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京
都
の
能
楽
界
で
は
金
剛
・
観
世
の

二
流
派
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、

多
く
の
能
楽
師
が
そ
れ
ぞ
れ
社
中
を
組

織
し
て
全
国
的
な
活
動
が
な
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
種
田
家
は
上
京
区
内
に
居

を
構
え
、
四
代
に
わ
た
っ
て
金
剛
流
の

職
分
を
勤
め
る
名
家
で
あ
る
。
重
要
無

形
文
化
財

｢

能
楽｣

保
持
者
の
種
田
道

雄
・
道
一
父
子
の
両
師
に
、
金
剛
流
の

能
の
美
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
っ
た
。

金
剛
流
の
演
技
は
舞
金
剛
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
舞
の
型
が
大
き
く
華
麗
で
、

謡
も
自
然
体
の
発
声
法
で
あ
る
と
い
う
。

呂り
ょ

を
利
か
す
低
い
調
子
の
金
剛
流
は
、

干か
ん

を
重
く
見
る
観
世
流
と
大
き
く
異
な

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
金
剛

流
の
美
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
金
剛

流
は
法
隆
寺
に
奉
仕
し
た
坂
戸
座
を
源

流
と
し
、
室
町
時
代
初
期
に
は
観
世
・

宝
生
・
金
春
の
三
流
と
と
も
に
大
和
猿

楽
四
座
に
数
え
ら
れ
、
唯
一
京
都
に
宗

家
が
あ
り
、
現
行
曲
は
ニ
百
四
曲
あ
る
。

種
田
家
は
茶
道
の
裏
千
家
と
の
つ
な

が
り
が
深
く
、
三
代
に
わ
た
っ
て
初
釜

に
は
毎
座
ご
と
に
小
鼓
の
曽
和
家
と
共

に
謡
を
催
さ
れ
て
い
る
。
能
装
束
の
製

作
を
す
る
西
陣
と
も
深
い
つ
な
が
り
が

あ
る
。
舞
台
衣
装
と
し
て
、
織
・
繍
・

摺
と
い
っ
た
高
度
な
技
術
で
象
徴
的
な

図
柄
を
作
り
上
げ
る
の
も
西
陣
な
ら
で

は
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
茶
道
と
と
も
に

上
京
な
ら
で
は
の
文
化
交
流
な
の
だ
と

語
ら
れ
る
。

室
町
四
条
上
る
か
ら
烏
丸
中
立
売
上

る
に
移
転
し
て
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い

た
金
剛
能
楽
堂
は
五
月
に
完
成
し
、
い

よ
い
よ
六
月
十
八
日
に
こ
け
ら
落
と
し

が
行
わ
れ
る
。
禁
裏
に
出
入
り
し
て
い

た
金
剛
流
と
し
て
は
、
能
楽
の
中
心
地

で
あ
っ
た
上
京
の
、
し
か
も
京
都
御
所

の
近
く
に
そ
の
本
拠
地
が
で
き
、
二
十

六
世
家
元
の
金
剛
永
謹
師
も
こ
の
地
に

腰
を
据
え
、
永
く
金
剛
能
楽
堂
が
上
京

で
の
芸
術
の
繁
栄
に
寄
与
す
る
こ
と
を

願
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。

道
雄
師
は
昨
年
秋
、
京
都
市
文
化
功

労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
、
道
一
師
も
平

成
五
年
に
京
都
市
芸
術
新
人
賞
を
う
け

ら
れ
、
新
し
い
能
楽
堂
の
完
成
と
と
も

に
、
上
京
に
お
け
る
新
し
い
文
化
の
発

信
地
を
目
ざ
し
て
お
ら
れ
る
。



寺
町
通
は
北
端
の
上
御
霊
前
通
か
ら
南
へ

五
条
通
ま
で
四
・
六
キ
ロ
、
平
安
京
の
東
京

極
大
路
に
あ
た
り
ま
す
。
小
京
都
と
い
わ
れ

る
町
の
人
に
い
わ
せ
る
と
、
京
都
の
寺
町
は

寺
が
少
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
小
京
都
の
寺

町
は
京
都
の
よ
う
に
長
い
道
路
で
は
な
く
、

城
下
町
の
周
辺
に
寺
を
集
め
た
の
で
す
。

寺
町
通
の
前
身
は
平
安
京
の
東
京
極
大
路

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
厳
密

に
い
う
と
、
今
の
寺
町
通
は
東
京
極
大
路
よ

り
東
に
外
れ
て
い
ま
す
。
東
京
極
大
路
は
幅

十
丈
、
平
安
京
の
東
端
を
区
切
る
大
路
で
し

た
。
そ
の
位
置
は
京
都
御
苑
の
東
の
石
垣
の

西
側
沿
い
に
な
り
ま
す
。
平
安
遷
都
当
時
の

鴨
川
は
湿
地
帯
を
流
れ
る
荒
れ
川
で
、
川
幅

も
広
く
網
状
に
水
を
流
す
よ
う
な
自
然
河
川

で
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
に
平
安

京
の
東
端
を
設
定
し
た
の
で
し
ょ
う
。
中
国

の
都
城
と
異
な
り
、
平
安
京
は
周
囲
に
羅
城

を
め
ぐ
ら
さ
ず
、
東
京
極
大
路
の
西
側
に
は

邸
宅
の
土
塀
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
東
側
は

そ
の
ま
ま
河
原
に
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

時
代
が
さ
が
る
に
つ
れ
、
防
鴨
河
使
と
い

う
治
水
の
た
め
の
臨
時
の
役
所
が
置
か
れ
た

り
し
て
、
川
幅
も
狭
め
ら
れ
、
東
京
極
大
路

よ
り
東
へ
市
街
地
が
広
が
っ
て
行
き
ま
す
。

今
の
京
都
御
苑
か
ら
鴨
川
の
間
あ
た
り
で
す
。

さ
ら
に
院
政
期
に
な
る
と
、
鴨
川
の
東
へ
も

広
が
り
、
白
川
の
流
域
に
六
勝
寺
と
い
う
六

つ
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
て
開
け
て
き
ま
す
。

一
方
、
平
安
京
の
南
西
部

(

今
の
西
京
極
・

吉
祥
院
辺
り)

は
低
湿
地
で
人
も
住
ま
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。

平
安
時
代
も
末
期
に
な
る
と
、
平
安
宮

(

大
内
裏)

は
廃
墟
同
然
と
な
っ
て
廷
臣
の

邸
宅
は
左
京
か
ら
さ
ら
に
鴨
川
の
東
へ
広
が

り
ま
す
。
や
が
て
、
天
皇
の
住
ま
う
内
裏
も

外
祖
父
の
家
に
置
か
れ
、
里
内
裏
が
成
立
し

ま
す
。
そ
の
一
つ
が
南
北
朝
時
代
に
土
御
門

内
裏
と
し
て
固
定
し
、
京
都
御
所
の
基
盤
と

な
っ
た
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
宮
廷
の
儀

式
の
場
も
土
御
門
内
裏
で
行
わ
れ
、
朝
廷
の

政
務
も
そ
の
長
官
の
家
で
執
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
官
職
も
世
襲
さ
れ
て
行
く
の

