
洛
外
名
所
図
に

つ
い

て

坐
覧
皇
都
勝
図
巻
を
め
ぐ

っ
て

本
学
所
蔵

冷

泉

為

人

こ
こ
に
論
述
す
る

「
坐
覧
皇
都
勝
図
巻
」
は
、
前
号

の
武
田
恒
夫
教
授

の

「
盃
回
し

・
狙
公
図
」
と
同
様
、
平
成
二
年

の
美
術
資
料
収
集

の

一
環
と
し
て
本
学

に

所
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
作
品
で
あ
る
。
絹
本
着
色
、
た
て
三
二

・
八
糎
、
上
下
二
巻

に
下
絵
二
巻
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

京

の
四
季

序
文
に
か
え
て
ー

(1)

 

春
は
花
、

い
ざ
見

に
ご
ん

せ
東
山
、
色
香
あ
ら
そ
ふ
夜
桜
や
、
う
か
れ
く

て
、
粋
も
不
粋
も
物
堅

い
、
二
本
ざ
し

で
も
柔
か
う
、
祇
園
豆
腐

の
二
軒
茶
屋
、

み

そ
ぎ
ぞ
夏

は
打
ち

つ
れ
て
、
河
原

に
集

ふ
夕
涼

み
、
よ

い
く

く

く

よ

い
や
さ
、
真
葛

が
原
に
そ
よ
く

と
、
秋

の
色
ま
す
ま
す
華
頂
山
、
時
雨
を

い
と
ふ

傘

の
濡
れ
て
紅
葉

の
長
楽
寺
、
思

い
そ
積
る
円
山
に
、
今
朝
も
来

て
み
る
雪
見
酒
、
さ

・
、
そ
し
て
櫓

の
さ
し
向

ひ
、
よ

い
く

く

く

よ

い
や
さ
。

「
春

は
花
」
と
歌

い
出
す

こ
の
歌

は
中
島
椋
隠

の

「
京

の
四
季

」
と
称
す
る
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
歌

わ
れ
る
四
季
折

々
の
景
色

は
東
山

の
円
山
界
隈

の
も

の
で

あ
る
が
、
円
山
は

い
う

に
お
よ
ば
ず
、
ま

こ
と
に
京
都

の
四
季

は
折

々
に
美
し

い
。

こ
の
美
し
さ
を
藤
岡
作
太
郎

は
彼

独
特

の
美
文
調

で
次
の
よ
う

に

い
う
。

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

春

た

つ
と
思

ふ
ば

か

り

に
、

四
方

の
山

々
霞

こ
め
、
空

の
色

、
水

の
色

さ

へ
昨

日

に
変

り

て
覚

ゆ
。

若

菜

つ
み
、

小
松

曳

く
も

、
新

ら
し

き
年

の
し
る

し
な

り
。

お

い

梅

の
花
散

り

て
、
鶯

老

を
暗

け

ば
、

柳

の
緑

、
桃

の
紅

、

花

の
音

信

あ
わ

た

"
し

く
、

夢

か
と

ば

か
り

青

葉

と
な

り

ぬ
。

垣

の
卯

の
花
、

花
橘

を

過
ぎ

が
て

に
す

る
郭

公

の
、

し

ば
ら

く
し

て
声
も

せ
ず

な
り

ぬ
る
は
、

時

知

り

ぬ

る
と

わ
け

て

め

で
た
し
。

五

月
雨

に

軒

の
玉
水

ひ
ま
な

く
、

公
事

、
物

詣
も

途

絶
え

が
ち
な

る

(夏
)

に
、

晴

る
れ

ば
や

が

て
暑

さ

の
凌

ぎ

難

き
、

そ

れ
も

一
時

、

名

越

の
祓

に
夏
も

終

り

ぬ
。
冷

風

立
ち

て

一
葉

の
落

つ
る

に
秋
を

知

り
、
野

辺

の
千

種
、

虫

の
声

々
、

ち

し
ほ

月
影
さ

へ
も
隈
な
く
て
、
と
り
ぐ

な
る
物

の
哀
は

こ
の
頃
ぞ
ま
さ
れ
る
。
千
入

に
染
む
る
紅
葉
を
秋

の
名
残

と
し
て
、
木
が
ら
し
騒
が
し
く
、
淋
し
き
冬

の
霜

に
痛

み
、
雪

に
慰
み
て
、
早
く
も
年

は
暮

れ
ゆ
き

ぬ
。

愛
す

べ
き
自
然

の
景
色

は
そ
の
山
川
の
懐

に
抱
か
れ
て
酒
養
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
京

の
東

に
比
叡
山
如
意
ヵ
岳
よ
り
南

へ
東
山
三
十
六
峰
が
連
な
り
、
北

に
は

鞍
馬
、
貴
船
、
氷
室
、
鷹
峰
、
高
雄

の
山

々
が
高
く
、
西
は
や
や
遠

く
に
愛
宕
、
小
倉
、
亀
山
、
嵐
山
、
松
尾
か
ら
山
崎

へ
と
な
だ
ら
か
に

つ
づ
く
。
東
山
三
十
六

峰

の
麓
と
京
す
な
わ
ち
洛
中

の
東
端

と
の
間
に
鴨
川
の
流
れ
が
あ
り
、
糺
の
河
合

で
高
野
川
と
合
流
し
て
南
下
す
る
、

一
方
、
京

の
西
遠
く

に
は
大
井
川
と
清
滝
川

が
合
わ
さ
り
桂
川
と
な

っ
て
南

に
下

っ
て
淀
川
に
流
れ
込
む
。

こ
れ
ら
の
山
川
が
四
季
折

々
に
そ

の
美
し
さ
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

四
季
折

々
の
美
し
さ
に
融
け
込
ん
だ
年
中
行
事
や
遊
楽

は
平
安
朝
以
来
、
洛
中
洛
外
に
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
美
し

い
景
色
や
年
中
行
事
、
遊
楽
を
描

か
な

い
わ
け

が
な

い
。
事
実
、
名
所
絵
、
四
季
絵
、
洛
中
洛
外
図
、
祭
礼
図
と
し

て
障
壁
画
、
屏
風
、
巻
物
、
掛
幅
、
画
帖
な
ど
に
数
多
く
絵
画
化
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ

に
紹
介
す

る

「
坐
覧
皇
都
勝
図
巻
」
二
巻
も
そ
の
ひ
と

つ
で
あ

る
。

こ
れ
は
西
本
願
寺
第

二
十
世
広
如
宗
主

の
た
め
に
描
か
れ
た
洛
外
名
所
図
で
あ
る
。
天
保

二
年

(
一
八
三

一
)
に
円
山
四
条
派

の
画
家
、
応
震
、
孝
敬
、
来
章
、
孝
文
、
景
文
、
藍

洲
の
六
人
が
合
作
を
し
、
そ

の
巻
頭

に
広
如
宗
主
自
ら
が
「
坐
覧
皇
都
勝

麟
墓
」

と
題
書
を
な
し
、
巻
末
に
佐

々
木
景
欽

が
巻
物

の
由
来
を
墨
書
し
て

い
る
。

(2)

 

一
、
坐
覧
皇

都
勝
図
巻

「
坐
覧
皇
都
勝
図
巻
」
(
以
後
こ
れ
を
図
巻

と
称
す
る
)
は
上
下
二
巻

で
な
る
。
全
体

の
構
成
は
ま
ず
最
初
に
巻
頭
に
広
如
宗
主

の
題
字
が
あ
り
、

十
八
図
と

つ
づ
き
、
次
に
画
家
名
と
そ
の
画
家

が
担
当
し
た
名
所
が
記
さ
れ
、
最
後
に
佐

々
木
景
欽

の
由
来
書
と
な

っ
て
終
る
。

洛
外

の
名
所
絵



上
巻

は
大
内
山

の
春
か
ら
は
じ
ま
り
、
北
東

の
比
叡
山
四
明
岳

と
如
意

ヵ
岳

の
雪
を
写
し
、
雪
の
山
か
ら
青

々
と
茂

る
糺

の
杜

の
下
鴨
神
社
に
降
り
て
ゆ
き
、
そ

れ
か
ら
南

へ
東
山
三
十
六
峰
に
沿

っ
て
、
夏

の
砥
園

の
森
や
真
葛
原
を
見
て
、
萩
の
咲
き
乱
れ
る
秋

の
高
台
寺
、
花

の
清
水
寺
を
遠
く
よ
り
眺
め
な
が
ら
、
さ
ら
に

ま
が
き

が
し

ま

南

に
進

ん
で
五
条

の
橋

の
離

嶋
の
水
面

に
映

る
月
を
愛
で
て
、
通

天
橋

の
紅
葉
に
秋
を
満
喫
し
、
洛
外

の
南

の
端

の
梅
渓

で
早
春

の
梅
が
香
を
き
き
、
宇
治
川

の
郭

公

の
爽
や
か
な
夏

の
風
趣
で
終
る
。
名
所

は
十
ヵ
所
で
あ
る
。
下
巻

は
上
賀
茂
神
社

の
社
頭
か
ら
は
じ
ま
り
、
西
に
進
ん
で
晩
春

の
金
閣
寺
を
見
て
、
広
沢
の
池
越

し
に
山

の
端

の
月
を
愛

で
て
、
さ
ら
に
西

へ
進

み
全

山
紅
葉
す
る
高
雄
か
ら
青

々
と
茂

る
愛
宕
山

の
嶺

々
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
霞

の
ご
と
く
棚
引
く
桜

の
花

の
嵐
山

を
望

み
、
東
寺

の
五
重
塔
を
遠
く
か
ら
眺
め

つ
つ
、
南

の
端

の
淀

・
八
幡

・
山
崎

の
雪
景
色
と
な
り
、
雪
の
淀

の
水
車
を
見
て
終
る
。
下
巻

の
名
所
は
八
ヵ
所
で
上

巻

と
合
わ
せ
る
と
十
八

ヶ
所

に
な

る
。

こ
れ
ら
十
八
ヵ
所

の
名
所
は

い
ず
れ
も
洛
外

の
名
所
で
あ
る
。
洛
中

と
洛
外

の
境
界

の
ひ
と

つ
の
目
安
は
、
普
通
、
お
土
居
と
京

の
七
口
を
も

っ
て
な
さ
れ
て

い

る
。
因
に
、
京

の
七

口
の

「
七
」
は

「
五
畿
七
道
」

の

「
七
し
か
ら
き

た
も

の
と
さ
れ
、
京
都
と
全
国
を
結

ぶ
主
要
街
道

の
出
入
口
と

い
う
ほ
ど

の
意
味

で
あ

っ
た

ヘモ

ユ

と
い
う
。

つ
ま
り
口
と
称
す

る
も

の
が
七
口
で
は
な
く
十
以
上
確

認
で
き
る
の
で
必
ず
し
も
京
都

へ
の
出
入
口
を
表
わ
し
た
も

の
と
は
限
ら
な

い
の
で
あ
都

が
、
お

土
居

の
築
造

に
よ

っ
て
、

一
応

の
固
定
化
を
み
た
の
で
あ
る
。
鞍
馬

へ
の
鞍
馬
口
、
大
原

へ
の
大
原

口
、
志
賀
街
道

へ
の
今
道
の
下
口
、
逢
坂
越

へ
の
粟

田
口
、
伏

見

へ
の
伏
見

口
、
竹

田
か
ら
奈
良

へ
の
竹
田
口
、
鳥
羽

へ
の
鳥

羽
口
、
山
崎
路

へ
の
東
寺

口
、
丹
波
路

へ
の
西
七
条

口
(丹
波

口
)、
鷹
峰

へ
の
長
坂

口
が
京

の
七

口

で
あ

る
。

下
巻

の
名
所
絵

の
後
に
画
家

の
名
前
と
そ

の
画
家
が
担
当
し
た
名
所

が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
「
大
内
山
春

五
条

橋
擁
嶋
月

東
寺

秋

応
震
、
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪

梅
漢
早
春

高
雄
紅
葉

孝
敬
、
下
鴨
夏

通
天
橋
秋

嵐
山
春

来
章
、
祇
園
森
真
葛
原
夏

宇
治
郭
公

金
閣
晩
春

孝
文
、

高
台
寺
秋

上
鴨
社
頭

愛
宕
嶺

景
文
、
清
水
春

広
沢
月

淀
川
八
幡
山
崎
雪

藍
洲
」
。
す
な
わ
ち
六
人
の
円
山
四
条

派
の
画
家
、
応
震
、
孝
敬
、
来
章
、
孝

文
、
景
文
、
藍
洲
が
そ
れ
ぞ
れ
に
三
ヵ
所

の
名
所
を
担
当
し
て

い
る
。

こ
こ
で
は
名
所
と
画
家

の
み
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
、
詳
し
く
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ

に
つ
づ
い
て
最
後
に
佐

々
木
景
欽
が
、

こ
の
図
巻

に
関
す

る
由
来
を
記
し
て

い
る
。

こ
れ
は
少

々
長

い
文
章
で
あ
る
が
図
巻

の
成
立
を
記
述
し
た
貴
重
な
も

の

で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
紹
介
す
る

こ
と
に
す
る
。

世
に
人

の
こ
と
わ
さ
多
か
め
れ
と
、
中

に
も
海
山

の

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

(3)



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

美
景

を

さ

く
り

、
石

上

ふ
る
き

跡
を

た

つ
ね

て
、

い
に
し

へ

い
ま
を

、

お
も

ひ
は
か

ら
ん

は
、
心

ゆ
く
す

さ
ひ

に
な

む
有

け
る
。

し
か

ハ
あ

れ
と

、
位

山
高

根

を
き

ハ
め
給

ふ
、

や

む

こ
と
な

き

お
ほ

ん
う

ヘ

ハ
殊
さ

ら

に
出

ま
し
給

ハ
ん
も

世

の
聞

え

か
し

こ

け
れ

は
愕

ら

せ
給

ふ
な

ら
め
。

此

一
巻

ハ
、

か

・
る
御
心

を

な

く
さ
め
た
て
ま

つ
ら
ん
た
め
も
ろ
く

の
絵
司
の
中

に

す
く
れ
た
る
を
え
ら

ひ
か

・
せ
給
ふ
。
そ
も
く

大
内
山
の
宮

は
し
ら
ふ
と
し
く
立
さ
か
え
給
ふ
る
は

い
と
も

か
し

こ
し
。
比
叡
山
を
見
れ
ば
し
ろ
か
ね
、
も
て

つ
く

り
な
し
た
る
か
こ
と
、
峰
積
た
る
雪

の
如
意

か
峰
に

つ
つ
き
て
大
文
字

の
さ
や
に
顕
た
る
も
お
か
し
。
鴨

川
の

流
れ
絶
す
し
て
濁
ら
ぬ
御
代
は
祇
園

の
風
、

の
と
か
に

吹
て
真
葛
か
原

の
う
ら
む

へ
き
こ
と

の
葉
も
あ
ら
す
。
萩

の

こ
そ

露
玉
を
し
き
た
る
高
台
寺
の
庭
社
、
よ
し
見
む
人
は

枝
な
が
ら
と
も

い
は
め
。
清
水

の
さ
く
ら
擁
か
島

の
月
に
春
秋

の

こ
こ
ろ
を
休
め
。
通
天
橋
の
流
れ
を
尋
て
張
箒

が
浮
木

の
思

ひ
を
な
し
。
梅
漢

の
木

の
も
と
に
羅
浮

の
夢
を
あ
は
れ
み
、

橋
姫

の
ま

つ
よ
を
と
ひ
て
郭
公

の
暗
渡
る
も
見
る
物
聞
も

の

に
つ
け
て
、
心

の
動

か
さ
ら
め
や

ハ
。
神
山

の
日
蔭

の
か
つ
ら
く
り

か

へ
し

つ

・
千
年
を
祈
る
。
大
君
の
衣
か
さ
山
の
麓

な
る
、

(4)



