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一
、
は
じ
め
に

　
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」（
細
見
美
術
館
所
蔵
）
は
縦
が
三
十
八
・
四
セ
ン

チ
、
横
が
一
九
四
・
二
セ
ン
チ
、
六
曲
一
隻
の
作
品
で
あ
る
。
最
初
期
の
遊
楽
図
と

し
て
有
名
な
狩
野
秀
頼
筆
「
高
雄
観
楓
図
屛
風
」
は
縦
が
一
四
八
・
五
セ
ン
チ
、
横

も
三
六
四
・
二
セ
ン
チ
あ
る
た
め
、
本
作
品
は
、
屛
風
に
し
て
は
か
な
り
小
柄
な
作

品
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
屛
風
作
品
は
、『
伊
藤
若
冲
と
京
の
美
術　

細
見
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
精
華
』

（
二
〇
一
四
）
に
お
い
て
新
出
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
（
図
一
）。

　

こ
の
作
品
の
美
術
史
的
な
位
置
づ
け
を
考
え
る
た
め
に
ま
ず
、
本
屛
風
自
身
に
描

か
れ
た
内
容
を
把
握
す
る
。
そ
の
内
容
か
ら
、
景
観
年
代
・
制
作
年
代
、
筆
者
問
題

を
探
っ
て
ゆ
く
。
筆
者
が
不
明
な
ま
ま
「
町
絵
師
」
と
括
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
風
俗

画
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
筆
者
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
美
術
史
学
的

に
興
味
深
い
作
業
に
な
る
と
考
え
る
。

　

は
じ
め
に
、
こ
の
屛
風
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
、
概
説
す
る
。

　

こ
の
屛
風
を
拝
見
し
た
際
、
朱
色
の
美
し
さ
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
金

箔
地
で
は
な
く
、
金
泥
が
綺
麗
に
落
ち
着
き
、
そ
の
う
え
に
は
朱
色
が
一
層
引
き
立

つ
よ
う
に
比
較
的
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
祇
園
社
の
境
内
、
大
仏
殿
、
八
坂
の
塔
、

そ
し
て
花
見
の
毛
氈
と
四
条
河
原
芝
居
小
屋
の
幕
を
彩
る
朱
色
は
今
し
も
最
盛
に
あ

る
人
々
の
享
楽
を
よ
り
一
層
盛
り
上
げ
る
の
に
一
役
か
っ
て
い
る
。
季
節
は
春
で
あ

研
究
論
文

　
　
　
新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

久
野
　
由
香
子

　

本
論
の
目
的
は
、
新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
の
景
観
年
代
・
制
作
年
代
、
筆
者
問
題
に
関
す
る
検
討
に
よ
り
、
こ
の
作
品
の
美
術
史
的
な
位
置
づ
け

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
本
論
で
は
、
こ
の
屛
風
に
描
か
れ
た
時
世
粧
や
筆
致
を
検
証
し
て
ゆ
く
。
遊
楽
に
興
じ
る
人
々

を
画
題
と
す
る
「
遊
楽
図
」
は
数
多
く
遺
さ
れ
、
近
世
初
期
風
俗
画
の
一
時
代
を
築
い
て
い
た
。
本
研
究
で
は
遊
楽
図
に
留
ま
ら
ず
、
様
々
な
絵
画
作
品
や
文
学
作

品
、
そ
し
て
風
俗
の
面
か
ら
考
察
し
、
本
作
品
の
位
置
づ
け
を
行
う
。
結
果
、
本
作
品
の
美
術
史
的
な
位
置
づ
け
は
、
奈
良
絵
本
制
作
に
近
世
初
期
狩
野
派
が
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
、
重
要
な
屛
風
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
近
世
初
期
風
俗
画
研
究
に
加
え
、
近
世
初
期
狩
野
派
研
究
に
も
新
た
な
見
地
を

加
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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（
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

り
、
胡
粉
で
丁
寧
に
盛
り
上
げ
ら
れ
た
白
い
桜

花
の
中
に
も
や
は
り
点
々
と
散
り
ば
め
ら
れ
た

朱
色
は
春
ら
し
く
、
可
愛
ら
し
く
、
華
や
か
さ

を
増
し
て
い
る
。

　

こ
の
屛
風
は
上
質
な
絵
の
具
が
使
わ
れ
て
い

る
た
め
、
今
日
ま
で
そ
の
発
色
を
留
め
て
い

る
。
春
の
気
分
に
身
を
任
せ
思
い
思
い
に
遊
び

を
愉
し
ん
で
い
る
人
々
は
様
々
な
人
間
性
で
描

き
分
け
ら
れ
、
桜
と
松
の
幹
の
色
の
使
い
分
け

が
い
ち
い
ち
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
本
屛
風
が

仕
込
絵
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
層
の
注
文
主

が
裏
に
い
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
小
さ
い

サ
イ
ズ
の
屛
風
は
女
性
に
よ
く
好
ま
れ
て
い
た

こ
と
と
、
使
わ
れ
た
あ
ざ
や
か
な
色
彩
か
ら
本

屛
風
は
女
性
に
よ
る
注
文
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

金
雲
と
す
や
り
霞
を
使
い
分
け
、
そ
の
中
か

ら
享
楽
に
沸
い
た
当
時
の
洛
外
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
こ
の
作
品
の
舞
台
は
東
山
一

帯
の
地
域
と
四
条
の
河
原
で
あ
る
。
遊
楽
図
と

し
て
は
地
理
的
に
お
お
よ
そ
正
確
で
あ
り
、
伽

藍
な
ど
細
部
ま
で
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
い
わ

ば
洛
中
洛
外
図
第
二
の
定
型
の
右
隻
右
上
あ
た

り
か
ら
ち
ょ
う
ど
東
山
一
帯
を
抜
き
出
し
て
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
よ
う
な
格
好
に
な
る
。

　

当
該
屛
風
は
六
曲
一
隻
で
あ
る
が
、
対
と
な
る
作
品
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
東

山
一
帯
を
一
隻
に
描
く
遊
楽
図
屛
風
は
北
野
を
舞
台
に
し
た
遊
楽
図
と
対
で
一
双
作

品
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
代
表
的
な
作
例
と
し
て
は
長
円
寺
所
蔵
の
「
北
野
・

祇
園
社
遊
楽
図
屛
風
」
や
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
所
蔵
「
東
山
・
北
野
遊
楽
図
屛

風
」
な
ど
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
作
品
も
、
本
来
北
野
周
辺
の
遊

楽
図
屛
風
と
一
双
を
成
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
あ
く
ま
で
も
想
像
の
域

を
出
な
い
が
、
構
図
的
に
は
、
向
か
っ
て
左
に
ゆ
く
に
つ
れ
色
彩
・
人
数
と
も
に
賑

や
か
に
な
る
こ
と
か
ら
、
向
か
っ
て
右
に
重
心
を
置
い
た
左
隻
が
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

本
屛
風
は
「
風
俗
画
」
の
な
か
の
「
遊
楽
図
」
と
い
う
画
題
に
分
類
さ
れ
る
。
室

町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
、
当
時
の
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
か
っ
た
「
風

俗
画
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
絵
画
作
品
群
は
、
主
に
人
間
に
視
点
を
置
い
て
、
時
代
を

鏡
の
よ
う
に
映
し
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
文
字
通
り
貴
賤
僧
俗
様
々
な

人
間
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
・
風
俗
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
を
「
時
世
粧
」
と
呼
ぶ
。

そ
の
舞
台
と
し
て
多
く
描
か
れ
る
の
は
京
の
ま
ち
で
あ
る
。
洛
中
と
洛
外
を
広
範
囲

に
亘
っ
て
舞
台
と
し
、
そ
の
中
に
人
々
の
時
世
粧
を
描
く
「
洛
中
洛
外
図
」
と
い
う

画
題
が
ま
ず
生
ま
れ
た
。「
洛
中
洛
外
図
」
か
ら
次
第
に
特
定
の
名
所
や
歓
楽
地
を

舞
台
と
し
た
「
遊
楽
図
」
が
派
生
し
て
ゆ
く
。
舞
台
が
狭
ま
る
に
つ
れ
て
人
間
が
大

き
く
描
か
れ
、
よ
り
「
人
々
の
遊
楽
」
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
た
画
題
で

あ
る
。
本
屛
風
は
「
遊
楽
図
」
の
中
で
も
さ
ら
に
「
野
外
遊
楽
図
」
に
分
類
さ
れ
る
。

「
野
外
遊
楽
図
」
の
成
立
は
「
遊
楽
図
」
と
い
う
画
題
が
描
き
始
め
ら
れ
た
最
初
期

段
階
で
あ
る
。
現
在
最
も
古
い
「
遊
楽
図
」
と
い
わ
れ
る
「
高
雄
観
楓
図
屛
風
」
は

永
禄
年
間
（
一
五
五
八

－

七
〇
）
の
制
作
と
さ
れ
、
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
文
献
上
の

図1　細見美術館所蔵「東山四条河原遊楽図屛風」（全図）
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初
出
か
ら
数
十
年
を
経
る
。
風
俗
画
は
複
雑
に
変
化
・
発
展
・
派
生
し
つ
つ
描
き
継

が
れ
て
ゆ
く
。
近
世
初
期
の
時
代
を
経
て
徳
川
の
安
定
し
た
時
代
に
な
れ
ば
、
江
戸

を
舞
台
に
し
た
作
品
も
増
え
、
ま
た
近
世
初
期
の
時
代
を
回
顧
的
に
映
し
た
作
品
も

生
ま
れ
て
く
る
。
本
研
究
の
対
象
作
品
で
あ
る
、
こ
の
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛

風
」
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
は
、「
遊
楽
図
」
―

―
近
世
初
期
の
時
代
そ
の
も
の
を
体
現
し
得
た
世
界
で
も
稀
有
な
画
題
―
―
を
当
該

屛
風
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
通
例
に
従
い
当
該
屛
風
を
向
か
っ
て
右

か
ら
一
扇
ず
つ
概
観
し
、
い
つ
ご
ろ
描
か
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
。

二
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
つ
い
て

二

－

一
、
屛
風
概
観

　

第
一
扇
（
図
二
）
は
、
右
下
に
大
仏
殿
が
聳
え
立
つ
。
中
に
は
黄
金
に
輝
く
大
仏

が
見
え
、
大
仏
殿
の
開
け
放
た
れ
た
扉
か
ら
覗
く
の
は
そ
の
大
き
な
腹
で
あ
る
。
近

づ
い
て
み
る
と
、
衣
紋
線
や
腹
の
皺
ま
で
忠
実
に
描
か
れ
て
お
り
、
画
家
の
描
写
に

対
す
る
こ
ま
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

大
仏
殿
の
上
に
描
か

れ
る
音
羽
の
滝
で
は
、

も
は
や
風
俗
画
の
定
番

で
あ
る
、
水
垢
離
を
行

う
二
人
の
姿
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
水

垢
離
を
終
え
山
道
の
階

段
を
登
る
人
に
注
目
し

て
ゆ
く
と
視
線
は
第
二
扇
上
方
へ
上
が
り
、
音
羽
山
中
腹
に
建
て
ら
れ
た
清
水
寺
本

堂
へ
と
続
い
て
ゆ
く
（
図
三
）。
清
水
の
舞
台
上
で
は
、
西
国
三
十
三
所
巡
り
を
彷

彿
さ
せ
る
、
ご
ざ
を
背
中
に
背
負
っ
て
休
む
二
人
の
姿
が
あ
る
。
清
水
寺
は
西
国

三
十
三
所
巡
り
の
十
六
番
札
所
と
し
て
平
安
以
降
賑
わ
っ
た
た
め
、
風
俗
画
で
は
山

伏
の
姿
も
こ
の
清
水
の
舞
台
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
清
水
の
舞
台
か
ら
ま
っ
す

ぐ
望
ん
だ
位
置
に
あ
る
、
第
一
扇
上
方
に
覗
く
屋
根
は
、
妙
法
院
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
扇
下
方
に
は
、
既
に
卯
建
が
あ
げ
ら
れ
て
板
葺
き
に
石
を
置
い
た
屋
根
造
の

