵
子
氏
に
は

何
と
も
御
礼
の
申
し
上
げ
よ
う
も
な
い
。
ま
た
、
同
社
の
取
締
役
で
あ
る
原
宏
一
氏
と
編
集
主
任
の
大
地
亜
希
子
氏
に
も
多
大
な
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
た
点
を
こ
こ
に
深
く
お
詫
び
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
儘
で
注
文
の
多
い
執
筆
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
り
の

遅
筆
ぶ
り
に
一
再
と
な
く
業
を
煮
や
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
誠
に
面
目
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

当
初
の
予
定
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
、
大
部
の
一
書
と
な
っ
た
点
は
筆
者
の
我
儘
で
し
か
な
い
。「
山
鉾
巡
行
篇
」
と
「
祇
園
ね

り
も
の
篇
」
は
分
け
て
二
冊
に
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
最
初
か
ら
私
に
は
分
冊
に
す
る
つ
も
り
は
一
切
な

か
っ
た
。
一
緒
で
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
。
思
文
閣
出
版
の
方
々
に
は
私
の
意
向
を
最
大
限
に
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
い
た
。
出
版
事

情
の
厳
し
い
折
、
快
諾
し
て
く
だ
さ
り
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
本
書
の
刊
行
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
に
は
改
め
て
衷

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

最
後
に
私
事
と
な
る
が
、
現
在
こ
の
よ
う
に
本
書
を
上
梓
で
き
る
の
も
、
長
年
に
わ
た
り
筆
者
の
研
究
生
活
を
支
え
て
く
れ
た
両

親
の
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
る
。
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
、
本
書
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
た
い
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月

八
反

裕
太
郎

９３２



465，500，520，521，525
『独逸国皇孫来航接遇記』

566，568，571，794，796
東湖八坂神社 32
『徳川実紀』 437
どんどん焼け 102，116，132，152，214，
245，465，495，501，576，579，756，760，761，
768

は

博多祇園山笠 919，920
囃子方 63，66，92，107，161，183，193，
220，276，278，315，318，319，323，461，462，
489，503，505～507，509，510，537，575，
579，591，625，791，808，809，837
囃子台 41，47，52，54，66，73，78，80，81，
83，89，99，100，106，111，125，156，158，161，
193，218，247，276，277，319，349，350，461，
488，575，577，579，580，591
日吉大社 295
曳鉾 154
曳初 199
曳山（引山） 73，90，140，152，153，178，
196，248，313，314，380，428，458，493，500，
503～506，511，512，520～522，524，527，
628，742

『日次紀事』
7，125，139，346，390～392，455，610

屛風祭 141
『筆満可勢』

458，640，650～652，654，691，738，743
風流 29～32，55，87，113，114，351，355，
373，387，395，425，431，468，509，604，616，
627，640，641，643，644～646，649，694，
696，697，704，755，837，874，907

『平安人物志』 148
平安徳義会 12，835
鉾納め 61～64
鉾頭 41，46，47，60，61，63，69，74，75，
83，94，105，106，125，145，156～158，182，
183，204，210，226，229，232，238，245，274，

329～361，366，367，428，451，453，459，
463，488，579，927
鉾建て 309
鉾の辻 451
『本朝画史』 45

ま

町絵師 67，214，438
神輿洗 9，155，169，170，172，213，234，
455，460，605～617，620，622～624，626，
630～634，639，640，643～648，655～657，
659～661，663，665，667，671，673，675，
685，687，695，696，700，715，720，729，734，
737，744，755，782～785，789，793，799，
829，833，836，840，858，865，866，868，870，
871，889，909，918
見附台 457，635，636，687，702，703，
731，734，740，881，891
都のまつり文化研究会 931
都をどり 763，776，783，825～859，835，
836，838～844，846～851，853，869，872，
879，880，908，910，912

『都名所図会』 133，134，455，482，643
『明倫誌』 501，521
眼鏡絵 143，144

や

八坂神社文書 7，55
屋根方 200，201，229
山納め 61
山崎 307
山建て 309，311
有楽会 11，829，833～835，853，854，857
宵山 5，133，138～140，145，154，155，
173，180，183，203，213，218，220，230，232，
233，235～240，451，452，460，463，466，
488，489，495，514，526，730，744
横浜写真 187，188，215，561，568，569，
572，586，587，764，771，772，827
依代 27
寄町制度 55，86，99，351，393～395
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鬮改め 107，111，124，130，213，235，
241～245，369，923