御
寺

ハ
そ

の
か
ミ
鹿
苑
院
お
ほ
き
大
ま

へ
つ
君
の
お
ま
し
所
と

な
む
き

・
つ
。
池
の
ほ
と
り
並
木

の
陰

お
か
し
う
、

つ
く
り
な
し
て
、
庭

の
ま
さ

こ
方

に
円
に
う
ち
し
き
た
る
い
と
清

ら
也
。
も
な
か

の

月
さ
や
か
な
る
水
の
上
に
さ

・
波
う
ち
よ
せ
て
、
夜
深
き

風

の
す

・
う
に
身

に
し
み
た
る
廣
澤
の
秋

こ
そ
た

・
な
ら
ね
。
薄

く

こ
き
も
み
ち

の
清
瀧
河

に
う

つ
り
て
水

の
秋
し
り
か
ほ
な
る
、

め
も
あ
や
也
。
あ
た
こ
の
峯
は
霧
立
ち

こ
め
て
お
ほ

つ
か
な
き
に
妻

(あ
は
れ
)

と
ふ
鹿

の
二
声
鳴

た
る

ハ
い
ミ
し
う
何
憐
也
。
大
井

の
川
も

ま

ち
か
ふ
見
渡
さ
れ
て
波
ま
を
下
す
筏
に
散
か

・
る
花
の
に
ほ
ひ
は

嶺

の
あ
ら
し
も
雪
と
ふ
る
熊

)
う
ち
ず
し
て
ん
.

い
ら
か
高
く
顕

て

の

く
し
き
焼
物

の
香

に
東
寺

の
場

の
仏
さ
び
た
る
あ
な
尊
し
。

ぬ

ー

は
玉

の
淀

の
名

を
さ

へ
た
と
ら
れ
て
、
里

の
巷
水

の
流
は
さ
ら
也
、

八
幡
山
さ
き
ま
て
、
遠
し
ろ
く
晴
わ
た
り
た
る
雪

の
朝
は
、

宰
印
と
か

い
ふ
な
る
唐
人
も
口
こ
も
り

ゐ
て

い
ひ
し
ら
す
、

か
し

こ
き
筆

の
跡
に

こ
そ
あ
ら
め

天
保
二
年
季
秋

景
欽

こ
の
由
来
書

の
最
初
に
お

い
て
図
巻

が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
制
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
が
明
解

に
書

か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
位
山
高
根
を
極
め
て
し
ま
わ
れ

た
大
変
な
貴
人
で
あ
り
ま
す
御
門
主
様

が
殊
更

に
外
出
さ
れ
ま
し
た
な
ら
ば
、
世
間
も
畏
多

い
こ
と
で
御
遠
慮
申
し
上
げ

る
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

こ
の
図
巻
は
そ
ん

な
御
心
を
御
慰
め
奉
ん
た
め
に
、
諸

々
の
絵
師

の
中
よ
り
優
れ

た
る
絵
師
を
選
ん
で
海
山
の
美
景
を
描

か
せ
ま
し
た
と

い
う
。
西
本
願
寺
第

二
十
世
広
如
宗
主

の
た

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て
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め
に
こ
の
図
巻
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
最
後

の
年
紀
落
款
、
「
天
保

二
年
季
秋

景
欽
」
に
よ

っ
て
、
天
保
二
年

(
一
八
三

一
)
秋

に
図
巻
が
完
成
し
た
こ
と

が
明
ら
か

に
な
る
。

「
大
内
山

の
宮
は
し
ら
ふ
と
し
く
立
ち
さ
か
え
給

ふ
る
は
」
以
下
の
、
+
八

の
洛
外
名
所

の
説
明
文
そ
の
も

の
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
く

こ
と
に
す

る
が
、

こ

の
由
来
書

が
先

に
あ

っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
絵
画
す
な
わ
ち
名
所
を
描

い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
先

に
絵
画
が
あ

っ
て
後
に
名
所

の
説
明
文
を
書

い
た
の
か
、
さ
ら
に

は
そ
れ
ら
二
つ
が
同
時
に
な
さ
れ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
の
と

こ
ろ
確
固
た
る
答
を
得
て
お
ら
ず
今
後
の
課
題
に
す
る
。

ま
た
、
こ
の
図
巻

に
は
本
図
と
見
間
違
え
る
ほ
ど
の
精
細
な
下
絵
が
二
巻
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
伺

い
下
絵

で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
図
巻
全
体

の

こ
と
、
図
様
、
構
成
、
金
泥
の
引
き
方
な
ど
を
本
画
制
作

の
前
に
伺
う

た
め
に
描

い
た
も

の
で
あ
る
。

二
、
図
巻

の
構
成

図
巻

の
上
巻
が

「
大
内
山
春
」
以
下
、
「
比
叡
如
意
ヵ
岳

雪
」
「
下
鴨
夏
」
「
祇
園
森
真
葛
原
夏
」
「
高
台
寺
秋
」
「
清
水
春
」
「
五
条
橋
籠
嶋
月
」
「通
天
橋
秋
」
「梅

漢
早
春
」
「宇
治
郭
公
」
と
な
り
、
下
巻

は

「
上
鴨
社
頭
」

に
は
じ
ま
り
、
「
金
閣
晩
春
」
「
広
沢
月
」
「
高
雄
紅
葉
」
「愛
宕
嶺
」
「嵐
山
春
」
「東
寺
秋
」
「
淀
川
八
幡

山
崎
雪
」
で
終
る
こ
と
は
、
す

で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら

に
上
巻

は
内
裏

か
ら
は
じ
ま
り
比
叡
か
ら
如
意

ヵ
岳
に
飛
び
山
か
ら
下
鴨
神
社

に
下

っ
て
、
南

へ
東
山
三
十
六
峰
に
沿

っ
て
洛
外

の
南
端

の
宇
治
に
ま
で
行

っ
て
終
わ
り
、
下
巻

は
上
賀
茂
神
社
か
ら
西

へ
金
閣
、
広
沢

の
池
に
進
み
、
高
雄
、
愛
宕
、
嵐

山
と
山
々

を
巡
り
、
そ
こ
か
ら

一
気

に
東
寺
に
南
下
し
さ
ら
に
淀

・
八
幡

・
山
崎
に
ま
で
下

っ
て
終
る
こ
と
も

の
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
内
裏
を
中
心
に
し
て
、
上
巻

は
名
所
を

北
東

か
ら
東
を
経
て
南
に
展
開
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
巻

は
名
所
を
北
か
ら
西
を
巡

っ
て
さ
ら

に
南

に
巡

っ
て

い
る
。
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
洛
中
を

抱
く
よ
う
な
形

に
な
り
、
上
巻

が
右
回
り
下
巻
が
左
回
り
に
南

へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
を
図
示
す
る
と
資
料
1

の
よ
う

に
な
る
。

こ
の
上
巻
の
右
回
り
下
巻

の
左
回
り
の
洛
外
名
所
は
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
向

っ
て
右
隻
と
左
隻

の
洛
外
名
所
に
対
応
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
旧
町

田
家
本

の

　

　

右
隻

に
は
内
裏
、
比
叡
如
意

ヵ
岳
、
祇
園
、
清
水
、
五
条
橋
、
東
福
寺
が
認
め
ら
れ
、
左
隻

に
は
上
賀
茂
神
社
、
金
閣
、
愛
宕
山
、
嵐
山
な
ど
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。

東
京
国
立
博
物
館
模
本

の
右
隻

に
は
比
叡
山
、
祇
園

の
社
、
清
水

の
滝
、
五
条

の
橋
、
東
福
寺
、
東
寺

が
写
さ
れ
て
お
り
、
左
隻
に
は
上
賀
茂
神
社
、
金
閣
、
愛
宕

(6)
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(『京都事典』の 「お土居 と七口」 を参照)

上巻

①大内山春
②比叡如意ヵ岳雪
③下鴨夏
④祇園森真葛原夏
⑤高台寺萩

⑥清水春
⑦五条擁嶋月
⑧通天橋秋
⑨梅漢早春
⑩宇治郭公

7)

下巻

⑯嵐山春

⑰東寺秋

⑱淀 川・八幡 ・山崎雪

⑪上鴨社頭
⑫金閣晩春
⑬広沢月
⑭高雄紅葉
⑮愛宕嶺
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山
、
嵐
山
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
上
杉
家
本
の
右
隻

に
は
内
裏
、
比
叡
山
、
糺

(
下
鴨
神
社

)、
円
山
砥
園
、
清
水
寺
、
東
福
寺
、
東
寺

が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。

左
隻

に
は
上
賀
茂
神
社
、
金
閣
、
広
沢

の
池
、
高
雄
、
愛
宕
山
、
嵐
山
な
ど
が
描
写
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
図
巻

の
上
下
巻
と
洛
中
洛
外
図

の
右
隻
左
隻

の
洛

外
名
所
が
ほ
ぼ
対
応
す
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る

こ
と
は
東
寺
に
関
わ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
図
巻

に
は
東
寺

が
絵
画
化
さ
れ
て

い
る
が
そ
れ
が
洛
中
洛
外
図
に
描
写

さ
れ
て
い
る
か

い
な

い
か
に
よ

っ
て
、
さ
ら

に
描
写
さ
れ
て

い
る
に
し
て
も
右
隻

に
描
か
れ
て

い
る
か
左
隻

に
写
さ
れ
て

い
る
か
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
制
作
期
の
相
違
を
明

示
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
最
も
古

い
作
例

で
あ
る
と
さ
れ
る
旧
町

田
家
本

に
は
東
寺
は
描
か
れ
て

い
な

い
。
右
隻

の
南

の
名
所
は
東
福
寺
、
観
世
能
、
万
寿
寺
、
因

幡
堂

で
あ
り
、
左
隻

の
南

の
名
所
は
松
尾
、
桂
川
、
西
ノ
京
、
百
万
遍

で
あ
る
。
旧
町

田
家
本
に

つ
づ
く
東
京
国
立
博
物
館
模
本
と
上
杉
家
本
で
は
右
隻

に
東
寺
が

写
さ
れ
て
お
り
、
上
杉
家
本
よ
り
新

し
い
制
作
で
あ
る
旧
池
田
家
本

で
は
左
隻

に
東
寺

が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
は
室
町
時
代
末
期
に
あ

っ
て
は
東
寺

は
ま

だ
洛
外

の

名
所
と
し
て
認
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
桃
山
期

に
な

る
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
北
か
ら
東
を
経
て
南
に
展
開
す

る
南
端

に
位
置
す

る
も

の
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
が
さ
ら
に
江
戸
時
代
前
期

に
な
る
と
東
寺
は
左
隻

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
か
ら
西
を
経
て
南

に
展
開
す
る
南
端
に
位
置
す
る
も

の
と
し
て

8

捉
え
ら
れ
て

い
る
。
以
上

の
よ
う
に
時
代
に
よ

っ
て
洛
外
名
所

の
把
握

の
仕
方
が
相
違
す

る
の
で
あ
る
。
因
に
、
図
巻

は
東
寺
を
下
巻

に
描
写
し

て
い
る

の
で
、
旧

ー

池
田
家
本
に
類
似
す

る
、

つ
ま
り
洛
中
洛
外
図
に
す
れ
ば
左
隻

に
東
寺
が
描
写
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
図
巻
に
認
め
ら
れ
る
洛
外
名
所
図

で
、
旧
町
田
家
本
、
東
京
国

立
博
物
館
模
本
、
上
杉
家
本
な
ど
に
描
写
さ
れ
て
い
な
い
洛
外
名
所
が
三

つ
あ
る
。
上
巻

の

「
梅
漢
早
春
」
「
宇
治
郭
公
」
と
、
下
巻

の

「
淀

川
入
幡
山
崎
雪
」

の
三

つ
が
そ
れ
で
あ

る
。

こ
れ
ら
を

一
覧
表

に
す
る
と
資
料
2
と
な
る
。

こ
の

一
覧
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
町
田
家
本
、
東
京
国
立
博
物
館
模
本
、
上
杉
家
本

に
認
め
ら
れ
な

い
洛
外
名
所
図
三

つ
、
「
梅
漢
早
春
」
「
宇
治
郭
公
」
「
淀

川
入
幡
山
崎
雪
」
が
図
巻
に
描
写
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ

い
。

こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
制
作
さ
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
前

期

に
か
け
て
描
写
さ
れ
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
と
、
江
戸
時
代
も
後
期

の
天
保
二
年

(
一
八
三

一
)
に
絵
画
化
さ
れ
た
図
巻
と

の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
時
代

が
下
る

に
従

っ
て
洛
中

の
名
所
は
と
も
か
く
も
、
洛
外

の
名
所
は
広

が
り
を
持

っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代

末
期

に
か
け
て
は
、
梅
渓
、
宇
治
、
淀
八
幡
山
崎
な
ど
は
ま

だ
洛
外

の
名
所
と
し

て
絵
画
化
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

洛
外
名
所
は
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
あ

っ
て
は
そ
の
屏
風

の
上
端

に
描
写
さ
れ
る
の
が
常
で
あ

っ
て
、
季
節
表
現
も
桜

の
春
、
紅
葉

の
秋
、
雪

の
冬

と
い
う
も

の
は
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坐
覧
皇
都
勝

洛
中
洛
外
図町田家本

(
歴
博)

洛
中
洛
外
図模本

(
東
博)

洛
中
洛
外
図上杉家

本

洛
中
洛
外
図旧池田家蔵

(
岡
山
美)