三
軒
の
家
屋
が
立
ち
並
び
、
そ
の
裏
に
は
建
仁
寺
の
屋
根
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

第
三
扇
（
図
四
）
と
第
四
扇
（
図
五
）、
屛
風
を
開
い
た
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
は

法
観
寺
の
い
わ
ゆ
る
八
坂
の
塔
で

あ
る
五
重
の
塔
が
み
え
、
そ
の
横

に
は
祇
園
社
が
詳
細
に
描
か
れ
て

い
る
。
第
一
扇
・
第
二
扇
の
大
仏

殿
の
あ
た
り
は
祇
園
に
比
べ
て
ひ

と
け
が
無
い
。
祇
園
ま
で
来
て
漸

く
だ
ん
だ
ん
と
人
の
賑
わ
い
が
際

図4　同（第3扇）図5　同（第4扇）

図2　同（第1扇）

図3　同（第2扇部分）
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

立
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
、
ち
ょ
う
ど

祇
園
社
前
、
法
観
寺
八
坂
の
塔
の
下
で
は
毛

氈
を
敷
い
て
宴
の
真
っ
最
中
で
あ
る
。
真
ん

中
に
描
か
れ
た
男
は
興
が
の
っ
て
き
た
の

か
、
扇
子
を
開
い
て
踊
っ
て
い
る
（
図
六
）。

　

そ
し
て
こ
の
屛
風
の
一
番
の
主
題
で
あ
る

四
条
河
原
で
の
遊
楽
（
図
七
・
図
八
）
は
、

最
高
潮
の
賑
や
か
さ
を
迎
え
る
。
四
条
河
原

の
歌
舞
伎
芝
居
は
遊
楽
図
に
は
欠
か
せ
な
い

ほ
ど
よ
く
描
か
れ
る
も
の
の
、
相

撲
興
行
ま
で
も
催
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
珍
し
い
。
芝
居
に
は
駕
籠
で

乗
り
つ
け
た
人
々
も
お
り
、
退
屈

そ
う
に
主
人
を
待
つ
駕
駕
舁
き
の

様
子
は
前
述
の
音
羽
の
滝
の
水
垢

離
同
様
、
風
俗
画
の
定
番
光
景
で

あ
る
。
現
在
か
ら
は
想
像
で
き
な

い
粗
末
な
様
子
の
四
条
橋
の
上
で

は
被
衣
を
羽
織
っ
た
女
性
が
侍
女

に
傘
を
差
し
掛
け
ら
れ
な
が
ら
四

条
河
原
の
賑
わ
い
へ
と
吸
い
込
ま

れ
て
ゆ
く
。
こ
の
橋
は
、
祇
園

社
へ
の
参
詣
道
で
あ
る
こ
と
か

ら
祇
園
橋
と
も
呼
ば
れ
た
。
当
該

屛
風
を
詳
し
く
み
る
と
人
が
よ
う

や
く
す
れ
違
え
る
ほ
ど
の
幅
の
板

が
二
枚
、
縦
に
繋
い
で
造
っ
て
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
阪
市
立
美

術
館
所
蔵
の
洛
中
洛
外
図
の
四
条

橋
（
図
九
）
に
、
こ
れ
と
殆
ど
変

わ
ら
ぬ
橋
が
描
い
て
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
屛
風
の
橋
も
同
じ
よ
う
に

板
を
横
に
二
枚
繋
い
だ
も
の
を
さ

ら
に
縦
に
繋
い
で
い
る
と
推
測
で

き
る
。
橋
の
上
で
は
、
祇
園
社
方

面
に
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る
女
二
人
組
が
男

二
人
組
に
声
を
か
け
ら
れ
足
を
止
め
て
い

る
（
図
十
）。
し
か
し
左
側
の
男
は
、
彼

女
た
ち
に
声
を
掛
け
つ
つ
既
に
橋
の
真
ん

中
ほ
ど
に
立
つ
女
性
、
―
―
先
ほ
ど
の
傘

を
差
し
掛
け
た
グ
ル
ー
プ
の
一
人
だ
ろ
う

か
―
―
彼
女
と
視
線
を
絡
ま
せ
て
い
る
。

そ
し
て
第
六
扇
に
視
線
を
移
し
て
み
る

と
、
本
屛
風
の
一
番
左
下
で
は
楊
弓
場
が

設
け
ら
れ
、
的
を
当
て
て
愉
し
む
男
た
ち

が
描
か
れ
て
い
る
。
弓
幹
部
分
に
金
泥
を

点
々
と
施
し
、
蒔
絵
風
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
画
家
の
繊
細
さ
が
表
れ
て
い
る
。

　

全
体
を
見
渡
す
と
、
視
線
は
や
は
り
賑
や
か
な
方
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。
大
仏
殿

図6　同（第3扇部分）図7　同（第5扇）図8　同（第6扇）

図10　�細見美術館所蔵「東山四条河原遊楽図屛風」
（第6扇部分）

図9　大阪市立美術館本洛中洛外図
（『都の形象　洛中・洛外の世界』展

図録113頁）
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の
描
線
は
右
上
か
ら
左
下
へ
、
建
仁
寺
と
並
ん
だ
家
屋
は
そ
の
描
線
の
向
き
に
従

う
。
上
方
の
清
水
の
参
詣
道
は
左
上
か
ら
右
下
へ
、
第
六
扇
の
鴨
川
と
四
条
河
原
は

左
上
か
ら
右
下
へ
と
線
を
描
く
。
通
常
洛
中
洛
外
図
な
ど
で
は
順
勝
手
・
逆
勝
手
の

ど
ち
ら
か
に
統
一
さ
れ
て
描
か
れ
る
も
の
の
（
１
）、
こ
の
作
品
は
順
勝
手
と
逆
勝
手
を
た

く
み
に
使
い
、
見
る
者
の
視
線
を
祇
園
社
と
四
条
河
原
へ
と
収
斂
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
全
体
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
屛
風
に
は
注
目
し
た
い
点
が
も
う
一
箇

所
存
在
す
る
。

二

－

二
、
当
該
屛
風
と
『
恨
の
介
』

　

こ
こ
で
は
、
前
項
で
述
べ
た
当
該
屛
風
の
内
容
に
つ
い
て
、「
近
世
性
」
と
い
う

視
点
か
ら
述
べ
て
ゆ
く
。

　

清
水
の
は
り
出
し
た
舞
台
の
上
に
は
、
僧
体
の
男
が
こ
ち
ら
に
背
を
向
け
て
欄

干
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

慶
長
期
を
下
ら
な
い
時
期
の
作
で
あ

る
仮
名
草
子
『
恨
の
介
』
の
文
言
を

借
り
て
み
よ
う
。
す
る
と
こ
の
男
は

ち
ょ
う
ど
「
た
ゞ
一
人
清
水
へ
参

り
、
佛
の
御
前
に
て
祈
誓
申
、
そ
の

後
欄
干
に
腰
を
掛
け
、
参
り
の
道
者

を
眺
む
る
」
態
で
あ
る
（
図
十
一
）。

本
屛
風
で
は
、
男
は
欄
干
か
ら
下
の

景
色
を
見
下
ろ
す
三
人
の
若
い
男
た

ち
の
姿
を
眺
め
て
い
る
。『
恨
の
介
』

の
文
を
用
い
れ
ば
、
三
人
の
若
い
男
た
ち
は
「
こ
れ
よ
り
す
ぐ
に
豊
国
へ
」、「
い
ざ

や
我
等
は
祇
園
殿
」、「
さ
て
は
北
野
へ
い
ざ
行
き
て
、
國
が
歌
舞
妓
を
見
ん
」
な
ど

と
云
い
つ
つ
、「
い
ず
れ
か
よ
か
ら
ま
し
か
は
」
と
次
に
行
く
場
所
を
相
談
し
て
い

る
様
子
で
あ
る
。
欄
干
に
腰
掛
け
る
男
と
、
舞
台
か
ら
下
を
見
下
ろ
す
三
人
の
若

い
男
た
ち
は
、『
恨
の
介
』
の
舞
台
を
絵
画
化
し
た
情
景
と
解
釈
で
き
る
。『
恨
の

介
』
（
２
）
の
舞
台
は
「
慶
長
九
年
の
末
の
夏
、
上
の
十
日
の
事
」、
す
な
わ
ち
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）
六
月
十
日
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
し
『
恨
の
介
』
の
時
代
背
景
に
つ
い

て
触
れ
て
お
く
。

　

ま
ず
『
恨
の
介
』
の
文
章
表
現
に
お
い
て
散
見
す
る
「
近
世
性
」
に
つ
い
て
取
り

上
げ
る
。
こ
の
話
は
恨
の
介
と
近
衛
殿
の
養
女
・
雪
の
前
の
悲
恋
話
で
あ
り
、
多
く

の
霊
験
譚
や
手
紙
、
歌
の
や
り
と
り
と
い
っ
た
中
世
的
な
要
素
を
多
分
に
含
む
。
そ

も
そ
も
恨
の
介
が
雪
の
前
と
出
会
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
恋
人
が
い
な
い
こ

と
を
心
許
な
く
思
っ
た
彼
が
「
觀
世
音
の
御
誓
あ
ら
た
に
思
ひ
」
て
清
水
寺
に
参
詣

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
れ
も
中
世
的
な
発
想
で
あ
る
。し
か
し
そ
の
脇
で
、「
祇
園
」

や
「
北
野
」、
当
世
流
行
り
の
「
歌
舞
伎
」
と
い
っ
た
近
世
を
彷
彿
す
る
言
葉
が
散

見
し
、
そ
れ
ら
を
愉
し
む
時
世
が
描
か
れ
て
い
る
。『
恨
の
介
』
は
全
体
的
に
「
中

世
性
」
に
寄
り
か
か
り
つ
つ
無
意
識
的
な
「
近
世
性
」
が
表
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は

否
定
出
来
な
い
。中
世
性
と
近
世
性
の
相
違
の
根
幹
を
い
ち
ば
ん
に
支
え
る
の
は「
浄

土
的
」
概
念
、
す
な
わ
ち
念
仏
信
仰
の
軽
重
で
あ
る
。「
浄
土
的
な
る
も
の
は
、
当

時
最
高
の
価
値
づ
け
を
も
っ
て
な
お
生
活
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
」
よ
う
に
（
３
）、
中
世

的
な
す
べ
て
の
事
物
、
事
象
、
精
神
の
奥
底
に
あ
っ
た
の
は
ま
さ
し
く
浄
土
的
概
念

で
あ
る
。
し
か
し『
恨
の
介
』の
時
代
よ
り
も
少
し
前
、
そ
れ
ま
で
は
無
か
っ
た「
現

世
」
と
い
う
概
念
が
少
し
ず
つ
人
々
の
心
の
中
に
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
を
象
徴
す
る

出
来
事
と
し
て
、
南
無
三
宝
―
―
仏
に
帰
依
を
誓
い
、
救
い
を
求
め
る
と
き
に
佛
語

図11　同（第2扇部分）
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
―
―
が
、
日
常
生
活
で
し
く
じ
っ
た
際
に
感
動
詞
と
し
て
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
世
性
―
―
浄
土
至
上
主
義
が
支
配

し
て
い
た
精
神
世
界
―
―
に
近
世
性
、
現
世
至
上
主
義
が
少
し
ず
つ
顔
を
出
し
始
め

た
原
因
は
応
仁
の
乱
が
与
え
た
衝
撃
で
あ
る
。
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
勃
発
し

た
こ
の
乱
に
よ
る
京
の
ま
ち
の
焼
亡
は
、
中
世
と
近
世
を
隔
て
る
こ
と
と
な
っ
た
い

ち
ば
ん
の
大
き
な
契
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
精
神
的
衝
撃
は
当
時
の
記
事
に
も

