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一
　
『

園
会
細
記
』
に
み
え
る
由
来

現
代
で
も
京
都
を
代
表
す
る
祭
礼
の
ひ
と
つ
、

園
祭
（

園
会
）
の
山
鉾

巡
行
に
参
加
し
て
い
る
山
や
鉾
に
は
、
そ
の
趣
向
や
由
来
を
謡
曲
な
ど
古
典
や

故
実
に
も
と
め
た
も
の
が
多
い
。

そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
や
や
異
質
な
由
来
を
も
つ
も
の
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
の
が
、
霰
天
神
山

あ
ら
れ
て
ん
じ
ん
や
ま

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
山
に
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
由
来
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

霰
天
神
山

あ
ら
れ
て
ん
じ
ん
や
ま

西
へ
入

錦
小
路
室
町

往
昔
、
永
正
年
中
火
災
起
り
し
に
、
時
な
ら
ぬ
霰
降
り
、
猛
火
忽
消
ぬ
、

奇
あ
や
し

見ミ

る
に
、
其
長
一
寸
弐
分
の
天
神
あ
ら
れ
と
と
も
に
降
り
、
屋
の
上

に
と
ゞ
ま
ら
せ
給
へ
り
、
因
て
、
霰
天
神
と
号
し
、
又
ハ
火
除
ひ
よ
け

の
天
神
と

も
名
付
奉
る
、
町
の
名
も
霰
屋
あ
ら
れ
や

町
と
云
、

「
永
正
年
中
」
と
い
え
ば
、
西
暦
で
は
、
一
五
〇
四
年
か
ら
一
五
二
一
年
に

あ
た
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
往
昔
」
と
い
う
の
は
、
一
六
世
紀
前
半
、
つ
ま

り
戦
国
時
代
の
こ
と
に
な
る
。

そ
の
戦
国
時
代
に
、

園
会
山
鉾
を
さ
さ
え
る
下
京
で
「
火
災
」
が
お
こ
っ

た
。
戦
国
時
代
の
下
京
と
い
え
ば
、
京
都
経
済
の
中
心
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、

家
屋
も
密
集
す
る
市
街
地
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
小
さ
な
火
事
で
も
、
大
惨
事
に

な
る
こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
。

実
際
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
、
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
七
月
に
お
こ
っ
た
火

園
会
霰
天
神
山
に
つ
い
て

―
「
永
正
年
中
」
の
「
霰
」
を
め
ぐ
っ
て

―

河
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事
で
は
、「
六
十
六
町
斗
」
が
焼
失
す
る
「
近
年
之
大
火
」

（
１
）

と
い
う
大
き
な
被
害

を
だ
し
て
お
り
、
そ
の
記
憶
と
い
う
の
は
、
永
正
年
中
で
あ
れ
ば
、
い
ま
だ

生
々
し
く
残
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
は
、
突
然
に
「
霰
」
が
降
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
猛

火
」
も
た
ち
ま
ち
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
偶
然
お
こ
っ
た
自
然
現
象
に
よ
っ

て
、
大
惨
事
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
実
は
、
そ
れ
は
偶
然
な
ど
で

は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
よ
く
よ
く
み
て
み
る
と
、
わ
ず
か
「
一
寸
弐
分
」（
約
三
セ
ン

チ
あ
ま
り
）
の
大
き
さ
の
「
天
神
」
が
、「
あ
ら
れ
」（
霰
）
と
い
っ
し
ょ
に
降

っ
て
来
、
屋
根
の
う
え
に
そ
の
す
が
た
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。そ

の
た
め
、
こ
の
天
神
の
こ
と
を
、「
霰
天
神
」
と
も
、「
火
除
の
天
神
」
と

も
い
う
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
町
名
も
「
霰
屋
町
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
の
が
、
右
の
由
来
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
こ
ろ
に
成
立
し
た

