


　

能
楽
シ
テ
方
五
流
派
の
一つ
で
あ
る
金
剛
流
の
能
舞
台
が
、室
町
四
条
か
ら
縁
り

の
上
京
区
に
移
さ
れ
、平
成
十
五
年
六
月
に
新
し
い
金
剛
能
楽
堂
が
開
館
し
て
か

ら
早
く
も
三
年
半
、京
都
御
苑
の
西
隣
に
す
っ
か
り
定
着
し
た
感
が
す
る
。

　

新
し
い
能
楽
堂
は
小
川
治
平
衛
作
の
庭
園
の
中
に
建
て
ら
れ
、そ
の
中
に
百
三

十
余
年
の
間
、舞
い
つ
づ
け
ら
れ
た
能
舞
台
が
移
築
さ
れ
て
い
る
。大
き
な
老
松
の

絵
が
描
か
れ
た
鏡
板
は
円
山
応
挙
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
巌
城
清
灌
の
作
で
、橋
掛

り
の
青
海
波
文
様
は
か
つ
て
京
都
御
所
に
あ
っ
た
能
舞
台
の
文
様
を
写
し
た
い
う

由
緒
を
持
つ
。雅
な
雰
囲
気
の
漂
う
御
簾
席
も
特
色
と
い
え
よ
う
。能
舞
台
の
下

に
は
残
響
を
減
ら
す
た
め
に
大
き
な
瓶
が
入
れ
て
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る

が
、こ
こ
で
は
建
物
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
た
め
に
残
響
が
起
き
や
す
い
の

で
、五
つ
の
瓶
の
ほ
か
に
木
製
の
薄
い
箱
を
床
下
に
敷
き
詰
め
て
吸
音
材
と
し
て

い
る
と
い
う
。新
し
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
数
々
の
設
備
が
能
楽
の
美
を
さ
ら
に
発

揮
さ
せ
る
こ
と
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
。

金　

剛　

永　

謹

こ
ん　
　

ご
う　
　

ひ
さ　
　

の
り

金
剛
流
宗
家

上
京
区
烏
丸
一
条
下
ル

い
わ　
き　
せ
い 

か
ん

せ
い
が
い　
は

み
や
び

ゆ
か

み　

す
か
め

伝
統
と
古
典
美
に
つ
い
て
談
笑
す
る
金
剛
永
謹
宗
家
と
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能
楽
は
謡
と
囃
子
と
舞
、そ
れ
に
面
や
能
装
束
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ

る
伝
統
芸
能
で
、六
百
年
の
歴
史
を
伝
え
る
。古
代
よ
り
の
猿
楽
の
能

が
、い
か
に
そ
の
役
に
化
け
る
か
、似
せ
る
か
と
い
う
物
真
似
が
主
な

芸
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、幽
玄
を
目
標
と
す
る
田
楽
の
芸
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
、能
楽
が
成
立
し
て
い
っ
た
。

　

能
に
は
現
在
能
と
夢
幻
能
の
二
つ
が
あ
る
。現
実
世
界
の
出
来
事
を

描
き
、現
在
進
行
形
の
流
れ
で
話
が
進
ん
で
行
く
現
在
能
に
対
し
て
、

夢
幻
能
は
過
去
の
出
来
事
を
回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
公
の
内

面
が
動
か
さ
れ
、そ
こ
に
生
起
す
る
心
の
動
き
を
も
っ
て
夢
幻
を
演
じ

る
の
だ
と
い
う
。

　

金
剛
流
の
発
祥
は
、古
く
は
奈
良
の
法
隆
寺
に
奉
仕
し
た
坂
戸
座
に

始
ま
り
、室
町
時
代
初
期
に
は
春
日
興
福
寺
に
奉
仕
す
る
大
和
猿
楽

四
座
の
ひ
と
つ
か
ら
金
剛
座
と
な
り
、現
在
の
金
剛
流
に
至
っ
て
い
る
。

　

金
剛
流
の
芸
風
は
舞
金
剛
と
い
わ
れ
、豪
快
で
め
ざ
ま
し
い
動
き
の

中
に
、華
麗
さ
と
優
美
さ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。ま
た
金
剛
家
に
は
能
面

や
能
装
束
が
多
く
伝
え
ら
れ
、豊
臣
秀
吉
拝
領
の「
雪
の
小
面
」や
艶

麗
な「
孫
次
郎
」な
ど
は
面

金
剛
と
言
わ
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
名
品
と
い
え
る
。

　