数
多
く
散
見
し
、
内
藤
湖
南
氏
は
応
仁
の
乱
の
意
義
を
「
日
本
の
文
明
を
ま
っ
た
く

新
し
く
し
た
」
と
見
定
め
る
（
４
）。
も
う
ひ
と
つ
着
目
す
べ
き
重
要
な
点
は
、
精
神
世
界

と
表
現
世
界
の
タ
イ
ム
ラ
グ
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
に
よ
る
現
実
世
界
の
破
壊
を
契
機

と
し
て
、
乱
後
の
十
五
世
紀
後
半
頃
か
ら
精
神
世
界
は
少
し
ず
つ
変
化
の
兆
し
を
見

せ
る
。
し
か
し
人
々
の
心
の
内
に
現
れ
た
「
近
世
性
」
が
、
表
現
と
し
て
外
に
向
か

う
の
は
ま
だ
先
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

近
世
的
概
念
が
人
々
の
心
内
で
醸
成
さ
れ
る
と
、
人
間
は
次
第
に
そ
れ
を
「
表
現

す
る
」
と
い
う
方
向
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
。「
表
現
」
と
は
文
化
で
あ
り
、
文
化
は
当

時
〝
文
学
〟
や
〝
絵
画
〟
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
〝
文
学
〟
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
そ
の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
『
閑
吟
集
』
と
い
う
本
で
あ
る
。

『
閑
吟
集
』
は
応
仁
の
乱
か
ら
大
凡
五
十
年
後
の
永
正
十
五
年
（
一
五
〇
八
）
に
編

纂
、
流
行
し
て
い
た
三
一
一
首
の
小
唄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
た
小
唄
自

体
は
、
お
そ
ら
く
応
仁
の
乱
直
後
あ
た
り
か
ら
ひ
と
び
と
の
間
で
唄
わ
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
編
纂
さ
れ
て
一
冊
の
本
と
し
て
纏
め
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
書
物
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は

即
ち
、
需
要
と
供
給
が
成
り
立
つ
、
ひ
と
つ
の
文
化
と
し
て
一
般
に
認
識
さ
れ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

た
と
え
ば
、『
閑
吟
集
』
か
ら
い
く
つ
か
の
小
唄
を
引
用
す
る
と
、

　
　

何
せ
う
ぞ　

く
す
ん
で　

一
期
は
夢
よ　

た
ゞ
狂
へ

　
　
（�

一
生
な
ん
て
す
ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
そ
ん
な
に
ま
じ
め
く
さ
っ
て

も
仕
方
が
な
い
。
ひ
た
す
ら
遊
ん
で
す
ご
す
べ
き
だ
）

は
最
も
知
ら
れ
た
一
文
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　

く
す
む
人
は
見
ら
れ
ぬ　

夢
の�

〳
〵�

〳
　〵

世
を　

現
顔
し
て

も
殆
ど
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
ま
り
引
用
さ
れ
て
こ
な
い
が
、

　
　

只
吟
可
臥
梅
花
月　

成
仏
生
天
惣
是
虚

　
　
（�

た
だ
吟
じ
て
臥
す
べ
し
梅
花
の
月　

成
仏
生
天
す
べ
て
こ
れ
虚
：
現
世
で
は

た
だ
た
だ
梅
の
花
を
愉
し
ん
だ
ら
良
い
、
来
世
仏
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、

虚
し
い
だ
け
な
の
だ
か
ら
）
（
５
）

と
い
う
一
文
は
、
も
は
や
「
浄
土
世
界
よ
り
も
現
世
の
愉
し
さ
」
を
優
先
す
る
冷
め

た
心
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
唄
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
共
感
を

得
ら
れ
る
基
盤
が
こ
の
と
き
に
出
来
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
時
間
を
か
け

て
広
く
文
学
に
表
出
し
て
ゆ
く
。

　
〝
文
学
〟『
恨
の
介
』
の
視
点
は
「
老
若
男
女
貴
賤
都
鄙
、
色
め
く
花
衣
、
げ
に
お

も
し
ろ
き
有
樣
な
り
」
と
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
心
が
目
の
前
の
現
実
の

楽
し
さ
・
面
白
さ
に
向
い
て
い
る
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
心
の
慰
み
は
浮

世
ば
か
り
」
と
い
う
一
文
で
そ
の
こ
と
を
見
事
に
表
す
。「
心
の
慰
み
」
は
既
に
浄

土
で
は
な
く
〝
浮
世
〟、
つ
ま
り
現
世
で
あ
る
。
従
っ
て
慶
長
初
期
と
い
う
時
代
は

六
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中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
―
―
『
恨
の
介
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
々
の
表

現
世
界
に
お
け
る
「
浄
土
へ
の
好
奇
心
」
と
「
現
世
へ
の
好
奇
心
」
の
比
重
が
逆
転

す
る
過
渡
期
―
―
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
物
語
の
成
立
し
た
慶
長
と
い
う
時
代

で
あ
っ
た
。『
恨
の
介
』
の
史
学
的
価
値
は
こ
こ
に
あ
り
、
題
材
・
舞
台
と
も
に
中

世
の
枠
組
を
取
り
つ
つ
、
表
現
の
近
世
性
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ

は
「
慶
長
」
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
で
あ
る
（
後
述
す
る
美
術
史
学
的
価
値
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
）。
こ
の
近
世
性
が
文
学
世
界
に
表
現
さ
れ
た
後
の
こ
と
は
後
述

す
る
。
こ
の
〝
文
学
〟『
恨
の
介
』
の
精
神
世
界
と
本
屛
風
に
表
出
す
る
「
近
世
性
」

と
い
う
点
に
お
い
て
学
術
的
関
連
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
景
観
年
代
お
よ
び
制
作
年
代
に
つ
い
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
画
証
を

検
討
し
て
ゆ
く
。

三
、
当
該
屛
風
の
景
観
年
代

　

ま
ず
景
観
年
代
を
定
め
る
の
に
重
要
と
な
る
画
証
は
方
広
寺
大
仏
殿
の
存
在
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
大
仏
殿
は
倒
壊
と
焼
失
、
再
建
を
繰
り
返
し
、
複
雑
な
経

過
を
辿
っ
て
い
る
。

　

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）、
秀
吉
が
東
大
寺
に
倣
っ
て
大
仏
殿
創
建
を
目
指
し

た
。
し
か
し
漸
く
完
成
し
よ
う
と
し
た
直
前
の
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
京
都
で

大
地
震
が
発
生
し
、
大
仏
と
も
ど
も
大
仏
殿
も
烏
有
に
帰
し
た
。
再
建
の
め
ど
が
立

た
な
い
ま
ま
、
そ
の
二
年
後
に
秀
吉
は
没
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
秀
頼
が
秀
吉
の
遺

志
を
継
い
で
再
建
に
取
り
掛
か
る
が
、
こ
れ
も
完
成
し
な
い
ま
ま
慶
長
七
年
に
失
火

で
焼
失
す
る
。
再
度
建
て
直
し
に
か
か
り
、
完
成
し
た
の
は
秀
吉
が
着
工
し
た
天
正

十
四
年
か
ら
二
十
七
年
も
経
た
慶
長
十
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
屛
風
に
描
か
れ

た
大
仏
殿
は
、
破
風
の
形
態
か
ら
こ
の
慶
長
十
七
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
大
仏
殿
は
そ
の
後
も
何
度
か
地
震
や
落
雷
に
よ
る
倒
壊
と
再
建
を
繰
り
返

し
て
ゆ
き
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
は
銅
造
で
は
な
く
木
造
仏
と
替
わ
っ
て
い

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
仏
殿
が
本
屛
風
に
描
か
れ
た
よ
う
な
荘
厳
な
姿
を

誇
っ
て
い
た
の
は
短
い
期
間
で
あ
っ
た
。
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
か
ら
元
和
九
年

の
間
の
成
立
と
さ
れ
る
『
竹
斎
』
（
６
）
と
い
う
仮
名
草
子
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
豊
臣
家

滅
亡
後
の
大
仏
殿
の
様
子
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　

當
社
大
明
神
は
、
先
の
関
白
秀
吉
公
の
御
霊
跡
な
り
。

　
　

今
時
移
り
變
じ
て
、
社
頭
大
破
に
及
べ
り
。

　
　

幾
世
と
も
榮
へ
も
や
ら
で
豊
國
の
古
き
宮
ゐ
は
神
さ
び
に
け
り
。

こ
の
様
子
を
主
人
公
で
あ
る
竹
斎
は
、

　
　

ゆ
ゝ
し
げ
に　

顔
を
ば
見
せ
て
秀
頼
の　

役
に
は
立
た
ぬ
大
佛
か
な

と
一
句
詠
む
（
７
）。『
竹
斎
』
の
成
立
当
時
、
大
仏
殿
も
豊
国
社
も
荒
廃
し
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
が
、
近
年
の
調
査
で
東
大
寺
大
仏
殿
よ
り
も
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
（
８
）。

　

景
観
年
代
の
検
討
に
関
わ
る
画
証
は
も
う
一
点
あ
り
、
第
三
扇
に
描
か
れ
た
祇
園

社
の
鳥
居
で
あ
る
。
こ
の
鳥
居
は
は
じ
め
木
の
鳥
居
で
あ
り
、
朱
に
塗
ら
れ
て
い
た

が
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
石
の
鳥
居
に
建
て
直
さ
れ
た
。
現
在
も
そ
の
ま
ま

石
の
鳥
居
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
屛
風
の
朱
に
塗
ら
れ
た
鳥

居
が
示
す
の
は
正
保
三
年
以
前
の
景
観
と
分
か
る
。
鳥
居
は
青
い
額
束
に
金
泥
で
何
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

ら
か
の
文
字
が
書
か
れ
る
の

が
確
認
で
き
る
が
、
文
字
ま

で
は
判
読
で
き
な
い
。
同
じ

く
、
木
の
鳥
居
が
描
か
れ
る

「
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
屛
風
」

で
は
こ
の
部
分
、
同
じ
色
使

い
で
「
感
神
院
」
の
文
字
が
書

か
れ
て
い
る
（
図
十
二
）。

　

以
上
、
本
屛
風
の
景
観
年
代

は
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
か
ら
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
ま
で
、
即
ち
三
十
五
年

間
に
絞
ら
れ
た
。

　

そ
の
上
、
豊
臣
家
の
威
光
で
あ
っ
た
大
仏
殿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、

元
和
以
降
消
失
し
て
し
ま
う
底
抜
け
の
明
る
さ
が
画
面
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本

屛
風
の
景
観
年
代
は
さ
ら
に
慶
長
末
か
ら
元
和
初
期
頃
に
ま
で
上
が
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
画
面
に
は
、
何
故
溌
剌
と
し
た
明
る
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
次
章
で
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
探
っ
て
ゆ
く
。

四
、
当
該
屛
風
に
お
け
る
「
遊
楽
」
の
意
味

四

－
一
、四
条
河
原
の
誕
生
と
発
展

　

前
述
の
よ
う
に
、
当
該
屛
風
で
は
四
条
河
原
の
様
子
が
最
も
賑
や
か
に
描
か
れ
て

い
る
。
第
五
扇
・
第
六
扇
に
亘
っ
て
、
人
数
も
こ
こ
に
集
中
す
る
。

　

洛
中
洛
外
図
や
遊
楽
図
に
お
い
て
「
四
条
河
原
で
の
遊
楽
」
と
い
う
光
景
は
欠
か

せ
な
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
四
条
河
原
で
は
歌
舞
伎
や
見
世
物
が
興
行
さ
れ
、
人
々

が
多
く
集
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
〝
四
条
河
原
〟
と
い
う
地
名
と
〝
遊
楽
〟
が
結
び
つ

く
よ
う
に
な
っ
た
時
期
が
、
ち
ょ
う
ど
前
述
の
『
恨
の
介
』
の
時
代
―
―
中
世
か
ら

近
世
へ
の
移
行
期
―
―
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
条
河
原
と
遊
楽
が
連
想
関
係
に
な
っ