で
す
。
い
わ
ば
在
宅
勤
務
で
す
。
土
御
門
内

裏
の
周
囲
に
は
多
く
の
公
家
屋
敷
が
集
住
し

て
公
家
町
を
構
成
し
、
東
京
極
大
路
に
も
波

及
し
て
き
ま
す
。

こ
の
東
京
極
大
路
に
大
き
な
変
化
を
与
え

た
の
が
応
仁
の
乱
で
あ
り
、
そ
の
復
興
の
た

め
に
市
街
地
改
造
を
実
施
し
た
の
が
豊
臣
秀

吉
な
の
で
す
。
秀
吉
は
織
田
信
長
の
後
を
承

け
て
皇
居
を
造
営
し
、
そ
の
功
に
よ
り
高
位

の
官
職
を
得
て
天
下
を
掌
握
し
ま
す
。
そ
こ

で
三
つ
の
市
街
地
改
造
を
行
う
の
で
す
。
ま

ず
鴨
川
の
東
岸
と
紙
屋
川
の
西
岸
、
そ
れ
を

結
ぶ
北
部
と
南
部
を
つ
な
ぐ
御
土
居
を
築
き
、

水
害
か
ら
京
都
の
町
を
守
り
、
外
敵
を
防
ぐ

方
策
と
し
ま
し
た
。
次
は
一
町
毎
に
道
路
が

通
る
方
形
の
町
の
真
ん
中
に
南
北
の
通
り
を

開
き
、
上
京
と
下
京
の
間
を
つ
な
ぐ
あ
た
り

を
短
冊
型
の
街
路
と
し
た
の
で
す
。
両
替
町
・

衣
棚
・
釜
座
な
ど
の
通
り
が
そ
れ
で
す
。
三

つ
目
が
東
京
極
大
路
と
北
の
安
居

あ
ぐ
い

院
通
に
寺

を
集
め
た
こ
と
で
す
。
安
居
院
は
今
の
寺
之

内
通
で
北
側
に
の
み
寺
が
あ
る
の
も
そ
の
た

め
で
す
。
東
京
極
大
路
は
東
側
と
鴨
川
の
御

土
居
の
間
に
寺
を
集
め
ま
し
た
。
こ
れ
も
東

側
に
し
か
寺
が
な
い
理
由
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
寺
町
通
と
い
う
通
称
が
で
き
ま
し
た
。
天

正
十
五
年

(

一
五
八
七)

頃
、
四
百
年
余
り

前
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
で
あ
れ

ば
、
北
端
か
ら
南
端
ま
で
隙
間
な
く
社
寺
が

連
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
寛
永
十

四
年

(

一
六
三
七)

の

『

洛
中
絵
図』

を
見

ま
す
と
、
寺
町
通
と
御
土
居
と
の
間
に
は
百

余
り
の
社
寺
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
姿
を
変
え
た
の
は
宝
永
の
大
火
で
す
。

宝
永
五
年

(

一
七
〇
八)

三
月
八
日
、
油
小

路
通
姉
小
路
下
る
の
民
家
か
ら
出
火
、
南
西

の
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
、
今
の
上
京
区
・
中

京
区
の
大
半
、
一
万
四
千
戸
を
焼
き
尽
く
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
公
家
町
が
拡
張
さ
れ
、

椹
木
町
通
と
丸
太
町
通
の
間
に
あ
っ
た
町
家

が
、
川
東
の
岡
崎
村
へ
移
さ
れ
ま
す
。
今
の

新
洞
学
区
の
地
域
で
す
。
こ
の
時
、
寺
町
通

の
寺
の
い
く
つ
か
も
川
東
へ
移
り
、
再
移
転

す
る
寺
も
あ
っ
て
様
相
を
変
え
ま
す
。
今
も

町
名
に
こ
れ
ら
の
寺
の
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
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そ
こ
で
丸
太
町
か
ら
北
の
寺
の
跡
に
は
公
家

屋
敷
や
幕
府
の
役
宅
が
置
か
れ
ま
し
た
。

次
に
変
わ
っ
た
の
は
明
治
の
近
代
化
で
す
。

そ
れ
は
電
車
が
走
っ
た
こ
と
で
す
。
明
治
二

十
八
年

(

一
八
九
五)
、
平
安
遷
都
千
百
年

を
記
念
す
る
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
岡

崎
村
で
開
か
れ
、
そ
の
輸
送
手
段
と
し
て
京

都
電
気
鉄
道
株
式
会
社

(

京
電)
が
、
伏
見

京
橋
の
舟
乗
場
か
ら
竹
田
街
道
・
木
屋
町
通
・

二
条
通
を
経
て
博
覧
会
場
ま
で
開
通
さ
せ
ま

し
た
。
引
き
続
き
、
そ
の
年
の
内
に
二
条
木

屋
町
か
ら
寺
町
通
・
丸
太
町
通
・
烏
丸
通
・

下
立
売
通
・
東
堀
川
通
を
経
て
堀
川
中
立
売

ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
に
寺
町

通
の
丸
太
町
か
ら
二
条
ま
で
は
東
側
を
流
れ

て
い
た
中
川
を
埋
め
立
て
、
西
側
を
拡
張
し

ま
し
た
。
こ
の
線
は
狭
軌
の
複
線
で
、
道
路

の
中
央
に
架
線
を
吊
る
電
柱
を
立
て
た
セ
ン

タ
ポ
ー
ル
で
し
た
。
そ
の
後
、
丸
太
町
か
ら

北
へ
、
今
出
川
を
東
へ
、
今
の
下
鴨
通
の
青

竜
町
ま
で
延
長
さ
れ
、
明
治
三
十
四
年
三
月

十
一
日
か
ら
狭
軌
単
線
で
運
転
さ
れ
ま
し
た
。

上
京
区
内
の
寺
町
通
は
鞍
馬
口
通
を
南
へ

入
っ
た
天
寧
寺
の
南
端
か
ら
始
ま
り
、
丸
太

町
通
に
至
る
二
・
三
キ
ロ
、
道
幅
は
八
メ
ー

ト
ル
で
す
。
こ
の
道
を
北
か
ら
歩
い
て
み
ま

し
ょ
う
。
鞍
馬
口
通
か
ら
少
し
南
へ
行
く
と

天
寧
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
行
政
区
で
は

北
区
で
す
が
、
上
京
区
と
一
体
と
な
っ
て
い

る
地
域
で
す
。
天
正
年
間
に
会
津
城
下
か
ら

移
っ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
門

を
通
し
て
眺
め
る
比
叡
山
は
絶
景
で
額
縁
門

と
い
い
ま
す
。
そ
の
南
に
は
あ
る
西
園
寺
は

も
と
今
の
金
閣
寺
の
と
こ
ろ
に
創
建
さ
れ
ま

し
た
が
、
再
転
し
て
天
正
十
八
年
に
寺
町
へ

移
さ
れ
ま
し
た
。
境
内
に
は
よ
く
手
入
れ
さ

れ
た
高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ク
ロ
ガ
ネ

モ
チ
が
あ
り
、
上
京
区
民
誇
り
の
木
に
選
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
南
三
〇
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
間
は
住
宅
地
に
な
っ
て
お
り
、
か

