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は
じ
め
に

　

本
稿
は
江
戸
時
代
前
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
洛
外
名
所
図
屛
風　

北
川
家

本
」（
個
人
蔵
、
以
下
「
北
川
家
本
」
と
表
記
）
を
紹
介
し
、
そ
の
描
写
が
意
味
す
る
こ

と
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。「
北
川
家
本
」
は
、
京
都
文
化
博
物

館
特
別
展
「
北
野
天
満
宮　

信
仰
と
名
宝
」（
二
〇
一
九
年
二
月
二
十
三
日
～
四
月
十
四

日
）
に
て
初
公
開
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
世
北
野
社
を
考
え
る
上
で

示
唆
に
富
む
描
写
を
多
く
持
ち
、
ま
た
当
該
期
に
お
け
る
名
所
風
俗
図
の
展
開
過
程
を
考

え
る
上
で
も
重
要
な
作
例
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
展
覧
会
図
録
に
お
い
て
は
紙
幅
の

都
合
も
あ
り
、
図
版
を
交
え
て
十
分
な
解
説
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
「
北
川
家
本
」
の
基
礎
情
報
を
お
さ
え
な
が

ら
、
文
献
史
料
や
他
の
絵
画
史
料
も
用
い
て
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

　
　

一
、
基
礎
情
報
と
各
名
所
図

　
　
　
【
時
代
】
十
七
世
紀
前
半　
　
【
技
法
】
紙
本
著
色

　
　
　
【
法
量
】
縦
一
四
七
・
〇
糎　

横
三
九
八
・
〇
糎　
　
【
員
数
】
六
曲
一
隻

　

ま
ず
本
作
の
全
体
図
を
掲
げ
、
描
か
れ
た
諸
所
を
見
て
い
き
た
い
（
図
１
・
図
２
）。

主
要
な
建
造
物
を
第
一
扇
か
ら
順
に
列
挙
し
て
い
く
と
、
金
閣
寺
・
大
徳
寺
・
龍
安
寺
・
北

野
社
・
嵯
峨
釈
迦
堂
・
広
隆
寺
・
北
野
経
王
堂
・
虚
空
蔵
（
法
輪
寺
）・
壬
生
寺
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
寺
社
は
、
京
の
西
郊
地
域
に
所
在
す
る
寺
院
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
洛
中
洛
外
図

屛
風
で
は
左
隻
の
名
所
と
し
て
採
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
寺
社
群
と
い
え
る
。

　

実
は
、
こ
の
「
北
川
家
本
」
と
元
は
一
双
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
が
既
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
四
年
、
京
都
国
立
博
物
館
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
『
都
の
形
象

　

洛
中
・
洛
外
の
世
界
』
に
出
品
さ
れ
た
「
洛
中
洛
外
図
」（
六
曲
一
隻
、
作
品
番
号
二

三
、
以
下
、「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
と
表
記
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
展
に
際
し

て
は
、
五
十
一
点
も
の
作
品
を
全
図
お
よ
び
二
扇
ず
つ
の
分
割
図
を
も
っ
て
紹
介
し
た
大

部
な
図
録
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
当
該
作
品
に
関
し
て
も
良
質
な
図
版
が
提
供
さ
れ
て
い

る（
１
）。
こ
れ
を
一
見
す
る
と
、
金
雲
の
形
状
、
地
面
に
銀
砂
子
を
用
い
る
技
法
、
小
顔
長
身

の
人
体
表
現
な
ど
、
当
該
作
品
と
「
北
川
家
本
」
は
描
法
の
上
で
い
く
つ
も
の
共
通
点
が

あ
り（

２
）、

一
具
の
作
品
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
首
肯
で
き
る
。

　

こ
こ
に
描
か
れ
た
豊
国
神
社
・
三
十
三
間
堂
・
方
広
寺
・
清
水
寺
・
八
坂
の
塔（
法
観
寺
）・

四
条
河
原
の
芝
居
興
行
・
祇
園
社
な
ど
東
山
の
名
所
の
数
々
は
、
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
右
隻

に
お
け
る
鴨
東
の
名
所
と
し
て
採
用
さ
れ
る
地
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
北
川
家
本
」
と
こ
の

「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
は
、
近
世
に
至
っ
て
盛
ん
に
製
作
さ
れ
た
洛
外
名
所
図
屛
風

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
作
者
に
関
し
て
は
「
洛
中
洛
外
図

屛
風
」（
林
原
美
術
館
所
蔵
、
以
下
「
林
原
本
」）
系
統
の
作
者
・
工
房
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
「
北
川
家
本
」「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
に
採
用
さ
れ
た
建

造
物
や
画
面
全
体
に
た
な
び
く
金
雲
な
ど
は
、「
林
原
本
」
と
の
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
北
川
家
本
」「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
に
は
他
の
類
似
作
例

と
は
異
な
る
特
徴
的
な
創
意
点
が
見
ら
れ
る
。
右
隻
に
あ
た
る
「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出