こ
の
金
剛
流
を
率
い
る

宗
家
の
金
剛
永
謹
氏
の
舞

姿
に
金
剛
流
の
美
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

う
た
い

は
や
し

お
も
て

げ
ん
ざ
い
の
う

む
げ
ん
の
う

こ
お
も
て

お正月用の飾り付けを施した舞台
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上
京
区
内
に
は
蘆
山
寺
通
や
元
誓
願

寺
通
の
よ
う
な
寺
名
の
つ
い
た
通
り
が

あ
り
ま
す
が
、
現
在
も
寺
名
と
結
び
つ

い
て
い
る
の
は
、
浄
福
寺
通
と
智
恵
光

院
通
だ
け
で
す
。
も
と
も
と
浄
福
寺
通

は
寺
之
内
通
か
ら
丸
太
町
通
ま
で
の
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
し
た
。
今
で
は
北
の

方
へ
も
延
び
船
岡
山
麓
の
細
い

曲
が
り
く
ね
っ
た
道
も
浄
福
寺

通
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
南

は
昭
和
三
年
の
御
大
典
の
博
覧

会
場
跡
が
住
宅
地
に
整
備
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
竹
屋
町
通
ま

で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　

蘆
山
寺
通
の
南
に
猫
寺
で
知

ら
れ
る
称
念
寺
が
あ
り
ま
す
。
慶

長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
伏
見

城
代
で
あ
っ
た
松
平
伊
豆
守
信
吉

が
建
立
し
、
松
平
家
の
菩
提
寺
と

な
り
ま
し
た
。
猫
寺
の
名
は
、
三

代
目
の
住
職
の
時
に
猫
を
飼
い
過

ぎ
て
寺
が
衰
微
し
、
松
平
家
と
不

和
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
し
か

し
こ
の
時
偶
然
に
も
松
平
家
の
姫
の
臨

終
に
あ
た
り
、
姫
に
猫
の
霊
が
の
り
う

つ
っ
て
称
念
寺
で
の
葬
儀
を
遺
言
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
再
び
寺
が
栄
え

た
と
伝
え
て
い
ま
す
。

　

本
堂
前
の
老
松
は
猫
松
と
い
わ
れ
て

お
り
、
墓
地
に
は
犬
猫
生
物
供
養
碑
が

あ
り
ま
す
。
最
近
は
捨
猫
が
増
え
、
寺

は
迷
惑
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

上
京
の
史
蹟　

そ
の
14

浄
福
寺
通

お
お
じ

こ
う
じ

浄
福
寺
通

称　念　寺　　　猫　松
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の
手
織
物
や
能
装
束
な
ど
を
展
示
し
て

お
り
、
手
織
を
中
心
と
す
る
染
織
文
化

と
工
芸
文
化
を
広
く
一
般
に
知
ら
し
め

て
い
ま
す
。
昭
和
十
一
年
の
建
築
と
い

う
織
元
「
渡
文
」
の
織お
り

屋や

建だ
て

を
生
か
し

た
町
家
の
見
事
な
構
造
に
目
を
見
張
ら

せ
ま
す
。
隣
に
は
島
根
県
の
東
須
佐
小

学
校
校
舎
の
古
材
を
活
用
し
て
建
て
ら

れ
た
須す

佐さ

命め
い

舎し
ゃ

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

来
日
し
て
宮
大
工
と
な
っ
た
マ
イ
ケ

ル
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
が
設
計
し
て
平

成
七
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
黒
町
東
側
は
今
で
は
建
物
が
取
り

払
わ
れ
て
広
い
空
き
地
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
ぽ
つ
ん
と
小
さ
な
祠ほ
こ
らが
鳥

居
と
と
も
に
建
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

が
岩い
わ

神が
み

で
す
。
石
神
・
岩
神
神
社
と

も
書
か
れ
、
そ
こ
に
あ
る
大
き
な
石

が
御
神
体
の
神
社
な
の
で
す
。
高
さ

一
・
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
赤
味
を
帯
び

た
巨
石
で
、
江
戸
時
代
に
は
、
こ
こ
に

　

寺
之
内
通
と
上
立
売
通
の
間
を
大
黒

町
と
い
い
、
こ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
る

と
周
囲
の
風
景
が
一
変
し
ま
す
。
町
家

が
軒
を
連
ね
、
敷
石
で
舗
装
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
昔
の
西
陣
の
織
屋
街
を

思
い
出
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。
中
で
も

西
側
の
織お
り

成な
す

館か
ん

は
西
陣
の
実
際
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
施
設
で
す
。
財
団
法
人