つ
て
の
寺
の
跡
は
藪
や
雑
木
林
で
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
ま
す
。

鶴
山
町
に
入
り
ま
す
と
、
阿
弥
陀
寺
・
十

念
寺
・
仏
陀
寺
・
本
満
寺
と
大
き
な
寺
が
並

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
塔
頭
を
持
つ
寺

も
あ
っ
て
往
年
の
寺
町
の
姿
を
今
に
伝
え
て

く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
と
上
立
売
大
宮

に
あ
っ
た
阿
弥
陀
寺
は
天
正
十
五
年
に
、
織

田
信
長
ら
の
骨
灰
を
埋
め
た
墓
と
と
も
に
、

こ
こ
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
南
の
十
念
寺
に
は
寺
と
思
え
な
い
よ

う
な
近
代
的
な
建
物
が
目
に
つ
き
ま
す
。
そ

れ
も
そ
の
は
ず
平
成
五
年
に
建
築
家
と
し
て

も
知
ら
れ
る
大
阪
の
一
心
寺
の
高
口
恭
行
住

職
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
本
堂
な
の
で
す
。

近
代
的
な
感
覚
に
よ
る
寺
院
建
築
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
の
仏
陀
寺
も
十
念
寺
と
同
じ
西
山
浄
土

宗
の
本
山
で
、
上
京
区
内
最
大
級
と
い
わ
れ

る
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
あ
り
ま
す
。
枝
張
一
四
・

九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
、

桜
の
名
所
と
な
っ
て
い
る
境
内
で
も
特
に
大

き
く
、
上
京
区
民
誇
り
の
木
と
し
て
春
に
は

見
事
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
寺
の
裏
は
鴨
川
に
近
く
、
高

い
堤
防
が
水
害
の
苦
難
か
ら
守
っ
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
に
あ
る
細
長

い
住
宅
地
は
御
土
居
の
跡
で
し
た
。

東
側
の
鶴
山
町
の
名
は
明
治
に
な
っ
て
か

ら
新
し
く
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
由
来

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ま
で
は
町
名
が

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
西
側
は
天
寧
寺
門
前

町
・
高
徳
寺
町
・
不
動
前
町
・
観
喜
寺
前
町
・

阿
弥
陀
寺
前
町
・
十
念
寺
前
町
・
本
満
寺
前

町
・
立
本
寺
前
町
な
ど
現
在
は
移
転
し
て
な

く
な
っ
て
い
る
寺
も
含
め
て
門
前
町
の
名
を

残
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
西
側
に
は
江
戸
時

代
を
通
し
て
民
家
が
軒
を
連
ね
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
し
ょ
う
。
西
北
か
ら
東
南
へ

斜
行
し
て
い
た
寺
町
通
は
、
鴨
川
の
流
路
に

沿
っ
て
南
へ
直
進
し
ま
す
。
そ
の
少
し
南
に

｢

厄
除
縁
結

幸
神
社

西
半
町｣

の
石
標

が
立
ち
、
こ
の
丁
字
路
を
西
へ
行
く
と
平
安

京
の
鬼
門
に
猿
田
彦
神
を
祀
っ
た
幸
神
社

さ
い
の
か
み
や
し
ろが

あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
東
側
を
表
町
、
西
側
を
立
本
寺
前
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町
と
い
い
ま
す
。
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
東

側
は
立
本
寺
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
宝
永

の
大
火
後
、
内
野
と
呼
ば
れ
た
七
本
松
通
仁

和
寺
街
道
上
る
の
現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。

表
町
は
そ
の
跡
地
で
、
そ
の
表
門
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
と
さ
れ
、
立
本
寺
表
町
を
略
し
た
の

で
す
。

ま
た
こ
の
付
近
に
は
小
さ
な
川
が
あ
り
、

今
出
川
を
東
へ
流
れ
て
い
て
、
こ
の
あ
た
り

を
水
流
れ
と
い
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。

寺
町
今
出
川
の
西
北
角
の
一
帯
を
大
原
口

町
と
い
い
ま
す
。
こ
の
東
北
角
の
歩
道
に
大

き
な
道
標
が
立
っ
て
い
ま
す
。
今
出
川
通
で

も
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
東
西
南

北
四
方
へ
向
か
う
大
事
な
地
点
な
の
で
し
た
。

北
面
に
は
上
御
霊
神
社
・
上
賀
茂
神
社
・
鞍

馬
寺
・
大
徳
寺
・
今
宮
神
社
と
い
っ
た
寺
町

通
を
北
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
き
着
け
る

目
的
地
名
が
距
離
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
南
面
は
革
堂
・
六
角
堂
・
六
条

(

本
願
寺)

・
祇
園
・
清
水
寺
・
三
条
大
橋

に
至
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
ま
す
。

寺
町
今
出
川
の
一
部
は
出
町
に
近
い
商
業

地
と
し
て
栄
え
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
道
標
の

下
部
に
彫
ら
れ
た
十
九
人
の
名
前
か
ら
も
わ

か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
名
前
は
近
く
に
お
ら

れ
る
方
の
御
先
祖
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
原

口
と
い
う
の
は
出
町
を
経
て
大
原
に
至
る
街

道
の
入
口
な
の
で
す
。
こ
の
道
標
は
慶
応
四

年

(

一
八
六
八)

四
月
に
立
て
ら
れ
た
良
質

の
白
川
石
に
よ
る
も
の
で
、
京
都
は
も
と
よ

り
、
全
国
に
も
例
を
見
な
い
優
品
と
し
て
京

都
市
の
史
跡

(

登
録
文
化
財)

と
な
っ
て
い

ま
す
。
路
傍
の
文
化
財
と
し
て
大
切
に
し
た

い
も
の
で
す
。

今
出
川
通
を
越
え
る
と
、
東
側
が
少
し
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単
線
の
電
車
が
行

き
違
う
た
め
の
複
線
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
か
ら
南
も
道
幅
は
八
メ
ー
ト
ル
な
の
で