品
本
」
に
お
い
て
は
芝
居
興
行
、
左
隻
に
あ
た
る
「
北
川
家
本
」
に
お
い
て
は
北
野
社
に

と
り
わ
け
意
識
が
払
わ
れ
、
他
の
名
所
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
く
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
後
者
で
は
四
扇
に
わ
た
っ
て
極
大
に
北
野
社
頭
が
描
か
れ
て
お
り
、

あ
た
か
も
北
野
社
頭
図
屛
風
の
様
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
北
野
社
に

は
い
か
な
る
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

二
、
描
か
れ
た
北
野
社
と
そ
の
特
徴

　
　
　

社
頭
の
絵
馬

　

近
世
に
お
け
る
名
所
風
俗
図
の
展
開
の
中
で
、
一
定
程
度
の
群
を
な
す
メ
デ
ィ
ア
が
北
野

史
料
紹
介
と
研
究

西
山
　
剛

近
世
北
野
社
の
一
視
角

　
―
「
洛
外
名
所
図
屛
風
　
北
川
家
本
」の
紹
介
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社
頭
図
屛
風
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
野
社
の
社
殿
を
中
心
に
据
え
、
周
囲
に
展
開
す
る
諸
人
参

詣
の
姿
や
遊
興
の
様
子
を
一
体
的
に
捉
え
、
画
面
構
成
を
図
っ
た
作
品
群
の
総
称
で
あ
る
。

多
く
は
屛
風
絵
で
あ
り
、
左
右
一
双
が
揃
う
作
例
で
は
、
祇
園
社
・
方
広
寺
・
清
水
寺
な
ど

東
山
の
各
名
所
を
描
い
た
隻
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
画
面
を
構
成
す
る
諸
要
素

も
定
型
性
が
高
く
、
そ
の
要
素
は
、
社
殿
・
馬
場
・
影
向
の
松
・
経
王
堂
の
四
つ
に
大
別
さ

れ
る（

３
）。「

北
川
家
本
」
で
極
大
に
捉
え
ら
れ
た
北
野
社
も
こ
れ
ら
四
つ
の
要
素
が
配
置
さ
れ
て

お
り
、
本
図
は
北
野
社
頭
図
の
性
質
が
濃
厚
に
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
北
野
社
の
社
殿
を
み
る
と
廻
廊
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
実
施
さ
れ
た
豊
臣
秀
頼
の
大
改
修
に
よ
っ
て
整

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
景
観
年
代
は
そ
れ
以
後
と
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る（

４
）。
こ
の
年

代
は
、
絵
画
様
式
の
検
討
か
ら
導
き
出
せ
る
制
作
時
期
の
時
代
観
と
齟
齬
は
な
い
。

　

さ
ら
に
「
北
川
家
本
」
の
景
観
・
成
立
年
代
を
考
え
る
と
き
、
看
過
で
き
な
い
描
写
が

あ
る
。
社
頭
に
描
か
れ
た
絵
馬
が
そ
れ
だ
。
二
人
の
人
物
が
社
殿
の
方
角
に
牛
が
描
か
れ

た
絵
馬
を
運
ん
で
い
る
。
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
絵
馬
掛
所
が
で
き
る
ま
で
絵
馬

は
社
殿
内
部
の
内
陣
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば（

５
）、
こ
の
描
写
を
絵
馬
の
奉

納
行
為
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
（
図
３
）。
親
近
性
の
高
い
林
原
本
系
統
の

洛
中
洛
外
図
に
お
い
て
も
、
同
様
に
絵
馬
を
運
ぶ
描
写
は
散
見
さ
れ
る
が
、
本
作
の
絵
馬

に
は
「
寛
永
三
年
」（
一
六
二
六
）
と
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る（

６
）。
北

野
社
は
十
七
世
紀
か
ら
の
百
年
間
、
慶
長
期
・
寛
文
期
・
元
禄
期
と
三
度
に
わ
た
っ
て
改

修
・
修
復
が
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
、
境
内
の
景
観
が
変
更
さ
れ
た
。「
寛
永
三
年
」
と
い

う
こ
の
年
紀
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
更
さ
れ
た
近
世
前
期
に
お
け
る
北
野
社
の
空
間
を
適

切
に
読
み
取
っ
て
い
く
た
め
の
重
要
な
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

社
頭
の
空
間

　

当
該
期
の
社
頭
空
間
を
考
え
る
と
き
、
参
考
に
な
る
史
料
が
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇

〇
）
に
成
立
し
た
「
北
野
天
満
宮
社
堂
総
絵
図　

控
」（
図
４
）
で
あ
る
。
社
殿
改
修
に

合
わ
せ
て
製
作
さ
れ
た
本
図
は
、
社
内
外
の
建
物
等
を
全
て
平
面
図
と
し
て
捉
え
た
も
の

で
、
全
面
に
は
一
・
八
糎
幅
の
方
形
線
が
白
界
で
表
さ
れ
る
。
建
物
は
柱
間
を
墨
点
で
示

し
、
屋
根
に
用
い
ら
れ
る
材
の
種
別
ま
で
が
明
示
さ
れ
て
お
り
極
め
て
詳
細
な
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
は
北
野
天
満
宮
の
近
世
に
お
け
る
信
仰
空
間
を
考
え
る
上
で
極