手
織
技
術
振
興
財
団
が
、
そ
の
振
興
を

図
る
た
め
に
、
西
陣
は
も
と
よ
り
全
国

有
乳
山
岩
神
寺
が
あ
り
、
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
刊
の
『
出
来
斎
京
土
産
』

に
は
「
女
の
乳
の
出
ざ
る
に
、
い
の
り

ぬ
れ
ば
、
乳
よ
く
出
る
と
し
て
、
乳お

ち母

保め
の
と母
等
ふ
か
く
信
仰
す
」
と
あ
る
よ
う

に
授
乳
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
来
ま

し
た
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の

西
陣
焼
け
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

の
大
火
に
類
焼
し
た
あ
と
、
明
治
に

な
っ
て
廃
寺
と
な
り
、
石
だ
け
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
は
岩
上
座

と
い
う
芝
居
小
屋
と
な
り
ま
し
た
が
、

地
元
の
人
た
ち
か
ら
は
「
岩
神
」
と
し

て
崇
め
ら
れ
、
大
正
六
年
に
岩
上
座
の

跡
地
を
所
有
し
た
織
物
会
社
が
祠
を
建

て
て
神
社
と
し
て
神
事
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
建
物
が
取

り
毀
さ
れ
た
あ
と
、
現
在
の
よ
う
に
整

備
さ
れ
、
道
路
か
ら
も
よ
く
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
石
は
、
も
と
も
と
二
条
堀
川
付

近
に
あ
っ
た
の
が
、
徳
川
家
康
の
二
条

城
築
城
に
よ
っ
て
岩
神
通
六
角
へ
運

び
、
形
の
よ
い
石
だ
と
い
う
こ
と
で
後

水
尾
天
皇
の
女
御
中
和
門
院
の
御
所
へ

大　黒　町

大
黒
町

岩
神
祠
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移
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小
僧
に
化

け
る
な
ど
の
怪
異
に
悩
ま
さ
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
御
所
の
北
門
の
辺
り
に
置
か

れ
て
い
た
の
を
、
蓮
乗
院
と
い
う
御
所

の
お
祈
り
を
し
て
い
た
僧
に
よ
っ
て
現

在
地
に
安
置
さ
れ
て
岩
神
寺
に
な
っ
た

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
に
包
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

な
お
こ
の
付
近
に
は
、
西
陣
聖
天
と

い
わ
れ
る
雨
宝
院
や
千
代
野
井
の
あ
る

本
隆
寺
、
首
途
八
幡
宮
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
別
の
機
会
に
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

今
出
川
通
を
越
え
、
笹
屋
町
通
を

過
ぎ
る
と
、
西
側
に
赤
く
塗
ら
れ
た
門

が
見
え
ま
す
。
こ
れ
が
浄
福
寺
の
東
門

で
す
。
俗
に
「
赤
門
寺
」
と
い
わ
れ
る

の
は
こ
の
門
に
由
来
し
ま
す
。
恵え
し
ょ
う照
山

と
号
す
る
浄
土
宗
の
寺
で
、
延
暦
年
間

（
七
八
二
〜
八
〇
六
）
に
桓
武
天
皇
の

勅
を
受
け
た
興
福
寺
の
僧
賢け
ん

憬え
い

が
村
雲

の
地
（
今
の
堀
川
今
出
川
辺
り
）
に
堂

宇
を
構
え
、
唐
か
ら
請
来
し
た
釈
迦
如

来
像
を
本
尊
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
一
方
で
宇
多
天
皇
の
生
母
班

子
女
王
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
建

立
、
定
じ
ょ
う

額が
く

寺じ

に
列
せ
ら
れ
、
浄
福
寺
の

額
を
賜
わ
り
官
寺
待
遇
と
な
っ
た
と
い

う
史
料
（
類る
い

従じ
ゅ
う

三さ
ん

代だ
い

格き
ゃ
く）
も
あ
っ
て
、

こ
の
説
の
方
が
正
当
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
後
、
再
三
の
火
災
や
移
転
が
繰

り
返
さ
れ
ま
す
が
、

江
戸
時
代
に
入
っ
て

元
和
元
年（
一
六
一
五
）

に
相
国
寺
門
前
北
か

ら
現
在
地
に
移
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
豊

臣
秀
吉
の
市
街
地
改

造
に
よ
り
開
か
れ
た

道
路
に
浄
福
寺
通
の

名
が
つ
く
の
は
元
和

元
年
以
降
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
今

の
諸
堂
は
享
保
四
年

（
一
七
一
九
）
に
類

焼
し
た
あ
と
の
再
建

で
す
が
、
天
明
の
大

火
（
一
七
八
八
）
の

焼
失
を
免
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
は
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
番ば
ん
し
ょ
う匠
岩
佐
藤