『籤罪人』 29，30，55，133，393，552，696
鬮取らず 46，65，74，83，94，111，125，
130，159，164，182，242，315，340，345～347，
356，367，385，427，453，463，480，579，804
鬮取 186
久世舞車 6
久豆彌神社 27
『月堂見聞集』 615～625，691
剣鉾 50，95，277，278
故実研究会 866，868
駒形稚児 28，70，86，109，169，183，213，
305～308，338，339，371，390，391，395，455
御覧場所 212，213
御霊会 5，17，50，55，103，169，278，395，
429，552，623
コレラ 560，564，565，572，793

さ

『在京日記』 133
『西遊草』 134～138，215
先囃子 644，646，650，652，661，666，688，
692，695，731，734，744，784，805，810，881，
883，885，891，893，895，902
さくら井屋 217，219，233
桟敷 86，118，122，274，302，323，387，391
『実隆公記』 279～281，288～290
三条衣棚町 492，501
三条衣棚町文書 529，530
四座雑色（雑色） 86，107，242，389
定鉾 307
地鎮祭 559～598，803
字番附 635，637，658，663，664，715，762，
779，797
嶋の内 636，637，674
島原 231，389，465，627，665，712，714，
747，791，792，859

『尺素往来』 307
赤熊 47，315
『舜旧記』 70
乗牛風流 32，34，38，113

少将井駒頭 306，307
『諸国図会年中行事大成』

36，239，512，519，524，525，646，647
『諸国年中行事』 236，237
所望 614，628，666，691，738，806，811，
813，837，840，885，890，900，909，914
真木 33，41，43，44，74，105，110，120，
145，157，200，245，310，345，385，578～580，
585，587
神泉苑 70，204，623
新地焼け 757，760，761，768
ステレオ写真 188
誓願寺 64，86，87，336，370，377，387，
388，391～393，399，402，869
染織祭 874，875
『増補華洛細見図絵』664～667，670，761
『増補祇園御霊会細記』 36，167，173，
480，493，494，501，513，523，647
底抜屋台 666，695，734，869
疏水562，564，572，573，582，583，593，803

た

大雲院 87，122，181，226，392，393，399
第四回内国勧業博覧会 193，194，
562～564，583，593，594，803，816～818

『大日本年中行事大全』
156，157，176，182，650

山車 187
出し花 66，73，98，102，394，395，430，
466，505，522，570
畜生塚 374～377
稚児社参 206，451
粽 113，158，161，313，494，500，505，507，
509，513，517，527，602
造り物（作り物） 31，342
辻廻し 68，71，81，102，144，154，161，
186，195，461，489，521，537，569，583
天下祭
103，129，130，423～445，506，604，711

天王台 33，46，47，183，204
天明の大火（天明大火、天明八年の大火）
116，132，140，147，149，170，171，245，447，

vi



【事項名】

あ

後囃子 636，644，646，692，794，804，805，
808，810，859，881，885，887，893，900，902
犬神人 47，71，84，86，95，98，113，128，
131，174，308，355，370，371，378，387，455
犬鷹鉾 501
『雲泉荘山誌 別冊第二 家蔵祇園会
に関する資料及文献』（『雲泉荘山誌』）

13
映画「祇園祭」 234，564，575
江戸狩野派 104
江戸型山車 81
絵葉書
186，187，194～202，214，227，230，233

絵番附 658～660，663，664，675，719，
742，749，750，755，762，779，789，797，833，
858，865，866，870，871，881，885，889，893，
904，907，914
エンタイア 195
円通橋 214，215
岡崎 216，227，559～598，816
お迎え提灯

172，213，234，609，610，613，614，907
御旅所 66，120，336，427
御土居 57～59，79，97，371，372，377，378
音頭取り 47，53，66，67，69～71，73，78，
80，90，95，100，101，106，107，143，169，175，
220，276，277，489，505，506，510，511，537

か

『絵画叢誌』 80，82
会所 61
舁山 73，79，154，178，196，313，314，
428，493，503，504，520，521，576
鞨鼓稚児 54，78，80，117，183，349～351
桂男鉾 33