め
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る（

７
）。
い
ま
こ
こ
で
本
史
料
と
「
北
川
家
本
」
を
対
照
さ

せ
、
そ
の
比
定
図
を
提
示
す
る
（
図
５
）。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、「
北
川
家
本
」
の
北
野
社
周
辺
の
描
写
は
、
本
殿
空
間
と
そ
の
下

側
に
続
く
馬
場
、
さ
ら
に
影
向
の
松
と
北
野
経
王
堂
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
北
野
社
の
風

景
・
風
俗
を
個
別
的
に
切
り
取
っ
た
北
野
社
頭
図
屛
風
と
類
似
す
る
構
成
を
持
つ
。
社

頭
に
お
け
る
個
別
の
建
造
物
に
対
す
る
目
配
り
も
効
い
て
お
り
、
鐘
楼
（
Ｃ
）・
法
華
堂

（
Ｉ
）・
多
宝
塔
（
Ｌ
）・
輪
蔵
（
Ｎ
）
な
ど
の
諸
施
設
は
、
神
仏
集
合
思
想
が
未
だ
濃
密

に
社
頭
に
横
溢
し
て
い
た
段
階
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
ま
た
輪
蔵
の
上
部
に
一
夜

松
宮
（
Ｊ
）
が
、
祠
前
に
座
し
掌
を
合
わ
せ
る
女
性
と
と
も
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
。
天
神
が
右
近
の
馬
場
に
祀
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
一
夜
に
し
て
千
本
の
松
が
生
じ

た
と
い
う
神
話
が
示
す
よ
う
に（

８
）、
松
は
、
北
野
の
地
に
天
神
を
結
び
つ
け
た
聖
な
る
樹
木

な
の
で
あ
る
。
当
該
描
写
は
北
野
社
成
立
神
話
に
関
す
る
信
仰
施
設
を
的
確
に
把
握
し
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
着
目
し
た
い
の
は
、
御
供
所
（
Ａ
）
で
あ
る
。
築
地
塀
を
め
ぐ
ら
せ
棟

門
を
備
え
る
瓦
葺
き
の
建
造
物
と
し
て
描
か
れ
、
北
野
社
の
社
頭
に
あ
り
な
が
ら
も
一
定

の
区
別
を
う
け
た
空
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る（

９
）。
実
は
こ
の
建
物
は
、
神
饌
を
調
進
す

る
機
能
を
も
っ
た
八
嶋
屋
と
も
称
さ
れ
る
施
設
で
あ
っ
た
（
以
下
、
御
供
所
を
八
嶋
屋
と

表
記）

（1
（

）。
当
該
施
設
に
関
し
て
は
、
中
世
後
期
を
中
心
に
既
に
高
橋
大
樹
に
よ
っ
て
詳
細

に
検
討
さ
れ
、
そ
の
内
部
組
織
や
御
供
調
進
の
実
態
に
つ
い
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る）

（（
（

。
以
下
、
そ
の
要
点
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

・��

八
嶋
屋
は
、
八
嶋
職
に
補
任
さ
れ
る
巫
女
・
宮
仕
、
そ
の
差
配
を
受
け
る
沙
汰
承

事
や
公
文
承
事
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。

　
　

・��

北
野
社
膝
下
領
・
西
京
か
ら
貢
納
さ
れ
る
神
供
・
御
供
は
八
嶋
屋
で
調
進
さ
れ
、

本
殿
・
摂
末
社
等
に
供
え
ら
れ
、
さ
ら
に
門
跡
や
政
所
を
は
じ
め
各
人
へ
分
配
さ

れ
て
い
た
。

　
　

・��
西
京
か
ら
御
供
貢
納
が
滞
っ
た
場
合
、
八
嶋
屋
は
独
自
に
文
書
を
発
し
、
訴
訟
の

主
体
と
な
っ
た
。
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図
２　
「
北
川
家
本
」
比
定
図
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図１　「洛外名所図屛風　北川家本」（個人蔵）全体
図３　 「北川家本」における寛永三年絵馬奉納（第四扇中）
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図４　「北野天満宮社堂総絵図　控」（北野天満宮蔵）部分　絵図の書入に従い諸施設の名称を示した。
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図５　「北川家本」部分　北野社社頭比定

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
氏
は
こ
の
八
嶋
屋
が
単
な
る
御
供

調
進
の
場
で
は
な
く
、
北
野
社
に
お
け
る
仏
神
事
・
年
中
行
事

を
支
え
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
空
間
で
あ
り
、
同
時
に
門

跡
・
社
家
と
も
一
定
の
距
離
を
置
き
つ
つ
、
宮
仕
が
座
成
を
し

て
活
動
す
る
北
野
社
組
織
の
要
の
場
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
、「
北
川
家
本
」
に
お
け
る
八
嶋
屋
の
描

写
に
着
目
す
る
と
、
建
物
と
同
時
に
参
詣
者
と
思
し
き
被
衣

姿
の
女
性
と
、
そ
れ
を
応
対
す
る
も
う
一
人
の
女
性
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
（
図
６
）。
後
者
の
女
性
は
建
物
の