た
の
が
そ
れ
ほ
ど
昔
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
風
俗
画
の
展
開
に
重
要
な
視
点

と
な
る
。
ま
ず
風
俗
画
の
母
胎
で
あ
る
洛
中
洛
外
図
を
検
討
し
て
み
た
い
。
洛
中
洛

外
図
は
そ
の
景
観
描
写
方
法
に
よ
っ
て
第
一
定
型
と
第
二
定
型
に
大
別
し
て
考
え
ら

れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
両
者
の
景
観
描
写
方
法
の
変
化
に
は
応
仁
文
明
の
乱
と
秀
吉

の
京
都
改
造
、
そ
し
て
家
康
の
二
条
城
築
城
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
第
一
定
型

は
上
京
を
東
か
ら
み
た
景
観
を
描
く
上
京
隻
と
下
京
を
西
か
ら
み
た
景
観
を
描
く
下

京
隻
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
一
方
、
第
二
定
型
は
京
の
東
部
分
を
西
か
ら
眺
め
た
構
図

を
と
る
右
隻
と
西
半
分
を
東
か
ら
眺
め
た
構
図
を
と
る
左
隻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

左
隻
で
は
二
条
城
と
北
野
社
、
右
隻
で
は
大
仏
殿
と
東
山
が
第
二
定
型
に
お
い
て
主

要
景
観
と
な
る
。

　

第
一
の
定
型
を
と
る
作
品
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
初
期
洛
中
洛
外
図
四

本
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
第
二
定
型
が
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
。
第
一
定
型
四
本
の

う
ち
、
掉
尾
を
飾
る
の
が
、
米
沢
市
所
蔵
「
上
杉
本
」
と
呼
ば
れ
る
六
曲
一
双
作
品

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
狩
野
永
徳
の
傑
作
と
し
て
夙
に
名
高
い
。
近
年
、
そ
の
完
成

日
は
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
九
月
三
日
、
永
徳
が
僅
か
二
十
三
歳
の
と
き
と
判
明

し
た
（
９
）。
第
二
定
型
の
作
品
が
制
作
さ
れ
は
じ
め
る
の
が
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）

前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
は
豊
臣
秀
頼
に
よ
っ
て
北
野
社
の
三
光
門
が
再
建
さ

れ
た
年
で
あ
り
、
よ
っ
て
殆
ど
の
第
二
定
型
の
作
品
に
は
再
建
後
の
三
光
門
が
描
か

れ
て
い
る
。
上
杉
本
以
降
、
第
二
定
型
の
出
現
ま
で
―
―
元
亀
、
天
正
、
文
禄
年
間

―
―
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
見
つ
か
ら
な
い
。
天
正
二
年（
一
五
七
四
）

図12　舟木本洛中洛外図
（『都の形象　洛中・洛外の世界』展

図録138頁）
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十
二
巻
一
号
（
平
成
二
十
八
年
十
月
）

三
月
に
は
信
長
が
将
軍
義
輝
の
遺
志
を
汲
み
取
り
上
杉
本
を
謙
信
に
贈
っ
て
い
る
。

即
ち
洛
中
洛
外
図
は
そ
の
間
も
権
力
者
に
と
っ
て
魅
力
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
作
品
が
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
も
の
の
、

作
品
は
一
つ
も
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
空
白
の
時
代
に
京
の
ま
ち
は
変
貌
し
、

洛
中
洛
外
図
も
視
点
を
変
え
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　

次
に
「
四
条
河
原
」
に
主
眼
を
置
き
洛
中
洛
外
図
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
た
い
。
第

一
定
型
に
お
い
て
四
条
河
原
は
小
さ
く
描
か
れ
、〝
遊
楽
〟
の
様
子
は
微
塵
も
窺
え

な
い
。
こ
こ
に
は
数
人
が
見
物
す
る
祇
園
会
の
神
輿
が
寂
し
く
渡
る
様
子
が
描
か
れ

る
の
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
第
二
定
型
に
入
る
と
次
第
に
四
条
河
原
の
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
。「
京

都
の
肖
像
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
）
（（
（

、
実
際
の
変
化
が
反
映
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
洛
中
洛

外
図
と
い
う
画
題
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
制
作
年
代
と
景
観
年
代
の
差
を
考
慮
す

る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
第
二
定
型
が
成
立
し
た
頃
か
ら
四
条
河
原
が
少
し
ず
つ
賑

や
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

第
二
定
型
初
期
の
作
品
と
し
て
名
高
い
の
は
、
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
六
曲
一

隻
作
品
（
旧
山
岡
Ａ
本
、
以
下
京
博
本
）、
お
よ
び
京
博
本
と
同
じ
粉
本
を
使
用
す

る
冨
山
・
勝
興
寺
所
蔵
の
六
曲
一
双
作
品
（
以
下
勝
興
寺
本
）
で
あ
る
。
京
博
本
は

狩
野
光
信
、
勝
興
寺
本
は
狩
野
孝
信
の
作
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
第
二
定
型
洛

中
洛
外
図
の
最
初
期
を
永
徳
の
息
子
、
狩
野
派
正
系
が
担
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
二
本
の
洛
中
洛
外
図
と
類
似
構
図
を
と
る
作
品
と
し
て
出
光
美
術

館
所
蔵
の
六
曲
一
双
屛
風
（
以
下
出
光
本
）
が
あ
る
。
出
光
本
は
第
二
定
型
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
北
野
社
は
秀
頼
再
建
以
前
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。『
都
の
形
象

―
洛
中
洛
外
図
の
世
界
』
の
解
説
で
は
、「
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」）（（
（�

と
し
な
が
ら
も
勝
興
寺
本
や
京
博
本
よ
り
も
景
観
年
代
が
上
が
る
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

も
う
一
点
、
堺
市
立
博
物
館
所
蔵
の
六
曲
一
双
作
品
（
以
下
堺
市
博
本
）
は
同
前

の
解
説
に
よ
る
と
、
同
じ
粉
本
を
用
い
た
作
品
が
米
国
に
存
在
す
る
。
構
図
と
し
て

は
京
博
本
と
勝
興
寺
本
の
流
れ
に
位
置
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
大
仏
殿

は
慶
長
十
七
年
以
前
、
再
建
前
の
姿
を
見
せ
、
北
野
社
は
三
光
門
完
成
後
、
つ
ま
り

慶
長
十
二
年
以
降
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
推
測
す
る
と
堺
市
博
本
の
景
観
年
代

は
慶
長
十
二
年
か
ら
十
七
年
の
間
と
な
る
が
、
慶
長
十
八
年
に
完
成
し
た
高
瀬
川
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
作
年
代
と
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
ず
れ
は
粉

本
使
用
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
使
用
し
た
粉
本
自
体
は
京
博
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
ま

で
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
四
本
の
洛
中
洛
外
図（
堺
市
博
本
・
出
光
本
・
京
博
本
・
勝
興
寺
本
）に
つ
い
て
、

歌
舞
伎
に
関
係
す
る
四
条
河
原
、
五
条
河
原
、
北
野
社
を
中
心
に
見
て
ゆ
く
。

　

以
下
で
は
河
野
元
昭
氏
の
論
文
「
四
条
河
原
図
の
成
立
と
展
開
」）（（
（

に
拠
り
つ
つ
論

考
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

　

堺
市
博
本
の
四
条
河
原
は
歌
舞
伎
興
行
も
な
く
閑
散
と
し
て
い
る
。
四
条
橋
も
当

該
屛
風
同
様
、
板
を
つ
な
げ
た
だ
け
の
簡
素
な
造
り
で
あ
る
。
歌
舞
伎
興
行
は
五
条

河
原
、
五
条
橋
の
両
橋
詰
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
は
歌
舞
伎
の
初
期
の
演
目
、

「
茶
屋
あ
そ
び
」
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
小
屋
の
形
態
も
非
常
に
質
素
で
、
歌
舞
伎
小
屋

の
最
初
期
の
様
子
を
示
す
。
歌
舞
伎
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
北
野
社
で
の
興
行
も
描

か
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
初
期
の
演
目
「
念
仏
踊
り
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
出
光
本
で
は
、
歌
舞
伎
興
行
が
催
さ
れ
て
い
る
の
は
北
野
社
頭
の
み
で
あ

る
。
北
野
社
頭
に
は
芝
居
小
屋
が
一
軒
描
か
れ
、
演
目
は
「
茶
屋
あ
そ
び
」
が
演
じ

ら
れ
て
い
る
。
五
条
橋
は
立
派
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
芝
居
小
屋
の
姿
は
な
く
、
ま
た
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

四
条
橋
は
金
雲
に
隠
れ
、
辺
り
に
は
殆
ど
人
が
い
な
い
。

　

続
い
て
、
京
博
本
の
左
隻
で
あ
る
。
北
野
社
で
は
歌
舞
伎
興
行
が
催
さ
れ
、
賑

わ
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
演
目
は
「
茶
屋
あ
そ
び
」
で
あ
り
、
小
屋
の
形
態
も
初

期
を
示
す
。
右
隻
は
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
四
条
河
原
や
五
条
河
原
を
見
る
こ
と
は

叶
わ
な
い
が
、
粉
本
は
勝
興
寺
本
と
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

内
容
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
勝
興
寺
本
は
そ
の
由
来
か
ら
）
（（
（

、
遊
楽
的
要

素
は
一
つ
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
勝
興
寺
本
と
同
粉
本
を
用
い
た
京
博
本
に

は
「
北
野
社
で
の
歌
舞
伎
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
粉
本
に
「
北
野
社
で

の
歌
舞
伎
」
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
保
証
し
、
粉
本
に
は
四
条
河
原
や
五
条
河
原

で
歌
舞
伎
が
催
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
河
野
氏
が
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
粉
本
を
使
用
し
て
い
る
京
博
本
の
失
わ
れ
た
右
隻
に
も
四
条
河

原
と
五
条
河
原
で
の
歌
舞
伎
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
堺
市
博
本
に
注
目
す
る
。
堺
市
博
本
に
描
か
れ
た
大
仏
殿
は
慶
長
十
七
年

以
前
の
姿
を
示
し
て
い
る
た
め
、
再
建
後
の
姿
を
描
く
こ
と
が
多
い
第
二
定
型
の
洛

中
洛
外
図
に
し
て
は
珍
し
い
作
品
と
い
え
る
。『
都
の
形
象
―
洛
中
洛
外
図
の
世
界
』

に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
堺
市
博
本
は
勝
興
寺
本
よ
り
も
京
博
本
と
一
致
す

る
内
容
が
多
い
。
北
野
社
で
興
行
さ
れ
て
い
る
演
目
は
京
博
本
で
は「
茶
屋
あ
そ
び
」

で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
堺
市
博
本
で
は
「
念
仏
踊
り
」
で
あ
る
。「
茶
屋
あ
そ
び
」

よ
り
も
「
念
仏
踊
り
」
の
方
が
古
い
演
目
で
あ
り
、
す
る
と
堺
市
博
本
の
粉
本
は
京

博
本
よ
り
古
い
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
堺
市
博
本
に
お
い
て
五
条
の
方
が

四
条
よ
り
も
栄
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
京
博
本
の
失
わ
れ
た
右
隻

の
四
条
河
原
に
歌
舞
伎
興
行
が
描
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
堺
市
博
本
の
元
と
な
っ

た
粉
本
の
方
が
よ
り
古
い
こ
と
と
証
明
で
き
る
。

　

堺
市
博
本
に
は
四
条
河
原
の
歌
舞
伎
興
行
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
京
博

本
は
四
条
河
原
の
歌
舞
伎
興
行
を
描
い
た
最
初
の
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ

う
。
慶
長
時
代
に
入
っ
て
歌
舞
伎
が
流
行
し
は
じ
め
、
次
第
に
〝
京
都
の
肖
像
〟
で

あ
る
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
流
れ
は
絵
画
の
世
界
で

は
第
二
の
定
型
の
時
代
に
入
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
出
光
本
や
堺
市
博
本
な
ど