四
郎
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
、
礼ら
い

堂ど
う

、
合あ
い

の
間ま

、
仏
殿
を
一
棟
に
納
め
た
複
合
建

築
で
、
古
式
を
よ
く
受
け
継
い
で
い
ま

す
。
裳も
こ
し階
で
二
層
に
見
せ
る
な
ど
変
化

に
富
ん
だ
浄
土
宗
本
堂
の
姿
を
見
せ
て

お
り
、
本
堂
の
東
に
あ
る
釈
迦
堂
は
宝浄　福　寺　　本　堂

浄　福　寺　　赤　門

浄
福
寺

岩　神　祠
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暦
六
年
（
一
七
五
六
）、
六む

間ま

取ど
り

の
方
丈

は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）、
書
院
は

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
の
再
建
で

す
。
四
方
吹
放
し
の
鐘
楼
は
寛
永
五
年

（
一
六
二
八
）
で
現
在
地
に
移
転
後
の
造

営
と
見
ら
れ
、
享
保
四
年
の
火
災
を
も

免
れ
て
お
り
、
上
京
区
内
で
は
貴
重
な

古
建
築
で
す
。
一
間
薬
医
門
の
南
門
は

細
部
意
匠
か
ら
江
戸
時
代
前
期
、
朱
塗

の
東
門
は
様
式
的
に
江
戸
時
代
後
期
の

造
営
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
八

棟
は
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
寺
院
の
伽
藍

配
置
と
建
築
様
式
を
よ
く
伝
え

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
京
都
市
指

定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
阿

弥
陀
三
尊
二
十
五
菩
薩
来
迎
図

と
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
に

描
か
れ
た
十
王
図
は
重
要
文
化

財
で
す
。

　

な
お
境
内
の
浄
福
寺
幼
稚
園

は
、
明
治
二
十
年
十
月
に
建
仁

寺
、
本
圀
寺
、
妙
覚
寺
と
浄
福

寺
で
始
め
た
共
済
学
校
に
由
来

す
る
起
源
の
古
い
幼
児
教
育
施

設
で
す
。

　

浄
福
寺
の
向
か
い
に
あ
る
慧え

光こ
う

寺じ

は
日
蓮
宗
で
山
号
を
智
照
山
と
い

い
ま
す
。
天
文
年
間
（
一
五
三
二
〜

一
五
五
五
）、
足
利
将
軍
の
家
臣
で
あ
っ

た
野
本
式
部
少
輔
輝
久
が
、
将
軍
足
利

義
輝
を
暗
殺
し
よ
う
と
す
る
陰
謀
を
も

つ
三
好
長
慶
の
家
臣
に
殺
さ
れ
た
あ
と
、

慧
光
寺

慧　光　寺

岩
神
祠

織
成
館

称念寺

竹
屋
町
通

丸
太
町
通

下
立
売
通

出
水
通

下
長
者
町
通

上
長
者
町
通

中
立
売
通

上
立
売
通

寺
之
内
通

廬
山
寺
通

一
条
通

笹
屋
町
通

今
出
川
通

五
辻
通

二
条
城
北
小

中
務
町

大
黒
町

卍
浄福寺
卍

慧光寺
卍

正
親
小

松
林
寺

卍
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輝
久
の
室
、
伊
佐
が
亡
夫
追
福
の
た
め

に
自
ら
剃
髪
し
て
妙
法
尼
と
号
し
、
私

第
を
寺
と
し
た
の
が
草
創
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
輝
久
の
法
名
慧
光
を
以
て
寺
号

と
し
、
の
ち
新
在
家
（
今
の
上
長
者
町

烏
丸
辺
り
）
に
移
り
、法
義
を
弘ぐ

通つ
う
（
法

を
広
め
る
）
と
し
た
こ
と
か
ら
弘ご

通す
い

處し
ょ

の
名
で
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。

　

天
正
年
間
に
現
在
地
に
遷
り
ま
す

が
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
類

焼
し
、
そ
の
後
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
寺
で
は
秘
法
の
目
薬
を
製
造
し
諸

人
に
販
売
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
目
薬

は
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
販
売
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