内
側
か
ら
相
手
に
接
し
て
お
り
、
被
衣
姿
で
も
な
い
。
八
嶋
職

が
代
々
巫
女
の
重
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
ま
さ

に
こ
の
女
性
こ
そ
が
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

神
仏
習
合
や
北
野
社
成
立
伝
承
に
関
す
る
重
要
な
信
仰
施

設
の
数
々
、
さ
ら
に
八
嶋
屋
の
よ
う
な
社
内
の
要
所
、「
北

川
家
本
」
に
配
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
実
は
本
作
と
親

近
性
の
高
い
林
原
本
系
統
の
諸
作
品
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
る

も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、「
北
川
家
本
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
諸
施
設
の
中

で
息
づ
く
組
織
や
人
間
の
姿
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
本
作
は
、
近
世
北
野
社
の

実
態
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
着
目
さ
れ
る
絵
画
史
料
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
、
経
王
堂
前
の
相
撲

　

今
ひ
と
つ
、
北
野
社
周
辺
の
描
写
で
考
え
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
北
野
経
王
堂
（
Ｐ
）
と
そ
の
前

に
広
が
る
相
撲
の
風
景
で
あ
る
（
表
紙
掲
載
図
）。

　

経
王
堂
は
、
明
徳
の
乱
で
敗
れ
た
山
名
氏
や
そ
の
手
勢
の

図６　「北川家本」における八嶋屋（第二扇中）
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た
「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
の
第
一
扇
中
、
三
十
三
間
堂
の
あ
た
り
で
相
撲
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
絵
師
が
遊
楽
の
風
景
を
表
す
た
め
の
常
套
表
現
と
と

ら
え
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
こ
こ
で
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
北
野
社
が
所
在
す
る
右
近

の
馬
場
と
い
う
地
域
と
相
撲
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
千
本
英
史
は
、
当
該
地
域
の
特
性
を

考
察
す
る
中
で
、
惟
喬
・
惟
仁
親
王
の
位
争
伝
承
に
着
目
し
、
そ
の
伝
承
が
普
及
し
て
い

く
に
つ
れ
、
位
争
と
し
て
の
相
撲
・
競
馬
の
現
場
が
右
近
の
馬
場
に
通
念
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た）

（1
（

。

　

関
わ
り
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
毎
年
八
月
四
日
を
式
日
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た

北
野
祭
礼
で
相
撲
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
催
事
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
様
子
は
、
各
種

の
縁
起
に
も
記
さ
れ
、
た
と
え
ば
『
北
野
天
神
縁
起　

建
保
本
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

法
会
行
道
の
お
は
り
に
左
右
の
す
ま
ひ
の
か
り
や
に
、
左
右
近
の
庁
頭
、
お
の
お
の

我
方
の
す
ま
ひ
ど
も
、
い
か
に
ゝ
ゝ
ゝ
と
お
き
て
ま
わ
し
た
る
こ
そ
面
白
は
侍
れ
、

雑
人
の
な
か
よ
り
、
う
ら
て
の
す
ま
ひ
の
方
々
に
は
、
い
に
し
へ
の
勝
村
か
末
柴（

葉
）し

ま
の
や
う
な
る
気
色
に
て
、
や
う
や
く
ね
り
い
で
た
り
、
か
た
へ
よ
り
は
氏
長
が
た

ぐ
ひ
な
る
べ
し
、
と
も
に
取
物
を
さ
し
お
き
、
た
ち
あ
ひ
て
手
あ
は
せ
す
る
ほ
と
こ

そ
ゆ
ゝ
し
く
は
み
へ
け
れ
、
見
物
の
た
め
に
参
り
集
り
た
る
道
俗
男
女
、
お
ひ
た
る

も
わ
か
き
も
五
躰
遍
身
よ
り
あ
せ
を
な
か
さ
す
と
云
こ
と
な
し
、
雌
雄
を
決
す
る
ほ

と
ぞ
、
な
か
ゝ
ゝ
目
も
あ
や
な
り
、
第
一
の
仁
親
こ
れ
に
し
か
す
と
そ
う
け
た
ま
わ

り
侍
る）

（1
（

、

「
左
右
近
の
庁
頭
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
す（

相

撲

共

）

ま
い
と
も
」
を
参
ら
せ
取
り
組
み
を
さ
せ
る
様

と
、
そ
れ
を
見
物
す
る
「
道
俗
男
女
」
が
中
心
的
な
情
景
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
「
見
物
の
た
め
に
ま
い
り
あ
つ
ま
り
た
る
道
俗
男
女
お
い
た
る
も
わ
か
き
も
五
躰
遍
身

よ
り
あ（

汗
）せ
を
な
か
さ
す
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
い
う
描
写
か
ら
は
、
相
撲
が
も
た
れ
る
空

間
を
と
り
ま
い
て
民
衆
が
集
い
、
熱
狂
的
に
そ
れ
を
眺
め
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
、
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
取
組
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
後
に
こ
の
言
説
は
い
わ
ゆ
る
甲
類