1

大
内
山
春

○
右

○
右

○
右

2

比
叡
如
意
ヵ
岳
雪

○
右

○
右

○
右

○
右

3

下
鴨
夏

○
右

○
右

巻

4

砥
園
森
真
葛
原
夏

○
右

○
右

○
右

○
右

5

高
台
寺
秋

○
右

6

清
水
春

○
右

○
右

○
右

○
右

上

7

五
条
橋
籠
嶋
月

○
右

○
右

○
右

○
右

8

通
天
橋
秋

○
右

○
右

○
右

○
右

9

梅
漢
早
春

10

宇
治
郭
公

11

上
鴨
社
頭

○
左

○
左

○
左

12

金
閣
晩
春

○
左

○
左

○
左

○
左

巻

13

広
沢
月

○
左

14

高
雄
紅
葉

○
左

○
左

15

愛
宕
嶺

○
左

○
左

○
左

○
左

下

16

嵐
山
春

○
左

○
左

○
左

○
左

17

東
寺
秋

○(

右)

○(

右
)

○
左

18

淀

川
・

八

幡
・

山

崎
雪

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

(9)
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明
解

で
あ

る
が
そ

の
他
の
多

く
は
季
節

が
特
定
で
き
な

い
も

の
が
多

い
。
そ
れ
は
洛
外
名
所

が
屏
風
の
上
端

に
ほ
ん
の
少
し
小
さ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
季
節
表

現
に
ま
で
及
ば
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
図
巻

に
み
る
季
節
表
現
は
十
八
図
中

一
図

の
み
が
特
定

で
き
な

い
。
下
巻

の
最
初

の
名
所

「
上
鴨
社
頭
」

が
そ
れ
で
あ

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

図
巻

の
上
巻

の
名
所
表
現

は
内
裏

か
ら
は
じ
ま

っ
て
北
に
上

っ
て
東
を
巡

っ
て
南

に
進

み
、
下
巻

の
名
所
表
現
は
北
か
ら
は
じ
ま

っ
て
西

へ
回

っ
て
南

に
至

っ
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
右
回
り
表
現
と
左

回
り
表
現
は
基
本
的

に
地
形

に
沿

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
図
巻

の
場
合
は
あ
く
ま

で
も
右
方

か
ら
左
方

に
展
開
す
る

一
方
向
性

で
あ
る
か
ら
、
地
形

に
沿

っ
て
名
所
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
当
然

二

つ
の
方
向
を
持

つ
こ
と

に
な
り
、
問
題
が
生
じ

る
。
そ

こ
で
考
え
出
さ
れ
た

の
が
上
下
巻

に
分
け

て
、
上
巻
を
右
回
り
下
巻
を
左
回
り

に
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
極
め
て
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
洛
中
洛
外

図

は
そ

の
多
く
が
屏
風
で
あ
る

の
で
、
右
隻
を
右

回
り
左
隻
を
左
回
り
に
す
れ
ば
地
形
に
沿

っ
て
洛
外
名
所

が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
旧
町
田
家
本
、
東

京
国
立
博
物
館
模
本
、
上
杉
家
本
な
ど
の
洛
外
名
所
表
現

は
、
右
隻

に
あ

っ
て
は
左
端
す
な
わ
ち
屏
風

の
中
央
か
ら
右
端
に
順
次
描
写
さ
れ
て
お
り
、
左
隻
は
そ

れ

と
は
謳

に
鋸

屏
風
中
央
か
差

端
に
順
次
絵
画
化
さ
れ
て
い
ゑ

こ
の
さ

つ
に
屏
風
の
洛
外
名
所
表
現
は
地
形
に
沿

っ
て
よ
り
自
然
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の

期

で

あ

る

。

ー

三
、
洛
外
名
所

と
そ

の
表
現

「
大
内
山
春
」
は

い
ず
れ
の
殿
舎
か
特
定
で
き
な

い
が
大
き
な
屋
根

の

一
部
が
左
方
下
端

に
配
さ
れ
、
そ
の
屋
根
越
し
に
池
と
中
島
、
さ
ら
に
遠
く

に
山
を
望

む

こ
と
が
で
き
る
。
中
島

の
右
方
に
舟
屋
形
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
池
は
御
池
庭
と
称
さ
れ
た
、
小
御
所
や
御
学
問
所

の
東
側
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
大
き
な
屋
根

の
殿
舎
は
小
御
所

か
御
学
問
所

と
な
り
、
南

西
の
方
角
か
ら
御
池
庭
を
鳥
轍
し
て

い
る
。
遠
く
の
山
は
比
叡
山
で
あ
ろ
う
。
中
島

の
繁

げ
る
樹

々
の
間
に
木
蓮
で
あ
ろ
う
か
、
白

い
大
き
な
花
を

つ
け
て

い
る
樹
木

が
あ

る
。
季
節
は
春

で
あ

る
。
中
島

の
左
方

の
橋
が
掛

か
る
傍

に
小
さ
な
滝

が
認
め
ら

れ
る
が
、
そ

の
岩
や
落
下
す

る
水
表
現
は
円
山
派
の
始
祖
円
山
応
挙

の
描
法

に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
圭
角
な
線
描
で
岩

の
形
を
整
え
立
体
感
は
濃
淡
墨

の
没
骨
的
な
斧
辟
刀
嫉
で
表
わ
す
。
岩

の

一
部
や
水

の
中

に
岩

の
ほ
ん

の

一
部
を
描

い
て
水

の
落
下
す

る
様

子
を
的
確
に
絵
画
化
し
た
り
、
柔
ら
か
い
線
を
重
ね
て
水



の
流
れ
や
ゆ
る
や

か
な
水

の
動
き
を
見
事

に
表
現
す

る
技
法
は
応
挙
が
得
意
と
し
た
も

の
で
、
多
く

の
弟
子
達

に
も
受
け
継
が
れ
て
い

っ
た
も

の
で
あ

る
。
本
図
は

応
震
が
描
写
。

こ
こ
に
認
め
ら

れ
る
岩
表
現
、
す
な
わ
ち
圭
角
な
線
描
と
濃
淡
墨

の
没
骨
的
な
斧
壁
嫉

で
岩

を
見
事

に
絵
画
化
す

る
こ
と
は
、
孝
文

の

「
金
閣
晩
春

」
の
岩
表
現

に
も
認

め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
柔
ら
か

い
線
を
重
ね
て
水

の
流
れ
や
、
ゆ
る
や
か
な
水

の
動
き
を
表
現
す

る
描
法

は
、
同
じ
く
上
巻

の
応
震

の

「
五
条
橋
擁
嶋
月
」
や
、

孝
文
の

「宇
治
郭
公
」
、
同
じ
く
孝
文

の
下
巻

の

「
金
閣
晩
春
」
、
藍
洲
の

「広
沢

の
月
」
、
来
章

の

「
嵐
山
春
」
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
。

「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
は
京
中
か
ら
仰
ぎ
み
る
雪

の
比
叡
山
で
あ
る
。
比
叡

山
は
王
城

の
守
護
、
京

の
ひ
と

つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
人

々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

こ
の
比
叡
如
意

ヵ
岳

は
実
景

に
近

い
表
現
に
な

っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
画
面
中
央

に
高

い
比
叡

山
を
表

わ
し
そ
の
左
方
奥

に
よ

こ
た
か
山
を
配
し
、
右
方

の
比
叡

ア

ル
プ

ス
の
中

ほ
ど

の

一
本
杉
を
明
確

に
描
き
、
大
文
字

の
如
意

ヵ
岳

へ
と
展
開
す

る
。
如
意

ヵ
岳

に
は

「大
」

の
字

が
く

っ
き
り
と
雪

の
中

に
認
め
ら
れ
る
。
実

に

気
宇

の
大
き
な
作

品
で
あ
る
。
雪
景
色

は
雪
の
白
さ
、
輝
き
、
静
け
さ
な

ど
雪

の
質
感
ま

で
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
雪
景
色

の
趣
致
を

表
わ
す
時
、
金
泥
引
き
表
現
を
大

い
に
活
用
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
金
泥

の
地
隈
表
現
と
わ
ず

か
な
濃
淡

の
筆
墨
を
駆
使
し
て
雪
景
を
見
事

に
絵
画
化
し
て

い
る

の

m

で
あ
る
。

こ
の
描
法

は
応
挙

が
得
意
と
し
た
表
現
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
応
挙

の
東
京
国
立
博
物
館

の

「
雪
松
図
」
や
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風
が
そ

の
こ
と
を

ー

端
的
に
語

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
下
巻
最
後
の

「
淀
川
八
幡

山
崎
雪
」
の
雪
景
表
現
も
同
様

の
も

の
で
あ
る
。
「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
は
孝
敬

が
描
き

「
淀
川
八
幡

山

崎
雪
」
は
藍
洲
が
担
当
し
て

い
る
が
、
両
者
と
も
始
祖
応
挙

の
雪
景
表
現

に
倣

っ
て
両
図
を
描

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
下
鴨
夏
」
は
赤

い
鳥
居
を
画
面
中
央

に
配
し
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
轡
蒼

と
茂
る
糺
の
杜

が
写
さ
れ
、
鳥
居

の
前

に
夏
越

の
祓
を
す

る
御
手
洗
川
が
流
れ
て
い
る
。

画
家

は
来
章
。
「
祇
園
森
真
葛
原
夏
」
は
夏
樹
が
茂
る
祇
園
、
東
山
の
裾
野

に
寺
院
、
庵

の
三

ヵ
所
、
す
な
わ
ち
祇
園

・
円
山

・
真
葛
原

の
東
山

一
帯
が
描
か
れ
て

い

る
。

こ
の
よ
う
に

一
図

の
内
に
三
ヵ
所
を
絵
画
化
し
た
も

の
に
、
「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
「
淀

川
八
幡
山
崎
雪
」
な
ど
が
あ
る
。
「
比
叡
如
意
ヵ
岳
雪
」
や

「
淀
川
八
幡

山
崎
雪
」
は
そ

の
山
嶺
や
淀
川
を
ひ
と

つ
の
共
通
す
る
も

の
と
し
て
、
三

つ
の
異
な
る
場
所
を
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
に
調
和
さ
せ
て

い
る
。
さ

ら
に
図
様
を
よ
り
親

し

く
結

び

つ
け

て
い
る
の
は
両
図
と
も
認
め
ら
れ
る
雪
景

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
両
図

は
よ
り
緊
密

に
な
り
そ

の
趣
致
も
統

一
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一

方
、
本

図
は
祇
園

・
円
山

・
真
葛
原

の
随
所

に
引

か
れ
た
金
泥
に
よ

っ
て
間
断
な
く
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
金
泥
引
表
現
に

つ
い
て
は
後
に
ふ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

と
も
か
く
、

こ
の
東
山

一
帯

は
桜

の
名
所
と
し
て
絵
画
化
さ
れ
る

こ
と
が
多

い
。
し
か
し
本
図

で
は

「
祇
園
森
真
葛
原
夏
」
と
あ
る
よ
う

に
、
夏

の
東
山
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
そ
う
し
た
桜
を
愛
で
て
遊
覧
酒
宴
す
る
こ
と
は
露
ほ
ど
も
表
わ
さ
れ
て

い
な

い
。
す
な
わ
ち
人
物
が
描
写
さ
れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
本
図
に
限

っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
全
巻
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
図
巻