『

園
会
細
記
』

（
２
）

と
い
う
書
物
に
記
さ
れ
る
、
霰
天
神
山
に
関
す
る
由
来
で
あ
る
。

応
仁
・
文
明
の
乱
前
、
つ
ま
り
室
町
時
代
の
山
鉾
の
所
在
地
を
記
す
史
料
と

し
て
知
ら
れ
る
『

園
会
山
鉾
事
』
に
も
、
す
で
に
「
天
神
山
　
同
（
錦
少
路
）町
と
室
町

間
」
と
み
え
、
ま
た
、
応
仁
・
文
明
の
乱
後
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
再

興
さ
れ
た
山
鉾
の
な
か
に
も
、「
天
神
山

ト
ヒ
ム
メ

ニ
シ
キ
ノ
小
路
ト
町
ノ
間
也
」
の
存

在
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
室
町
時
代
以
後
に
お
い
て
は
、
現
在
と

ほ
ぼ
同
じ
地
域
に
天
神
山
と
呼
ば
れ
る
山
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
注
意
深
く
み
て
み
る
と
気
が
つ
く
よ
う
に
、
明
応
九
年
段
階
で

は
、「
霰
」
天
神
山
と
は
呼
ば
れ
ず
、「
ト
ヒ
ウ
メ
」
天
神
山
と
呼
ば
れ
て
い
た

よ
う
だ
か
ら
、
霰
天
神
山
の
名
前
は
、
こ
の
時
期
に
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
こ

と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、「
霰
屋
町
」
と
い
う
町
名
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら

も
、
現
在
、
も
っ
と
も
古
い
町
名
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
付
上
下
京
御
膳
方
御
月
賄
米
寄
帳

（
３
）

で
も
、「
錦
小
路
　
天
神
山
」

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、「
霰
屋
町
」
と
い
う
町
名
が
中
世
の
段
階
で
確

認
さ
れ
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、『

園
会
細
記
』
が
記
す
「
霰
屋
町
」
と
い
う
町
名
は
、
い
つ
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代

前
期
の
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
か
ら
同
三
年
（
一
六
二
六
）
こ
ろ
に
つ
く
ら

れ
た
『
都
記
』
と
い
う
地
図
に
「
あ
ら
れ
や
町
」
と
み
え
る
の
が
も
っ
と
も
古

い
。し

た
が
っ
て
、
こ
の
寛
永
年
間
に
は
、
霰
天
神
山
と
呼
ば
れ
る
山
が
あ
っ
た

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
た
だ
、「
あ
ら
れ
や
町
」
の
「
あ

ら
れ
」
が
、
ほ
ん
と
う
に
霰
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
躊
躇
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
後
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に

成
立
し
た
地
誌
『
京
雀
』

（
４
）

巻
五
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。む

ろ
町
西
へ

○
あ
か
ね
や
町
　
此
町
、

園
会
七
日
の
祭
礼
に
宰
府
さ
い
ふ

の
天
神
飛
梅

と
ひ
む
め

の

故
事
こ
じ

を
山
に
か
ざ
り
、
天
神
山
と
号
し
て
、
ま
つ
る
、

こ
こ
に
み
え
る
「
飛
梅
」
と
い
う
の
は
、
か
の
有
名
な
故
実
、「
菅
原
道
真
が

太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
て
京
の
家
を
出
る
時
、
平
生
愛
し
て
い
た
梅
の
木
に
「
東

風
吹
か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て
春
を
忘
る
な
」
と
の
歌
を
詠
ん

だ
と
こ
ろ
、
そ
の
梅
の
木
が
後
に
太
宰
府
に
飛
ん
で
行
き
、
そ
こ
で
生
え
匂
っ

た
」

（
５
）

こ
と
を
意
味
す
る
。

『

園
会
山
鉾
事
』
に
み
え
る
「
ト
ヒ
ウ
メ
」
も
ま
た
、
こ
の
飛
梅
と
考
え
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ら
れ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
明
応
九
年
か
ら
こ
の
寛
文
五
年
こ
ろ
ま
で
は
、
問