系
統
の
縁
起
絵
巻
に
採
用
さ
れ
絵
画
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
左
右
近
の
庁
頭
」
と
は
、
左
右
近
衛
府
に
所
属
す
る
庁
頭
を
指

霊
を
慰
め
る
た
め
に
足
利
義
満
が
は
じ
め
た
万
部
経
会
の
施
設
と
し
て
十
五
世
紀
前
半
に

右
近
の
馬
場
に
建
立
さ
れ
た
。
毎
年
十
月
七
日
か
ら
十
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
万
部
経

会
は
、
千
人
の
経
僧
に
よ
っ
て
一
万
部
の
法
華
経
が
読
誦
さ
れ
、
北
野
万
部
経
会
と
し
て

多
く
の
人
々
を
こ
の
地
に
誘
引
し
、
北
野
社
周
辺
地
域
が
都
市
的
な
展
開
を
遂
げ
る
上
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
応
仁
文
明
の
乱
を
境
に
中
断
し
た
。
経
王
堂
自
体
も
寛
文

九
年
（
一
六
六
九
）
か
ら
十
年
に
小
規
模
化
し
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
廃
寺
と
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
持
つ
経
王
堂
で
あ
る
が
、「
北
川
家
本
」
が
描
か
れ
た
十
七

世
紀
の
段
階
で
は
ま
だ
十
全
に
そ
の
機
能
を
果
た
し
、
修
理
が
加
え
ら
れ
な
が
ら）

（（
（

、
限
定

的
で
は
あ
る
が
万
部
経
会
も
復
興
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る）

（1
（

。

　

さ
ら
に
経
王
堂
周
辺
地
域
で
は
多
様
な
芸
能
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
も
見
過

ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
年
、
芸
能
の
場
と
し
て
の
北
野
社
に
関
す
る
研
究
は
蓄
積
を

見
せ
て
お
り
、
豊
富
な
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
。
中
で
も
三
枝
暁
子）

（1
（

、
野
地
秀
俊）
（1
（

ら
の
研

究
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
中
期
の
経
王
堂
前
空
間
（
下
之
森
地
域
も
含
む
）
に
お

け
る
多
様
な
芸
能
を
網
羅
的
に
検
出
し
て
お
り
重
要
で
あ
る
。
あ
や
つ
り
物
・
幸
若
舞
・

曲
馬
・
傀
儡
・
剣
舞
・
人
形
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
・
見
世
物
・
辻
能
な
ど
、
中
近
世
の
経
王

堂
周
辺
は
、
多
く
の
芸
能
民
が
集
い
、
そ
れ
を
目
当
て
に
人
々
が
群
参
す
る
、
に
ぎ
や
か

な
遊
興
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
様
々
な
芸
能
が
も
た
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
は
相
撲
の
開
催
を

伝
え
る
事
例
は
極
め
て
少
な
い
。
中
世
で
は
、
唯
一
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
七
月
十
六

日
に
馬
場
に
お
い
て
相
撲
が
予
定
さ
れ
た
が
、
実
際
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
を
検

出
す
る
に
止
ま
る
。
む
し
ろ
「
馬
場
相
撲
取
由
在
レ
之
間
、
以
二
公
人
一
不
レ
可
レ
叶
由
申
付

也）
（1
（

」
と
い
う
ご
く
ご
く
短
い
記
事
か
ら
は
、
右
近
の
馬
場
に
お
け
る
相
撲
が
公
人
（
幕
府

公
人
カ
）
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
る
種
の
催
し
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
後
、
確
実
に
相
撲
の
開
催
を
伝
え
る
史
料
を
求
め
る
と
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二

七
）
鳴
滝
村
橋
修
復
の
勧
進
相
撲
の
事
例
に
ま
で
下
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。
北
野
社

頭
図
や
洛
中
洛
外
図
屛
風
な
ど
の
同
種
・
近
親
の
絵
画
史
料
に
お
い
て
も
、
経
王
堂
前
で

相
撲
を
と
っ
て
い
る
描
写
は
極
め
て
少
な
い）

（1
（

。
ど
う
や
ら
「
北
川
家
本
」
の
相
撲
の
描
写

は
、
実
態
的
な
景
観
描
写
で
は
な
い
と
判
断
で
き
そ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
の
右
隻
で
あ
っ
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し
、
院
政
期
よ
り
府
務
運
営
を
担
う
実
務
官
人
と
し
て
諸
史
料
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。
左
近

庁
頭
に
は
、
大
石
氏
が
、
右
近
庁
頭
に
は
惟
宗
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
世
襲
的
に
補
任
さ
れ
た
こ

と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
が）

（（
（

、
重
要
な
の
は
彼
ら
の
役
務
の
中
に
、
相
撲
使
と
し
て
相
撲
人

に
関
す
る
所
管
任
務
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。
彼
ら
は
、
行
事
運
営
を
行
う
た
め
の
関
連
文
書

の
送
受
や
集
積
も
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
七
月
八
日
、
右
近
府