一
条
通
か
ら
南
は
大
内
裏
、
中
立
売

通
か
ら
南
は
聚
楽
第
の
範
囲
に
入
り
ま

す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
目
に
見
え
る

遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
出
水

通
の
一
筋
南
を
東
へ
入
る
と
松
林
寺
が

あ
り
ま
す
。
松
林
寺
は
浄
土
宗
鎮
西
派

に
属
し
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）

に
僧
清
印
に
よ
っ
て
二
条
河
原
町
辺

り
で
開
か
れ
、
元
禄
（
一
六
八
八
〜

一
七
〇
四
）
の
初
年
に
現
在
地
に
移
転

し
ま
し
た
。
こ
の
境
内
地
は
道
路
よ
り

低
く
な
っ
て
お
り
、
聚
楽
第
の
堀
の
名

残
り
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

や
が
て
丸
太
町
通
に
近
づ
く
と
二
条

城
北
小
学
校
の
横
を
通
り
ま
す
が
、
こ

の
辺
り
を
中な
か

務つ
か
さ

町
と
い
い
ま
す
。
こ
こ

は
平
安
宮
の
中
務
省
の
位
置
に
当
た

り
、
そ
の
名
を
町
名
に
残
し
て
い
る
の

で
す
。
い
わ
ば
往
時
の
官
庁
街
の
中
枢

の
地
で
し
た
。
今
の
丸
太
町
通
は
明
治

四
十
五
年
に
市
電
を
通
す
た
め
に
拡
張

さ
れ
ま
す
が
、そ
れ
ま
で
は
二
間
幅
（
四

メ
ー
ト
ル
）
の
細
い
道
で
し
た
。
こ
れ

よ
り
南
は
明
治
三
年
に
懲
役
場
が
設
け

ら
れ
、
徳
川
幕
府
の
六
角
の
獄
舎
を
移

し
て
京
都
監
獄
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
山
科
へ
移
転
し
ま
す
。
そ
の
た
め

監
獄
を
避
け
て
そ
の
北
側
に
市
電
を
通

し
た
た
め
に
大
き
く
迂
回
し
て
い
る
の

で
す
。　
　
　
　
　
　
（
出
雲
路
敬
直
）

大
内
裏
と
聚
楽
第

松　林　寺
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京
都
御
苑
の
南
西
角
に
、
復
元
整
備

さ
れ
た
宮
家
の
庭
園
が
公
開
さ
れ
て
い

る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

京
都
御
苑
内
に
は
、
皇
室
や
公
家
の

庭
園
跡
が
い
く
つ
か
今
も
残
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
庭
園
は
、
御
所
の
周
囲

に
造
ら
れ
た
公
家
の
邸
宅
内
に
営
ま
れ

た
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
て
以

来
、
ほ
ぼ
旧
状
を
保
ち
な
が
ら
、
現
在

に
至
っ
て
い
る
貴
重
な
庭
園
遺
構
で
す
。

そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
閑か
ん

院い
ん
の
み
や宮
邸
跡
庭

園
は
、
現
存
す
る
数
少
な
い
宮
家
の
庭

園
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
ま
で
一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

今
回
、
宮
家
の
旧
敷
地
内
に
あ
る

明
治
時
代
の
建
築
物
と
共
に
庭
園
が

活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
作
庭
当

時
の
姿
を
知
る
た
め
の
調
査
を
、
平
成

一
六・一
七
年
の
二
年
度
に
わ
た
っ
て
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

庭
園
は
、
環
境
省
京
都
御
苑
管
理
事

務
所
の
敷
地
内
の
南
半
分
を
占
め
、
池

は
南
東
寄
り
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
池

の
南
岸
に
は
築つ

き
や
ま山

や
景け

い
せ
き石

が
配
置
さ
れ
、

池
の
中
央
東
寄
り
に
は
景
石
の
置
か
れ

た
中
島
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
水
際

（
汀み
ぎ
わ）
に
は
人
頭
大
の
川
原
石
を
敷
き
詰

め
て
州す
は
ま浜
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
池

の
水
は
、
庭
園
の
北
東
側
か
ら
禁
裏
御

用
水
が
引
き
込
ま
れ
、
南
東
か
ら
塀
を

潜
っ
て
丸
太
町
通
の
共
同
溝
に
排
水
し

て
い
ま
す
。
池
の
周
辺
は
、
芝
生
が
広

が
り
、
休
憩
場
所
と
し
て
の
四
あ
ず
ま

阿や

が
設

置
さ
れ
、
そ
の
北
側
に
築
山
が
造
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
復
元
整
備
さ
れ
た
庭
園
の

景
観
で
す
が
、
公
開
さ
れ
る
以
前
の
庭

園
は
、
こ
の
よ
う
な
景
観
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
北
岸
に
は
間け
ん