で
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
は
じ
め
は
、
歌
舞
伎
に
代
表
さ
れ
る
〝
遊
楽
〟
の
イ
メ
ー
ジ

は
常
に
北
野
や
五
条
と
一
体
で
あ
っ
た
。
光
信
が
描
い
た
と
さ
れ
る
京
博
本
に
お
い

て
お
そ
ら
く
初
め
て
四
条
河
原
で
の
歌
舞
伎
興
行
が
描
か
れ
、
爾
来
絵
画
に
お
い
て

四
条
河
原
と
遊
楽
が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
部
分

を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
屛
風
作
品
と
し
た
の
が
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛

風
」
の
よ
う
な
遊
楽
図
屛
風
で
あ
る
。

　

以
降
大
阪
市
立
美
術
館
所
蔵
の
六
曲
一
隻
作
品
な
ど
多
く
の
作
品
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
四
条
と
五
条
の
両
方
で
歌
舞
伎
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
第
に
芝
居

小
屋
の
数
も
多
く
な
り
、
本
屛
風
に
描
か
れ
る
よ
う
な
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
も
増
え

て
ゆ
く
。

　

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
歌
舞
伎
が
北
野
社
で
興
っ
た
と
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の

土
台
史
料
は
『
当
代
記
』（
寛
永
年
間
成
立
、
筆
者
不
詳
）
で
あ
っ
た
。

　
　

�

…
…
慶
長
八
年
四
月
頃
カ
ブ
キ
躍
と
云
事
有
、
出
雲
國
神
子
女
（
名
ハ
國
、
但

非
好
女
）
出
仕
、
京
都
へ
上
ル
、
縦
ヘ
バ
異
風
ナ
ル
男
ノ
マ
ネ
ヲ
シ
テ
、
刀
、

脇
差
、
衣
装
以
下
殊
異
相
也
、
彼
男
、
茶
屋
ノ
女
ト
タ
ハ
ム
ル
ル
體
、
有
難
ク

シ
タ
リ
、
京
中
の
上
下
賞
翫
ス
ル
事
不
斜
、
…
…

「
不
斜
」
―
―
な
の
め
な
ら
ず
―
―
と
い
う
言
葉
か
ら
も
京
中
の
熱
狂
ぶ
り
が
垣
間

見
え
る
。「
茶
屋
ノ
女
ト
タ
ハ
ム
ル
ル
」
姿
を
演
じ
る
の
が
こ
れ
ま
で
出
て
き
た
「
茶

一
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学　

十
二
巻
一
号
（
平
成
二
十
八
年
十
月
）

屋
あ
そ
び
」
の
演
目
で
あ
り
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
歌
舞
伎
の
最
初
と
考
え
ら
れ
る
。

催
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
北
野
社
頭
で
最
初
の
興
行
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
条
が
最
初
で
あ
る
と
の
記
録
が
あ
る

こ
と
に
も
少
し
注
目
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
『
東
海
道
名
所
記
』
は
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
に
成
立
し
た
仮
名
草
子
で
あ
り
、
少
し
時
代
が
下
が
る
も
の
の
こ
こ

に
は

　
　

�

む
か
し
む
か
し
京
に
カ
ブ
キ
の
は
じ
ま
り
し
は
、
出
雲
神
子
に
お
く
に
と
い
へ

る
も
の
、
五
條
の
ひ
が
し
の
橋
づ
め
に
て
、
や
ヽ
子
お
ど
り
と
い
ふ
事
を
い
た

せ
り
、
其
後
北
野
の
社
の
東
に
舞
台
を
こ
し
ら
へ
、
念
佛
を
ど
り
に
歌
を
ま
じ

へ
、
…
…

と
い
う
記
事
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
翁
草
』（
神
沢
杜
口
、
寛
政
三
）や
『
画
証
録
』

（
喜
多
村
筠
庭
、
天
保
十
年
自
序
）
で
は
五
条
の
興
行
を
は
じ
め
と
し
て
い
る
記
事

が
散
見
す
る
。
前
述
し
た
堺
市
博
本
と
出
光
本
、
京
博
本
で
は
歌
舞
伎
興
行
が
北
野

と
五
条
い
ず
れ
に
も
描
か
れ
て
い
た
。
五
条
は
北
野
社
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
比
較
的
早

い
時
期
に
歌
舞
伎
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　

阿
国
に
よ
る
歌
舞
伎
の
最
初
が
『
当
代
記
』
に
記
さ
れ
た
慶
長
八
年
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
の
後
と
き
を
隔
て
ず
五
条
河
原
で
興
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
条
河

原
で
の
歌
舞
伎
は
遊
女
ら
が
五
条
河
原
の
も
の
を
真
似
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
慶
長
七
年
、
遊
郭
が
六
条
三
筋
町
に
構
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
働
く
遊
女

た
ち
が
、
阿
国
歌
舞
伎
の
真
似
を
一
斉
に
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
の
記
事

史
料
と
し
て
『
孝
亮
宿
禰
日
次
記
』
の
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
二
月
二
十
日
条

に
は
、

　
　

四
条
に
向
い
て
女
歌
舞
伎
見
物
せ
し
む
、
数
万
人
群
集
す
、
目
を
驚
か
す
者
也

と
の
一
文
が
あ
る
）
（（
（

。
河
野
氏
の
前
出
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
四
条
河
原
で
の

4

4

4

4

4

4

歌

舞
伎
興
行
を
伝
え
る
記
念
す
べ
き
最
初
の
記
事
で
あ
り
、
時
期
は
北
野
で
阿
国
が
興

行
し
て
か
ら
五
年
後
の
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
公
卿
で
あ
っ
た
孝
亮
宿
禰
の
立
場

を
鑑
み
て
も
、
慶
長
十
三
年
以
前
に
四
条
で
女
歌
舞
伎
が
興
行
さ
れ
て
い
れ
ば
当
然

知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
目
を
驚
か
す
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
が
ほ
ぼ
最
初
の
興
行
だ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
み
ら
れ
る
四
条
河
原
の
賑
々

し
さ
は
大
凡
慶
長
十
年
代
以
降
元
和
頃
ま
で
の
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
述
べ
た
『
恨
の
介
』
の
物
語
の
成
立
は
慶
長
十
七
年
か
ら
末
年
に
か
け

て
で
あ
り
、
物
語
の
背
景
は
慶
長
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
画
作

品
に
よ
る
四
条
河
原
の
歌
舞
伎
遊
楽
成
立
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
に
記
述

さ
れ
て
い
る
「
北
野
へ
い
ざ
行
き
て
、
國
が
歌
舞
妓
を
見
ん
」
お
よ
び
「
五
條
に
て

慰
ま
ん
」
と
の
詞
は
、
こ
の
「
阿
国
歌
舞
伎
」
が
誕
生
し
た
慶
長
八
年
直
後
の
様
子

を
考
証
し
て
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
実
際
、
物
語
の
成
立
は
慶
長

一
七
年
か
ら
末
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
既
に
そ
の
頃
阿
国
自
身
に
よ
る
歌
舞

伎
は
な
く
、
遊
女
た
ち
の
阿
国
の
真
似
に
よ
る
「
女
歌
舞
伎
」
が
四
条
河
原
で
大
流

行
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
の
『
閑
吟
集
』
編
纂
か

ら
徐
々
に
染
み
出
て
き
た
現
世
志
向
は
底
抜
け
の
健
康
的
な
明
る
さ
を
経
て
、
お
よ

そ
百
年
の
間
に
醸
成
さ
れ
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
諦
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

明
る
さ
を
少

し
く
見
出
す
こ
と
す
ら
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
当
該
の
世
界
は
、
こ
の
狭
間

に
位
置
す
る
。
ま
さ
に
『
恨
の
介
』
の
「
わ
が
身
の
程
を
按
ず
る
に
、
電
光
朝
露
、

一
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

石
の
光
の
内
を
頼
む
身
の
、
し
ば
し
慰
む
方
も
無
し
」
と
い
う
言
葉
に
強
く
表
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
一
番
端
的
に
象
徴
さ
れ
た
の
が
「
殊
異
風
」（『
当
代

記
』）
を
好
ん
だ
人
々
に
よ
る
「
カ
ブ
キ
モ
ノ
」
の
流
行
で
、
そ
の
流
行
を
上
手
く

利
用
し
て
舞
台
に
上
げ
、
共
感
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
が
阿
国
に
よ
る
歌
舞
伎

興
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
の
景
観
年
代
か
ら
鑑
み
る
と
、
こ
こ
に
描

か
れ
た
歌
舞
伎
は
遊
女
に
よ
る
女
歌
舞
伎
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

引
き
続
き
本
作
品
の
景
観
年
代
・
制
作
年
代
に
迫
る
た
め
、
ま
ず
は
描
か
れ
た
歌

舞
伎
小
屋
の
形
態
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

四

－

二
、
歌
舞
伎
芝
居
、
小
屋
の
変
遷

　

ま
ず
歌
舞
伎
小
屋
の
囲
い
は
比
較
的
簡
素
で
、
切
虎
落
造
り
で
あ
る
。
こ
の
小
屋

囲
い
は
次
第
に
板
張
り
と
な
る
た
め
、
ま
だ
初
期
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

小
屋
の
入
り
口
の
役
割
を
果
た
す
鼠
木
戸
は
ま
だ
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
鼠
木
戸
は
時

代
が
下
が
る
と
入
口
用
と
出
口
用
と
で
二
つ
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

ま
た
櫓
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
三
つ
道
具
と
槍
も
初
期
形
態
を
示
す
描
写
表
現
で
あ

る
。
現
在
も
歌
舞
伎
の
劇
場
に
は
こ
れ
ら
の
道
具
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
伝
統

が
続
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
は
興
味
深
い
。
櫓
上
に
槍
や
梵
天
、
三
つ
道

具
を
入
口
に
置
く
由
来
に
は
諸
説
あ
り
様
々
な
文
献
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

『
守
貞
漫
稿
』
に
は
、「
櫓
の
上
に
梵
天
帝
釈
を
勧
請
し
障
礙
災
難
を
祓
ふ
祈
り
と
い

ひ
鎗
を
並
ぶ
る
は
非
常
を
禁
る
也
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
説
に
は
、
最
初

芝
居
見
物
に
着
た
武
士
の
一
行
が
櫓
上
に
槍
な
ど
を
置
い
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
は
、
阿
国
歌
舞
伎
時
代
か
ら
の
伝
統
で
は
あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
に

よ
っ
て
槍
な
ど
の
置
き
方
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
最
初
期
に
は
立
て
て
置
か
れ
、

次
第
に
な
な
め
に
立
て
か
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
地
面
と
水
平
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ゆ
く
。
前
述
し
た
四
本
の
洛
中
洛
外
図
で
は
槍
な
ど
は
す
べ
て
縦
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
歌
舞
伎
の
初
期
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
櫓
上

に
は
幔
幕
が
張
ら
れ
、
下
り
藤
紋
を
大
き
く
染
め
出
し
て
い
る
。
初
期
の
歌
舞
伎
を

描
い
た
作
品
に
は
こ
の
下
り
藤
紋
を
掲
げ
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
そ
し
て
方
二
間

の
、
床
は
吹
抜
け
の
舞
台
造
り
で
あ
り
、
向
か
っ
て
左
手
に
は
橋
掛
り
が
あ
り
能
舞

台
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
脇
座
は
な
い
。
時
代
が
下
が
る
と
、
床
下
に
板
が

は
め
ら
れ
、
さ
ら
に
舞
台
に
脇
座
が
つ
く
ら
れ
る
。
脇
座
で
は
、
三
味
線
を
弾
く
遊

女
が
並
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
屛
風
に
描
か
れ
た
芝
居
小

屋
は
初
期
形
態
を
示
し
て
い
る
。

　

芝
居
見
物
に
き
た
大
勢
の
人
た
ち
は
何
を
観
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

舞
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
前
出
の
洛
中
洛
外
図
に
も
み
ら
れ
た
「
茶
屋

