
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嵯 
峨 
祭 

り 

へ 

の 

誘
い
ざ
な 

い 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉 

田 

五ゆ
き 

彦ひ
こ 

(

写 

真 

家)

「嵯
峨
祭
り
」は
、
五
百
年
に
も
及
ぶ
長
い
歴
史
の
中
で
、
幾
多
の
動
乱
・災
害
に
依
る
中
断
と

復
活
を
繰
返

く
り
か
え

し
乍な

が

ら
も
、
時
代
の
文
化
を
帯お

び
つ
つ
、
嵯
峨
の
人
々
が
大
切
に
守
り
育
て
て

き
た
「里さ

と

の
祭

ま
つ
り

」で
す
。 

 

平
成
二
年
～
三
年
、
白
小
袖
に
水
浅
葱

み
ず
あ
さ
ぎ

の
裃
・袴
、
白
足
袋
に
草
履

ぞ

う

り

・菅す
げ

の
一
文
字
笠
、
腰

に
は
白は

く

扇せ
ん

を
手
挟

た

ば

さ

ん
で
還
幸
祭
に
供
奉

ぐ

ぶ

致
し
ま
し
た
。
御
旅
所

お
た
び
し
ょ

で
の
式
典
の
間

あ
い
だ

、
拝
殿
の
板

敷
き
で
正
座
を
強し

い
ら
れ
、
難
渋

な
ん
じ
ゅ
う

し
た
記
憶
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

 

還
幸
祭
巡
行
列
の
構
成
は
、
愛
宕

あ

た

ご

社
と
野
宮

の
の
み
や

社
の
神
輿

み

こ

し

二
基
を
中
核
に
、
先
立
つ
剣け

ん

鉾ぼ
こ

は

菊
・龍
・牡
丹

ぼ

た

ん

・麒
麟

き

り

ん

・沢
潟

お
も
だ
か

の
五
基
、
赤
と
青
の
獅
子
二
組
、
雅
楽
車
、
太
鼓
、
神
官
、
嵯
峨

地
区
内
の
自
治
会
長
の
随
伴
車

ず
い
は
ん
し
ゃ

、
献
酒
車
、
子
供
神
輿
（別
ル
ー
ト
）、
稚
児
行
列
（復
路
の

み
）
。
以
上
が
、
嵯
峨
地
区
内
を
約
七
・
五
キ
ロ
に
及
び
巡
行
し
ま
す
。
五
月
の
第
四
日
曜

曜
日
は
是
非
と
も
嵯
峨
に
足
を
運
ん
で
く

だ
さ
い
。
午
後
三
時
頃
に
は
、
嵐
山
の
渡と

月

橋
北
詰
で
行
列
に
出で

合く
わ

す
筈
で
す
。 

こ
こ

に
は 

、 

大
堰
川

お
お
い
が
わ

の
川
守

か
わ
も
り

で
あ
る
と
謂い

う
大

井
神
社
な
る
小
さ
な
祠

ほ
こ
ら

が
あ
り
、
神
輿 

 