の
特
色

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
高
台
寺
秋
」
は
高
台
寺

の
門
前

に
萩

が
咲
き
乱
れ
て

い
る
。
高
台
寺

の
秋
で
あ
る
。
高
台
寺

の
萩
は
著
名
で
あ

っ
て
、
『
拾
遺

都
名
所
図
絵

』
巻
二
に

「
高
台
寺

　
る

萩

の
花
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
も
萩
が
美
し
く
咲
き
乱
れ
て

い
る
が
人
物
は

一
人
も

い
な

い
。
画
家

は
景
文
。
「清
水
春
」
は
春

の
桜
で
あ
る
。
前

の

『
拾
遺
都
名
所
図
絵
』
巻
三
に
、
「
け
ふ
ご
ず

は
音
羽
の
さ
く
ら

い
か
に
ぞ
と
み
る
人
ご
と
に
問
ま
し
物
を

」
(権
中
納
言
俊
忠

)
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
清
水

は
桜

の
名
所
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
有
名
な
舞
台
と
塔
を
中
心

に
し
て
表
わ
し
、
舞
台

の
下
あ
た
り

一
帯

は
満
開
の
桜
で
あ
る
。

こ
の
表
現
は
描
写

対
象
を
画
面
中

ほ
ど
よ
り
上
方
に
集
中
さ
せ
て

い
る
。

こ
れ
は
清
水
寺
及

び
そ
の
舞
台
が
高

い
所

に
あ
る

こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
描
法

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
本
図

は
そ

の
画
面

の
横
巾

が
図
巻
十
八
図
中
最
も
短

い
。

こ
れ
も
高
さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
時

の
ひ
と

つ
の
構
成
法

で
あ
ろ
う
。

こ
の
高
さ
表
現
を
よ
り
自
然
な
も

の

に
し
て
い
る
の
が
大
き
な
余
白
に
引
か
れ
た
金
泥
引
き
表
現

で
あ
る
。

拗

す
な
わ
ち
描
写
対
象

の
巾

の
短

い
分
、
小
さ
い
分
だ
け
余
白
が
多
く
な
る
が
そ
れ
を
間
延

び
し
な

い
よ
う
に
有
効
に
金
泥
を
引
く

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
金
泥
引
き

ー

表
現
、
霞

の
効
用
を
最
大
限

に
活
用
す

る
。
次

に
配
さ
れ
た

「
五
条
擁
嶋
月
」
も
同
様
に
余
白
の
多

い
も

の
で
そ

の
分
だ
け
金
泥
が
有
効
に
引

か
れ
て
い
る
。
殊
に
、

遠
く
に
擬
宝
珠

の
み
で
橋
を
表
現
し
た
の
は
印
象
深
く
趣
致
あ

る
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
描
写
対
象

の
全
体
を
描
か
ず

に
ほ
ん

の

一
部

の
み
を
写
す

こ
と
に
よ

っ
て

そ
の
描
写
対
象
を
表
現
す
る

の
で
あ

る
。
前
図

の

「
清
水
春
」
は
薩
洲

で
本
図

の

「
五
条
籠
嶋
月
」
は
応
震
。
「
通
天
橋
秋
」
は
東
福
寺
山
内

の
通
天
橋

一
帯

の
紅
葉

を
下
方
か
ら
描

い
て
い
る
。

そ
の
紅
葉

の
色

が
鮮
烈
で
あ
る
。
佐

々
木
景
欽
は
由
来
書

に
お

い
て
、

こ
の

「
通
天
橋
秋
」
に

つ
い
て

「
通
天
橋

の
流
れ
を
尋
て
張
審

が
浮
木

の
思

ひ
を
な
し
」
と
記
述
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
漢
の
武
帝

の
時
、
張
審

が
浮
木

に
乗

っ
て
天
の
川
の
源
を
き
わ
め
た
と
い
う
故
事

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

り
、
新
古
今
集

に
は

「
天

の
川
か
よ

ふ
浮
木

に
言
問
は
む
紅
葉

の
橋
は
散

る
や
散
ら
ず
や
」
と
い
う
和
歌
が
あ
る
。
画
家
は
来
章
。

上
巻
の
最
後
の
二
図
、
「
梅
漢
早
春
」
と

「
宇
治
郭
公
」
は
伝
統
的
な
洛
中
洛
外
図

に
登
場
し
な

か

っ
た
洛
外

の
名
所
で
あ
る
。
「
梅
漢
早
春

」
は
梅

の
木

一
、
二

本
を
三
ヵ
所

に
配
し

て
梅
林
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ

の
梅

の
香
が
漂
よ

っ
て
き
そ
う
な
満
開

で
早
春

の
景
色
が
見
事
に
絵
画
化
さ
れ
て

い
る
。
梅
漢
は
伏
見
に

や

し
な
と
う
げ

あ
り
、
『
都
林
泉
名
勝
園
』
に
よ
れ
ば
、
桃
山
城

の
城
山
の
北

に
あ

っ
て
五
郎
太
町
福
寿
庵
大
亀
谷
八
科

嶺
ま

で
を
さ
し
、
そ
の
梅
花

は
初
春

の
清
香
四
方
に
薫
り
、



せ

っ
が

く
そ
う

は

雪
薯
霜
芭
か
ぐ
わ
し
く
し
て
痩
枝

に
花
娩

々
た
り
と
あ

っ
て
、

こ
れ
を
賞
す

る
た
め
に
人

々
は
烈
し
き
寒

さ
を
忘
れ

て
、
梅
樹

の
も
と
に
集
ま

っ
た
と

い
う
。
そ

の

一
人
に
応
挙

が
い
る
。
彼
は
梅
花
を
殊

の
外
愛
し
た
。
あ
の
天
明
の
大
火

の
二
日
前
、
天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
の
正
月
二
十
八

日
に
江
戸

の
儒
者
村

田
春
海
が
上

京
し
た
の
で
、
応
挙
は
皆
川
漠
園
、
呉
春

ら
友
人
仲
間
と
梅
花
を
愛

で
る
た
め
梅
漢

に
赴

い
て

い
る
。
そ
の
時
、
応
挙
は
眼
鏡

(
望
遠
鏡

の
こ
と

か
)
を
携
帯
し
、

皆
が
そ
の
眼
鏡
で
梅
を
代
わ
る
が
わ
る
み
た

こ
と
が
面
白
く

『
漠
園
文
集
』
巻
二
に
記
さ
れ
て

い
る
。
画
家
は
来
章
。
「
宇
治
郭
公
」
は
孝
敬

の
息
子
孝
文

が
担
当
し

き

ぬ

て
い
る
。

こ
れ
は
宇
治
川
と
そ
の
大
橋
を
近
景

に
描
き
遠
方

に
平
等
院

の
鳳
鳳
堂
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
空
高
く
に
、
鳴
き
声

が
畠
を
裂
く

が
如
く

と
い
わ
れ
た
郭
公

が
飛
ん
で
い
る
。
宇
治
は
初
瀬

(
長
谷
寺

)
参
詣
を
は
じ
め
大
和
地
方
に
赴
く
人
が
通
過
す

る
、
都
人

に
と

っ
て
親
し

み
深

い
所

で
あ

っ
た
。
平
安
時
代

は
貴
族

の

別
荘
な
ど
が
作
ら
れ
た
。
平
等
院
鳳
鳳
堂
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
鳳
鳳
堂

の
扉
絵
に
は
網
代
が
描
か
れ
て
お
り
、
宇
治
を
語
る
時

の
ひ
と

つ
の
シ

ン

ボ
ル
で
あ

っ
た
が

こ
こ
で
は
郭
鷹

が
描

か
れ
た
・
郭
公
は
春

の
鶯
、
秋

の
雁
と
と
も
に
日
本
人

が
最
も
愛
し
た
鳥

で
あ
る
。

日
本

へ
は
五
月
頃
南
方
か
ら
飛
来
し

て

九
月
頃
ま
た
南
方

に
帰

っ
て
行

く
。
し

た
が

っ
て
洛
中

の
都
人

に
と

っ
て
郭
公
は
南

の
洛
外

か
ら
登
場
す
る
夏

の
鳥

で
あ
る
。
普
通
、
南

の
洛
外

と
は
淀

で
あ

っ
た

が
こ
こ
で
は
宇
治
に
な

っ
て

い
る
。
因
に
、
淀

は
後
に
ふ
れ
る
よ
、つ
に
雪
景

で
あ
る
。

瑚

「
上
鴨
社
頭
」
は
ま
さ
に
上
賀
茂
神
社

の
社
頭
を
忠
実
に
再
現
し

て
い
る
。

二
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
右
手

に
楽
屋
、
正
面

に
拝
殿

(細
殿

)、
舞
殿

(
橋
殿

)
土
屋

ー

(到
着
殿
)
が
建

つ
。
御
手
洗
川

の
上

に
建

つ
舞
殿
を
渡
る
と
、
左
手

に
楼
門
と
廻
廊

が
あ
る
。

一
の
鳥

居
と
楼
門

か
ら
奥
、
す
な
わ
ち
楼

門
の
石
段
を
登
る
と
中

門
、
そ
の
左
右

の
御
籍
屋

(
東
局

)、
直
会
所

(西
局

)、
本
殿
、
権
殿
な
ど
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
文
字
通
り
、
社

頭
を
絵
画
化
し

て
い
る
。
前
述

の
下
鴨
神
社

と

こ
の
上
賀
茂
神
社
で
四
月
の
中

の
酉

の
日
に
行

わ
れ
る
賀
茂
祭

は
、
そ

の
行
列

の
華
麗

さ
を

一
目
見
よ
う
と
高
貴
な
人
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
多

く
の
人

々
が
集

っ

た
。

一
条
大
路
に
は
人
垣
が
出
来
、
見
物
す
る
た
め
場
所
争

い
が
お
こ

っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
葵

の
上
と
六
条
御
息
所

の
車
争

い
の
話
は
有
名
で
あ

る
。
絵

は
景

文

が
担
当
。

「
金
閣
晩
春
」

の
金
閣
は
現
在

に
至

る
ま

で
観
光

の
王
座
を
占
め
て
き
た
。
殊

に
、
雪

の
金
閣
は
壮
麗

で
あ

っ
て
、
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
多
く
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
こ
の
金
閣
は
晩
春

の
景
色

で
あ

る
。
鏡
湖
池

の
な
か
に
屹
然

と
建

つ
金
閣
は
足
利
義
満

が
応
永
四
年

(
=
二
九
七

)
か
ら
十
年
の
歳
月
を
か
け

て
造
営
し
た
、

い
わ
ゆ
る
北
山
文
化

の
典
型

で
あ

る
。
公
家
文
化
を
中
心

に
武
家
文
化
、
禅
宗
文
化
を
見
事
に
総
合
し
た
も

の
で
あ
る
。
遠
く
に
望
め
る

の
は
衣
笠
山

で
あ
ろ
う
か
。

画
家
は
孝
文
。
「
広
沢
月
」
は
浮
見
堂
か
ら
池
を
は
さ
ん
で
、
山
の
端

に
丸

い
月
が
登

っ
て
い
る
。
平
安
時
代
以
来
、
広
沢

の
池

は
月
と
と
も
に
多
く
和
歌
に
詠
ま
れ

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

る
こ
と
に
な

っ
た
。
な
か
で
も
慈

円
が

「
更
級
も
明
石
も

こ
こ
に
さ
そ
ひ
来

て
月
の
光
は
広
沢

の
池
」
と
詠
ん
で
以
来
、
ま
す
ま
す
月

の
名
所
と
し
て
著
名
に
な

っ

た
。
「
い
に
し

へ
の
人
は
汀
に
影
た
え
て
月
の
み
澄
め
る
広
沢

の
池
」
(
源
頼
政
)
、
「
宿
し
も

つ
月

の
光

の
を
か
し
さ
は
い
か
に
と
言

へ
と
も
広
沢

の
池
」
(
西
行
、
『
山

家
集
』
)
な
ど
も
よ
く
知
ら
れ
た
和
歌

で
あ

る
。
画
家
は
藍
洲
。

「
高
雄
紅
葉
」
は
京
の
秋
を
象
徴
的

に
語
る
ひ
と

つ
で
あ

る
。
室
町
時
代
末
期
、
永
禄
年
間

(
一
五
五
八
ー

一
五
七
〇
)
に
狩
野
秀
頼
が
描
写
し
た
と
す
る

「
高

雄
観
楓
図
」
屏
風

は
そ
の
代
表
的
な
作
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
背
景

に
清
滝
川
の
ほ
と
り
で
楓

の
紅
葉
を
楽
し
む
男
女
が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
高
雄
は
紅
葉
の
名
所

で
あ
る
。
本
図

の
高
雄
は
流
れ
の
速

い
清
滝
川
を
渡

っ
た
と
こ
ろ
に
山
門

ら
し
き
建
物

が
写
さ
れ
そ
れ
ら

一
帯

の
楓

が
紅
葉
し
て

い
る
。
絵
は
孝
敬

が
担
当
。
「
愛
宕

嶺
」
は
愛
宕

の
嶺

々
を
画
面
の
上
方
に
軽
妙
に
絵
画
化
し
て

い
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
東
北

の
比
叡
山
に
対
し
て
西
北
の
愛
宕
山
と
し
て
対
応

さ
せ
て

い
る
の
で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。
標
高
は
比
叡
山
よ
り
も
高

い
の
で
積
雪
も
早

い
。
本
図
は
雪

の
愛
宕
山
で
は
な
く
青

々
と
茂

っ
て

い
る
が
夏
山

で
も
な

い
。
由
来
書

に

「
あ
た
ご

あ

は

れ

の
峯

は
霧
立
こ
め
て
お
ぼ

つ
か
な
き
に
、
妻
と
ふ
鹿

の
二
声
鳴
た
る

ハ
、

い
ミ
じ
う
何
憐
也
」

と
あ

る
の
で
、
お
そ
ら
く
秋
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
愛
宕
山
は

「
伊
勢

に
は
七
度
、
態
野

へ
三
度
、
愛
宕
さ
ん

へ
は
月
詣
り
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う

に
、
山
頂

の
愛
宕
神
社
に
火
伏
せ
を
願

っ
て
お
参
り
す

る
。
殊
に
八
月

一
日
午
前
零
時

に

行
わ
れ
る
通
夜
祭

に
は
、
参
詣
者
が
後
を
た
た
な

い
。

こ
の
日
の
お
参
り
は
千
日
詣
と
呼
ば
れ
、

一
日
で
千

日
の
参
詣
に
匹
敵
す

る
と
い
い
、
参
詣
者

は
火
災
除
け

の

「
火
逼
要
慎
」

の
御
符
と
樒

の
枝
を
う
け
、
家

に
持
ち
帰

っ
て
神
棚
や
お
く
ど
さ
ん
に
祀
る

の
で
あ
る
。
画
家
は
景

文
。
「
嵐
山
春
」

は
ま
さ
に
春
燗
漫
で
あ

る
。

桜
が
満
開

の
大
井
川
を
筏
が
下

っ
て
い
く
。
嵐
山
は
こ
の
よ
う
に
春

の
景
色

の
代
表
と
さ
れ
た
り
、
秋

の
眺
め
と
し
て
詠
ま
れ
た
り
絵
画
化
さ
れ
た
り
し
た
。
「
朝
ま

だ
き
嵐

の
山

の
寒
け
れ
ば
紅
葉

の
錦
き
ぬ
人
ぞ
な
き
」
(公
任

『拾
遺
集

・秋
』
)、
「
今
日
み
れ
ば
嵐

の
山
は
大
堰
川
紅
葉
ふ
き
お
ろ
す
名

に
こ
そ
あ
り
け

れ
」
(俊
恵

『
千
載
集

.
秋
下
』
)
な
ど
は
秋
の
和
歌

で
あ
り
、

こ
の
他
同
じ
秋
で
あ

っ
て
も

「
月
」
が
詠
ま

れ
た
り
、
さ
ら
に
夏

の

「
郭
公
」
や
冬
の

「
氷
」
な
ど
も

和
歌
に
さ

れ
て
い
る

の
で
、
春
秋
に
限
ら
ず
四
季
折

々
の
風
趣

が
詠
ま
れ
た
り
絵
画
化
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、

こ
の
図
巻

の
な
か
で
本
図
の
み
に
人
物

が
認
め
ら

れ
る
。
筏
流
し

の
舟
人
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
人
物
は
あ
く
ま

で
も
添
景
人
物
で
あ
る
。
絵
画
は
来
章
。

「
東
寺
秋
」
は
芋
畑
越
し
に
東
寺
を
眺
め
た
も

の
で
、
五
重
塔
が

ひ
と
際
高

く
そ
び
え
て
い
る
。
東
寺

は
延
暦
十
三
年

(
七
九
四
)
平
安
遷
都

の
時

に
羅
城
門

の

東

に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
弘
仁
十
四
年

(
八
二
三

)
に
空
海
に
勅
賜
さ
れ
、
以
後
朝
野

の
信
仰
を
集

め
て

い
る
。
今
日
で
も
、

「
弥
潔
さ
ん
」
と
称
し
て
毎

月
二
十

一
日

(
空
海

の
命

日
)
に
は
縁
日
が
開
か
れ
、
広

い
境
内

に
数
百
と

い
う
露
店
が
並

び
参
詣
者
が
群
集
す

る
。

正
月

の
棚
弘
法
と
十
二
月

の
し輝

弘
法
は
と
く

(14)



に
盛
況

で
あ
る
。
画
家

は
応
震
。
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
は
文
字
通
り
雪
景
色

で
あ
る
。
淀

・八
幡

・
山
崎

の
三
ヵ
所

が
精
細

に
描
写
さ
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
「
時

鳥
ま

つ
や
ら
淀
の
水
車
」
と
歌
わ
れ
た
水
車

が
大
き
く
描
か
れ
て

い
る
。
淀

の
水
車

は
淀
城

の
北

と
西
に
設
け

ら
れ
て

い
た
。
戦
国
時
代

に
は
す

で
に
設
置
さ
れ
て

お
り
、
江
戸
時
代

の
松
平
定
綱

の
淀
城
築
城
以
後
に
そ

の
規
模
を
大
き
く
し

た
と
伝

え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
淀
は
宇
治
川
、
木
津
川
、
桂
川
が
合
流
し
て