知ち

石い
し

積
の

護
岸
や
石
段
、
東
岸
に
は
禁
裏
御
用
水

を
区
画
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
通
路
と

取
排
水
口
、
そ
の
他
の
岸
に
は
木
杭
な

ど
を
使
用
し
た
護
岸
が
造
ら
れ
て
い
ま

し
た
（
図
１
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

護
岸
も
長
年
の
水
の
浸
食
に
よ
り
、
土

が
流
出
し
て
大
き
く
形
が
変
わ
り
、
崩

壊
の
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
し
た
。

　

閑
院
宮
家
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃
に

当
た
る
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
新あ
ら
い井

白は
く
せ
き石
が
皇
統
の
断
絶
を
危
惧
し
て
幕
府

に
進
言
し
て
新
設
さ
れ
た
宮
家
で
す
。

東
山
上
皇
の
第
六
皇
子
で
あ
っ
た
秀
宮

（
直
仁
親
王
）
が
初
代
と
な
っ
て
、
家
領

千
石
と
東
山
上
皇
の
旧
院
跡
に
あ
っ
た

建
物
、
現
在
の
場
所
を
宅
地
と
し
て
拝

領
し
ま
し
た
。
邸
宅
跡
は
、
明
治
一
〇

年
（
一
八
七
七
）
に
宮
家
が
東
京
に
移
っ

た
後
、
華
族
会
館
や
裁
判
所
と
し
て

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
一
六
年

（
一
八
八
三
）
に
旧
宮
内
省
京
都
支
庁
が

設
置
さ
れ
、
現
存
す
る
建
物
が
そ
の
時

に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
史
実
は
、
文
献
や
記
録
、

宮
家
の
日
記
な
ど
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま

し
た
が
、
宅
地
と
庭
園
が
ど
の
よ
う
な

変
遷
を
辿
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

絵
図
と
地
図
に
頼
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

江
戸
時
代
前
期
の
絵
図
に
よ
る
と
、

京
都
御
苑
南
西
角
は
町
家
で
あ
り
、
そ

の
後
宮
家
が
土
地
を
拝
領
す
る
直
前

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

│
閑
院
宮
邸
跡
庭
園
の
調
査
│

│
閑
院
宮
邸
跡
庭
園
の
調
査
│

図１　調査前風景（東から）

庭
園
の
現
状
と
旧
状

閑
院
宮
家
の
来
歴

絵
図
と
地
図
に
見
る
宅
地
の
変
遷
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ま
で
は
空
地
で
し
た
。
一
八
世
紀
前
半

に
は
空
地
の
一
部
で
あ
る
Ｌ
字
形
の
土

地
に
建
物
を
移
築
し
た
よ
う
で
す
。
幕

末
ま
で
、
Ｌ
字
形
の
敷
地
は
変
わ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
明
治
九
〜
一
五
年
に

は
空
地
と
な
っ
た
絵
図
が
あ
り
、
明
治

一
六
年
の
絵
図
に
土
地
の
所
有
者
が
宮

内
省
と
な
っ
て
、
初
め
て
池
の
絵
が
描

か
れ
ま
し
た
。
明
治
四
〇
年
の
絵
図
に

は
、
詳
細
な
池
の
形
と
建
物
配
置
が
描

か
れ
、
Ｌ
字
の
出
っ
張
り
部
分
（
敷
地

南
東
部
）
に
は
東
に
広
が
る
池
や
橋
が

架
け
ら
れ
て
い
た
様
子
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
四
年
の

大
正
天
皇
即
位
大
礼
に
伴
う
御
苑
大
改

修
で
東
築
地
塀
が
南
に
延
長
さ
れ
た
た

め
、
敷
地
南
東
部
が
敷
地
外
と
な
り
、

池
の
東
半
分
は
そ
の
際
に
埋
め
立
て
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
池
が

造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
実

際
い
つ
頃
の
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
護

岸
で
、
ま
た
当
初
か
ら
位
置
が
変
わ
っ

て
い
な
い
の
か
な
ど
の
疑
問
が
残
り
ま

し
た
。

　

平
成
一
六
年
度
に
行
っ
た
調
査
は
、

池
の
復
元
整
備
の
資
料
を
得
る
こ
と
を

目
的
に
行
っ
た
た
め
、
池
の
陸
部
か
ら

汀
、
池
底
に
か
け
て
の
調
査
が
中
心
と

な
り
ま
し
た
。

　