庁
頭
惟
宗
久
景
が
藤
原
定
家
の
も
と
に
相
撲
人
選
定
に
関
す
る
左
近
衞
府
牒
を
も
た
ら
し

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
八
月
五
日
の
分
と
し
て
「
北
野
宮
御
会
相
撲
役
」
と
い
う
文
言
も

見
ら
れ
る）

（（
（

。

　

つ
ま
り
、
既
に
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
は
、
右
近
府
庁
頭
が
相
撲
と
密
接
に
結
び
つ
き
、

相
撲
の
拠
点
と
し
て
北
野
祭
礼
が
位
置
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
北
野
祭
礼
は
応
仁
文
明

の
乱
に
よ
っ
て
途
絶
し
長
く
再
興
が
な
さ
れ
ず
、
祭
礼
の
中
で
行
わ
れ
る
相
撲
も
や
は
り

同
じ
よ
う
に
停
止
し
た
が
、
相
撲
の
場
と
い
う
地
域
の
記
憶
は
右
近
の
馬
場
に
残
存
し
続

け
、
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
北
川
家
本
」
の
相
撲
描
写
は
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
積
極
的
に
絵
師
に
選
ば
れ
、
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

お
わ
り
に

　

か
つ
て
一
双
を
成
し
て
い
た
作
例
と
あ
わ
せ
て
「
北
川
家
本
」
を
と
ら
え
て
み
る
と
、

こ
の
一
双
は
洛
中
洛
外
図
か
ら
都
市
の
要
素
を
脱
落
さ
せ
、
鴨
東
・
西
郊
の
名
所
を
と
り

あ
わ
せ
た
、
洛
外
名
所
図
屛
風
の
様
相
を
呈
し
、
そ
の
作
者
も
「
林
原
本
」
を
生
み
出
し

た
工
房
周
辺
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隻
は
一

方
で
は
四
条
河
原
の
芝
居
の
様
子
、
ま
た
一
方
で
は
北
野
社
の
割
合
を
大
き
く
強
調
し
て

画
面
構
成
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

と
く
に
左
隻
に
あ
た
る
「
北
川
家
本
」
の
北
野
社
の
描
写
は
極
め
て
特
徴
的
で
あ
っ

た
。
多
宝
塔
・
輪
蔵
・
鐘
楼
な
ど
の
仏
教
的
施
設
を
描
き
、
神
仏
習
合
の
段
階
に
あ
る
社

頭
の
景
観
を
お
さ
え
た
上
で
、
一
夜
松
宮
と
い
う
天
神
縁
起
に
由
来
す
る
信
仰
施
設
に
も

目
配
り
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
仏
神
事
・
年
中
行
事
を
支
え
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
空

間
で
あ
る
八
嶋
屋
を
、
こ
こ
を
拠
点
に
活
動
を
行
う
巫
女
も
含
め
て
描
写
し
て
い
た
。
林

原
本
系
統
で
採
用
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
対
し
さ
ら
に
接
近
し
、
そ
こ
に
息
づ
く
人
々
の
動

き
を
も
あ
わ
せ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
「
北
川
家
本
」
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

が
認
め
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
経
王
堂
の
前
に
実
態
か
ら
離
れ
た
異
例
と
も
い
え
る
相
撲
の
様
子
を
配
し
、
か

つ
て
右
近
の
馬
場
や
北
野
社
に
あ
っ
た
地
域
の
記
憶
を
も
取
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と

は
作
者
、
あ
る
い
は
屛
風
の
構
想
者
は
、
北
野
社
と
そ
の
周
辺
地
域
に
愛
着
を
持
ち
、
深

く
地
域
性
を
理
解
し
た
工
房
な
い
し
人
物
で
あ
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

北
野
社
は
、
京
都
の
寺
社
の
中
で
も
絵
巻
・
扇
面
・
屛
風
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
絵

画
化
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
。
中
世
よ
り
多
様
に
流
布
し
た
北
野
社
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る

こ
と
で
、
近
世
段
階
で
は
あ
る
べ
き
北
野
社
の
姿
を
自
由
度
高
く
構
想
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。
一
群
の
北
野
社
頭
図
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
近
世
初
頭
か
ら
成
立
し
て
く
る
こ

と
は
、
こ
の
こ
と
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
る
面
で
は

実
際
の
景
観
か
ら
乖
離
し
た
画
面
構
成
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
絵
画
史
料

と
し
て
当
該
作
品
群
や
各
種
都
市
風
俗
画
の
北
野
社
の
描
写
を
用
い
て
い
く
上
で
、
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
野
社
が
帯
す
る
歴
史
的
事
実
を
仔
細
に

検
討
し
、
個
別
描
写
と
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
作
品
に
宿
る
史
料
性
を
引
き
出

す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。「
北
川
家
本
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
類
の
作

品
で
あ
り
、
近
世
北
野
社
の
環
境
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
作
例
と
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

近
世
都
市
図
を
歴
史
学
的
に
検
討
す
る
研
究
は
近
年
と
く
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い