す
が
、
狭
軌
と
は
い
え
、
よ
く
も
電
車
が
走
っ

て
い
た
も
の
だ
と
思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。

西
側
は
真
如
堂
前
町
・
真
如
堂
突
抜
町
で

す
。
そ
の
名
前
が
示
す
通
り
東
側
に
は
真
如

堂

(

真
正
極
楽
寺)

が
あ
り
ま
し
た
。
平
安

時
代
の
正
暦
三
年

(

九
九
二)

、
一
条
天
皇

の
御
願
に
よ
っ
て
神
楽
岡

(

吉
田
山)

に
創

建
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
転
々
と
し
て
一

条
新
町
西
入
に
移
り
、
今
も
元
真
如
堂
町
の

名
を
残
し
て
い
ま
す
。
天
正
十
五
年
、
豊
臣

秀
吉
に
よ
り
二
町
四
方
の
地
を
与
え
ら
れ
、

こ
の
地
に
寺
地
を
定
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

元
禄
五
年

(

一
六
九
二)
、
火
災
に
よ
り
旧

地
の
神
楽
岡
に
戻
り
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

真
如
堂
突
抜
町
と
い
う
の
は
、
真
如
堂
の
前

に
新
た
に
通
し
た
突
抜
の
道
、
つ
ま
り
図
子

な
の
で
す
。

こ
の
付
近
は
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
市
街

地
化
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
南
一
帯

は
京
都
御
所
に
か
か
わ
る
屋
敷
が
あ
り
ま
し

た
。
今
出
川
通
の
一
筋
南
を
石
薬
師
通
と
い

い
ま
す
が
、
こ
の
西
端
は
京
都
御
苑
の
石
薬

師
御
門
に
突
き
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
近
く

の
柴
中
に
安
置
さ
れ
て
い
た
薬
師
如
来
の
石

仏
が
数
々
の
奇
端
を
あ
ら
わ
し
石
薬
師
堂
と

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
像
も
真
如
堂
に

移
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
御
苑
の
石
垣
沿
い
に
は
梨
木
通
が
あ

り
、
寺
町
通
と
の
間
は
公
家
屋
敷
で
し
た
。

こ
こ
か
ら
南
を
染
殿
町
と
い
い
、
公
家
屋
敷

が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
東
側
は
寺
町
通
の

名
残
り
の
寺
院
が
あ
り
、
本
禅
寺
・
清
浄
華

院
・
廬
山
寺
・
遣
迎
院
・
中
御
霊
社
が
境
内

を
連
ね
て
い
た
の
で
す
。
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大
久
保
彦
左
衛
門
の
墓
が
あ
る
本
禅
寺
は

法
華
宗
陣
門
流
の
大
本
山
、
天
文
法
華
の
乱

に
焼
か
れ
て
西
陣
の
桜
井
町
で
再
興
し
た
あ

と
、
天
正
十
九
年
に
現
在
地
に
移
り
ま
す
。

西
側
を
南
へ
広
小
路
の
手
前
ま
で
を
北
之
辺

町
と
い
い
ま
す
。
北
辺
と
は
平
安
京
の
一
条

大
路
か
ら
南
へ
二
町
分
の
坊
の
名
称
で
す
。

そ
の
名
が
今
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
禅

寺
の
表
門
の
と
こ
ろ
が
一
条
大
路
を
東
へ
延

長
し
た
と
こ
ろ
に
当
た
り
、
平
安
京
か
ら
外

へ
広
が
っ
た
町
の
名
残
で
し
ょ
う
。
そ
の
南

が
清
浄
華
院
、
平
安
時
代
の
貞
観
二
年

(

八

六
〇)

に
清
和
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
禁
裏
内

道
場
し
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、

転
々
と
し
て
天
正
十
八
年
に
現
在
地
に
移
り

ま
し
た
。
度
々
の
火
災
に
遭
い
、
今
の
本
堂

は
明
治
二
十
二
年
の
火
災
後
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
。

そ
の
南
が
廬
山
寺
で
す
。
二
月
節
分
の
鬼

法
楽
で
知
ら
れ
る
名
刹
で
す
。
も
と
も
と
天

台
・
法
相
・
真
言
律
・
浄
土
の
四
宗
兼
学
の

寺
で
、
現
在
は
天
台
宗
の
一
派
で
あ
る
円
浄

宗
の
本
山
で
す
。
応
仁
の
乱
に
焼
亡
し
、
天

正
十
三
年
に
現
在
地
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
寺

町
通
に
面
し
て

｢

慶
光

き
ょ
う
ご
う
天
皇
廬
山
寺
陵｣

と

い
う
石
標
が
あ
っ
て
、
よ
く
聞
き
な
れ
な
い

天
皇
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
天
皇
の

実
父
に
贈
ら
れ
る
追
尊
天
皇
号
な
の
で
す
。

慶
光
天
皇
は
光
格
天
皇
の
実
父
で
あ
る
閑
院

宮
典
仁
親
王
の
こ
と
で
、
亡
く
な
っ
た
当
時
、

天
皇
号
を
贈
ろ
う
と
し
た
の
に
幕
府
が
反
対

し
、
明
治
十
七
年
に
至
っ
て
実
現
し
、
廬
山

寺
陵
と
な
っ
た
の
で
す
。
最
近
に
な
っ
て
廬

山
寺
は
紫
式
部
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
地
は
紫
式
部
の
曽
祖
父
に

あ
た
る
藤
原
兼
輔

(

堤
中
納
言)

の
邸
宅
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
紫
式
部
は
こ
の
邸
で
育

ち
結
婚
生
活
を
送
り
、
夫
と
死
別
後
は
一
条

天
皇
中
宮
の
彰
子
に
仕
え
な
が
ら

『

源
氏
物

語』

を
執
筆
し
た
と
考
証
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
｢

源
氏
庭｣

も
作
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
南
へ
広
小
路
ま
で
は
府
立
医
大
の

学
舎
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
は
立
命

館
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
し
た
。
広
小
路
通

の
北
側
に
は
、
そ
の
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
三
十
年
に
鷹
峯
に
移
っ
た
遣
迎