題
の
天
神
山
を
か
ざ
る
造
物
風
流
と
い
う
の
は
、
飛
梅
の
故
実
に
ち
な
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、『
都
記
』
に
み
ら
れ
る
「
あ
ら
れ
や
町
」
も
「
あ
か
ね
や
町
」
の
誤

植
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
浮
上
し
て
く
る
わ
け
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

現
在
の
と
こ
ろ
、『

園
会
細
記
』
に
記
さ
れ
る
由
来
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ
り

古
い
文
献
史
料
に
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
中
世
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
さ
だ
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

文
献
史
料
を
定
石
ど
お
り
に
あ
つ
か
っ
て
、
ひ
と
と
お
り
考
え
た
と
し
て
も
、

お
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
結
論
に
落
ち
つ
く
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
思
わ
れ

る
が

（
６
）

、
た
だ
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、『

園
会
細
記
』
の
段
階
に
な

っ
て
、
突
然
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
由
来
と
い
う
の
が
登
場
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
な
ぜ
、
そ
の
由
来
と
い
う
の
が
、「
永
正
年
中
」
に
降
っ
た
「
霰
」
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ

こ
で
は
、
唯
一
の
手
が
か
り
と
も
い
え
る
「
永
正
年
中
」
と
「
霰
」
に
焦
点
を

し
ぼ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
永
正
一
三
年
四
月
の
雹

と
こ
ろ
で
、
霰

あ
ら
れ
と
い
う
の
は
、「
空
中
の
雪
に
過
冷
却
の
水
滴
が
付
着
し
た
、

白
色
不
透
明
な
、
小
さ
な
粒
状
の
も
の
」
で
、「
冬
期
に
限
る
が
、
古
く
は
、
夏

に
降
る
雹
も
含
め
て
も
い
っ
た
」

（
７
）

と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
、
五
ミ
リ
未
満
の
も
の
を
霰
、
五
ミ
リ
以
上
の
も
の
を
雹
ひ
ょ
う
と
い
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
た
し
か
に
、
中
世
の
史
料
で
は
、
霰
と
雹
は
区
別
さ
れ
ず

に
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
史
料
を
さ
が
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

晴
、
入
夜
雨
雹
下
、
雷
鳴
五
六
十
年
以
来
未
聞
次
第
云
々
、
宿
鳥
霰
ニ
被
打

死
云
々

こ
れ
は
、
戦
国
時
代
の
公
家
、
近
衛
尚
通
の
日
記
『
後
法
成
寺
関
白
記
』

（
８
）

永

正
一
三
年
（
一
五
一
六
）
四
月
一
一
日
条
に
み
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。

右
に
よ
れ
ば
、
そ
の
日
、
好
天
だ
っ
た
天
気
は
、
夜
に
な
っ
て
に
わ
か
に
雷

雨
と
な
り
、
雹
も
降
り
だ
し
た
。

雷
鳴
す
さ
ま
じ
く
、
そ
の
さ
ま
は
「
五
六
十
年
以
来
未
聞
次
第
」
で
あ
っ
た

と
い
う
が
、
雹
の
ほ
う
も
尋
常
で
は
な
く
、
そ
れ
に
当
た
っ
て
「
宿
鳥
」（
ね
て

い
る
鳥
）
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

旧
暦
の
四
月
と
い
え
ば
、
も
う
初
夏
、
そ
の
よ
う
な
季
節
に
、
冬
に
降
る
霰

が
雹
と
い
っ
し
ょ
に
降
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
も
、
雹
と
霰

が
区
別
せ
ず
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

実
際
、
こ
の
と
き
の
で
き
ご
と
を
記
し
た
、
ほ
か
の
史
料
で
も
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
月
十
一
日
、
夜
大
霰
、
其
大
如
梅
、
四
条
五
条
川
原
水
鳥
当
霰
死
云
々
、

こ
れ
は
、
醍
醐
寺
理
性
院
の
僧
、
厳
助
の
日
記
『
厳
助
往
年
記
』

（
９
）

の
記
事
で

あ
る
。

こ
こ
で
も
、
雹
で
は
な
く
、「
大
霰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の

区
別
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
こ

の
と
き
に
降
っ
て
き
た
雹
の
大
き
さ
が
、「
梅
」
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
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そ
の
雹
に
当
た
っ
て
死
ん
だ
「
宿
鳥
」
と
い
う
の
が
、
鴨
川
の
「
四
条
五
条
川