北
岸
の
調
査
で
は
、
間
知
石
積
護
岸

と
階
段
部
分
の
下
か
ら
、
一
時
期
古
い

階
段
が
出
土
し
、
現
存
し
て
い
た
も
の

は
昭
和
一
〇
〜
二
〇
年
代
以
降
の
新
し

い
時
期
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
（
図
２
）。
西
岸
の
調

査
で
は
、
陸
部
か
ら
池
底
に
か
け
て
の

傾
斜
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
池
底
で
は
、
堆
積
土
の
下
か

ら
古
墳
時
代
初
頭
の
土
器
が
出
土
し
ま

し
た
（
図
３
）。
南
岸
の
調
査
で
は
、
旧

汀
が
出
土
し
ま
し
た
（
図
４
）。
旧
汀
は
、

人
頭
大
の
川
原
石
を
隙
間
な
く
敷
き
詰

め
、
石
を
固
定
す
る
た
め
に
粘
土
を
使

用
し
て
丁
寧
に
貼
り
付
け
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
石
は
、
護
岸
と
修
景
を
兼
ね

た
州
浜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
陸
部
は
全
体
と
し
て
後
世
に

盛
土
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
池
底
と
の

高
低
差
が
大
き
く
な
り
、
汀
の
勾
配
が

き
つ
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
の
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、

池
底
が
作
庭
当
時
と
改
修
後
の
新
旧
二

時
期
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
新
池
底
は
、

北
岸
か
ら
西
岸
に
か
け
て
、
拳
こ
ぶ
し

大
の
礫

を
敷
き
詰
め
て
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

中
島
の
周
辺
や
南
岸
、
東
岸
で
は
検
出

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
こ
の
辺

り
の
池
底
が
急
に
深
く
な
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。
北
岸
か
ら
中
島
に
か
け

て
の
池
底
の
堆
積
土
を
掘
り
下
げ
て
い

く
中
で
、
人
頭
大
の
川
原
石
を
二
〜
三

段
に
積
み
、
隣
り
合
う
川
原
石
の
間
に

木
杭
を
打
ち
込
ん
だ
護
岸
が
現
れ
ま
し

た
（
図
５
）。
石
の
上
に
は
、
張
り
付
い

た
状
態
で
土は

師じ

器き

皿
（
素
焼
き
の
土
器
、

か
わ
ら
け
）
が
出
土
し
ま
し
た
。
土
師

庭
園
の
試
掘
調
査

図２　北岸：間知石積護岸の下から
　　　旧階段検出（南から）

図３　古墳時代土器出土状況（北東から）

図４　南岸：人頭大の石を敷き詰めた洲浜
　　　（北東から）



─ 11 ─

器
皿
は
一
八
世
紀
中
頃
の
も
の
で
あ
り
、

閑
院
宮
家
が
こ
の
土
地
に
邸
宅
を
築
い

た
時
期
と
一
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
川
原
石
が
据
え
ら
れ
た
池
底
が
、

作
庭
当
時
の
旧
池
底
に
相
当
す
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
調
査
を
進

め
る
中
で
、
旧
汀
の
上
部
は
新
池
底
を

造
る
際
に
、
壊
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど

も
判
明
し
ま
し
た
。

　

中
島
に
は
、
高
さ
約
一
．
五
メ
ー
ト

ル
と
約
一
メ
ー
ト
ル
の
二
つ
の
景
石
が

据
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
景
石
の
根
元

周
辺
に
は
、
粗
割
り
さ
れ
た
石
が
積
み

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
景
石
は
こ
れ

ら
の
石
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
新
池
底
の
一
部
を
除

去
す
る
と
、
軒の
き

桟さ
ん
が
わ
ら
瓦
を
立
て
て
護
岸
に

し
た
部
分
が
現
れ
、
次
に
す
べ
て
取
り

除
い
て
旧
池
底
を
出
す
と
、
高
さ
〇
．

五
〜
〇
．
六
メ
ー
ト
ル
の
川
原
石
が
景

石
の
根
元
に
立
て
て
据
え
付
け
ら
れ
て

い
る
状
態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
（
図
６
）。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
景
石
と
粗
割

り
石
は
作
庭
当
時
の
も
の
で
は
な
く
、

新
池
底
が
作
ら
れ
た
頃
、
ま
た
は
更
に

新
し
い
時
期
に
積
ん
だ
り
、
積
み
直
さ

れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

平
成
一
七
年
度
の
調
査
は
、
池
の
お

お
よ
そ
の
様
子
を
前
年
度
の
調
査
か
ら

得
て
い
た
の
で
、
整
備
工
事
に
伴
う
立

会
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
北
岸
の
旧
状
が
明
確
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
四
箇
所
で
旧
陸
部
の
検