け
ん
ご
う

院
の
旧

地
で
す
。
こ
こ
も
四
宗
兼
学
の
寺
で
し
た
。

幕
末
ま
で
そ
の
南
に
あ
っ
た
中
御
霊
社
は
上

御
霊
神
社
の
御
旅
所
で
し
た
。

こ
の
向
か
い
側
は
染
殿
町
と
い
い
、
京
極

小
学
校
か
ら
梨
木
神
社
ま
で
、
寺
町
通
と
梨

木
通
の
間
の
細
長
い
土
地
で
す
。
古
く
は
一

条
道
場
前
町
・
芝
薬
師
前
町
・
本
禅
寺
前
町
・

浄
華
院
前
町
と
い
っ
た
よ
う
で
す
が
、
寺
町

通
の
西
側
ま
で
公
家
屋
敷
で
、
こ
の
町
名
も

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
入
っ
て
公

家
屋
敷
撤
去
後
、
四
周
を
石
垣
で
囲
み
公
園

化
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
幸
神
社
に
通
じ

る
柳
風
呂
町
を
南
へ
延
長
し
、
梨
木
通
と
し

ま
し
た
。
明
治
十
二
年
に
築
地
内
に
あ
っ
た

梨
木
町
と
合
わ
せ
て
染
殿
町
と
し
ま
し
た
。

染
殿
と
は
藤
原
良
房
の
居
館
址
に
因
ん
だ
と

い
い
ま
す
。

北
端
は
京
極
小
学
校
で
、
校
名
が
東
京
極

大
路
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
寺
町
通
に
面
し
て
、
京
都
市
立
学
校
・

幼
稚
園
名
木
百
選
に
選
定
さ
れ
た
樹
木
が
二

件
あ
り
ま
す
。
通
用
門
の
中
に
あ
る
ク
ロ
マ

ツ
は
明
治
五
年
、
学
校
が
現
在
地
に
移
転
し

た
時
、
記
念
し
て
植
え
ら
れ
た
と
伝
え
、
高

さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
幹
周
一
一
〇
セ
ン
チ
あ

り
ま
す
。
校
舎
に
沿
っ
て
十
本
ほ
ど
植
え
ら

れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
は
昭
和
十
三
年
、
本
館

と
講
堂
が
新
築
さ
れ
た
時
の
記
念
樹
で
す
。

梨
木
神
社
は
明
治
維
新
の
功
労
者
で
あ
る

三
条
実
萬

さ
ね
つ
む

・
実
美
さ
ね
と
み

父
子
を
祀
っ
て
い
ま
す
。

明
治
十
八
年
に
三
条
家
の
邸
址
の
梨
木
町
に

近
い
と
こ
ろ
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
境
内
は

萩
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
萩
を
こ
よ

な
く
愛
さ
れ
た
湯
川
秀
樹
博
士
や
上
田
秋
成

ら
の
歌
碑
も
あ
り
ま
す
。

広
小
路
通
は
河
原
町
か
ら
梨
木
通
ま
で
の

短
い
道
で
す
が
、
そ
の
突
き
当
た
り
は
清
和

院
御
門
で
す
。
明
治
以
前
は
今
よ
り
ず
っ
と

西
、
大
宮
御
所
の
築
地
塀
の
中
程
に
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
門
か
ら
寺
町
御
門
ま
で
の
築
地

塀
の
内
側
は
皇
太
后
の
大
宮
御
所
と
上
皇
の

仙
洞
御
所
で
す
。
そ
の
東
側
の
土
手
に
ク
ロ
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マ
ツ
の
並
木
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
今
も
鴨

沂
高
校
の
前
に
残
り
、
上
京
区
民
誇
り
の
木

に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

府
立
鴨
沂
高
校
の
前
身
は
府
立
第
一
高
等

女
学
校
で
、
明
治
五
年
に
土
手
町
丸
太
町
下

る

(

丸
太
町
橋
西
詰)
に
新
英
学
校
と
と
も

に
女
紅
場
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

場
所
は
九
条
家
の
別
邸
の
址
で
、
明
治
三
十

四
年
に
現
在
地
に
移
転
し
た
際
に
も
九
条
家

ゆ
か
り
の
表
門
を
移
し
、
今
も
正
門
と
し
て

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
八
年
に
新
築
さ
れ

た
現
校
舎
は
京
都
御
所
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、

中
央
に
切
妻
破
風
を
置
い
た
和
風
志
向
の
意

匠
で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
な
窓
や
最
上
階
の

三
連
ア
ー
チ
な
ど
は
合
理
主
義
的
建
築
が
取

り
入
れ
ら
れ
た
名
建
築
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。

荒
神
口
通
に
面
し
た
鴨
沂
高
校
の
北
運
動

場
の
塀
際
に

｢

従
是
東
北

法
成
寺
址｣

の

石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
法
成
寺

ほ
う
じ
ょ
う
じ

は
寛
仁
三

年
(

一
〇
一
九)

に
藤
原
道
長
に
よ
り
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
無
量
寿
院
と
い
う
阿
弥
陀
堂

を
中
心
に
数
々
の
堂
宇
が
建
て
ら
れ
、
そ
の

壮
麗
さ
は
摂
関
期
最
大
の
寺
院
で
し
た
。
そ

の
た
め
に
道
長
は
御
堂
関
白
と
呼
ば
れ
ま
す
。

望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
は
な
い
と
全
盛
を
極

め
た
道
長
は
糖
尿
病
に
苦
し
み
、
万
寿
四
年

(

一
〇
二
七)

、
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
手

か
ら
引
い
た
糸
に
導
か
れ
て
六
十
二
歳
の
生

涯
を
終
え
ま
し
た
。
東
西
二
町
・
南
北
三
町

の
寺
地
も
鎌
倉
時
代
の
末
に
は
廃
絶
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
地
層
は
鴨
川
の
水
害
の

た
め
に
深
く
、
鴨
沂
高
校
の
校
舎
建
設
工
事

の
時
に
地
下
三
メ
ー
ト
ル
付
近
か
ら
緑
釉
瓦

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
遺
構
は
全
く
見

つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
付
近
を
東
桜
町
と
宮
垣
町
と
い
い
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
明
治
に
な
っ
て
名
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
南
の
松
蔭
町
も
革
堂
前
町
・

西
昌
寺
前
町
・
信
行
寺
前
町
を
明
治
五
年
に

合
わ
せ
て
仙
洞
御
所
の
松
の
木
の
蔭
か
ら
つ

け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
は
両
側
と
も

公
家
屋
敷
で
し
た
。
こ
こ
に
住
む
華
族
が
酔
っ

払
っ
て
巡
査
に
つ
か
ま
り
、
名
前
を
聞
か
れ

て
寺
町
の
○
小
路
と
名
乗
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

ん
な
所
が
あ
る
か
と
一
喝
さ
れ
た
と
い
う
話

も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

鴨
沂
高
校
の
南
の
通
り
を
上
切
通

か
み
の
き
り
ど
お
しと
い
い
、

次
の
下
切
通
と
の
間
に
京
都
市
歴
史
資
料
館

が
あ
り
ま
す
。
通
り
庭
や
坪
庭
を
意
識
し
た

設
計
は
京
都
の
町
家
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

こ
の
土
地
は
戦
前
、
仏
教
の
篤
信
家
で
あ
っ

た
山
口
玄
洞
が
山
口
仏
教
会
館
を
建
て
、
仏

教
の
布
教
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
戦

後
は
文
化
会
館
と
い
う
映
画
館
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

下
切
通
の
南
に
は
新
島
襄
の
旧
邸
が
残
っ

て
い
ま
す
。
同
志
社
の
創
立
者
で
あ
る
新
島

襄
が
そ
の
住
居
と
し
て
建
て
た
コ
ロ
ニ
ア
ル

ス
タ
イ
ル
の
洋
館
で
、
京
都
市
の
指
定
有
形

文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
十
一
年
の

竣
工
で
洋
風
の
外
観
な
が
ら
内
部
に
は
伝
統

的
な
和
風
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

毎
週
水
曜
日
に
は
一
般
公
開
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
こ
の
場
所
は
幕
末
ま
で
京
都
の
大
工
頭