原
水
鳥
」
だ
っ
た
こ
と
に
目
が
ひ
か
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
四
条
・
五
条
河
原
の
水
鳥
を
殺
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
雹
で
あ

っ
た
の
な
ら
ば
、
当
然
、
被
害
は
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

事
実
、
つ
ぎ
の
史
料
か
ら
は
、
そ
の
点
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。四

月
十
一
日
ノ
夜
初
夜
之
時
分
、
大
霰
如
梅
、
雷
電
振
地
云
々
、
或
小
家
之

棟
ヲ
打
破
、
或
小
麥
大
麥
絶
種
損
、
其
外
四
条
五
条
之
川
原
、
水
鳥
皆
死

云
々
、
是
於
洛
中
下
京
計
也
、
上
京
者
大
方
之
儀
也
云
々
、
其
霰
至
翌
日
未

消
、
不
可
説
云
々
、

こ
れ
は
、『
永
正
十
三
年
記
』

（
10
）

と
い
う
記
録
に
残
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
の
雹
は
、
水
鳥
を
殺
し
た
だ
け
で
は
な
く
、「
小
家
之
棟
」
を
打
ち
破
り
、

「
小
麥
大
麥
」
に
も
甚
大
な
被
害
を
あ
た
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
京
都
で
は
、
上
京
と
下
京
に
代

表
さ
れ
る
市
街
地
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱
前
と
く
ら
べ
て
小
さ
く
凝
縮
さ
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
連
歌
師
の
宗
長
が
そ
の
日
記
『
宗
長
手
記
』
下

（
11
）

に
「
大
裏
は

五
月
の
麦
の
中
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
天
皇
の
住
ま
う
内
裏
（
大
裏
）
の
間
近

に
ま
で
麦
畑
な
ど
耕
地
が
せ
ま
っ
て
い
た
。

『
永
正
十
三
年
記
』
が
、「
小
家
」
の
被
害
と
な
ら
べ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
小
麥

大
麥
」
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
あ
と
の
記
事
の
ほ

う
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
、「
是
於
洛
中
下
京
計
也
、
上
京
者
大
方
之
儀
也
云
々
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
雹
で
、
と
り
わ
け
被
害
を
こ
う
む
っ
た
の
が
、
下

京
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
に
お
い
て
も
、
雹
の
被
害
と
い
う
の
が
、
局
地
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
十
分
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
こ
の
雹
の
降
っ
た
の
が
、
永
正
一
三
年
四
月
一
一
日
、
つ
ま
り
、

「
永
正
年
中
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
、『

園
会
細
記
』
に
み
ら
れ
る

霰
の
話
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
関
連
が
感
じ
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
の
雹
が
火
災
を
消
し
た
と
い
う
形
跡
に
つ
い
て
は
、

史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
永
正
年
間
に
雹
が
降
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
管

見
の
か
ぎ
り
で
、
こ
の
永
正
一
三
年
と
『
暦
仁
以
来
年
代
記
』

（
12
）

の
永
正
一
〇
年

（
一
五
一
三
）
条
に
記
さ
れ
る
「
五
月
一
日
、
大
霰
降
、
其
大
如
梅
実
也
」
を
の

ぞ
い
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か
ま

で
は
不
明
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
は
る
か
二
五
〇
年
の
時
を
へ
だ
て

て
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
こ
ろ
に
記
憶
と
し
て
掘
り
お
こ
さ
れ
た
可
能
性

と
い
う
の
は
高
い
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
自
然
現
象
が
、
記