い
る
あ

た
り
を

い
い
、
川
幅

が
広
く
水
流
が
複
雑

な
上

に
水

が
淀
ん
で
い
る
と

こ
ろ

か
ら
、

そ
の
あ

た
り

一
帯
を
淀
と
呼
ん
だ
。
現
在
、
淀
川
と

い

っ
て
い
る
大
阪
市
付
近

　

ヨ

の
下
流

は
、
古
く
は
大
阪
湾

に
向

っ
て
広
が

っ
て
い
た
と

こ
ろ

で
、
「
難
波
江
」
「
難
波
潟
」
と
呼

ん
で
い
た
。

こ
れ
ら
十
八
洛
外
名
所

の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
資
料

4
に
な

る
。

本
図
巻
に
は
下
絵

二
巻

が

つ
い
て

い
る
。
そ

の
大
き
さ
は
ほ
と
ん
ど
本
画
と
同
じ

で
あ
り
そ

の
描
法
も
か
な
り
精
細

に
描
写
さ
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
れ
は

絵

の
構
図
、
配
色
な

ど
を
伺
う
た
め
の
下
絵

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
図
巻

は
西
本
願
寺
第

二
十
世
広
如
宗
主

の
た
め
に
描
写
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
か
ら
、
当
然
、
当
時

の
方
法
と
し

て
貴

人
に
対
し
て
書
画
な
ど
を
奉
る
時

に
行
わ
れ
る
伺
候

の
下
絵

で
あ
る
。

こ
の
下
絵

の
最
後
の
図
、
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
の

水
車

の
部
分
の
み
に
貼
紙
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
貼
紙

の
部
分

の
み
が
何
か

の
理
由

で
修

正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

5-d

以
上

の
よ
う

に
図
巻
は
謹
厳
な
描
写
で
淡

々
と
順
序

よ
く
進
ん
で
い
る
。
激
的

で
も
な
く
、
装
飾
的

で
も
な
く
、
騒

々
し
く
も
な
く
、
あ

る
種

の
華
や
か
さ
を
保

ち

つ
つ
静

か
に
名
所

が
展
開
し
て

い
る
。
そ

の
淡

々
と
写
さ
れ
て

い
く
名
所
表

現
に
品
格
す
ら
感
じ
る
の
で
あ
る
。

四

、
円
山

四
条

派

の
合
作

こ
の
図
巻

は
円
山
四
条
派

の
画
家
、
応
震
、
孝
敬
、
来
章
、
孝
文
、
景
文
、
藍
洲

の
六
人
が
合
作
し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ

ら
に
合
作
と

い
う

こ
と
で
は
、
巻
頭

の
広
如
宗
主

の
題
書
と
巻
末

の
景
欽

の
由
来
書
も
含
め
て
も
よ

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら

の
こ
と
を
天
保

二
年

(
一

八
三

一
)
を
基
準

に
し
て
そ

の
時

の
年
令
、
生
残
年
、
画
系
を
示
す
と
次

の
よ
う
な
資

料
5
と
6
と
な
る
。

天
保

二
年
当
時
、

こ
の
図
巻
を
合
作
し
た
六
人
は
円
山
四
条
派
を
代
表
す

る
画
家

で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち

こ
の
年
に
は
応
瑞
、
応
受
、
源
埼
、

古
秀
、
文
鳴
、
薩
雪
、
素
絢
、
南
岳
、
直
賢
、
月
倦
、
呉
春
、
義
董
な

ど
、
円
山
四
条
派
を
代
表
す

る
多
く
の
画
家
は
す

で
に
残
し

て
お
り
、
徹
山
、
豊
彦
、
華
山

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

資
料
4

上 巻

主

題
(
名
所)

作

者

花
鳥
・

天

文
・

景

物

季

節

洛
中洛外

備

考

1

大
内
山
春

円

山

応

震

コ
ブ
シ
か
木
蓮
の

よ
う
な
白
い

花
が
咲いている(春)

春

洛
中

内

裏

2

比
叡
如
意
ヵ

岳
雪

吉

村

孝

敬

雪

冬

洛
外

山

3

下
鴨
夏

中

島

来

章

下
鴨
神
社
と
川
(

夏
)

夏

〃

神

社

4

祇
園
森
真
葛
原
夏

吉

村

孝

文

青
々
と
し
た

樹
木
(

夏)

夏

11

森
・

原
(

神

社)

5

高
台
寺
秋

松

村

景

文

萩

秋

〃

寺

院

6

清
水
春

長

沢

薩

洲

桜

春

〃

寺

院

7

五
条
橋
靡
嶋
月

円

山

応

震

月

秋

〃

川

8

通
天
橋
秋

中

島

来

章

紅

葉

秋

〃

寺

院

9

梅
漢
早
春

吉

村

孝

敬

梅

春

〃

山

10

宇
治
郭
公

吉

村

孝

文

郭

公

夏

〃

川

(16)



下 巻

11

上
鴨
社
頭

松

村

景

文

(

?
)

11

神

社

12

金
閣
晩
春

吉

村

孝

文

(

晩
春
)

春

11

寺

院

13

広
沢
月

長

沢

藍

洲

月

秋

〃

池

14

高
雄
紅
葉

吉

村

孝

敬

紅

葉

秋

〃

山
・

寺

院

15

愛
宕
嶺

松

村

景

文

青
々
と
し
た
嶺

秋(由来
書)

11

山
・

寺

院

16

嵐
山
春

中

島

圭

章

桜

春

〃

山

17

東
寺
秋

.

円

山

応

震

芋
の

葉
(

芋
畑
)

秋

11

寺

院

18

淀

川
・

八

幡
・

山
崎

雪

長

沢

薦

洲

雪
・

千
鳥
・

水

車

冬

〃

川
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外
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洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

名

前

天
保
2

年
の年齢

生

年

残

年

享
年

麟

台

34

寛
政
十
一

年(
一

七
九
九
)

明

治

四

年(
一

八

七
一
)

74

応

震

42

天
明

八

年(
一

七
八
八
)

天
保

九

年(
一

入
三
八
)

49

孝

敬

63

明
和

六

年(
一

七
六
九
)

天
保

七

年(
一

八
三
六
)

68

孝

文

39

寛
政

七

年(
一

七
九
三
)

文
久

三

年
(
一

入
六
三
)

71

来

章

36

寛
政

八

年(
一

七
九
六
)

明

治

四

年
(
一

八

七
一
)

76

景

文

53

安
永

八

年(
一

七
七
九
)

天

保
十
四
年
(
一

八
四
三
)

65

藍

洲

61

明
和

四

年(
一

七
六
七
)

弘
化

四

年
(
一

八
四
七
)

80

景

欽

52

安
永

九

年(
一

七
八
〇
)

天

保

二

年
(
一

八
三
一
)

52

資
料
5

な
ど
は
健
在

で
あ

っ
た
が
、
徹
山
は
そ

の
活
躍

の
場
が
大
阪

で
あ

り
、
豊
彦
は
五
+
五
歳

と
い
う
働
き
盛

り
で
あ
る
が
四

条
派
で
あ
り
、
華
山
は
岸
駒
よ
り
呉
春
に
転

じ
人
物
画
な
ど

覇
気

の
あ
る
画
風
を
得
意
と
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
合
作

に
加
わ
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
中
島
来
章
は

画
系

で
は
応
瑞

の
弟
子
に
な

っ
て

い
る
が
、

一
説
に
は
南
岳

と
応
震

に
学
ん
だ
と
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
合
作
者

の
う
ち

で
は
三
十
六
歳
と

一
番
若

い
が
そ

の
画
系
が
嫡
流
に

つ
な

が
る
と
い
う

こ
と
や
画
技

の
確
か
さ
が
認
め
ら
れ
て
、

合
作
者

の

一
人
に
列
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

天
保

二
年
当
時
、
円
山
四
条
派

の
中
心

に
あ

っ
た

の
は
、
応

震
、
孝
敬
、
孝
文
、
来
章
、
景
文
、
薩
洲
な

ど
六
人

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
文
政
十
三
年
版

(
一
八
三
〇
)

の

『平
安
人
物
誌
』
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に

六
人
の
な
か
で
は
応
震
が
そ

の
中
心
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
六
人

の
う
ち

で
も
三
番
目

に
若

い
年
令

に
も
か
か
わ
ら
ず
六
人
の
画
家

の
最
初
に
記
述
さ

れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
十
分

に
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
ま
さ
に
応
震

が
円
山
派

の
嫡
子
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
吉
村
孝
敬
と
孝

文
父
子
は
西
本
願
寺

の

「茶
道
格
」
と
い
う
役
職

に
列
さ
れ
て
お
り
、
御
用
絵
師

に
つ
づ
く
も

の
で
西
本
願
寺
及
び
そ
れ
に
連
な
る
と

こ
ろ

の
画
事
を
多
く
担
当
し

て
い
た
。

こ
の
図
巻
制
作

に
あ
た

っ
て
は
孝
敬
孝
文
父
子

は
重
要
な
位
置
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
孝
敬
孝
文
父
子
の
主
家
で
あ
る
円
山
家
を
あ
く
ま

で
も
第

一
義

に
考
え
た

の
で
あ

ろ
う
。
天
保

と
い
う
時
代

に
あ

っ
て
も
、
お
そ
ら
く
型
を
踏
襲
し
て
行
く

こ
と
に
よ

っ
て
芸
そ
の
も

の
を
も
伝
え
て
お
り
、
そ

こ
で
は
家
元

あ
る

い
は
流
派

の
宗
家

は
権
威
あ
る
も

の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
暗
に
物
語

っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
図
巻
は
同
じ
流
派

の
画
家
が
合
作
し

た
も

の
で
あ
る

こ
と

に
起
因
す

る
の
で
あ
ろ
う

が
作
風
が
あ
ま
り
に
も
近
似
し
過
ぎ
て
お
り
、
描
法
に

つ
い
て
も

と
り

た
て
て
述

べ
る
必
要
が
な

い
ほ
ど
に
類
似
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
ど

の
作
品
を

み
て
も
、
謹
厳
な
趣
致

の
作
品
で
あ
り
、
自
由
さ
奔
放
さ
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
積

(18)



資
料
6

0
円
山
派

円
山
箪

寛
政
七

〇
四
条

派

松
村
呉
春

文
化
八

吉

村
孝
文

天
保
七

文
久
三

駒

井
孝
禮

万
延
元

天
保
τ昌

翫

明
治
四

明
治
二
七

大
西
椿
年

棄

四

立
原
杏
所

吉
村
孝
敬

森

徹

山

(57
歳
V

渡
邊
南
岳

文
些

。

檜

月

倦

文
化
六

白
井
直
賢

明
治
四
四

要
壇

天

大
正
二

Ill II

森
川
曾
文

菊
池
芳
文

竹
内
栖
鳳

谷
口
香
嬌

都
路
華
香

三
宅
呉
暁

鈴
木
百

年
明

塗

西

[
口

]
印
が
合
作

の
六
人

(
こ
の
画
系
図
は

『
日
本
美
術
辞
曲
ハ』

 の
年
齢

。
)

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

東
京

堂
出

版

に
よ

っ
た
。

(

)
の
年
齢

は
天
保
二
年
時

(19)



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

極
的
に
遊

び
な

が
ら
楽
し
む
と

こ
ろ
が
画
面
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
な

い
。

つ
ま

り
画
家

の
個
性
を
見

て
楽
し
む

こ
と
は
否
定
さ
れ
て
、
あ
く
ま

で
も
名
所
を
精
細

に
謹
厳

に
紹
介
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、

こ
の
図
巻

が
西
本
願
寺
第

二
十
世
広
如
宗
主

の
た
め
に
制
作

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て

い

る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
紹
介
し
た
景
欽
の
由
来
書

の
最
初

の
部
分
、
「
位
山
高
根
を
き

ハ
め
給

ふ
や
む

こ
と
な
き
お
ほ
ん
う

ヘ
ハ
殊
更

に
」
と

い
う

一
文
に
よ

っ
て

も
、
そ
の
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
貴
人
に
何
か
を
奏
上
す
る
時
、
敬
ま

い
畏
し

こ
み
て
無
性
格
に
、
表
現
を
あ
ら
わ
に
せ
ず
礼
節
を
守

っ
て
謹
厳

に
言
上
す

る
こ
と
最

上
と
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
御
所

の
障
壁
画
に
最
も
顕
著

に
表
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
奔
放
な
絵
画
は
皆
無
と

い
っ
て
よ
く
、
個
性
的
な
表
現
も
ほ
と
ん
ど
認

め
ら

れ
な

い
謹
厳
な
趣
致

の
も

の
で
あ
る
。

こ
の
図
巻

の
よ
う

に
何
人
か
が
あ

る
い
は
何
十
人
か
が
合
作
す
る

こ
と
は
、

ひ
と

つ
の

「
場
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「
場
」
は
本
来
的

に
多
種
多
様

な
も

の
を
同
時
に
抱
含
す
る

こ
と
が
あ

っ
た
り
、
さ
ら
に
は
同
種
多
数
を
同
時

に
包
摂
す

る
こ
と
が
あ

る
。

こ
の
図
巻

は
後
者

の
例
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
合
作

の
楽
し
さ
と

い
う

こ
と
で
は
前
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
積
極
的

に
い
え
ば
、
多
種
多
様

な
も

の
を
同
時

に
抱
含
す

る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ま
で
に
な

か

っ
た

こ
と
が
出
現
す
る

こ
と
が
あ

る
。

こ
の

「
楽
し

い
し
「
新
し

い
」
と
い
う

こ
と
で
は
、

こ
の
図
巻
に
は
限
界

が
あ
る

こ
と
は
否
め
な

い
。

図
巻
が
描
写
さ
れ
た
天
保

二
年

(
一
八
三

一
)
当
時
、

い
わ
ゆ
る
文
化
文
政
期
を
中
心

に
し

た
京
都
画
壇

は
、
大
雅
、
蕪
村
、
薫

白
、
若
沖
、
応
挙
な
ど
の
後

の

時
期
で
、
呉
春
や
岸
駒
が
大

い
に
活
躍
す
る
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
諸
派
が
角

逐
し
て
盛
況
あ

い
譲
ら
な

い
状
態
に
あ

っ
た
。
岸
駒

を
中
心
と
す
る
岸
派
、
応
震
を

中
心
と
す
る
円
山
派
、
景
文
と
豊
彦

を
中
心
と
す
る
四
条

派
、
在
中
を
中
心
と
す

る
原
派
、
望

月
玉
川

の
望
月
派
、
さ
ら
に
中
林
竹
洞
や
浦
上
春
琴
な
ど
の
文
人
画

派
、
浮
田

一
惹
な
ど

の
復
古
大
和
絵
な
ど
、
諸
派
が
活
躍
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
諸
派
と
は
別
格