で
あ
っ
た
中
井
主
水
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
、
公
儀
の
土
木
建
築
の
入
札
は
こ
こ
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

丸
太
町
か
ら
南
は
中
京
区
に
な
り
ま
す
が
、

上
京
区
内
の
閑
静
な
寺
町
通
は
一
変
し
て
繁

華
街
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
寺
社

を
残
し
な
が
ら
五
条
ま
で
続
く
の
で
す
。
道

具
屋
街
か
ら
新
京
極
の
歓
楽
街
、
さ
ら
に
四

条
か
ら
南
の
電
機
屋
街
と
い
う
よ
う
に
百
年

前
の
寺
町
通
と
全
く
異
質
な
道
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
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○
は
じ
め
に

同
志
社
大
学
で
は
、
学
生
と
大
学
院
学
生

の
諸
活
動
を
よ
り
い
っ
そ
う
積
極
的
に
支
援

す
る
た
め
に
現
在
の
大
学
会
館
を
改
築
す
る

こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
五
月
か
ら
同
敷

地
内
に
所
在
す
る
室
町
殿
跡

(

花
御
所)

の

発
掘
謂
査
を
お
こ
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
わ

た
り
、
上
京
の
歴
史
に
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
加

え
る
た
く
さ
ん
の
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

○
上
京
富
裕

(

安
土
・
桃
山
時
代
〜
江
戸
時

代)

上
立
売
通
り
に
面
し
た
謂
査
区
か
ら
、
幅

二
ｍ
、
深
さ
一
・
八
ｍ
の
土
坑
が
み
つ
か
り

ま
し
た
。
時
期
は
一
緒
に
出
土
し
た
陶
磁
器

か
ら
十
七
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
土

坑
の
断
面
を
観
察
す
る
と
、
何
枚
も
の
炭
の

層
が
み
ら
れ
、
ま
た
こ
の
炭
の
層
に
挟
ま
れ

た
土
の
中
か
ら
は
、
溶
け
た
銅
の
付
着
し
た

多
数
の
坩
堝

る
つ
ぼ

が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
こ
の
土
坑
は
あ
る
程
度
長
期
間

に
わ
た
り
、
銅
を
溶
か
し
て
小
型
の
製
品
を

鋳
造
し
て
い
た
工
房
の
施
設
の
一
部
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
会
館
南
西
部
の
調
査
区
か
ら
は
、
大

き
な
掘
り
込
み
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
範
囲

は
東
西
三
〇
ｍ
以
上
、
南
北
八
ｍ
以
上
、
深

さ
一
・
四
ｍ
で
、
そ
の
南
は
さ
ら
に
謂
査
区

の
外
へ
広
が
っ
て
い
ま
す
。
埋
土
は
下
層
と

中
層
が
炭
を
多
く
含
ん
だ
土
で
、
十
六
世
紀

末
〜
十
七
世
紀
初
頭
の
陶
磁
器
が
大
量
に
出

土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
陶
磁
器
の
種
類
を

謂
べ
る
と
、
唐
津
や
瀬
戸
・
美
濃
を
産
地
と

す
る
高
級
な
陶
磁
器
や
金
泥
か
わ
ら
け
な
ど

が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
構
成
は
大
坂
城
下
町

の
大
名
屋
敷
や
、
大
商
人
の
屋
敷
跡
か
ら
み

つ
か
る
も
の
と
同
様
で
し
た
。

○
洛
中
洛
外
図
を
掘
る

(

室
町
時
代)

上
立
売
通
り
に
面
し
た
部
分
か
ら
、
東
西

方
向
の
二
本
の
石
敷
き
が
、
会
館
南
西
部
か

ら
柱
列
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

上
立
売
通
り
沿
い
の
石
敷
き
は
、
一
本
が

上
立
売
通
り
の
南
辺
に
沿
つ
て
幅
一
ｍ
以
上
、

長
さ
三
〇
ｍ
以
上
続
い
て
い
ま
す
。
も
う
一

本
の
石
敷
き
は
、
そ
の
最
も
烏
丸
通
り
に
近

い
部
分
で
、
上
立
売
通
り
か
ら
南
に
五
ｍ
入
っ

た
場
所
か
ら
み
つ
か
り
ま
し
た
。
大
き
さ
は

幅
一
・
六
〜
一
・
八
ｍ
、
長
さ
一
二
ｍ
ほ
ど

で
す
。
時
期
は
出
土
し
た
土
器
か
ら
お
お
む

ね
十
六
世
紀
前
半
代
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
お
よ
そ
十
六
世
紀
前
半
代
の
あ
る

時
期
、
こ
の
場
所
に
は
二
列
の
石
敷
き
が
あ
っ

て
、
一
列
は
現
在
の
上
立
売
通
り
の
南
に
沿

い
、
一
列
は
そ
の
烏
丸
通
り
に
近
い
部
分
だ

け
に
あ
っ
た
姿
が
復
原
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

一
方
会
館
南
西
の
元
駐
車
場
部
分
か
ら
は
、

や
は
り
十
六
世
紀
前
半
代
と
考
え
ら
れ
る
柱

列
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
柱
列
は
東
西

九
ｍ
以
上
、
南
北
一
〇
ｍ
以
上
の
規
摸
で
、

東
西
と
南
北
を
軸
と
し
て
Ｌ
形
に
曲
が
る
配

置
を
し
て
お
り
、
柱
の
間
隔
や
柱
穴
の
底
に

根
石
を
も
つ
構
造
な
ど
か
ら
、
塀
の
跡
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

○
上
町

(

か
み
の
ま
ち)

と
呼
ば
れ
た
時
代

(

鎌
倉
時
代)

上
立
売
通
り
に
面
し
た
謂
査
区
か
ら
、
上

立
売
通
り
の
約
五
ｍ
南
を
東
西
に
は
し
る
一

本
の
溝
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
規
模
は
現
存

で
幅
二
ｍ
、
深
さ
七
五
㎝
で
す
。
時
期
は
溝

の
埋
め
土
か
ら
出
土
し
た
か
わ
ら
け
に
よ
り
、

十
四
世
紀
前
半
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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○
ま
と
め