禿柱 83，521，522
『花洛名勝図絵』 215
唐破風造（唐破風） 106，115，116，126，
143，160，167，168，225，232，235，245～247，
453，486，525，527
観亀神社 913，914
勧業場 569～571
『翰林葫蘆集』 39
『祇園会細記』（『祇園御霊会細記』） 15，
44，56，115，133，139，150，166～169，236，
237，246，311，312，338，339，390～392，395，
396，451，455，480～482，508，509，513，609，
611，642，671

『祇園会ねり物復興記念帖』14，865，866
『祇園会山鉾大鑑』 14，15，515
『祇園会山鉾事』6，30，173，314，346，492
祇園乙部 857，858，864，871，875
祇園甲部 871，872，874，908
『祇園御本地』 165，166，504～506
『祇園祭礼式』 306，307
祇園東お茶屋組合 870，879～881，883，
889，890，902，904，911，913，914
祇園又旅所 204
『祇園祭細見 山鉾篇』 15，16，234
「祗園祭 全十景」 860～863
『技藝俱楽部』 774～776，778，797，804，
811，858，859，871，872，875
北新地 635～637，740
『嬉遊笑覧』 44
『狂詠都名物集』 237～239，649
京狩野派（京狩野） 103，104
『京都御役所向大概覚書』（『大概覚書』）

385～388
京都所司代 86，87，121，122，127，128，
181，392，393，397～399，401～403
京のまつり研究会 15，907，931
切妻造（切妻） 106，115，116，126，130，
160，167，235，245，246，453，486，525，527，
581
近世後期風俗画 447～475
近世初期風俗画 247，403，447
『近世聞見録』 921，923
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山根有三 331
山元春挙 208
山本梅逸 150，151
横山華山 132，153，154，155，239，349，
447～475，477～490，521～523，525，533，
539，542，549，550，554，555，690，729～745，
918
横山派 469，470，549，550
与謝蕪村 141，142
吉川観方

467，657，868，871，887，888，904，905

吉田元陳 148
吉村與四郎 849
吉村紀長 849～851，853

ら

ルイス・フロイス 317，371
冷泉為恭 158，284，526，527

わ

若原史明
10，14，15，44，146，147，315，515，516

iv



豊臣秀次 374～377
豊臣秀吉 55～57，76，79，80，226，336，
337，351，363～382，393
豊臣秀頼 76，374

な

中神直三郎 774，775，778，811，812，836
長沢蘆雪 740，741
中橋狩野家 79
中村草田男 912
並河彦兵衛 520
西川祐信 174，175
西洞院時慶 88
西村楠亭 163
二世長谷川貞信 820
二代歌川広重 183
耳鳥斎 546，637，740
野村文挙 203

は

ハインリッヒ親王
564～566，568，792，794～797，930

長谷川玉峰 160
長谷川久蔵 73，74
長谷川等伯 48，73
長谷川零餘子 199
秦圓作 762～764
八代西村彦兵衛 220
服部茂 221～224
林屋辰三郎 82，395
速水春暁斎 36，156，512，646，647，650
原在泉 221
樋口富磨呂 849～851，853
菱川師宣 430
秀高 748，749，755，758
秀麿 660，749
平塚瓢斎 667
不韻斎 180
細川綱利 112

ま

前川五嶺 160

前川千帆 228
前川文嶺 140
前田宗辰 118
松崎晋二 584
松平信綱 398，399
松田元 10，15，16，167，168，234，576
松田緑山 185，240
松宮芳年 202
松村景文 140
松室重光 225
松本佐多（松本あい）

789，790，797，799，804，808，812，813
松本保居 184～186
松浦静山 275
円山応挙 131，140，143，144，175，520，
552，645，689，741，921
円山応震 163
円山応瑞 163
丸屋善兵衛

167，178，179，523，526，760，781，782
三木翠山 205，206
三田村鳶魚 548
三笘英之 919，920
皆川泰蔵 231，232
三宅鳳白 208
宮島春斎 748，754，756，764，767
妙法院宮真仁法親王 552，553
村上治郎吉 866，874，875，876
村瀬双石 156
本居宣長 133，139，275，639～641，697
桃田柳栄

103，115，116，118，119，246，395，427
森川曾文 160，162
森川保之 156，176
森寛斎 613，827

や

藪長水 221
藪明山 220，221
山口誓子 63
山口素絢 155，175，645，740，742
山縣岐鳳 248
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河辺華陰 539，540
河辺華挙 468，533～557
河村長観 868
岸駒 140，448，468，730
岸礼 469
祇園井特 155，610
其角 438
岸連山 238，469
北尾重政 180，181
北澤映月 209，210
北野恒富 544，849
木下応受 163
紀廣成（廣成）