あ
そ
び
」
と
い
う
演
目
で
あ
る
。
向
か
っ
て
右
側
か
ら
男
装
の
「
カ
ブ
キ
モ
ノ
」、

女
装
の
「
茶
屋
の
か
か
」、
そ
し
て
道
化
役
「
猿
若
」
が
並
ぶ
。
目
付
柱
の
と
こ
ろ

で
正
座
す
る
の
は
禿
と
思
わ
れ
る
。

　

本
屛
風
の
歌
舞
伎
舞
台
を
見
て
い
る
と
、
実
は
前
述
の
京
博
本
洛
中
洛
外
図
の
北

野
社
頭
に
お
け
る
歌
舞
伎
芝
居
小
屋
と
殆
ど
同
じ
つ
く
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

（
図
十
三
）。
興
味
深
い
点
は
、
二
つ
の
場
所
は
違
う
が
小
屋
の
形
態
や
水
引
幕
の
色

彩
な
ど
類
似
点
が
各
所
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
初
期
」
の
歌
舞
伎
小
屋
の

形
態
描
写
の
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
歌
舞
伎
小
屋
の
標

準
的
な
形
態
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
第
三
章
に
お
い
て
推
定
し
た
当
該
屛
風
の
景
観

年
代
―
―
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
か
ら
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
―
―
か
ら
京

博
本
の
成
立
と
比
較
的
近
い
時
期
に
絞
り
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
野
社
と
四
条

河
原
と
い
う
場
所
の
相
違
か
ら
し
て
当
該
屛
風
が
少
し
遅
れ
た
こ
ろ
と
考
え
る
。
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次
に
制
作
年
代
を
考
え
る
手
続
き
と
し
て
ま
ず
本
屛
風
の
筆
者
問
題
に
つ
い
て
述

べ
て
ゆ
く
。

五
、
当
該
屛
風
の
筆
者
問
題

　

ま
ず
は
顔
貌
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
当
該
屛
風
で
は
男
女
と
も
に
顔
は
全
体

的
に
薄
く
、
目
や
鼻
な
ど
の
パ
ー
ツ
は
離
れ
て
い
る
（
図
十
四
）。
屛
風
の
サ
イ
ズ

と
同
じ
よ
う
に
顔
の
パ
ー
ツ
が
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
る
こ
と
も
離
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
一
因
だ
ろ
う
。
女
性
の
眼
と
口
は
、
割
っ
た
筆
先
で
点
を
打
っ
た
よ
う
な

筆
致
で
あ
る
。
さ
ら
に
顔
の
比
率
は
体
に
比
べ
て
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
以
上
の

特
徴
に
よ
っ
て
鑑
賞
す
る
者
は
ま
ず
人
形
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
、
芝

居
小
屋
で
カ
ブ
キ
モ
ノ
を
演
じ
て
い
る
女
性
は
胸

を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
軽
妙

な
筆
で
人
間
的
で
な
く
マ
ス
コ
ッ
ト
的
な
可
愛
ら

し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
の
極
端
な

下
が
り
眉
も
本
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る

（
図
十
五
）。
男
女
い
ず
れ
に
し
て
も
全
体
と
し
て

マ
ス
コ
ッ
ト
的
な
形
態
の
た
め
、
幼
い
印
象
を
与

え
る
。
鼻
梁
は
、
高
く
、
鼻
筋
は
長
く
大
き
め
に

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
画
家
は
、
多
く
の
女

性
の
首
に
顔
の
輪
郭
と
は
別
に
一
筋
の
線
を
引

く
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
人
形
的
イ
メ
ー
ジ
を
一
層

印
象
づ
け
る
の
は
、
顎
か
ら
首
に
か
け
る
な
だ
ら

か
な
横
顔
の
輪
郭
線
で
あ
る
（
図
十
六
）。

　

し
か
し
他
の
箇
所
を
見
て
ゆ
く
と
、
顔
貌
と
は

ま
た
異
な
っ
た
描
法
が
見
受
け
ら
れ
る
。
髪
の

毛
の
表
現
は
一
本
一
本
き
ち
ん
と
描
か
れ
て
い

る
。
相
撲
を
と
る
力
士
た
ち
の
身
体
は
前
述
し
た

人
形
的
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
て
正
確
な
線
が
引
か

れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
風
景
描
写
も

本
格
的
な
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
山
肌
や
岩
皺
の

漢
画
風
の
描
写
は
さ
き
に
み
た
人
形
的
描
写
と
は

異
な
っ
た
、
深
み
の
あ
る
線
で
あ
る
（
図
十
七
）。
画
家
は
漢
画
の
描
法
を
き
ち
ん

図14　同（部分）

図13　京都国立博物館本洛中洛外図
（『都の形象　洛中・洛外の世界』展

図録75頁）

図13　�細見美術館所蔵「東山四条河
原遊楽図屛風」（第6扇部分）

図15　同（部分）図16　同（部分）
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

と
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
狩
野

派
の
漢
画
を
学
ん
だ
画
家
は
素

朴
な
表
現
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
が
、
学
ん
で
い
な
い
画
家
に

は
、
漢
画
風
筆
致
を
出
す
こ
と

は
難
し
い
。
本
屛
風
の
筆
者

は
、
正
系
で
は
な
い
も
の
の
狩

野
派
の
筆
致
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論

の
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た

が
、
松
と
桜
の
木
の
幹
の
色
を

逐
一
変
え
て
い
る
点
、
松
の
下

枝
の
描
き
方
、
根
の
張
り
方
、
ど
れ
を
見
て
も
、
非
常
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
の
人
物
の
衣
紋
線
に
は
金
泥
で
縁
取
り
が
な
さ
れ
、
丁
寧
さ
が
窺
え
る
。

人
物
描
写
は
一
見
漫
画
的
で
あ
り
、
そ
の
筆
使
い
に
は
軽
妙
さ
が
見
受
け
ら
れ
な
が

ら
、
こ
の
屛
風
の
筆
者
は
漢
画
的
描
法
も
随
所
に
出
す
。
一
見
素
朴
な
人
物
の
可
愛

ら
し
い
表
現
は
、
第
一
章
に
お
け
る
推
測

―
本
屛
風
の
小
さ
さ
や
色
彩
の
鮮
や
か

さ
か
ら
注
文
主
は
女
性
と
す
る
想
定
―
―
も
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
の

推
測
を
詳
述
し
、
引
き
続
き
筆
者
問
題
と
制
作
年
代
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

六
、
奈
良
絵
本
と
の
関
連
に
つ
い
て

　

当
該
屛
風
の
筆
致
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
奈
良
絵

本
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
を
参
照
す
る
。
こ
の
奈
良
絵
本
は
歌
舞
伎
誕
生
の
由
来
を

詞
書
き
と
挿
絵
に
よ
っ
て
記
し
た
冊
子
構
成
）
（（
（

と
な
っ
て
お
り
、
大
和
文
華
館
所
蔵

「
阿
国
歌
舞
伎
草
紙
」、
松
竹
大
谷
図
書
館
所
蔵
「
か
ふ
き
の
さ
う
し
」
の
二
本
と
と

も
に
歌
舞
伎
の
誕
生
を
物
語
る
史
料
と
し
て
聞
こ
え
が
高
い
。
こ
の
奈
良
絵
本
の
筆

致
に
つ
い
て
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
ゆ
く
。

　

一
般
に
、
奈
良
絵
本
の
挿
絵
は
素
朴
や
稚
拙
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
と
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
実
際
、
絵
師
の
名
前
が
判
明
す
る
作
品
は
殆
ど
な
く
、
現
在
数
多
く
残

る
奈
良
絵
本
は
不
明
な
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
美
術
史
的
側
面
か
ら
の
研
究
の
進
捗

が
遅
い
理
由
は
、「
奈
良
絵
本
」
と
い
う
名
称
自
体
が
近
代
以
前
に
は
な
く
、
明
治

に
入
っ
て
後
、
総
称
と
し
て
付
け
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
説
明
で
き
る
。

｢

奈
良
絵
本｣

の
定
義
が
現
在
も
明
確
で
な
い
こ
と
は
問
題
で
あ
る
が
、
平
た
く
い

え
ば
「
奈
良
絵
本
」
と
は
、
御
伽
草
子
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
奈
良

絵
本
定
義
を
仲
田
勝
之
助
氏
に
よ
る
名
著
『
絵
本
の
研
究
』
か
ら
引
用
し
た
い
。

　
　

�

…
…
形
式
か
ら
い
へ
ば
鎌
倉
時
代
の
中
葉
か
ら
種
々
の
古
説
話
や
偉
人
の
事
蹟

や
神
仏
の
霊
験
談
等
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
詞
書
を
挿
絵
で
補
つ
た
所
謂
絵
巻

が
、
室
町
時
代
に
至
つ
て
巻
物
が
帖
と
な
り
書
冊
形
を
と
つ
て
草
子
と
呼
ば
れ

た
も
の
が
即
ち
そ
れ
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
迄
も
及
ん
で
ゐ
る
（
中
略
）
つ
ま

り
未
だ
絵
巻
が
上
流
の
翫
び
物
で
あ
つ
た
や
う
に
、
こ
れ
は
上
流
の
婦
女
の
読

物
で
あ
つ
た
の
で
、
中
世
以
前
の
物
語
や
お
伽
草
子
、
仮
名
草
子
、
舞
の
本
、

浄
瑠
璃
本
等
を
含
ん
で
ゐ
た
。
即
ち
上
流
の
み
の
翫
弄
物
で
あ
つ
た
絵
巻
が
、

内
容
に
変
化
は
な
く
と
も
、
よ
り
一
般
化
し
て
書
冊
の
形
を
と
り
、
近
世
的
分

子
を
加
へ
た
の
が
奈
良
絵
本
で
あ
る
と
云
え
る
…
…）（（
（

最
後
の
一
文
に
記
さ
れ
た
「
近
世
的
分
子
」
に
、
第
二
章
で
述
べ
た
「
恨
み
の
介
」

図17　同（部分）
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の
〝
近
世
性
〟
が
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
仲
田
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

物
語
の
「
内
容
に
変
化
は
な
く
と
も
」、
書
く
側
と
そ
れ
を
読
む
側
に
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
っ
た
種
の
気
分
―
―
近
世
性
―
―
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語

の
内
容
が
中
世
的
で
あ
る
分
、
挿
絵
や
脇
の
文
章
に
そ
の
気
分
は
顕
著
に
現
れ
て
ゆ

く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
「
二

－

二
、
当
該
屛
風
と
『
恨
の
介
』」
に
お
い

て
、「
こ
の
近
世
性
が
文
学
世
界
に
表
現
さ
れ
た
後
の
こ
と
は
後
述
す
る
」
と
し
た
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
述
べ
た
い
。

　

室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
絵
画
世
界
で
は
、
奈
良
絵
本
や
風
俗
画
が
生

ま
れ
て
き
た
。
時
の
権
力
者
は
勿
論
、
人
々
を
魅
了
し
た
絵
画
で
あ
る
。
奈
良
絵
本

や
風
俗
画
が
こ
の
時
期
に
誕
生
し
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
理
由
―
―
そ
れ
は
近
世

性
の
表
出
に
共
感
を
得
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

前
述
し
た
『
閑
吟
集
』
は
永
正
十
五
年
（
一
五
〇
八
）
の
編
纂
で
あ
る
。
応
仁
の

乱
の
衝
撃
か
ら
人
々
の
心
の
内
に
芽
生
え
て
き
た
現
世
意
識
―
―
近
世
性
―
―
は

『
閑
吟
集
』
よ
り
少
し
前
辺
り
か
ら
「
文
学
」
に
現
れ
る
。
そ
し
て
『
閑
吟
集
』
編

纂
に
よ
り
そ
れ
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
洛
中
洛
外
図
の
文
献
上
の
初
出