憶
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
雹
と
凶
事

そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
の
存
在
で
あ
る
。

（
勘
解
由
小
路
）

在
重
卿
勘
文

今
月
十
一
日
、
亥
時
雷
鳴
、
雨
雹
降
、
大
如
梅
子
、

天
地
瑞
祥
志
曰
、
雹
者
陰
脅
陽
之
象
也
、
其
状
如
積
水
、
此
臣
欲
凌
上
象

也
、
天
鏡
経
云
、
雹
下
与
雨
倶
降
有
賊
害
者
、
庶
民
大
乱
、
京
房
易
伝
云
、

雹
下
傷
木
枝
及
五
穀
者
、
臣
欲
凌
上
、
華
林
天
災
占
云
、
冬
之
過
陽
、
夏

之
伏
陰
也
、
朝
兵
起
、
天
子
凶
、
又
云
、
年
大
飢
、
宋
書
五
行
志
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曰
、
晋
明
帝
大
寧
三
年
四
月
、
雨
雹
倶
降
、
是
年
帝
悪
有
蘇
浚
之
乱
、
孝

武
帝
大
元
十
二
年
四
月
、
雨
雹
、
是
時
有
事
中
州
兵
役
連
歳
、

（
勘
解
由
小
路
）

永
正
十
三
年
四
月
十
二
日
　
　
陰
陽
頭
在
富

従
三
位
在
重

こ
れ
は
、『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
一
三
年
四
月
一
二
日
条
、
つ
ま
り
、
さ

き
に
み
た
記
事
の
翌
日
に
記
さ
れ
た
、
陰
陽
頭
勘
解
由
小
路
在
富
と
そ
の
父
、

在
重
に
よ
る
勘
文
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
一
〇
世
紀
こ
ろ
日
本
で
成
立
し
た
呪
術
的
な
宗
教
と
し
て
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
13
）

陰
陽
道
は
、
室
町
時
代
、
幕
府
の
宗
教
政
策
に
と

も
な
っ
て
、
あ
ら
た
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）

具
体
的
に
は
、
三
代
将
軍
足
利
義
満
が
陰
陽
師
安
倍
有
世
を
重
用
し
た
こ
と

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
も
、
安
倍
氏
に
お
い
て
は
土
御
門
家
が
、
ま
た
安
倍
氏

と
な
ら
ぶ
陰
陽
師
賀
茂
氏
に
お
い
て
は
勘
解
由
小
路
家
が
、
天
変
地
異
な
ど
を

解
釈
し
、
注
進
す
る
勘
申
機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

よ
っ
て
、
右
の
勘
文
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
勘
申
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
内
容
と
い
う
の
は
、
最
初
の
一
行
目
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
前
日

の
一
一
日
に
降
っ
た
雹
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
ま
ず
、
雹
が
降
る
と
い
う
自
然
現
象
が
、
ど
う
や
ら
天
変
地

異
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
右
の
勘
文
で
は
、

「
天
地
瑞
祥
志
」「
天
鏡
経
」「
京
房
易
伝
」「
華
林
天
災
占
」「
宋
書
五
行
志
」
と

い
っ
た
、
陰
陽
道
関
係
と
お
ぼ
し
き
書
物
の
名
前
が
ず
ら
り
と
な
ら
び
、
そ
の

お
の
お
の
に
お
い
て
、
雹
の
降
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
か
が
説

明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
よ
ほ
ど
陰
陽
道
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
理
解

で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
あ
ま
り

よ
い
き
ざ
し
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
読
み
と
れ
よ
う
。

雹
が
降
る
と
い
う
自
然
現
象
が
、
実
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
陰
陽
道
に
お

い
て
も
、
い
か
に
凶
事
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な

な
か
、
こ
の
と
き
も
っ
と
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
宋
書
五
行
志
」
の
説

く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
四
月
に
、「
雨
雹
倶
降
」「
雨
雹
」
＝
雨
と
雹
が
い

っ
し
ょ
に
降
る
と
、「
乱
」、
あ
る
い
は
、「
兵
役
」（
戦
争
）
が
お
こ
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
年
に
実
際
に
乱
や
戦
争
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

こ
の
こ
ろ
が
戦
国
時
代
の
ま
っ
た
だ
な
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
具
体