出
を
試
み
ま
し
た
。
前
年
度
の
結
果
と

同
じ
よ
う
に
、
盛
土
が
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
汀
が
急
勾
配
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

盛
土
の
直
下
に
焼
土
と
焼
け
瓦
を
含
ん

だ
焼
土
層
を
検
出
し
ま
し
た
。
こ
の
焼

土
層
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
年
）

の
火
災
ま
た
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四

年
）
の
火
災
の
際
に
、
焼
け
落
ち
た
建

物
部
材
を
片
付
け
た
時
の
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
宮
家
の
邸
宅
は
、
い
ず
れ

の
火
災
に
お
い
て
も
焼
失
し
て
い
ま
す

が
、
今
回
調
査
を
し
た
部
分
で
は
、
一

層
分
の
焼
土
層
し
か
確
認
で
き
ず
、
ま

た
遺
物
が
瓦
以
外
出
土
し
な
か
っ
た
の

で
、
ど
ち
ら
の
時
期
か
特
定
で
き
ず
、

い
つ
盛
土
さ
れ
た
の
か
を
明
確
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

池
底
の
復
元
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、

す
べ
て
の
堆
積
土
が
除
去
さ
れ
、
作
庭

図５　北岸と中島の間で見つかった旧池北岸
　　　（南から）

図６　中島北部に据え付けられた景石と川原石
　　　（北から）

図７　旧池全景（東から）
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当
時
の
汀
が
新
池
底
の
南
東
寄
り
、
つ

ま
り
中
島
を
中
心
に
し
て
良
好
な
状
態

で
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た

（
図
７
）。
作
庭
当
時
の
北
汀
や
西
汀
は
、

上
部
が
新
池
底
に
壊
さ
れ
て
い
る
た
め

二
〜
三
段
分
の
石
が
残
っ
て
い
る
だ
け

で
し
た
が
、
緩
や
か
な
勾
配
が
付
い
て

い
ま
し
た
。
南
汀
は
池
底
か
ら
陸
部
に

か
け
て
緩
や
か
な
勾
配
を
も
つ
洲
浜
に

な
り
（
図
８
）、
中
島
の
南
裾
部
で
川
原

石
を
敷
き
詰
め
た
と
考
え
ら
れ
る
旧
中

島
も
残
存
し
て
い
ま
し
た
（
図
９
）。
ほ

と
ん
ど
の
汀
の
上
部
が
新
池
底
に
壊
さ

れ
、
北
東
部
の
汀
も
痕
跡
が
残
っ
て
い

る
程
度
で
し
た
が
、
南
汀
は
陸
部
か
ら

池
底
の
旧
状
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資

料
と
な
り
ま
し
た
。

　

東
側
に
つ
い
て
は
、
東
築
地
塀
に
よ
っ

て
分
断
さ
れ
、
塀
以
東
の
池
は
埋
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り

で
す
。
調
査
に
よ
っ
て
も
、
塀
に
よ
っ

て
切
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
と
考
え

ら
れ
る
北
東
部
の
旧
汀
石
の
乱
れ
を
確

認
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
調
査
を
経
る
こ
と
で
、

調
査
前
か
ら
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
作

庭
当
時
の
池
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
こ
と
は
、
庭
園
の
調
査
の
有
効
性
を

示
す
大
き
な
成
果
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
上
皇
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
仙
洞
御

所
（
護
岸
の
一
部
に
洲
浜
が
あ
る
）
に

続
く
洲
浜
を
持
つ
庭
園
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
皇
室
の
格
式
と
伝
統
を
意
識
し
た

作
庭
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
、

貴
重
な
宮
家
の
庭
園
遺
構
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
実
際
に
観
賞
し
て
頂
き
た

い
と
思
い
、
復
元
整
備
後
の
庭
園
の
写

真
は
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
冬
、

宮
家
庭
園
の
往
時
の
姿
に
思
い
を
馳
せ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
㈶
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所近

藤
奈
央
）

図８　南岸の洲浜（東から）

図９　旧池に伴う中島
　　　（南から：手前の低い礫敷き部分）

京
・
上
御
霊
前
烏
丸
西

☎
〇
七
五
・
四
四
一
・
〇
六
一
〇
㈹
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「
上
京  

史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
│
５
０
４
０
）

表紙／京都御苑／小谷一之撮影

◆
お
詫
び　

前
号
（
31
号
）
の
「
上
京
の
町
家
」
の
瀬
川
家
住
宅
の
所
在
地
は
「
妙
心
寺
道
天
神
道
西
入
堀
川
町
」
の
誤
り
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。