も
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

文
学
世
界
に
少
し
遅
れ
て
絵
画
世
界
に
も
近
世
性
が
表
出
し
て
く
る
。
描
く
側
も
、

享
受
す
る
側
も
、
近
世
へ
の
準
備
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、

奈
良
絵
本
、
そ
し
て
風
俗
画
が
こ
れ
だ
け
の
隆
盛
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
恨
の
介
』、
奈
良
絵
本
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」、
当
該
「
東
山
四
条
河
原

遊
楽
図
屛
風
」
の
三
者
に
は
共
通
す
る
要
素
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

以
下
で
は
こ
れ
を
検
証
す
る
。

　
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
筆
者
は
不
明
で
あ
る
。
制
作
年
代
は
名
古
屋
山
三
が
亡

霊
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
没
し
た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
よ
り
元
和

末
年
（
一
六
二
四
）
ま
で
の
間
で
あ
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
歌
舞
伎
小
屋
の
形
態
や

描
法
の
様
子
か
ら
も
そ
れ
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
筆
致
と
当
該
屛

風
の
筆
致
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　

男
性
の
顔
貌
（
図
十
八
）
は
前
述
し
た
顎
か
ら

首
に
か
け
る
な
だ
ら
か
な
横
顔
の
線
を
も
ち
両

作
品
に
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。
顔
の
傾
き
加
減

と
、
下
が
っ
た
眉
の
形
は
、
両
作
品
に
共
通
す

る
筆
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
眼
や
鼻
、
口
が
離
れ

て
描
か
れ
て
お
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
こ
ぢ
ん

ま
り
と
し
て
い
る
こ
と
も
類
似
点
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
（
図
十
九
、
図
二
十
）。

図18　國女歌舞伎絵詞（部分）　�当該「遊楽図屛風」（部分）
図19　國女歌舞伎絵詞

（部分）

（a）

（b）

（c）

図20
当該「遊楽図屛風」（部分）
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

　

続
い
て
、
樹
木
の
表
現
（
図
二
十
一
）
を
検
証
し
て
ゆ
く
。
松
の
描
き
方
は
、
特

に
下
枝
を
跳
ね
さ
せ
た
よ
う
に
リ
ズ
ム
よ
く
細
い
線
で
仕
上
げ
る
と
こ
ろ
が
酷
似
し

て
い
る
。
幹
の
色
使
い
も
よ
く
似
て
お
り
、
両
作
品
に
流
れ
る
空
気
は
全
体
に
お
い

て
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
五
章
に
お
い
て
、
本
屛
風
の
筆
者
は
、
丁
寧
で
高
度
な
画
技
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
が
、「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　

た
と
え
ば
、
衣
紋
が
的
確
な
線
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
、
男
女
で
顔
の
色
を
逐
一
変

え
て
い
る
こ
と（
こ
の
特
徴
は
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
お
け
る
、

桜
と
松
の
幹
の
色
を
変
え
る
こ
ま
や
か
さ
に
通
じ
る
）、
馬
の
描
写
な
ど
、
や
は
り

漢
画
の
画
法
を
学
ん
だ
絵
師
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」の
筆
の
的
確
さ
を
伝
え
る
資
料
と
し
て『
出
雲
阿
国
』

展
覧
会
図
録
に
収
載
さ
れ
た
大
森
拓
土
氏
の
図
版
解
説
を
挙
げ
る
。
大
森
氏
は
、
本

作
品
の
絵
師
に
つ
い
て
「
正
規
の
画
技
を
学
ん
だ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
」
お
り
、
本

作
品
が
一
見
稚
拙
に
み
え
る
の
は
こ
の
絵
師
が
「
総
じ
て
詞
書
の
内
容
を
説
明
的
に

描
く
意
識
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
挿
図
自
体
が
強
く
自
己
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
物
語
を
補
助
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
」
た
め
で
あ
る

と
指
摘
す
る
）
（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
当
該
屛
風
の
筆
致
と
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
筆
致
は
類
似
し
て

お
り
、
画
技
が
近
い
絵
師
に
よ
る
作
品
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
屛
風
を

こ
の
絵
師
は
「
あ
え
て
」（
稚
拙
で
は
な
く
）
素
朴
に
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
屛
風
が
か
な
り
小
さ
く
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ

の
注
文
主
を
女
性
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
女
性
の
た
め
に
人
物
の
マ
ス
コ
ッ

ト
的
な
素
朴
な
愛
ら
し
さ
を
敢
え
て
表
現
す
る
こ
と
は
こ
の
画
家
に
と
っ
て
は
簡
単

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
が
注
文
主
に
対
す
る
画
家
の
器
量
で
あ
っ
た
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
人
物
の
筆
致
の
類
似
点
、
そ
し
て
素
朴
表
現
に
垣
間
見
え
る
漢
画
的
描
写

の
共
通
項
か
ら
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
と
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」

の
筆
者
は
狩
野
派
に
属
す
る
画
技
や
時
代
に
お
い
て
近
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

さ
ら
に
風
俗
画
史
の
な
か
で
い
え
ば
、
本
屛
風
は
「
野
外
遊
楽
図
」
と
い
う
分
野

に
入
る
作
品
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
分
野
は
、
洛
中
洛
外
図
か
ら
派

生
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
連
の
作
品
群
で
あ
る
。
遊
楽
図
の
嚆
矢
は
永
禄

年
間
（
一
五
五
八

－

一
五
七
〇
）
の
制
作
と
さ
れ
る
「
高
雄
観
楓
図
」
で
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
洛
中
洛
外
図
同
様
元
亀
・
天
正
に
か
け
て
作
品
が
出
現
し
て
お
ら
ず
、
慶

図21　國女歌舞伎絵詞（部分 a）

國女歌舞伎絵詞（部分 b）

当該「遊楽図屛風」（部分）

当該「遊楽図屛風」（部分）
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文
化
情
報
学　

十
二
巻
一
号
（
平
成
二
十
八
年
十
月
）

長
は
じ
め
こ
ろ
に
狩
野
長
信
に
よ
る
「
花
下
遊
楽
図
屛
風
」
が
描
か
れ
る
。
こ
の
時

期
を
境
に
遊
楽
図
は
発
展
を
遂
げ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
山
根
有
三
氏
は
遊
楽
図
に
関
し

て
「『
高
雄
観
楓
図
』
か
ら
『
花
下
遊
楽
図
』
へ
」
と
い
う
流
れ
と
「『
名
所
風
俗
図
』

か
ら
『
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
』
な
ど
へ
」
と
い
う
流
れ
の
二
つ
が
あ
る
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
）
（（
（

。
筆
者
は
二
つ
の
流
れ
の
内
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」

は
「
名
所
風
俗
図
」
に
位
置
し
、
の
ち
に
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
屛
風
」
の
系
統

へ
繋
が
っ
て
ゆ
く
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。
で
は
、
祇
園
、
北
野
も
名
所
で
あ
れ
、

い
っ
た
い
「
名
所
風
俗
図
」
と
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
」
系
統
の
相
違
点
は
い
か

な
る
箇
所
か
。「
名
所
風
俗
図
」
と
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
」
系
統
の
違
い
に
つ

い
て
山
根
氏
の
説
か
ら
検
討
す
る
と
、
名
所
風
俗
図
の
舞
台
は
広
範
囲
で
あ
り
、
ま

だ
洛
中
洛
外
図
か
ら
分
化
し
た
ば
か
り
の
地
理
的
な
要
素
を
も
含
ん
だ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
方
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
」
系
統
は
長
円
寺
所
蔵

の
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
屛
風
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
社
寺
の
境
内

が
大
き
く
一
隻
に
配
さ
れ
、
人
々
の
遊
楽
は
そ
の
内
と
周
辺
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
近
年
見
出
さ
れ
た
個
人
蔵
の
「
北
野
社
頭
遊
楽
図
屛
風
」
も
こ
の
系
統
に
あ
た

る
だ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
当
該
屛
風
は
、
洛
中
洛
外
図
か
ら
分
化
し
た

格
好
で
あ
り
、
一
つ
の
社
寺
の
中
で
は
な
く
、
一
定
の
広
い
地
域
に
配
さ
れ
た
社
寺

と
そ
の
地
域
の
人
々
を
捉
え
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
該
屛
風
は
「
名
所
風
俗

図
」
の
な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
屛
風
は
祇
園
社
や
東
山
を
描
き
、
北

野
を
描
い
た
片
隻
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
可
視
的
に
は
洛
中
洛
外
図
の
視
点

に
近
い
。「
名
所
風
俗
図
」
が
時
代
を
下
が
る
に
つ
れ
て
「
祇
園
・
北
野
社
遊
楽
図
」

系
統
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
見
た
場
合
、「
名
所
風
俗
図
」
寄
り
の
形
態
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
当
該
屛
風
の
構
図
は
遊
楽
図
の
流
れ
の
前
期
段
階
に
位
置
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
当
該
屛
風
、
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
の
両
作
品
に
見
受
け
ら
れ
る
「
漢
画
的
」

「
狩
野
派
的
」
な
描
写
を
さ
ら
に
援
用
す
る
作
品
と
し
て
、
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学

博
物
館
所
蔵
「
長
恨
歌
」
三
冊
も
例
に
挙
げ
た
い
。「
長
恨
歌
」
は
、
奈
良
絵
本
系

統
に
属
す
る
冊
子
本
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
は
「（
奈
良
絵
本
の
）
通
例
の

稚
拙
な
画
風
と
異
な
り
、
狩
野
派
に
極
め
て
近
い
江
戸
時
代
初
期
の
絵
師
の
作
と
思

わ
れ
る
品
格
の
あ
る
筆
致
」）（（
（

と
の
指
摘
が
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
狩
野
派
や
漢
画

的
画
法
を
学
ん
だ
絵
師
が
奈
良
絵
本
の
制
作
に
関
わ
っ
た
な
ら
ば
、
狩
野
派
に
属
す

る
絵
師
が
奈
良
絵
本
と
屛
風
作
品
両
方
に
手
を
拡
げ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
当
該

「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
と
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
関
わ
り
も
さ
ら
に
強

く
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
奈
良
絵
本
の
描
写
を
一
概
に
〝
プ
リ
ミ
テ
ィ

ブ
〟
と
表
現
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
は
慶
長
半
ば
か
ら
元
和
頃
に
か
け
て
の
制
作
で
あ
る
。
す

る
と
当
該
屛
風
の
制
作
年
代
も
ほ
ぼ
同
時
期
、
す
な
わ
ち
慶
長
末
頃
で
あ
っ
た
と
推

測
し
た
い
。
こ
の
作
品
に
は
慶
長
に
代
表
さ
れ
る
〝
近
世
初
期
の
気
分
〟
―
―
『
恨

の
介
』
に
顕
れ
る
現
世
謳
歌
、
現
世
主
義
の
気
分
―
―
が
満
た
さ
れ
て
い
る
た
め
、

同
時
代
の
画
家
で
な
け
れ
ば
こ
の
作
品
を
描
け
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。「
國

女
歌
舞
伎
絵
詞
」
も
『
恨
の
介
』
も
時
世
粧
、
風
俗
描
写
が
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
画
家
は
歌
舞
伎
舞
台
だ
け
で
な
く
、
見
物
客
の

様
子
や
花
見
の
図
を
多
彩
に
描
き
、
現
世
を
愉
し
む
人
々
の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
姿

勢
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
恨
の
介
』
に
書
か
れ
た
祇

園
や
北
野
と
い
っ
た
土
地
は
、
当
時
流
行
り
始
め
た
ば
か
り
の
遊
楽
地
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
場
所
が
あ
ざ
や
か
に
描
き
込
ま
れ
た
当
該
屛
風
は
、
当
時
の
人
々
の
時

代
精
神
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

七
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
細
見
美
術
館
所
蔵
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
し
て
、
主
に
景

観
年
代
・
制
作
年
代
、
筆
者
問
題
の
検
討
、
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

　

景
観
年
代
は
慶
長
十
七
年
以
降
、
慶
長
末
か
ら
元
和
初
期
頃
ま
で
と
し
、
制
作
年

代
も
こ
の
時
期
に
準
ず
る
こ
ろ
と
考
察
す
る
。

　