141，155～157，283～285，499
清河八郎 134，215
久保田米遷 240
黒川翠山 189～191，200
黒川道祐 139，346，390，610
景徐周鱗 39
月峰 740
幸野楳嶺 203
呉春 448，468，730
小林かいち 217～219
後白河法皇 25，273
後水尾天皇 69
後陽成天皇 75

さ

斎藤月岑 467，468，711
榊原佳山（雨村） 484
榊原始更 484
榊原紫峰 483～485
榊原苔山 484
榊原弘 484
佐古慶三 11
佐々木清七 221
澤野忠庵 55
三条西実隆 279
柴田義董 163
島成園 206
ジョアン・ロドリゲス 396
新村出 585，685，686，693，704

シーボルト 918，919
杉浦丘園

10，13，14，656，657，761，789，790
杉浦治郎右衛門 858，872
鈴鹿野風呂 199
住吉具慶

110，111，124，128，129，241，242
千利休 74
曾我蕭白 448，730
反町茂雄 113
曽呂利新左衛門 80，82

た

高浜虚子 199
高谷伸 840
高山義三（高山市長） 890，902，908
竹内重方 147，148
武田五一 226，227
田島征彦 233
橘日泉 457
田中泰輔 12
田中訥言 551～554
田中緑紅 9～12，247，494，500，501，
603，639，659，675，697，712，740，749～751，
754，756，765，767，774，776，778，779，783，
784，789，792，813，826，829～835，849，
853，857，860，865，871，875，876，879～881，
890，902，913，931，932
月岡芳年 786
常姫 118
土居次義 330，335，340，923
徳川和子（東福門院） 69，129
徳力富吉郎 230，240，241
土佐光起 96
土佐光貞 36，37
土佐光孚 577
土佐光高 96
土佐光信 279，281，553
土佐光則 76
土佐光茂 299～302，323
富岡鉄斎 202，543～545，609
富本繁太夫 458，640，650～652，654
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索 引

＊索引作成に当たっては、各山鉾、絵画作品の名は除外した。項目数は最小限に留めたた
め、必ずしも網羅的な索引を意図していない。括弧内のみの項目も索引に付した。

【人名】

あ

アーネスト・サトウ 764，765，827
朝倉貞景 279
麻田春翠 191
麻田半兵衛 191
足利義輝 302，303，323～325
足利義晴 301～303，324，325
安楽庵策伝 80
池大雅 145
石井琴水 787
石田有年 211，212，569
伊勢屋理右衛門 460
板倉勝重 397，399
板倉重宗
87，88，121，128，397，399，400，402，403

市川君泉 248
伊藤庄兵衛 333～335
伊東深水 210
伊東忠太 225
犬姫 112
井原西鶴 116
岩佐又兵衛 59，331，375，384
上杉謙信 46，302，322，323
上杉鷹山 491
宇喜多一惠 26
碓井小三郎 16，203，205，522
歌川国芳 183，431，547，691
歌川貞秀 182，502
歌川芳艶 183
有楽斎長秀 177，178，523～526，

660，661，673～675，698，741，742，749，
758，833
エドワード・モース 191，192
江良加代 783，786～789
大岡春朴 141
岡田春燈斎 185，186
岡本豊彦 140，163，457
奥文鳴 739，776
小澤華嶽 468
織田信長 46，74，298

か

海北友松 88
海北友雪 88，104，128，430，505
甲斐良郷 477
ガスパル・ヴィレラ 316～320，323，325
桂青洋 237，649，650
加藤遠澤 103，116，118，119
加藤源之助 240
加藤藤吉 905
狩野永岳 140，539，540
狩野永徳
45～48，68，280，308，313，356～358，384
狩野永納 123，124
狩野外記（敦信） 128，129
狩野山雪 103
狩野山楽 103
狩野宗秀 48，286
狩野孝信 67，68，330，354，355
狩野探幽 115，116，119，246，434
狩野正信 289
狩野光信 68，330，354，355
狩野元信 38，288，289
狩野主信 103，113，174
川瀬一馬 164
河田小龍 574，582
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