以
上
、
同
志
社
大
学
会
館
地
点
で
お
こ
な

わ
れ
た
発
掘
謂
査
の
成
果
の
一
部
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
調
査
成

果
が
上
京
の
歴
史
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
の
で
し
よ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
安
時
代
、
こ
の
地
は
一
条
以
北
の
京
外

で
し
た
が
、
右
京
が
衰
退
し
て
い
く
な
か
で

左
京
が
発
展
し
、
町
並
み
は
一
条
以
北
と
鴨

川
東
に
の
び
て
い
き
、
中
世
の
京
都
は
、
こ

れ
ま
で
の
右
京
、
左
京
の
言
い
方
に
か
わ
り
、

上
の
町
、
下
の
町
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
鎌
倉
時
代
以
降
、
こ
の
地
区
の
周

辺
に
も
貴
族
の
邸
宅
が
定
着
し
ま
す
。
記
録

に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
公
経
が
町
通
り

(

現
在

の
新
町
通
り)

の
一
条
北
に
邸
宅
を
築
き
、

寛
喜
三
年

(

一
二
三
一)

に
は
北
小
路
室
町

の
検
非
違
使
別
当
家
の
小
屋
が
火
事
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
伏
見
天
皇
は
永
仁
六
年

(

一
二
九
八)

に
退
位
し
た
あ
と
、
新
町
上

立
売
上
る
の
里
内
裏
の
ひ
と
つ
持
明
院
殿
を

仙
洞
御
所
と
し
、
こ
の
地
域
は
、
中
世
京
都

の
も
う
ひ
と
つ
の
政
治
の
中
心
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。

な
お
溝
の
年
代
で
あ
る
十
四
世
紀
前
半
は
、

足
利
義
満
が
室
町
殿
を
造
営
す
る
前
で
、

｢

後
愚
昧
記｣

の
永
和
三
年

(

一
三
七
七)

二
月
一
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
烏
丸
・
上
立
売
・

室
町
・
今
出
川
に
囲
ま
れ
た
こ
の
地
に
は
、

南
か
ら
順
に
菊
邸

(

今
出
川
公
直
邸)

・
仙

洞
御
所
・
柳
原
忠
光
邸
が
並
ん
で
い
た
可
能

性
が
あ
り
、
今
回
発
見
さ
れ
た
溝
は
、
そ
の

北
縁
を
区
切
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
上
立
売
通
り
は
、
そ
の
頃
持
明
院

大
路
ま
た
は
毘
沙
門
堂
大
路
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
大
路
は
最
小
で
も
八
丈(

二
四
ｍ)

あ
っ

た
は
ず
な
の
で
、
こ
の
溝
は
そ
の
南
限
を
示

す
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も

鎌
倉
時
代
の
京
都
を
復
原
す
る
た
め
の
貴
重

な
起
点
に
な
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

室
町
時
代
、
こ
の
場
所
は
、
日
本
の
政
治

と
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
足
利
将
軍
邸
室
町

殿
、
通
称

｢

花
御
所｣

の
一
角
に
あ
た
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
推
定
さ
れ
る
そ
の
最

大
範
囲
は
、
東
が
烏
丸
通
り
、
西
が
室
町
通

り
、
南
が
今
出
川
通
り
で
北
が
上
立
売
通
り

で
す
。
ま
た
天
正
頃
か
ら
の
記
録
を
載
せ
る

｢
親
町
要
用
亀
鑑
録｣

の

｢

上
古
京
親
町
の

古
地
由
来
記｣

な
ど
に
よ
り
、
こ
の
地
区
に

残
る

｢
裏
築
地
町｣

や｢

築
山
町｣

な
ど
が
そ

れ
を
伝
え
る
地
名
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
室
町
殿
関
係
の
遺
跡
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
京
都
市
に
よ
り
、
現
在
の
大

聖
寺
の
南
側
の
通
り
と
今
出
川
通
り
の
一
筋

北
の
通
り
の
間
の
三
ヵ
所
で
庭
石
が
、
今
出

川
の
一
筋
北
の
通
り
の
北
側
か
ら
十
五
世
紀

後
半
に
埋
ま
っ
た
東
西
方
向
の
溝
が
み
つ
か
っ

て
お
り
、
そ
れ
が
室
町
殿
の
あ
る
時
期
の
南

限
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
問
題
は
、
今
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ

た
上
立
売
通
り
沿
い
の
石
敷
き
と
会
館
南
西

地
区
の
柱
列
で
す
。
石
敷
き
の
発
見
さ
れ
た

位
置
は
、
推
定
さ
れ
る
室
町
殿
の
範
囲
の
中

で
そ
の
北
東
隅
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で
ま

ず
石
敷
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の

特
徴
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
上
立
売

通
り
沿
い
と
烏
丸
通
り
寄
り
の
二
カ
所
か
ら

な
る
配
置
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、
室
町
殿
に
関
係
す
る
資
料
で
有
名

な
の
が
、
十
六
世
紀
中
頃
の
風
景
が
描
か
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
、
上
杉
家
本
洛
中
洛
外
図

屏
風
で
、
そ
こ
に
は
足
利
義
晴
の
再
建
し
た

室
町
殿
が
公
方
様
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
上
杉
家
本
洛
中
洛
外
図

屏
風
の
室
町
殿
の
北
東
隅
を
見
る
と
、
室
町

殿
の
北
に
は
上
立
売
通
り
に
面
し
て
築
地
塀

が
巡
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
東
北
の
隅
に

は
、
吉
田
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
鎮
守
社
が

描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
南
と
西
を
や
は
り
築

地
塀
と
思
わ
れ
る
施
設
が
巡
っ
て
い
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
室
町
殿
の
北
部
分
に
は
、
上

立
売
通
り
に
沿
っ
た
一
本
の
築
地
塀
と
、
烏

丸
通
り
寄
り
に
あ
っ
た
も
う
一
本
の
築
地
塀
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金
泥
か
わ
ら
け

鎌
倉
時
代
の
溝

(

断
面)

江
戸
時
代
初
め
頃
の
陶
磁
器

会
館
西
南
地
区
の
柱
列



の
、
二
カ
所
の
築
地
塀
の
配
置
が
み
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

石
敷
き
の
周
辺
か
ら
出
土
し
た
土
器
の
年

代
か
ら
、
こ
の
石
敷
き
の
年
代
が
足
利
義
晴

の
再
築
し
た
室
町
殿
の
年
代
と
重
な
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
れ

ら
の
石
敷
き
が
築
地
塀
の
基
礎
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
配
置
は
そ
の
ま
ま
上
杉
家
本
洛
中