本
作
品
は
狩
野
派
正
系
で
は
な
い
も
の
の
、
狩
野
派
の
画
技
を
学
ん
だ
画
家
に
よ

る
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
筆
者
問
題
を
考
究
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
奈
良
絵
本
制
作
に

は
近
世
初
期
狩
野
派
が
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
美
術
史
学
的
に
重
要
な
位

置
に
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
第
六
章
で
指
摘
し
た
奈
良
絵
本
「
長
恨
歌
」
と
近

世
初
期
狩
野
派
と
の
関
わ
り
の
説
も
、
当
該
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
と
國

女
歌
舞
伎
絵
詞
の
関
連
性
か
ら
援
用
で
き
る
。
同
時
に
、
御
用
絵
師
で
あ
る
狩
野
派

の
手
に
よ
っ
て
奈
良
絵
本
が
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
奈
良
絵
本
自
体
の

美
術
史
的
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

文
献

〈
書
籍
〉

・�

仲
田
勝
之
助
（
一
九
五
〇
）『
絵
本
の
研
究
』
美
術
出
版
社

・�

市
古
貞
次
ほ
か
編
（
一
九
六
三
）『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座　

第
十
六
巻　

御
伽
草
子
・
仮

名
草
子
』
角
川
書
店

・�

山
根
有
三
（
一
九
六
七
）『
日
本
の
美
術
十
七　

桃
山
の
風
俗
画
』
平
凡
社

・�

内
藤
湖
南
（
一
九
七
六
）『
日
本
文
化
史
研
究
（
下
）』
講
談
社

・�

武
田
恒
夫
ほ
か
（
一
九
七
七
）『
日
本
屛
風
絵
集
成　

第
十
四
巻　

風
俗
画　

遊
楽
・
誰
ヵ

袖
』
講
談
社

・�

武
田
恒
夫
ほ
か
（
一
九
七
八
）『
日
本
屛
風
絵
集
成　

第
十
三
巻　

風
俗
画　

祭
礼
・
歌

舞
伎
』
講
談
社　

・�

市
古
貞
次
ほ
か
（
一
九
八
〇
）『
図
説　

日
本
の
古
典　

第
十
三
巻
』
集
英
社

・�

原
田
伴
彦
ほ
か
（
一
九
八
三
）『
近
世
風
俗
図
譜
２　

遊
楽
』
小
学
館

・�

横
井
清
ほ
か
（
一
九
八
三
）『
近
世
風
俗
図
譜
５　

四
条
河
原
』
小
学
館

・�

奥
平
俊
六
（
一
九
八
七
）「
遊
楽
図
二
題　
『
清
水
寺
遊
楽
図
』・『
春
秋
遊
楽
図
』」〔『
古

美
術　

81
号
』
三
彩
社　

所
収
〕

・�

京
都
国
立
博
物
館
／
東
京
国
立
博
物
館
（
一
九
八
八
）『
シ
ー
ボ
ル
ト
と
日
本
』

・�

土
井
洋
一
ほ
か
（
一
九
九
三
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

五
十
六　

閑
吟
集
』
岩
波
書
店

・�

京
都
国
立
博
物
館
（
一
九
九
六
）『
洛
中
洛
外
図　

都
の
形
象
―
洛
中
・
洛
外
の
世
界
』
京

都
国
立
博
物
館

・�

黒
田
日
出
男
（
一
九
九
六
）『
謎
解
き
洛
中
洛
外
図
』
岩
波
新
書

・�

田
沢
裕
賀
（
二
〇
〇
六
）『
日
本
の
美
術　

第
四
八
三
号
』
至
文
堂

・�

狩
野
博
幸
（
二
〇
〇
七
）『
新
発
見　

洛
中
洛
外
図
屛
風
』
青
幻
舎

・�

島
根
県
立
美
術
館
（
二
〇
一
三
）『
出
雲
阿
国
』

・�

細
見
美
術
館
（
二
〇
一
四
）『
伊
藤
若
冲
と
京
の
美
術　

細
見
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
精
華
』
青

幻
舎

・�

京
都
国
立
博
物
館
／
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

　
「
京
都
国
立
博
物
館
構
内
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
（
一
九
九
八
年
八
月
八
日
）」

　

<http://w
w
w
.kyoto-arc.or.jp/new

s/gensetsu/92kyouhaku.pdf>

　
（
六
月
十
日　

閲
覧
）

・�

京
都
大
学
附
属
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

<http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/okuni/jpn/okuindxj.htm
l>
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文
化
情
報
学　

十
二
巻
一
号
（
平
成
二
十
八
年
十
月
）

　
（
六
月
十
日　

閲
覧
）

〈
史
料
〉

・�『
当
代
記
』〔
国
書
刊
行
会
（
一
九
一
一
）『
史
籍
雑
纂　

第
二
』
国
書
刊
行
会　

所
収
〕

・�『
恨
の
介
』『
竹
斎
』〔
前
田
金
五
郎
ほ
か
校
註（
一
九
六
五
）『
日
本
古
典
文
学
大
系（
九
十
）

假
名
草
子
集
』
所
収
〕

・�

喜
多
村
筠
庭
（
一
八
三
九
）『
画
証
録
』〔
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
（
一
九
七
四
）『
日
本

随
筆
大
成
』　

第
二
期
四
巻　

所
収
〕

・�

神
沢
杜
口（
一
七
七
六
）『
翁
草
』〔
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部（
一
九
七
八
）『
日
本
随
筆
大
成
』

第
三
期
十
三
巻　

所
収
〕

・�

浅
井
了
意
（
一
六
五
九
）『
東
海
道
名
所
記
』〔
朝
倉
治
彦
訳
（
一
九
七
九
）『
東
洋
文
庫

３
４
６
』
平
凡
社　

所
収
〕

・�『
閑
吟
集
』〔
小
林
芳
規
ほ
か
校
註
（
一
九
九
三
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
五
十
六
）』

岩
波
書
店　

所
収
〕

図
版
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
に
関
す
る
注
記

　

本
論
に
収
載
し
た
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」（
図
十
八
・
図

十
九
・
図
二
十
一
）
は
以
下U

RL

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
画
像
の
部
分
で
あ
る
。

図
十
八

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0010.htm

l

図
十
九
（
ａ
）

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0028.htm

l

図
十
九
（
ｂ
）

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0014.htm

l

図
十
九
（
ｃ
）

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0009.htm

l

図
二
十
一
（
ａ
）

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0005.htm

l

図
二
十
一
（
ｂ
）

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i235/im
age/01/i235s0027.htm

l

註（
１
）��

例
外
的
に
、
林
原
美
術
館
所
蔵
洛
中
洛
外
図
（
池
田
本
）
は
、
逆
勝
手
と
順
勝
手
両
方

を
使
っ
て
描
か
れ
る
。

（
２
）��『
恨
み
の
介
』
は
、
主
人
公
「
恨
の
介
」
の
悲
恋
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
野
間
光
辰

氏
の
研
究
（『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座　

第
十
六
巻　

御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
』
解
説
）

に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
五
月
十
日
、
好
色
無
頼
の
罪
に
問
わ
れ
て
没

し
た
幕
府
旗
本
の
松
平
若
狭
守
近
次
と
禁
裡
女
房
を
勤
め
て
い
た
女
の
密
通
事
件
を
モ

デ
ル
に
し
た
作
品
で
あ
り
、
慶
長
十
七
年
頃
か
ら
末
年
ま
で
の
制
作
と
さ
れ
る
。

（
３
）��
武
田
恒
夫
（
一
九
七
七
）「
遊
楽
風
俗
図
の
成
立
と
展
開
」〔『
日
本
屛
風
絵
集
成
（
十
四
）

風
俗
画　

遊
楽
・
誰
ヵ
袖
』
講
談
社　

所
収
〕
一
一
六
頁

（
４
）��

内
藤
湖
南（
一
九
七
六
）「
応
仁
の
乱
に
つ
い
て
」〔
内
藤
湖
南
『
日
本
文
化
史
研
究（
下
）』

一
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新
出
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
に
関
す
る
検
討

講
談
社　

所
収
〕
六
十
五
頁

（
５
）��

以
上
三
首
の
訳
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
五
十
六
）
閑
吟
集
』（
岩
波
書
店
）

を
参
考
に
し
た
。

（
６
）��
前
田
金
五
郎
ほ
か
校
註
（
一
九
六
五
）『
假
名
草
子
集
』
岩
波
書
店　

十
六
頁
、
森
田

武
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
７
）��

前
田
金
五
郎
ほ
か
校
註
（
一
九
六
五
）『
假
名
草
子
集
』
岩
波
書
店　

九
十
三
頁

（
８
）��

一
九
九
八
年
、
京
都
国
立
博
物
館
と
財
団
法
人
京
都
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
の
調
査
。
本

文
に
記
し
た
大
仏
殿
創
建
の
歴
史
は
、
こ
の
際
の
「
現
地
説
明
会
資
料
」
に
基
づ
く
。

（
９
）��

黒
田
日
出
男
（
一
九
九
六
）『
謎
解
き
洛
中
洛
外
図
』
岩
波
新
書
に
よ
る
。

（
10
）��

狩
野
博
幸
（
二
〇
〇
七
）「
洛
中
洛
外
図
の
あ
ゆ
み
」
八
頁
〔『
新
発
見　

洛
中
洛
外
図

屛
風
』
青
幻
舎　

所
収
〕

（
11
）��

京
都
国
立
博
物
館
（
一
九
九
六
）『
都
の
形
象　

洛
中
・
洛
外
の
世
界
』
図
版
解
説
、

九
十
九
頁

（
12
）��

河
野
元
昭
「
四
条
河
原
図
の
成
立
と
展
開
」
一
〇
六
・
一
〇
七
頁
〔
横
井
清
ほ
か

（
一
九
八
三
）『
近
世
風
俗
図
譜
五　

四
条
河
原
』
小
学
館　

所
収
〕

（
13
）��

勝
興
寺
二
十
代
摂
常
に
嫁
い
だ
高
司
関
白
准
后
の
娘
の
持
参
品
と
の
寺
伝
が
あ
る
。

（
14
）��

河
野
元
昭
「
四
条
河
原
図
の
成
立
と
展
開
」
一
〇
五
頁〔
横
井
清
ほ
か（
一
九
八
三
）『
近

世
風
俗
図
譜
五　

四
条
河
原
』
小
学
館　

所
収
〕

（
15
）��

紙
数
は
十
四
丁
で
あ
り
、
そ
の
内
極
彩
色
挿
絵
十
五
面
を
含
む
。
縦
十
八
㎝
、
横

二
十
七
㎝
の
冊
子
本
で
あ
る
。

（
16
）��

仲
田
勝
之
助
（
一
九
五
〇
）『
絵
本
の
研
究
』
八
潮
書
店　

十
二
頁

（
17
）��

島
根
県
立
美
術
館
（
二
〇
一
三
）『
出
雲
阿
国
』
展
図
録
一
四
四
頁
・
一
四
五
頁

（
18
）��

山
根
有
三
「
遊
楽
図
風
俗
図
概
観
―
野
外
遊
楽
図
を
中
心
に
―
」
六
十
七
頁
〔
原
田
伴

彦
ほ
か
（
一
九
八
三
）『
近
世
風
俗
図
譜
二　

遊
楽
』
小
学
館　

所
収
〕

（
19
）��

京
都
国
立
博
物
館
（
一
九
八
八
）『
シ
ー
ボ
ル
ト
と
日
本
』
展
図
録　

狩
野
博
幸
氏
に

よ
る
図
版
解
説　

一
三
六
・
一
三
七
頁

付
記

　

本
論
に
掲
載
し
た
細
見
美
術
館
所
蔵
「
東
山
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」
の
写
真
画

像
は
所
蔵
元
で
あ
る
細
見
美
術
館
の
ご
協
力
を
得
て
執
筆
者
が
撮
影
を
お
こ
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
は
「
國
女
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
画
像

を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
（
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）