で
あ

っ
た
や
ま
と
絵

の
土
佐
光
孚
、
光
清
、
光
禄
ら
に

漢
画

の
鶴

沢
探
春

や
狩
野
永
岳
ら
が
活
躍
し
て
い
た
。

こ
れ
ら

の
な
か
で
そ

の
中
心
を
な
し
て

い
た
の
が
岸
派
、
円
山
派
、
四
条
派
、
原
派
な
ど
の
写
生
画
系

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
画
派
は
そ
れ
ぞ
れ
に
家
法
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
少
な

か
ら
ず
写
生
画
法
す
な
わ
ち
応
挙

の
余
風

に
浸

っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど

の
独
自
的
な
画
風

を
確

立
し
て

い
る
画
家
は

い
な
か

っ
た
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
当
時

の
写
生
画
系

の
画
家
達

は
、
画
系
、
流
派

の
な
か
に
あ

っ
て
も
そ

の
画
系
、
画
法

の
み
で
絵
画
を

成
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
流
派
を
学
習
し
て
、
ど
の
よ
う
な
絵
画

で
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
描
写
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
技
」
と
い
う

こ
と
に
お

い
て
は
最
高
潮
に
達
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
の

「
個
性
」
「
独
自
性
」
「
強
さ
」
と

い

っ
た
も

の
は
あ
ま
り
発
揮
さ
れ
な

か

っ
た
。

(20)



な

こ
の
よ
う
な
状
況
の
こ
と
を

『
画
乗
要
略
』
に
呉
春
と
岸
駒

の
話

と
し
て
次

の
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て

い
る
。
呉
春
は
、
「
幹
墨
の
技
を
古
を
師
と
し
て
古

に
泥
づ
ま

ず
、
但
古
来

の
名
家
の
長
ず

る
所
を
取
り
て
之
を
折
衷
し
、
意
匠
経
営
、
千
変
万
化
、
孜

々
と
し
て
其
心
力
知
巧
を
致
し
、
別

に
自
ら
機
軸
を
出

だ
す
、
之
を
良
工

と
謂
ふ
な
り
」
、
と

い
い
。
岸
駒

は
、

「
我
道

の
古
哲
を
学

ぶ
は
、
猶
漁
者

の
篁
を
仮
る
が
如
し
、
魚
を
得
て
而
も
篁
を
忘

れ
ざ
る
は
、
所
謂
朱
愚
白
擬

の
人
に
し
て
、

変
道
を
知
ら
ざ
る
な
り
、
変
道
は
我

に
在
り
、
専
ら
縄
墨

に
拘
り

て
、
古
人

の
為

に
束
縛
せ
ら
る

・
は
、
我
は
則
ち
為

さ

ゾ
る
な
り
、
我
心
我
手
を
役
し
、
我
手
我

心
に
応
ず
、
心
手
倶
に
熟
す
れ
ば
、
則

ち
霊
は
自
ら
現

は
る
」
、
と
話
し
て

い
る
。
両
者
と
も

ひ
と

つ
の
画
法
に
と
ら
わ
れ
ず
色

々
な
画
法
の
学
習
を
し
な
さ

い
と

い

い
、
さ
ら
に
最
終
的
に
大
事
な

こ
と
は
「
私
」
、
自
分
自
身

で
あ
る
と

の
べ
て

い
る
。
こ
れ
は
文
化
文
政
期
の
絵
画
理
念
、
す
な
わ
ち
時
代
精
神
と
も

い
う

べ
き
も

の

で
、
そ
れ
以
後
明
治
ま

で
こ
の
考
え
方
で
絵
画
は
描
か
れ
て

い
く

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
画
系

、
流
派
、
個
人
な

ど
の
様
式
と
い
う
も

の
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
に

時
代
精
神
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
描
写

で
き
て
折

々
に
自
存

に
変
化

で
き

る
こ
と

の
方
が
良

い
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
呉
春
、
岸
駒

の
言
葉

の
よ
う

に
、
彼
等
以
後

の
写
生
画
系
の
画
家
達

は
様

々
な
画
様
を
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
駆
使
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
絵
画
を
成
立
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
様

々
な
画
法
を
習
得
し
て

「
自
ら
機
軸
を
出

だ
」
し
た
り
、
「
変
通
」
し
た
り
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

nω

が
、

そ
れ
を
充
分

に
成
立
さ
せ
た
か
ど
う
か

は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
こ
の
図
巻

が
天
保
二
年
に
円
山
四
条

派
の
画
家
達
六
人
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た

の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
画
風
、
描
法

が
近
似
す

る
こ
と
も
肯
づ
け
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
図
巻
と
大
乗
寺

の
障
壁
画
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
も

っ
と
明
ら
か
に
な

る
で
あ

ろ
う
。
図
巻

は
天
保
二
年

に
応
震
、
孝
敬
、

来
章
、
孝
文
、
景

文
、
藍
洲

の
六
人

が
合
作
し
て
い
る
。

一
方
、
大
乗
寺

の
障
壁
画
は
天
明
七
年

(
一
七
八
七

)
と
寛
政
七
年

(
一
七
九
五
)
の
二
回
に
わ
た

っ
て
、

応
挙
を
中
心
に
藍

雪
、
源
埼
、
呉
春
、
徹
山
、
素
絢
、
貞
章
、
応
瑞
、
守
礼
、
雪
亭
、
規
礼
な

ど
円
山
四
条
派

の
画
家

が
合
作
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
両
者

の
作
風
を

み
る
と
、
図
巻

の
そ
れ
は
す

で
に
述

べ
て
い
る
通
り
、

ほ
と
ん
ど
同
じ

で
近
似
し
た
作
風
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
大
乗
寺

の
障
壁
画
は
そ
の
作
風
が
画
家
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
応
挙
は
彼

独
自

の
写
生
画
に
よ

っ
て
山
は
山
ら
し
く
水
は
水

ら
し
く
、
松

は
松
ら
し
く
、
孔
雀
は
孔
雀
ら
し
く
描
き
、
藍
雪
は
彼

が
得
意
と
し
た
粗

い
毛
描
き

で
猿
そ

の
も

の
に
迫

っ
て
お
り
、
源
埼
は
師
応
挙

の
写
生
を
踏
ま

え
つ
つ
も
軽
妙
さ
を
加
味
し
た
画
風

に
仕
上
げ
、
呉
春

は
蕪
村
風
の

山
水
表
現
と
応
挙

風
の
四
季
耕
作
図

の
両
様

を
の
こ
し
、
応
瑞
は
父
応
挙
が
得
意
と
し
た
鯉
表
現
に
倣

い
つ
つ
鯉

の
泳

い
で
い
る
様
子
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
見
事
に

絵
画
化
し
、
徹
山
は
飛
雀

の
形
態
を
忠
実
に
写
し
、
素
絢
は
蝶
を
実
に
精
緻
に
写
生
す

る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
絵
画

に
仕
上
げ
て

い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
両

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

者

の
相
違
は
図
巻
と
障
壁
と

い
う
大
き
さ

の
相
違
や
、
制
作

が

一
期

に
対
し
て
二
期
に
分
れ
て
な
さ
れ
た

こ
と

に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
制
作

の

時
期
が
大

い
に
関
係
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
天
保
と
天
明

・
寛
政
と

い
う
時
代

の
相
違
が
そ
う
さ
せ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
と
ば
を
か
え
て

い
え
ば
、

応
挙
当
時
、
応
挙
を
は
じ
め
そ

の
弟
子
達

は
そ
れ
ぞ
れ
に

一
格
を
有
し
て

い
た
が
、
応
挙

の
子
供

の
子
供
、
弟
子
の
子
供
、
す
な
わ
ち
応
挙
か
ら

い
え
ば
三
代
後
の

世
代

の
画
家
に
な
れ
ば

「
個
」

の
意

識
は
そ
れ
ほ
ど
に
認
め
ら
れ
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
す

で
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
貴
人
に

奏
上
す

る
図
巻

で
あ
る

の
で

「
個
」
的
表
現
は
ひ
か
え
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

五
、

金
泥
引
表

現
O

図
巻
に
あ

っ
て
金
泥
引
表
現

の
は
た
し
て
い
る
役
割

は
極

め
て
大
き

い
。
も
し
こ
れ
が
な
か

っ
た
ら
、

こ
の
図
巻

は
成
立
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
成
立
し
た
と

し
て
も
そ
の
趣
致

は
見
る

べ
き
も
の
は
少
な

い
と
思
わ
れ
る
。

助

金
泥
引

は
霞

の
よ
う

に
引

い
た
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
様

々
な
形
態

の
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
泥
引

の
形
態
を
そ
れ
ほ
ど
厳
密

に
分
け
る
こ

ω

と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
は
、
金
泥
引
を
霞

の
よ
う
に
引
く
と
い
う
技

の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち

「
引
く
」
と

い
う
技
法
そ

の
も

の
に
、
「
何
処
に
」
「
ど

の
よ
う

に
」
引

く
か
が
問
題
に
な
る
。
「
何
処
に
」
と
い
う

こ
と
に
お

い
て
は
、
①

天

・
地

・
中

の
画
面
全
体

に
引
く
全
体
的
表
現
、
②
霞

の
よ
う
に
天
と
中

に
引
く
霞
的
表
現
、
③

野
筋

の
よ
う

に
地
に
引
く
野
筋
表
現
、
な
ど
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
「
ど
の
よ
う
」
と

い
う

こ
と
に
お

い
て
は
、
④

濃

い
、
⑤
淡

い
、
⑥
太

い
、
⑦
細

い
、
⑧
長

い
、
⑨
短

い
な
ど

の
六

つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら

の
九

の
要
素

が
ひ
と

つ
の
画
面

の
う
ち
に
様

々
に
組
合

せ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
そ

の
分
別
は
極
め
て

困
難
な
も

の
と
な
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
は
図
巻

の
大
き
な
特
色

の
ひ
と

つ
で
あ
る
金
泥
引
表
現
を
よ
り
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
あ
え
て
金
泥
引
表
現
を

「
何
処

に
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
①
全
体
的
表
現
、
②

霞
的
表
現
、
③

野
筋
的
表
現
に
分
け
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

金
泥
引
の
全
体
的
表
現

の
顕
著
な
作
例

と
し
て

「
大
内
山
春
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
内
山
春
」
は
画
面
左
方
下
端
に
大
き
な
屋
根

の

一
部
が
写
さ
れ
、

そ
の
屋
根
越
し
に
御
池
庭
が
鳥
畷
的

に
表
現
さ
れ
る
。
そ

の
遠
く
に
比
叡

山
を
薄
く
望
む
こ
と
が
で
き

る
。

こ
れ

の
随
所
に
金
泥
引
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
金
泥
は
大
き
な
屋
根