る）
（1
（

。
図
版
の
上
と
は
い
え
、「
北
川
家
本
」
の
紹
介
で
両
隻
の
図
像
が
明
ら
か
に
な
っ
た

今
、
よ
う
や
く
全
体
的
な
作
品
論
を
展
開
す
る
素
地
が
整
っ
た
。
こ
の
紹
介
の
後
、
近
世

都
市
図
研
究
の
諸
成
果
と
結
び
合
い
な
が
ら
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。

注（
１
）
京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
屛
風　

都
の
形
象　

洛
中
洛
外
の
世
界
』（
淡
交
社
、
一

九
九
七
）。
な
お
当
該
展
覧
会
に
は
『
都
の
形
象　

洛
中
・
洛
外
の
世
界
』（
京
都
国
立
博
物
館
、

一
九
九
四
）
と
い
う
書
名
の
図
録
が
存
在
す
る
。
九
七
年
出
版
本
は
、
九
四
年
出
版
本
の
拡

充
・
再
構
成
版
で
あ
り
、
両
者
は
作
品
番
号
が
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
図
版
・
解
説
が
よ
り
行

き
届
い
た
九
七
年
出
版
本
を
参
照
し
な
が
ら
行
論
す
る
こ
と
と
す
る
。
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塀
が
備
わ
り
、
社
殿
の
北
西
に
配
置
さ
れ
、
元
禄
絵
図
の
も
の
と
近
い
の
だ
。
作
者
の
没
年
を

考
え
る
と
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
大
改
修
の
段
階
で
、
拡
充
さ
れ
た
姿
で
な
け
れ
ば

整
合
的
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
矛
盾
を
解
決
し
て
い
く
に
は
、
慶
長
絵
図
を
検
討
す
る
一
方
、「
山
岡
家
本
」
の
成
立
年

代
も
あ
わ
せ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
10
）
林
原
本
系
統
に
属
す
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」（
前
掲
注
１
図
録
作
品
番
号
一
六
）
で
は
、
八
嶋

屋
か
ら
御
供
を
運
ぶ
社
僧
が
三
人
描
か
れ
て
い
る
。
本
系
統
は
、
北
野
社
の
内
部
施
設
に
対
し

て
よ
く
目
配
り
を
し
た
作
品
が
多
い
。

（
11
）
高
橋
大
樹
「
中
世
北
野
社
御
供
所
八
嶋
屋
と
西
京
」（
日
次
記
事
研
究
会
編
『
年
中
行
事
論

叢
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
）。

（
12
）『
言
経
卿
記
』
慶
長
八
年
正
月
二
十
四
日
条
。

（
13
）『
鹿
苑
日
録
』
慶
長
十
一
年
八
月
二
十
五
日
条
。
ま
た
北
野
万
部
経
会
を
お
っ
た
研
究
と
し
て

は
梅
澤
亜
希
子
「
室
町
時
代
の
北
野
万
部
経
会
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

第
八
号
、
二
〇
〇
一
）
が
あ
る
。

（
14
）
三
枝
暁
子
「
近
世
に
お
け
る
北
野
社
門
前
の
社
会
構
造
」（
鈴
木
則
子
編
『
歴
史
に
お
け
る
周

縁
と
共
生
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
）。

（
15
）
野
地
秀
俊
「
北
野
の
馬
場
と
経
堂
」（
瀬
田
勝
哉
編
『
変
貌
す
る
北
野
天
満
宮
』、
平
凡
社
、

二
〇
一
五
）。

（
16
）『
北
野
社
家
日
記
』
延
徳
二
年
七
月
十
六
日
条
。

（
17
）
三
枝
前
掲
注
14
論
文
中
付
表
「
興
行
申
請
一
覧
」。

（
18
）
管
見
の
か
ぎ
り
、
十
七
世
紀
前
期
か
ら
中
期
と
考
え
ら
れ
る
「
洛
中
洛
外
図
屛
風　

歴
博
Ｄ

本
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
の
経
王
堂
の
前
で
は
、
唯
一
相
撲
を
取
る
人
々
と
そ
れ
を
観

る
観
客
を
配
置
し
て
い
る
。

（
19
）
千
本
英
史
「
右
近
馬
場
の
地
政
学
」」（『
日
本
史
研
究
』
三
六
四
号
、
一
九
九
二
）。

（
20
）「
北
野
文
叢
」
第
十
五
（『
北
野
誌　

地
編
』
所
収
、
国
学
院
大
学
出
版
部
、
一
九
一
〇
）。

（
21
）
齋
藤
拓
海
「
院
政
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
近
衛
庁
頭
と
そ
の
職
掌
」（『
史
学
研
究
』
第
二
七
四

号
、
二
〇
一
二
）。

（
22
）『
明
月
記
』
承
元
元
年
七
月
八
日
条
。

（
23
）
前
掲
注
３
論
文
。

（
24
）
こ
の
点
に
関
し
、
西
山
剛
「
近
世
に
お
け
る
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
変
容
」（
杉
森
哲
也
編
『
シ

リ
ー
ズ
三
都　

京
都
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
）
で
は
一
定
の
整
理
を
試
み
た
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
「
近
世
都
市
図
解
析
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
共
同
調

査
・
討
議
を
踏
ま
え
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
／
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
員
）