的
に
ど
の
で
き
ご
と
を
指
し
て
い
る
の
か
は
判
断
が
つ
き
に
く
い
。

た
だ
、
こ
れ
よ
り
一
五
年
前
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
四
月
二
一
日
に
も
、

雹
が
降
り
、
そ
れ
に
対
し
て
だ
さ
れ
た
勘
文
も
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と

い
う
記
憶
は
、
あ
ざ
や
か
に
よ
み
が
え
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
月
廿
一
日
申
時
雷
鳴
雨
雹
降
、
雹
其
大
如
梅
、

天
文
要
録
云
、
夏
雹
降
、
陰
脅
陽
、

又
云
、
冬
之
愆
陽
夏
之
伏
陰
也
、

又
云
、
夏
雹
降
陰
気
専
情
凝
合
也
、

又
云
、
夏
秋
雹
降
者
、
天
子
慎
之
、

又
云
、
夏
雹
降
、
必
兵
革
起
、
大
将
軍
慎
之
、

又
云
、
夏
雹
降
、
其
年
天
旱
人
民
飢
、

又
云
、
四
月
雹
降
、
天
下
有
疾
疫
、

孝
武
帝
大
元
十
二
年
四
月
雷
鳴
雨
雹
、
是
年
有
事
中
州
、
兵
役
連
歳
、

文
亀
元
年
四
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
従
二
位
安
倍
朝
臣
有
宣

右
は
、
公
家
の
三
条
西
実
隆
の
日
記
『
実
隆
公
記
』

（
15
）

文
亀
元
年
四
月
二
三
日

条
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
永
正
一
三
年
の
と
き
は
、
勘
解
由
小
路
家
に
よ
る
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勘
文
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
、
土
御
門
有
宣
に
よ
る
勘
文
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
四
月
に
か
か
わ
る
部
分
で
、「
天
文
要

録
」
と
い
う
書
物
に
よ
れ
ば
、「
兵
役
」
だ
け
で
は
な
く
、「
四
月
雹
降
、
天
下

有
疾
疫
」、
つ
ま
り
疫
病
の
流
行
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
雹
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
家
の
東
坊
城
和
長
の
日
記
「
和
長

記
」
四
月
二
一
日
条
に
も
、「
後
聞
、
占
文
尤
凶
也
、
兵
革
等
云
々

飢
饉
・
炎
旱
、」
と
み
え
る
か
ら
、

四
月
に
雹
が
降
る
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
の
凶
事
と
う
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
だ
け
は
あ
き
ら
か
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
検
討
よ
り
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
、
雹
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
霰
が
、
か
な
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
わ

け
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
な
る
と
逆
に
、
猛
火
を
消
し
さ
っ
た
、
天
神

の
乗
り
物
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
、『

園
会
細
記
』
に
み
え
る
霰
と
の

あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
の
も
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

そ
こ
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
　
大
火
と
雷
と
天
神

そ
こ
で
、
思
い
あ
た
る
の
が
、『

園
会
細
記
』
が
成
立
し
た
宝
暦
七
年
（
一

七
五
七
）
こ
ろ
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
お
よ
そ
半
世
紀
前
の
宝
永
五
年
（
一

七
〇
八
）
三
月
に
お
こ
っ
た
、
宝
永
の
大
火
の
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
時
代
を
と
お
し
て
、
京
都
が
た
び
た
び
大
火
に
み
ま
わ
れ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
初
の
大
火
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
の
宝
永
の

大
火
で
あ
っ
た
。

神
沢
貞
幹
の
随
筆
『
翁
草
』
巻
三

（
16
）

に
よ
れ
ば
、
そ
の
火
元
は
、「
油
小
路
三
条

上
る
町
西
側
北
よ
り
二
軒
目
、
伊
勢
屋
市
兵
衛
と
申
者
」
の
家
、「
折
節
坤
風
強

く
」、「
三
月
八
日
午
の
刻
」
に
で
た
火
は
、
ま
た
た
く
ま
に
広
が
り
、
内
裏
や

院
御
所
を
は
じ
め
、「
公
家
衆
九
十
五
軒
」、「
大
名
屋
敷
二
十
一
軒
」、
そ
し
て
、

「
下
鴨
の
内
、
河
合
社

社
家
大
方
焼
」
く
と
い
う
大
惨
事
と
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
上
京
・
下
京
の
市
街
地
の
被
害
も
尋
常
で
は
な
く
、
焼
亡
の
範