洛
外
図
屏
風
に
描
か
れ
た
室
町
殿
の
北
東
部

分
に
対
応
す
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る

の
で
す
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
会
館
南
西
地
区
の

塀
と
考
え
ら
れ
る
柱
列
で
す
。
と
こ
ろ
で
、

記
録
に
よ
れ
ば
、
足
利
義
晴
が
室
町
殿
を
建

て
る
際
に
、
奥
御
殿
の
一
角
を
板
塀
で
囲
う

こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
お
り
、
上
杉
家
本
洛
中
洛
外
図
屏
風

に
も
室
町
殿
内
に
、
敷
地
を
区
画
す
る
Ｌ
形

の
板
塀
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て

今
後
も
詳
細
な
検
討
は
必
要
で
す
が
、
こ
の

柱
列
に
つ
い
て
も
、
足
利
義
晴
が
再
築
し
た

室
町
殿
の
施
設
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
と
考
え
ま
す
。

最
後
に
江
戸
時
代
で
す
が
、
天
明
八
年
お

よ
び
元
和
六
年
と
思
わ
れ
る
火
災
の
跡
が
み

つ
か
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
か
ら
建
物
跡
の
一

部
も
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
上
立
売

通
に
面
し
て
立
ち
並
ん
で
い
た
町
屋
の
跡
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
問
題
は
、
鋳
造
関
係

の
遣
構
と
そ
こ
か
ら
同
時
に
出
土
し
た
陶
磁

器
類
で
す
。

鋳
造
土
坑
か
ら
鋳
型
が
出
土
し
て
い
な
い

た
め
、
そ
こ
で
具
体
的
に
な
に
を
作
っ
て
い

た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
〇
〇
二
年
に

お
こ
な
わ
れ
た
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
調
査
で

は
、
鏡
を
鋳
造
し
て
い
た
大
規
模
な
工
房
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
職
人

の
町
が
こ
ち
ら
に
も
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
最
初
の
こ
ろ
の
上
京

の
一
角
は
、
金
属
加
工
に
関
わ
る
職
人
の
町

だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
こ

か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
を
み
る
と
、
金
泥
の

か
わ
ら
け
を
は
じ
め
と
し
て
、
織
部
黒
の
向

付
、
志
野
皿
、
笹
文
の
志
野
織
部
皿
、
天
目

茶
碗
、
肥
前
唐
津
の
灰
釉
溝
縁
皿
、
三
島
手

の
唐
津
碗
、
中
国
製
染
付
碗
、
李
朝
の
白
磁
、

備
前
焼
の
壷
な
ど
の
高
価
な
茶
器
が
大
量
に

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
上
京
の

金
属
加
工
に
関
わ
っ
た
人
々
は
、
同
時
に
高

い
文
化
を
も
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
可
能
性
も

高
い
の
で
す
。

記
録(

耶
蘇
会
士
日
本
通
信)

に
よ
れ
ぱ
、

安
土
・
桃
山
時
代
の
上
京
に
は
、
富
裕
な
人
々

が
多
く
居
住
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
織

田
信
長
は
、
彼
ら
が
も
っ
て
い
た
高
級
な
唐

物
を
強
制
的
に
買
い
上
げ
た
り
、
元
亀
四
年

(

一
五
七
三)

に
は
、
信
長
新
邸
の
周
壁
の

破
壊
を
理
由
に

｢

上
京
焼
き
打
ち｣

を
お
こ

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
見
つ
か
っ
た
遺
物
や
遺
構
は
、
こ
の

時
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
戦
国
時
代

の
お
わ
り
か
ら
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
か
け

て
、
非
常
に
繁
栄
を
遂
げ
た
上
京
の
姿
を
具

体
的
に
示
す
も
の
と
考
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
謂
査
成
果
は
、
い
ず
れ
も
上
京

の
歴
史
と
文
化
を
復
原
す
る
た
め
の
貴
重
な

資
料
で
す
。
同
志
社
大
学
で
は
、
教
育
と
研

究
へ
の
活
用
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
を

ひ
ろ
く
社
会
に
還
元
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

な
お
、
発
掘
情
報
を
同
志
社
大
学
歴
史
資

料
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
覧
下
さ
い
。

(

同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館

専
任
講
師

鋤
柄
俊
夫)
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石敷出土の青磁�
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第
三
十
八
回
上
京
区
民
薪
能
は
、
こ
の
と

こ
ろ
雨
に
た
た
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
中

に
、
秋
晴
れ
の
九
月
二
十
日
、
白
峯
神
宮
の

特
設
舞
台
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
上
京
区
民
に

よ
る
第
一
部
の
舞
囃
子
と
仕
舞
な
ど
が
新
調

し
た
敷
舞
台
の
上
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
第

二
部
は
火
入
式
に
つ
づ
い
て
、
い
ち
ひ
め
雅

楽
会
の
舞
楽

｢

陪
臚
破
陣
楽｣

、
麻
ノ
会
の

筝
曲
の
あ
と
、
観
世
流
の
河
村
和
重
師
の
舞

囃
子｢

融｣

や
、
金
剛
流
の
仕
舞
等
が
あ
り
、

大
蔵
流
狂
言

｢

二
九
十
八｣

が
演
じ
ら
れ
、

最
後
に
観
世
流
の
浅
井
宏
烝
師
ら
に
よ
る
能

｢

芦
刈｣

が
あ
っ
て
五
時
間
に
わ
た
る
幽
玄

の
催
し
を
終
わ
り
ま
し
た
。

���������������
����������������
����������������
����������������
�����������������
���������������

����������������
����������������
����������������
��������������������������



今
回
の
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ

(

昨
年
ま
で
は
、
ふ
れ
あ
い
史
蹟
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ)

は
、
区
民
の
健
康
を
目
的
と
し
て

十
一
月
二
十
四
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

コ
ー
ス
は
、
出
町
か
ら
北
大
路
橋
、
北
山

大
橋
、
上
賀
茂
神
社
を
通
っ
て
ゴ
ー
ル
の
植

物
園
ま
で
の
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
し
た
。

肌
寒
い
気
候
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賀
茂
川

沿
い
の
身
近
な
自
然
に
百
五
十
名
の
参
加
者

も
元
気
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
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編

集

後

記

○｢

上
京
の
埋
蔵
文
化
財｣

に
は
、
同
志
社

大
学
会
館
の
発
掘
を
担
当
さ
れ
た
鋤
柄
先

生
に
最
新
の
発
掘
成
果
を
紹
介
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
描
か

れ
た
板
塀
と
思
わ
れ
る
柱
列
が
発
見
さ
れ

る
な
ど
、
上
京
の
歴
史
に
新
し
い
一
ペ
ー

ジ
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
住
ん

で
い
る
真
下
に
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
が
埋
も

れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
い
も
の
で
す
。

○
最
近
、
上
京
区
内
で
も
町
家
を
生
か
し
た

新
し
い
試
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
わ
さ
ず
に
生
か
す
と
い
う
気
構

え
が
あ
れ
ば
、
上
京
ら
し
い
町
並
が
残
せ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(

い)
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