（
２
）
展
覧
会
を
担
当
し
た
狩
野
博
幸
は
出
品
さ
れ
た
「
洛
中
洛
外
図　

京
博
出
品
本
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

描
か
れ
た
人
物
の
特
徴
あ
る
顔
貌
表
現
に
よ
っ
て
、
本
図
が
池
田
本
を
製
作
し
た
工
房
と

直
接
の
関
係
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中
央
の
四
条
河
原
に
ひ
と
き
わ
大
き
く
描
か
れ

て
い
る
の
は
能
舞
台
、
演
目
は
「
葵
の
上
」
か
と
さ
れ
る
。
景
観
年
代
は
、
従
来
、
寛
永

期
そ
れ
も
初
頭
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
近
時
、
本
図
と
対
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
左
隻

が
報
告
さ
れ
、
北
野
社
に
奉
納
さ
れ
る
絵
馬
に
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
「
近
時
、
本
図
と
対
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
左
隻
」
が
「
北
川
家
本
」
に
あ
た
る
が
、

展
覧
会
へ
の
出
品
は
な
く
、
画
像
の
提
示
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
３
）
西
山
剛
「
歴
史
史
料
と
し
て
の
北
野
社
頭
図
屛
風
」（
京
都
文
化
博
物
館
編
『
北
野
天
満
宮　

信
仰
と
名
宝
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九
）。

（
４
）
北
野
社
社
殿
の
廻
廊
は
、
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
に
成
立
し
た
「
神
輿
中
門
廻
廊
等
造
替

記
録
」（『
北
野
天
満
宮
史
料　

古
記
録
』
所
収
）
と
い
う
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

南
北
朝
時
代
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
北
野
曼
荼
羅
」（
北

野
天
満
宮
蔵
）
や
各
種
の
初
期
洛
中
洛
外
図
屛
風
に
お
け
る
北
野
社
社
殿
に
は
廻
廊
が
備
わ
っ

て
お
ら
ず
、
十
五

−

十
六
世
紀
に
は
失
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
絵
画
史
料
の
中
で

北
野
社
社
殿
の
廻
廊
の
有
無
が
時
代
を
判
別
す
る
上
で
重
要
な
指
標
と
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な

事
情
に
よ
る
。

（
５
）「
元
禄
十
四
年
遷
宮
記
」（『
北
野
天
満
宮
史
料　

遷
宮
記
録
一
』
所
収
）

（
６
）
画
面
の
中
に
年
紀
が
入
れ
ら
れ
た
類
例
と
し
て
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」（
佐
渡
・
妙
法
寺
蔵
）

が
挙
げ
ら
れ
る
（
前
掲
注
１
書
・
作
品
番
号
一
八
参
照
）。
左
隻
四
扇
中
央
の
店
棚
に
配
置
さ
れ

た
大
福
帳
に
「
元
和
七
年
正
月
吉
日
」
と
記
さ
れ
る
。

（
７
）
こ
の
図
面
と
別
に
、
さ
ら
に
古
い
時
代
の
北
野
社
の
全
体
像
を
把
握
し
た
指
図
が
存
在
す
る
。

学
僧
・
宗
淵
が
編
纂
し
た
天
神
信
仰
史
資
料
集
『
北
野
藁
草　

図
書
』
四
巻
に
掲
載
さ
れ
た

「
慶
長
御
再
興
指
図　

縮
写
」
で
あ
る
。
本
図
は
、
二
次
史
料
な
が
ら
秀
頼
の
社
殿
改
修
直
後
の

北
野
社
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
、
同
じ
よ
う
に
建
造
物
は
柱
間
の
描
き
込
み
も
な
さ
れ
て
詳
細

で
あ
る
。

（
８
）「
北
野
天
神
御
託
宣
記
文
」（『
神
道
大
系　

神
社
篇　

北
野
』
所
収
）。

（
９
）
前
掲
注
７
で
引
用
し
た
慶
長
段
階
の
絵
図
で
は
、
御
供
所
（
八
嶋
屋
）
は
本
社
の
す
ぐ
東
に

配
置
さ
れ
、
比
較
的
簡
素
な
建
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
子
は
、
十
六
世
紀
に
成

立
し
た
「
洛
中
洛
外
図
屛
風　

歴
博
甲
本
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
や
「
北
野
曼
荼
羅
」

の
そ
れ
と
近
く
、
む
し
ろ
中
世
段
階
の
姿
を
伝
え
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
本
文
で
引
用
し
た

「
北
野
天
満
宮
社
堂
総
絵
図　

控
」
の
表
現
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
慶

長
絵
図
の
段
階
か
ら
元
禄
絵
図
の
段
階
に
至
る
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
八
嶋
屋
が
北
側
へ
移

設
・
拡
張
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

　

狩
野
光
信
（
一
五
六
五
？
～
一
六
〇
八
）
が
描
い
た
と
さ
れ
る
「
洛
中
洛
外
図
屛
風　

旧
山

岡
家
本
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
に
記
載
さ
れ
た
北
野
社
を
み
る
と
、
既
に
八
嶋
屋
に
は
築
地