囲
は
、「
凡
南
北
二
十
余
町
、
東
西
十
一
町
余
」、「
町
数
四
百
十
七
町
、
家
数
一

万
三
百
五
十
一
軒
」
に
お
よ
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、

園
会
山
鉾
を
だ
す
山
鉾
町
も
ま
た
、
そ
の
被
害
を
ま

ぬ
が
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、『
翁
草
』
巻
三
に
よ
れ
ば
、「
中
筋

焼
亡
の
分
」
の
う
ち
、「
錦
小
路
通
」
は
「
西
は
東
洞
院
、
東
は
寺
町
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
天
神
山
の
所
在
す
る
地
域
は
、
か
ろ
う
じ
て
類
焼
を
ま

ぬ
が
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
鉾
町
の
う
ち
で
も
、
戦
国
時
代
で
は
「
十
四
日
山
々
」
と
呼
ば
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
後
祭
を
に
な
う
町
々
の
ほ
う
は
、
火
元
が
油
小
路
三
条
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
か
な
り
の
被
害
が
で
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
天
神
山
を
ふ
く

め
た
、「
七
日
山
鉾
」
と
呼
ば
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
前
祭
を
に
な
う
町
々
は
、
奇
跡

的
に
そ
の
被
害
が
小
さ
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
れ
は
、『
翁
草
』
巻
三
が
伝
え
る
よ
う
に
、「
折
節
坤
風
強
く
、
須
臾
の
間

に
艮
の
方
へ
焼
漫
り
」
と
い
う
、
ひ
と
え
に
風
向
き
が
よ
か
っ
た
と
い
う
自
然

現
象
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
奇
跡
を

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
い
う
の
も
当
然
み
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
数
あ
る
自
然
現
象
の
う
ち
、

「
永
正
年
中
」
の
「
霰
」
＝
雹
と
い
う
も
の
が
記
憶
と
し
て
掘
り
お
こ
さ
れ
、

「
猛
火
」
を
消
す
天
神
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、

な
ぜ
、
そ
れ
が
霰
や
雹
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
手
が
か
り
と
な
る
材
料
は
な
い
が
、
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た
だ
、
永
正
年
間
の
雹
に
か
か
わ
る
記
事
を
注
意
深
く
み
て
み
る
と
わ
か
る
よ

う
に
、
雹
が
降
る
際
に
は
、
き
ま
っ
て
「
雷
鳴
」「
雷
電
」、
つ
ま
り
雷
が
と
も

な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
く
よ
り
天
神
は
、
雷
神
と
も

み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

天
神
山
の
所
在
す
る
町
の
町
名

が
、「
あ
か
ね
や
町
」「
あ
ら
れ
や
町
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
無
関
係
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
由
来
に
か
か
わ
る
、
こ
の
も
っ
と
も
肝
心
な
点
に
つ
い

て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
の
が
、
い
つ
わ
ら
ざ
る
現
状
で
あ
る
。

正
直
な
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
当
初
、『

園
会
細
記
』
に
記
さ
れ
る
「
永
正
年

中
」
の
「
霰
」
と
い
う
の
が
、
さ
き
に
く
わ
し
く
み
た
よ
う
に
、
現
実
に
存
在

し
た
自
然
現
象
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ

の
関
係
に
つ
い
て
も
な
ん
と
か
ひ
も
と
け
る
も
の
と
ふ
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
あ
い
だ
を
埋
め
る
文
献
史
料
が
み
つ
か
ら
ず
、

結
局
、
こ
こ
ま
で
の
よ
う
な
苦
し
い
解
釈
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
わ