の

一
部
の
下
方
、

つ
ま
り
画
面
左
方
下
端

に
霞

の
よ
う

に
引

い
て
お
り
、
御
池
庭

の
周
囲
、
左
方
、
右
方
な
ど
に
は
野
筋
的

に
用

い



た
り
霞

の
よ
う
に
写
し
た
り
し
て
い
る
。

こ
の
御
池
庭

の
樹
木

の
上
方
に
霞

の
よ
う

に
引
き
、

そ
れ
ら

の
上
方

に
比
叡
山
が
薄
く
描
か
れ
さ
ら
に
そ
の
上
方

に
ま
た

霞

の
よ
う
に
金
泥
を
引

い
て

い
る
。
御
池
庭

の
舟
屋
形

の
奥

に
写
さ
れ
た
松
林
の
上

に
松
林
を
遮
る
よ
う

に
金
泥
を
引

い
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
金
泥
は
左
方

の
比

叡
山
を
抱
む
よ
う

に
引

い
た
金
泥

の
延
長

の
よ
う
に
引

か
れ
て

い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
金

泥
は
濃
淡
の
微
妙
な
調
子
を
持

た
せ

つ
つ
、
描
写
対
象
を
間
断
な
く
よ

り
自
然

に
表
現
し
よ
う

と
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
全
体

の
随
所
に
金
泥
を
引
く
全
体
的
表
現
は
、
本
図

の
み
で
は
な
く
、
こ
の
図
巻

の
全
図

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
そ
の
な
か
で
も
描
写
対
象
や
表
現

法

に
よ

っ
て
少

々
の
相
違
が
あ

る
。
「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
は
そ

の

一
例

で
あ

る
。

「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
は
比
叡
山

の
山
嶺

が
比
叡
山
か
ら

「
大
」

の
字

の
見
え
る
如
意
ヵ
岳

へ
と
四

つ
の
嶺

が
連
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
前
方

に
二

つ
の
嶺
が

望
ま
れ
る
。

こ
れ
ら

の
全
体

の
随
所

に
金
泥
が
引

か
れ
て

い
る
。
上
下
端
や
中

ほ
ど
に
霞
の
よ
う
に
引
く
。
な
か
で
も
比
叡
山

の
頂
上
部

分
の
金
泥
引
表
現

は
外
隈

的
に
用

い
て
、
雪

の
嶺

で
あ

る
こ
と
を
見
事

に
絵
画
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
雪
の
白
さ
を
印
象

づ
け
る
た
め
に
全
体
に
極
く
極
く
薄

い
金
泥
を
刷

い
て
素

地
を
整
え
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
金
泥
を
地
隈
と
し
て
用

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
図
は
金
泥
引

の
な
か
に
描
写
対
象
を

は
め
込
ん
だ
よ
う
な
趣

劉

致
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
金
泥
が
殊
更
に
目
立

つ
の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
雪
景
表
現
に
金
泥
を
効
果
的

に
引
い
た
も

の
と
し
て
、
「
淀

川
八
幡

山
崎
雪
」
を
あ
げ
る
こ

ー

と
が
で
き

る
。

こ
れ
ら
の
雪
景
表
現

は
応
挙
が
得
意

と
し

た
も

の
で
、

お
そ
ら
く
、

そ
れ
を
踏
襲
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
後

に
ふ
れ
る

こ
と

に
な
る
。

「
砥
園
森
真
葛
原
夏
」
は
祇
園
、
円
山
、
真
葛
原

の
間

の
随
所

に
金
泥
を
引

い
て
そ
れ
ら
描
写
対
象
を
よ
り
自
然

に
連
続
さ
せ
て
い
る
。
霞
の
よ
う

に
用

い
た
り

野
筋

の
よ
う
に
引

い
た
り
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
な

か
に
は
野
筋
的

に
引

い
た
金
泥
が
そ

の
ま
ま
霞
的
金
泥
引

に
変
様
し
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
も

注
目
さ
れ
て
よ

い
。

「清
水
春
」
も
画
面
全
体

の
随
所

に
金
泥
が
引
か
れ
て
い
る
。
主
題

の
清
水
寺

が
上
端
に
沿

っ
て
逆
三
角
形

の
う
ち
に
簡
潔

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
描
写
対

象
そ

の
も

の
の
上
や
広

い
余

白
に
霞

の
よ
う
に
、
あ

る

い
は
野
筋

の
よ
う

に
金
泥
を
引

い
て

い
る
。
特

に
そ
の
広

い
余
白

に
金
泥
を
引

い
て
華
や

い
だ
雰
囲
気

と
高

さ
を
表
し

つ
つ
も
、
ゆ

っ
た
り
と
広

や

い
だ
趣
致
あ

る
画
面
に
仕
上
げ
て

い
る
。

こ
れ
に

つ
づ
く

「
五
条
橋
擁
嶋
月
」
も
ゆ

っ
た
り
と
広
や

い
だ
気

分
の
も

の
で
あ

る
。
描
写
さ
れ
て

い
る

の
は
五
条
の
橋

の

一
部
と
、
水
面
に
映
る
月
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
残

り

の
大
部

分
は
余
白

で
あ

っ
て
金
泥

の
濃
淡

の
微
妙
な
色
調
を
活
か
し

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て



洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

つ
つ
ゆ

っ
た
り
と
し
た
絵
画
に
な

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
広

い
余
白

に
金
泥
引
を
駆
使
し
て
見
事
な
絵
画
に
し
た
も

の
に
、

こ
れ
ら
の
他
、
「
梅
漢
早
春
」
「
宇
治

郭
公
」
「広

沢
月
」
「愛
宕
嶺
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し

て
、

こ
れ
ら

の
名
所
図

の
両
端

の
余
白

は
他

の
も

の
に
く
ら
べ
て
広

い
、
す
な
わ
ち
描
写
対
象
と
描
写
対
象

の

間
が
長

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ゆ

っ
た
り
と
し
た
広
さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
時

に
用

い
ら
れ
る
構
成
で
あ
る
。

た
だ

「
愛
宕
嶺
」
は
画
面
の
中

ほ
ど
よ
り
上
方

に
愛
宕

の
嶺

々
を
描
く
の
み
で
、
他

の
大
部

分
は
余
白

で
あ

る
。
金
泥
を
嶺

々
の
青

に
映
え
る
よ
う
に
そ

の
中
腹

か
ら
裾
野

に
か
け
て
引
き
、
そ
れ
ら
の
下
方

の
余
白
に
も
薄

い
金
泥
を
注
意
深
く
軽
く
刷
く
よ
う
に
引

い
て
い
る
。

こ
の
大
き
な
余
白
は
愛
宕
を
大
き
く
見
せ
る
と

同
時

に
、
単
純
明
快

で
爽
快
な
気
分
に
さ
せ
る
。
ま
た
、
画
面
下
方

に
大
き
な
余
白
を
持

つ
構
成
は
高
さ
を
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
図
巻

で
は
本

図

の
他

に
、
「
比
叡
如
意
ヵ
岳
雪
」
「
清
水
春
」
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
は

「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
で
す
で
に
述

べ
た
と
お
り
、
金
泥

引
を
効
果
的

に
用
い
た
雪
景
表
現
で
あ

る
。
金
泥
を
霞

の
よ
う
に
引

い
た
り
、
外
隈
的

に
用
い
た
り
、
そ

の
地
隈
を
外
隈

に
し
て
雪

の
景
色
、
す
な
わ
ち
雪

の
白
さ
、

輝
き
な
ど
を
見
事

に
絵
画
化
し
て

い
る
。

以
上

の
よ
う

に
、

こ
の
図
巻

の
金
泥
引

の
霞
表
現
、
野
筋
表
現
、
地
隈
表
現
、
外
隈
表
現
な

ど
は
そ
の
画
面
を
華

い
だ
も

の
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
金
は
金
そ

の
も

の
の
う

ち
に
、
人
を
威
圧
す

る
豪
華
さ
、
壮
大
さ
が
あ
る
。
そ
れ
と
は
全
く
反
対

の
嫌
味
な
も

の
に
な

っ
た
り
、
卑
俗
な
も

の
に
な

っ
た
り
す
る
が
、

こ
こ
に

認
め
ら
れ
る
も

の
は
静
か
に
華

や
い
で

い
る
。

こ
れ
は
金
泥

の
濃
淡

の
妙
味
を
充
分
に
活
し
た
結
果

で
あ
る
。
殊
に
、
淡

い
金
泥
が
実
に
見
事

に
引
か
れ
て

い
る
。

つ
ま

り
淡

い
金
泥
を
描
写
対
象
を
柔
ら

か
く
包
む
よ
う

に
引
き
静

か
に
華

や
ぎ
を
持

た
せ
つ
つ
趣
致
あ
る
画
面

に
仕
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ち
金
泥

の
霞
、
野
筋
、
地
隈
、
外
隈
な

ど
様

々
な
用

い
方
は
応
挙

が
得
意

と
し
た
技
法

で
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
倣

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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六
、
金
泥
引
表
現
⇔

図
巻

は
応
震
、
孝
敬
、
来
章
、
孝
文
、
景
文
、
薩

洲
の
円
山
四
条
派

の
六
人
が
合
作
し
た
も

の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
始
祖
応
挙

の
影
響

が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ

る
。
す

で
に
指
摘
し

た
よ
う

に
、
金
泥
引
表
現
に
あ

っ
て
も
応
挙
の
描
法
を
踏
襲
し
て

い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
「
比
叡
如
意
ヵ
岳
雪
」
「
淀
川
八

幡
山
崎
雪
」
な
ど
の
雪
景
表
現
が
そ
の
こ
と
を
顕
著

に
物
語

っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
両
図
は
金
泥
を
効
果
的

に
引

い
て
雪

の
白
さ
輝
き
な
ど
を
質
感
に
及
ぶ
ま



で
余
す
と

こ
ろ
な
く
見
事
に
絵
画
化
し
て

い
る
が
、
そ

の
描
法
は
応
挙
が
得
意

と
し
た
も

の
で
、
そ
れ

に
倣

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

応
挙

の
雪
景
表
現
の
う
ち
金
泥
引
を
効
果
的

に
用

い
た
作
例

と
し
て
、
東
京
国
立
博
物
館

の

「
雪
松
図
」
、
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
ら
両
図
と
図
巻

の

「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
を
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
。

三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風
は
応
挙

の
代
表
的
な
作
例

で
あ

る
。
「朝

、
雨
戸
を
あ
け
る
と
、

一
夜
静
か
に
降
り

つ
づ
け

て
い
た
雪
が
す

っ
か
り
庭
木
を
埋
め

つ

く
し
、
ま

ぶ
し
く
目
を
射
る
。
清
ら
か
で
す

が
す

が
し
く
、
静
か
な
雪

の
朝

の
印
象
を
、
墨

一
色
で
こ
れ
ほ
ど
見
事

に
描
き
あ
ら
わ
し
た
作
品
は
少
な

い
だ
ろ
う
。

外
隈

と
し

て
刷

か
れ
た
金
泥

が
背
後

の
大
気
を
あ

ら
わ
し
、
下
方

に
蒔
か
れ
た
金
砂
子
が
白
雪

に
映
え
る
陽
光

の
輝
き
を

み
せ
、
そ
れ
ら

の
間

に
広
や
か
に
空
間
が

設
定
さ
れ
て

い
る
。
付
立
て
の
筆
使

い
を
微
妙
に
き
か
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
松

の
枝

に
柔
ら
か
く
降
り
積

っ
た
雪

の
質
感
が
実
に
あ
ざ
や
か
に
と
ら
え
ら
れ
て

い

　

　

る
。
雪

の
白
さ
と

の
対
比
で
シ
ル
エ
ッ
ト
に
み
え
る
松
葉
や
小
枝

の
歯
切
れ
の
よ

い
タ

ッ
チ
が
こ
こ
ろ
よ

い
」
、
と
見
事
な
文
章

で
山
川
武
氏
は

こ
の
屏
風
の
特
質
を

表
現
さ
れ
て
い
る
。

応
挙
は
我

々
が
日
常
目
に
す

る
雪
景
色

の
趣
致
、
雰
囲
気
、
景
色
な
ど
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
的
確

に
絵
面
化
し
だ
け
で
は
な
く
、
装
飾
的
に
も
表
現
し

た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

こ
の
写
実
的
な
表
現
、
応

挙
が
得
意
と
し

た
写
生
表
現
に
装
飾
的

な
表
現
を
加
味
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
金
泥
引
は
地
隈
の
よ
う

に
ほ
ぼ
余

白
全
体

に
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
描
写
対
象

で
あ
る
雪
松
の
外
隈

に
も
な

っ
て
、
雪
の
白
さ
、
雪
の
輝
き
、
雪

の
す
が
す

が
し
さ
、
雪

の
静
け
さ
な
ど

を
見
事
に
表
現
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
描
法
は
図
巻

の

「
比
叡
如
意

ヵ
岳
雪
」
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
な

ど
に
も
認
め
ら
れ
る
も

の
で
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
図
巻

の
孝
敬

の

「
比
叡
如
意
ヵ
岳

雪
」
、
薩
洲

の

「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
な
ど
は
応
挙

の
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風
を
踏
ま
え

つ
つ
雪
景
色
を
的

確
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
殊

に
、
余
白
全
体
に
金
泥
を
引
き
、

そ
れ
が
地
隈
に
な

っ
た
り
外
隈
に
な

っ
た
り
す

る
と

こ
ろ
な
ど
は
そ

の
顕
著
な
と

こ
ろ

で
あ
る
。

　

　

応
挙

の
個
人
蔵

の

「京
名
所
図
」
屏
風
や
御
物

の

「
源
氏
四
季
図
」
屏
風
な
ど
に
も
金
泥
引
表
現
が
随
所

に
認
め
ら
れ
る
。
両
図
と
も
応
挙

の
代
表
的
な
作
例
で

あ
り
、
彼

の
金
泥
引
表
現

の
特
色
を
知
る
貴
重
な
作
例

で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を

み
る
こ
と
に
す
る
。
「
京
名
所
図
」
屏
風
は
右
隻
に
東
山

の
八
坂
神
社
を
中
心
に
知

恩
院
、
清
水
寺
、
法
観
寺
な
ど

の
景
観
を
描
き
、
左
隻

に
嵐

山
大
井
川
を
中
心

に
天
竜
寺
、
清
涼
寺
な
ど
を
写
し
て

い
る
。
右
隻

の
東
山

の
八
坂
、
清
水
寺
、
法
観

寺
あ
た
り
や
、
左
隻

の
嵐
山
な
ど
に
は
満
開

の
桜
が
写
さ
れ
て
い
る

の
で
両
隻
と
も
春
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
ら
の
描
写
対
象

の
空
間
に
金
泥
を
霞

の
よ
う

に
長
く
引

い
た
り
、
巾
広
く
塗
る
よ
う
に
引

い
た
り
、
さ
ら
に
は
土
披
を
隠
す
よ
う
に
引

い
た
り
し

て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
金
泥
に
は
濃

い
と

こ
ろ
と
淡

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て
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洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

い
と

こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
金
泥
表
現
は
前
述

の
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風
に
比
較
し
て
、

は
る
か
に
複
雑

な
用

い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風

は
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
描
写
対
象
以
外
、
濃
淡

の
相
違

が
あ
る
も

の
の
、
余
白
全
体

に
金
泥
を
引
く
の
に
対
し
て
、

「
京
名
所
図
」
屏
風
は
、
金
泥
を
霞
的
表
現
に
し
た
り
野
筋
的
表
現
に
用

い
た
り
、
さ
ら
に
細
く
長
か

っ
た
り
、
巾
広
か

っ
た
り
、
濃
く
淡
く
引

い
た
り
し
て
、
は
る

か
に
変
化

に
富

ん
だ
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
京
名
所
図
」
屏
風

の
金
泥
は
、
描
写
対
象

の
節

づ
け
に
し
た
り
、
遠
近
感
を
表
わ
す
と
同
時

に
画
面
を
華

や

い
だ
も

の
に
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者

の
相
違

は
そ

の
・王
題

の
画
面
構
成

の
相
違

に
よ

っ
て
起

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
雪
松

図
」
屏
風
は
文
字
通
り
雪
松
と

い
う
単

一
の
主
題

で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
京
名
所
図
」
屏
風
は
右
隻

は
少
な
く
と
も
八
坂
、
清
水
寺
、
法
観
寺
の
三

つ
を
描
き
分
け

つ
つ
東
山
全
体
を
表
わ
し
、
左

隻

で
は
嵐
山
、
大
井

川
(
渡
月
橋

)、
天
竜
寺
、
清
涼
寺

の
四

つ
を
中
心
と
し
て
嵐
山

一
帯
を
絵
画
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
間
に
引
く

金
泥
は
自
ず
と
そ

の
描
写
対
象
に
よ

っ
て
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
図
巻

の

「
比
叡
如
意
ヵ
岳
雪
」
「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
は
三
井
文
庫

の

「
雪
松
図
」
屏
風

の
金
泥
表
現
に
近
く
、
他

の
も

の
は

「
京
名
所
図
」
屏
風
の
金
泥
表
現

に
近

い
。

のω

御
物
の

「
源
氏
四
季
図
」
屏
風
は
、
光
源
氏
も
紫

の
上
も
誰
ひ
と
り
人
物

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
源
氏
絵
と
し
て
は
珍
し

い
作
品
で
あ
る
。
主
題

の
う
ち

「
源
氏

絵
」
よ
り
も

「
四
季
絵
」

の
方

に
重
点
が
あ
る
。

こ
れ
は
応
挙
に
と

っ
て
得
意

の
主
題
で
あ

っ
た
。

こ
の
屏
風
の
上
端

と
下
端

に
金
雲

が
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

上
下
端
を
合
わ
せ
る
と
金
雲

は
画
面

の
半

分
を
占

め
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
金
雲

の
間
に
、
屏
風

の
右
端
か
ら
左
端

に
か
け
て

の
四
季

の
花
木
が
、
池

か
水

の
流
れ
を
中
心

に
し
て
配
さ
れ
て

い
る
。
伝
統
的

に
右
隻
に
春
夏
、
左
隻

に
秋
冬
が
布
置
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
随
所

に
金
泥
や

金
砂
子
が
蒔
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
画
面
全
体

に
薄
く
金
泥
を
刷

い
て
画
面
を
整
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
余
白
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
水
表
現
に
も