も
こ
の
社
前

し
ゃ
ぜ
ん

を
過
ぎ
る
時
は
、
御
挨
拶

ご
あ
い
さ
つ

の
意
図

い

と

か
「
ホ
イ
ッ
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
」の
掛
け
声
も
、

「ワ
ッ
シ
ョ
」「ワ
ッ
シ
ョ
イ
」と
昂た

か

ぶ
り
、
豪
勢

ご
う
せ
い

に
練
り
廻
さ
れ
、
差
し
上
げ
ら
れ
、
最
高
潮
に

達
し
ま
す
。 

神
輿
が
盛
大

せ
い
だ
い

な
観
衆
の
喝
采
を
浴
び
て
い
る
頃
、
五
基
の
剣
鉾
は
「
小
督

こ

ご

う

塚づ
か

」
に

差
掛

さ

し

か

か
り
、
鉾
差
し
の
力
強
い
歩
み
に
「
チ
ィ
ン
・
チ
ャ
リ
ン
」
と
鈴り

ん

を
響ひ

び

か
せ
、
周
囲

あ

た

り

の
邪
気

じ

ゃ

き

を
祓は

ら

い
つ
つ
、
気
品

き

ひ

ん

高
く
厳
粛

げ
ん
し
ゅ
く

に
歩
を
進
め
ま
す
。
私
の
最
も
好
き
な
シ
ー

ン
で
す
。
渡
月
橋
の
端
正
な
姿
、
折
か
ら
の
若
葉

わ

か

ば

萌も

え
る
嵐
山
を
背
景
に
、
五
基
の

鉾ほ
こ

が
色い

ろ

と
り
ど
り
の
吹
散

ふ
き
ち
り

を
誇ほ

こ

ら
し
げ
に
川
風

か
わ
か
ぜ

に
孕は

ら

ま
せ
て
並な

ら

び
征ゆ

く
様さ

ま

は
、
将ま

さ

に

動う
ご

く
大
和
絵

や

ま

と

え

で
す
。
時
折

と

き

お

り
、
鉾ほ

こ

の
剣
先

け
ん
さ
き

が
五
月

さ

つ

き

の
陽
光
を
受
け
「
キ
ラ
ッ
・
ピ
カ
ッ
」

と
眩ま

ぶ

し
く
煌

き
ら
め

き
、
吹
散

ふ
き
ち
り

の
縫
取

ぬ

い

と

り
の
紋も

ん

に
照て

り
映は

え
る
。
威
風
堂
々
の
剣け

ん

鉾ぼ
こ

五
基

は
、
少
し
ず
つ
音
色

ね

い

ろ

の
異こ

と

な
る
鈴り

ん

の
五
重
奏
と
和
し
、
山
も
水
も
緑

み
ど
り

一
色
に
染
ま
っ

た
翠
嵐

す
い
ら
ん

に
溶と

け
込
ん
で
逝ゆ

く
。 

 
「
嵯
峨
祭
」
を
終お

え

る
と
、
嵐
山
の
春
も
幕ま

く

を
降お

ろ
す
こ
と
に
な
る
。 

 

補
記 

嵯
峨
祭
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
協
会
会
員
・
古
川
修
氏
の
著
書
『
嵯
峨
祭
の

歩
み 

そ
の
歴
史
・
構
造
・
変
遷
』
京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
五
月
刊

が
あ
り
ま
す
。 
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際
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書
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柏
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〇
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三
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第
１０
回
国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

書
の
世
界
か
ら
み
る
紫
式
部
の
美
意
識 

杭 

迫 

柏 

樹
（日
展
理
事
・
書
家
）

日
本
の
書
道
の
主
流
は
京
都
の
書
で
あ
り
、
そ
の
源
流
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
す
で

に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
奈
良
時
代
の
書
は
中
国
の
亜
流
で
、
写
経
は
中
国
の
北
魏
の
ス

タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
取
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
書
は
空
海
か
ら
で
、
直
線
で
書
い
た
字
は
苦

手
で
草
書
が
素
晴
ら
し
い
。
中
国
で
は
草
書
の
よ
う
に
曲
線
が
入
り
文
字
が
装
飾
的
に

な
る
こ
と
に
価
値
を
置
き
ま
せ
ん
。
草
書
に
価
値
を
与
え
た
こ
と
が
仮
名
を
生
み
出
す

基
に
な
り
、
仮
名
が
生
ま
れ
、
文
字
が
自
由
に
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
素
晴
ら
し
い
文
学

が
次
々
に
生
ま
れ
た
。
本
当
に
不
思
議
な
こ
と
で
、
私
は
、
美
し
い
仮
名
を
生
み
出
し
た

の
は
女
性
の
力
で
、
男
は
そ
こ
ま
で
飛
躍
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
女
性
の
持
つ