け
だ
が
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
み
て
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
い
た
こ
と
と
し

て
は
、
江
戸
時
代
の
早
い
時
期
に
固
定
し
た
と
い
わ
れ
る

園
会
山
鉾
を
か
ざ

る
造
物
風
流
や
そ
の
由
来
に
も
、
実
は
風
流
が
本
来
も
っ
て
い
た
新
規
性
と
い

う
も
の
が
、
思
い
の
ほ
か
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
現
状
の
文
献
史
料
に
し
た
が
え
ば
、
す
で
に
そ
れ
ま
で
に
存
在

し
て
い
た
「
ト
ヒ
ウ
メ
」
天
神
山
と
霰
と
が
む
す
び
つ
く
と
い
う
、
霰
天
神
山

の
由
来
と
い
う
の
も
、『

園
会
細
記
』
の
成
立
し
た
時
期
を
さ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ

る
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
、
実
際
に
存
在
し
た
「
永
正
年
中
」
の

「
霰
」（
雹
）
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
、
雹
の
イ
メ
ー
ジ
と

い
う
の
が
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
は
逆
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い

た
雹
＝
霰
と
天
神
と
を
む
す
び
つ
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
お
よ
そ
中
世
の

段
階
で
は
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
照
ら
し
か
え
す
こ
と
に
も
な
る
わ
け

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
霰
天
神
山
を
ふ
く
め
、
中
世
に
ま
で
そ
の
由
来
を

さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
と
思
わ
れ
て
き
た（

17
）

園
会
山
鉾
も
、
実
は
ひ

と
つ
ひ
と
つ
吟
味
し
て
ゆ
け
ば
、
お
の
お
の
の
時
代
に
そ
く
し
て
変
化
を
と
げ

て
い
た
と
い
う
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
事
実
に
つ
き
あ
た
る
点
に
は
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

霰
天
神
山
の
由
来
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
今
後

の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

注（
１
）「
和
長
記
」（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
写
本
）
明
応
三
年
七
月
六
日
条
。

（
２
）
藝
能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
　
第
二
巻
　
田
楽
・
猿
楽
』（
三

一
書
房
、
一
九
七
四
年
）。

（
３
）『
立
入
宗
継
文
書
・
川
端
道
喜
文
書
』（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
三
七
年
）。

（
４
）『
新
修
京
都
叢
書
』
巻
一
（
臨
川
書
店
）。

（
５
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
七
巻
（
小
学
館
）。

（
６
）
た
と
え
ば
、「
当
町
か
ら
巡
行
す
る

園
会
山
鉾
を
、
宝
暦
―
天
明
期
か
ら
霰
天

神
山
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、
火
難
守
護
の
伝
承
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
民
間

に
流
布
し
た
「
あ
ら
れ
や
町
」
の
名
と
も
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
」（『
京
都
市
の
地

名
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）
と
い
う
理
解
に
代
表
さ
れ
る
。

（
７
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
九
巻
（
小
学
館
）。

（
８
）
大
日
本
古
記
録
。

（
９
）『
改
訂
史
籍
集
覧
』
第
二
五
冊
。

（
10
）『
大
日
本
史
料
』
第
九
編
之
六
。

（
11
）
島
津
忠
夫
校
注
『
宗
長
日
記
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
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（
12
）『
続
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
。

（
13
）
山
下
克
明
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）。

（
14
）
柳
原
敏
昭
「
室
町
政
権
と
陰
陽
道
」（『
歴
史
』
七
一
号
、
一
九
八
八
年
、
の
ち

に
『
陰
陽
道
叢
書
　
２
　
中
世
』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
15
）
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
本
。

（
16
）
京
都
市
編
『
史
料
京
都
の
歴
史
　
４
　
市
街
・
生
業
』（
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
17
）
林
屋
辰
三
郎
『
町
衆
―
京
都
に
お
け
る
「
市
民
」
形
成
史
―
』（
中
公
新
書
、

一
九
六
四
年
）、
一
三
四
〜
五
頁
。
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