金
泥

の
極
く
薄

い
輝
き
が
認

め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
意

さ
れ
て
よ

い
。
す
な
わ
ち
本
図
は
上
下
端

の
金
雲

は
金
地
化
し

て
お
り
、
さ
ら
に
そ

の
金
雲

の
端

々

に
金
泥
、
金
砂
子
な
ど
を
配
し
て

い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
画
面
は
金
の
光

輝
く
華
や
か
な
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
金
泥
表
現

の
う
ち
、
水
表
現

に
金
泥
を
極
め
て
薄

く
刷
く
よ
う
に
用

い
る
描
法
は
、
図
巻

の
応
震

の

「
大
内
山
春
」
、
同
じ
く
応
震

の

「
五
条

擁
嶋
月
」
、
孝
文

の

「
宇
治
郭
公
」、
同
じ
く
孝
文

の

「
金
閣
晩
春
」
、
藍
洲
の

「広
沢
月
」、
同
じ
く
藍
洲
の

「
淀
川
八
幡
山
崎
雪
」
、
来
章

の

「
嵐
山
春
」
な
ど
の
水

表
現

に
も
認
め
ら
れ
る
も

の
で
、

こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
、
応
挙

の
描
法

に
倣

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



金
泥
引
表
現
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
本
図
巻
と
応
挙

の
作
品
と
を
比
較
検
討
し
た
が
、
以
上

の
よ
う
に
、

山
四
条
派

の
画
家
達

は
そ
の
始
祖
応
挙

の
描
法
を
踏
襲
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
両
者

は
近
似
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
、
図
巻

の
円

七
、
名
所
景

物
画

結
論

に
か
え
て

こ
の
図
巻

に
は
人
物

が
描
か
れ
て
い
な

い
。

こ
れ
は
大
き
な
特
色

で
あ

る
。

わ
ず
か
に

「
嵐
山
春
」

の

一
図

の
み
に
人
物

が
認
め
ら
れ

る
。

そ
れ
は
大
井
川

の
筏

上

の
二
人
の
人
物

で
あ

る
。
そ

れ
ら
二
人
は
あ
く
ま
で
も
添
景
人
物

で
あ

る
。
本
図
巻

は
洛
外

の
い
わ
ゆ
る
名
所
景
物
図
で
あ
る
。

名
所
絵

は
、
衆
知

の
と
お
り
、
歌
枕
な
ど
諸
国

の
名
所
を
選
び
、
そ

の
特
定

の
地
景

の
景
趣
を
連
作
と
し
て
屏
風
絵
や
障
子
絵

に
描

い
た
も

の
で
、
四
季
絵
や
月

次
絵
と
と
も

に
や
ま
と
絵

の
主
要
な
主
題
で
あ

っ
た
。
そ

の
う
ち
名
所
景
物
画

は
、
誰

の
目

に
も
想
定

で
き

る
名
所
固
有

の
景
観
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
名
所
景
物

画
は
歌
枕

の
景
物

の
よ
う

に
文
学
的
な
知
識
を
解
さ
な
く
と
も
、
も

っ
ぱ
ら
視
覚

の
働
き
の
み

に
よ

っ
て

い
ず
れ
の
名
所

で
あ
る
か
を
納
得
さ
せ
る
も

の
で
あ

る
と
、

は

　

武
田
恒
夫
氏
は
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に

つ
づ
け
て
、
地
景

の
全
体

が
特
定

の
名
所
を
想
起
さ
せ
る
、
と
述

べ
ら
れ
る
。

こ
の
地
景

の
全
体

が
特
定
の
名
所
を
想
起
さ
せ
る
と

い
う
観
点

か
ら
、

い
ま

一
度

こ
の
図
巻
を

み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
桧
皮
葺

の
大
き
な
高

い
屋
根
と
池

の

あ
る
大
き
な
中
庭

で
大
内
山
、
高

い
山
と
そ
れ
に
連
な
る
山
肌

に

「
大
」

の
字
が
認
め
ら
れ
る

の
で
比
叡
山
と
如
意
ヵ
岳
、
赤

い
鳥
居
と
そ
の
前
の
川

で
上
賀
茂
神

社
か
下
鴨
神
社
で
あ
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
さ
ら
に
そ

の
建
物
の
形
態

と
位
置
関
係

に
よ

っ
て
下
鴨
神
社
、
廟
ら
し
き
門
と
そ
の
前
の
萩
に
よ

っ
て
高
台
寺

、
舞
台
造

で
清
水
寺
、
橋
と
川
、
籠
嶋
で
五
条
橋
、
通
天
橋
で
東
福
寺
、
鳳
鳳
堂
と
大
き
な

川
、
橋
か
ら
宇
治
、
鳥
居
、
拝
殿
、
舞
殿
、
土
居
な
ど
の
建
物

と
そ

の
位
置
関
係

に
よ

っ
て
上
賀
茂
神
社
、
金
閣

で
金
閣
寺
、
広

い
池

と
月
で
広
沢
池
、
山
寺
と
川
、
紅
葉
で
ほ
ぼ
神
護
寺
か
高
雄
か
が
推
量
さ
れ
る
、
大
き
な
山
と
川
、
桜
と
筏
流

で
嵐
山
、
塔

で
東
寺
、
淀

の
水
車

で
淀
、
な
ど
と
十
八
図
中
十
五
図

が
そ
の
描
写
さ
れ
た
地
景

に
よ

っ
て
そ

の
名
所
を
知

る
こ
と
が
で
き

る
。
ま

た
、
高
台
寺
、
広

沢
、
高
雄

の
三
図
は
そ
れ
ぞ
れ
に
萩
、
月
、
紅
葉
と
い
う
景
物

に
よ

っ
て
も
そ
の
名
所

が
明
ら
か
に
な
る
。
他
は
そ
の
地
景

の
み
で
名
所

が
解

る
。
名
所

が
特
定

で

き
な

か
っ
た

の
は
祇
園
森
真
葛
原
、
梅
渓
、
愛
宕
の
三
図
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
地
形
全
体

で
名
所
を
特
定
さ

せ
、
さ
ら
に
そ

の
名
所
を
よ
り
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
景
趣
を
描
き
込
む
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ

こ
に
は
季
節

洛
外
名
所
図
に
つ
い
て
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洛
外
名
所
図
に
つ
い
て

が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
比
叡
如
意
ヵ
岳

の
雪
、
高
台
寺

の
萩
、
清
水

の
桜
、
宇
治

の
郭
公
、
広
沢

の
月
、
高
雄

の
紅
葉
、
嵐

山
の
桜
、
東
寺

の
芋
畑
、
淀
川

入
幡
山
崎
雪

の
雪
と
千
鳥
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ

に
春
夏
秋
冬
の
景
趣
を
表
現
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
大
内
山
春
」
「
下
鴨
夏
」
「
砥
園
森
真
葛
原
夏
」
「
上

鴨
社
頭
」
「
金
閣
晩
春
」
「
愛
宕
嶺
」

の
六
図

は
景
趣
表
現
が
明
ら
か
で
な

い
。
す
な
わ
ち
季
節
表
現
が
あ

い
ま

い
な

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
六
図
の
う
ち

四
図
は
、
「
大
内
山
春
」
「
下
鴨
夏
」
「
祇
園
森
真
葛
原
夏
」
「
金
閣
晩
春
」
と
文
字
通
り
表
題

の
う
ち
に
季
節
を
表
わ
し
て

い
る
。
他

の
二
図
の
う
ち

「
愛
宕
嶺
」
は

そ

の
表
現
や
表
題
か
ら
は
何
時

の
季
節

で
あ
る

か
は
解
ら
な

い
が
そ

の
由
来
書

か
ら
秋

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
上
鴨
社
頭
」
の
み
は
何

に
よ

っ
て
も

そ

の
季
節
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

こ
の

「
上
鴨
社
頭
」
の
よ
う

に
、
名
所
景
物
画
に
あ

っ
て
は
季
節
が
特
定
で
き
な

い
も

の
の
あ
る
こ
と
を
武
田
恒
夫
氏

は
そ
の
著

『
日
本
絵
画
と
歳
時
-
景
物
画

史
論
』
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
そ

の
例

と
し
て
三
保
の
松
原
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
武
田
恒
夫
氏

は
前
著

で
こ
の
名
所
景
物
画

が
盛
行
す
る
の
は
中
世
以
降

で
あ
り
、
以
後
様

々
な
名
所
景
物
が
描
写
さ
れ
た
こ
と
を
障

壁
画
の
大
画
面
か
ら

詳
述
さ
れ
、
円
山
四
条
派
に
あ

っ
て
も
そ
う
し
た
作
例
を
の
こ
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
作
品

が
折

々
に
ふ
れ
て
き
た
応
挙

の

「
京
名
所

捌

図
」
屏
風
と

「
源
氏
四
季
図
」
屏
風

で
あ
る
。

こ
れ
ら
両
図
は
当
然
、
人
物
表
現
が
認
め
ら
れ
な

い
。
た
と
え
人
物
表
現

が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ー

ま
で
も
添
景
人
物

で
あ

っ
て
、
人
物
表
現
す

な
わ
ち
人
間

に
関

わ
る
諸

々
の
事
柄
に
興
味
を
そ
そ

い
だ
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、

こ
の
図
巻
は

応
挙

の

「
京
名
所
図
」
屏
風
や

「
源
氏
四
季
図
」
屏
風

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
て
大
過
な

い
で
あ
ろ
う
。
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34

注
書

『近
世
風
俗
図
譜
③

洛
中
洛
外
e
』
小
学
館

下
坂
守
氏
論

文

「京
都

の
復

興
-
問
丸

・
街
道

・
率
分
l

」
を

参
照
。

内
裏
、
比
叡
如
意
ヵ
岳
、
祇
園
、
清
水
、
五
条
橋
、
東
福
寺

、
金
閣
な
ど
は
短
冊
型

の
名
所
名

に
よ

っ
て
知
ら

れ
る
が
、
他

の
三

つ
、
上
賀
茂
神
社
、
愛
宕
山
、
嵐
山
は
そ

の
名
所
を
示
す
短
冊
型
が
な

い
。

こ
の
屏
風
形
式

の
洛
外
名
所
は
地
形

に
沿

っ
て
よ
り
自
然
な

形
式

で
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、

『近
世
風
俗

図
譜
③
洛
中
洛
外

9
』
(小
学
館

)
の
村
重
寧
氏

の
論
文

「初

期
洛
中
洛
外
図
屏
風

の
視
点
と
構
成
」

の

「
初
期
洛
中
洛
外

図
四
季
配
列
表

」
を

み
れ
ば
よ
り
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

『
拾
遺

都
名
所
図
絵
』
巻

二
に
高
台
寺

の
観
萩

の
賑
わ

い
の
様

子
が
絵
画
化

さ
れ
て
お
り
、

そ
の
上
部
右
方

に
、
「
高
台
寺

の
萩

の
花
、
西
行
法
師

の
宮
城
野

の
萩
を
慈
鎮
和

尚

に
奉
り
し
、
其
萩

今
に
残
り
侍

り
し
を
草
庵

に
う

つ
し
う

へ
侍
し
、
花

の
頃
其
国

の
人
き

た
り
侍
し
に
、
露

け
さ
や
屋
と
も
ミ
や
き
野
萩

の
花

宗
祇
」
と
あ
る
。

そ
の
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左

方

に

は
芭

蕉

の
、

「
小

萩

ち

れ

ま

す

ほ

の

小

貝

こ
さ

か

つ
き

は

せ

を

」

と

い
う

句

が
記

載

さ

れ

て

い

る
。

郭

公

は

「
か

っ
こ

う

」

と

読

む

の

が
普

通

か

も

し

れ

な

い

が

こ

こ

で

は

「
ほ

と

と

ぎ

す

」
と

読

む

こ

と

に

す

る
。

「
ほ

と

と

ぎ

す

」

は

一
般

に

「
時

鳥

」

「
杜

鵤

」

「
子

規

」

「
不

如

帰

」
な

ど

と

書

く

こ

と

が

多

い
が

、

「
郭

公

」

と

書

く

こ

と

も

あ

る

。

片

桐

洋

一
著

『
歌

枕

歌

こ

と

ば

辞

曲
ハ』

に
も

「
春

の
鶯

、

秋

の

雁

と

と

も

に

古

来

日

本

人

が

最

も

愛

し

た
鳥

。

「
時

鳥

」
よ

り

も

「
郭

公

」

と

書

く

こ

と

が

多

か

っ
た

L

と

記

し

て

い

る
。

い
ず

れ

に

し

ろ

、

王

朝

ぴ
と

は

ほ

と

と

ぎ

す

を

さ

つ
き

(
五

月

)

の

夏

の
鳥

と

感

じ

て

い

た
、

と

西

村

享

氏

は

『
王

朝

び
と

の
四

季

』

(
講

談

社

学

術

文

庫

)
で
詳

述

さ

れ

て

い
る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

四

月

の
間

は

ほ

と

と

ぎ

す

は
鳴

く

に

し

て
も

忍

ん

で

鳴

く

も

の

だ

と

決

め

て

い

る
。

賀

茂

の
祭

の

こ

ろ

か

ら

が

王

朝

び

と

に

と

っ
て

は

夏

で
あ

り

、

そ

の
季

節

の
季

節

感

を

強

く

感

じ

さ

せ

る

も

の

と

し

て

あ

げ

て

い

る

の

が

ほ

と

と

ぎ

す

で
あ

る

、

と
指

摘

さ

れ

て

い

る
。

片

桐

洋

一
著

『
歌

枕

歌

こ

と

ば

辞

典

』

角

川

小

辞

典

35

を

参

照

。

山

川
武

氏

解

説

文

『
日

本

美

術

絵

画

全

集

22

応

挙

、

呉

春

』

集

英

社

を

参

照

。

個

人

蔵

の

「
京

名

所

図

」

屏

風

は

『
日
本

屏

風

絵

集

成

第

十

巻

景

物

画

ー

名

所

景

物

』

講

談

社

に
収

載

。

武

田

恒

夫

著

「
日

本

絵

画

と

歳

時

」

ー

景

物

画

史

論

1

ぺ
り

か

ん
社

参

照

。

(29)
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