美
意
識
で
、
大
胆
に
、
簡
単
で
美
し
い
文
字
を
作
っ
た
と
私
は
想
像
し
て
い
ま
す
。 

平
安
時
代
に
は
小
野
道
風
、
藤
原
佐
理
、
藤
原
行
成
の
三
蹟
が
有
名
で
す
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
道
風
な
ど
は
古
臭
く
て
面
白
く
な
い
、
魅
力
が
な
い
、
行
成
こ

そ
い
い
書
の
見
本
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
成
の
書
を
、
白
楽
天
の
詩
を
書
い
た
『
白

氏
詩
巻
』
で
み
る
と
「
寛
仁
二
年
八
月
廿
一
日
書
之
以
経
師
筆
」
は
安
物
の
写
経
生
の

筆
で
書
い
た
の
で
、
「
点
画
失
所
」
つ
ま
り
思
う
よ
う
に
点
画
が
い
か
な
か
っ
た
。
「
来
者

不
可
笑
」
後
世
の
人
は
、
行
成
を
下
手
な
人
だ
っ
た
と
言
う
な
か
れ
、
と
言
い
訳
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
伸
び
伸
び
、
く
つ
ろ
い
だ
書
で
行
成
の
最
高
傑
作
で
す
。
壬
生
忠

岑
の
歌
を
書
い
た
『
寸
松
庵
色
紙
』
は
伝
紀
貫
之
筆
と
な
っ
て
い
ま
す
が
そ
の
は
ず
は
な

い
。
古
筆
で
伝
と
い
う
の
は
偽
と
同
じ
で
、
全
部
男
で
す
が
、
仮
名
は
女
性
が
書
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
書
に
触
れ
て
い
る
箇
所
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う

（
谷
崎
訳
）
。 

「
ま
し
て
人
の
心
の
値
打
ち
を
定
め
ま
す
に
は
、
当
座
の
思
わ
せ
ぶ
り
だ
と
か
、
上
っ

面
の
愛
嬌
な
ど
を
頼
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
（
帚
木
）
と
い
う
箇
所
で

は
、
素
人
の
自
己
流
で
器
用
書
き
の
書
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
下
手
で
も
し
っ

か
り
書
い
た
ほ
う
が
ま
だ
い
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
書
を
見
て
人
物
を
は
か
る
と
言
い
ま

す
が
、
書
と
い
う
も
の
も
セ
ン
ス
や
器
用
さ
に
ま
か
せ
ず
、
た
ゆ
ま
ぬ
古
典
の
追
究
か
ら

生
ま
れ
る
真
実
の
美
こ
そ
尊
い
も
の
と
説
い
て
い
ま
す
。 

「
筆
を
用
い
る
こ
と
と
碁
を
打
つ
こ
と
の
み
は
、
不
思
議
に
天
分
の
ほ
ど
が
現
れ
る
も

の
で
・
・
・
・
」
（
絵
合
）
か
ら
は
、
芸
術
を
志
す
人
達
の
永
遠
の
た
め
息
が
聞
こ
え
ま
す
。 

「
天
才
と
い
う
も
の
は
な
い
。
た
だ
あ
る
も
の
は
不
断
の
努
力
だ
け
」
と
い
う
ロ
ダ
ン
の

言
葉
に
私
も
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
偉
そ
う
に
漢
字
の
草
体
を
交
ぜ
た
り
し
て
学
者
ぶ
っ
た
真
似
も
せ
ず
、
や
さ
し
く

書
き
散
ら
し
て
あ
り
ま
す
。
」
（
初
音
）
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、
漢
詩
な
ぞ
知
ら
な
い
素

振
り
で
学
識
を
お
さ
え
て
い
た
紫
式
部
に
と
っ
て
、
御
簾
を
あ
げ
て
「
香
炉
峰
の
雪
い
か

な
ら
む
」
と
い
っ
た
清
少
納
言
が
、
最
も
嫌
い
な
タ
イ
プ
の
人
間
だ
っ
た
こ
と
が
明
確
に

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

『
源
氏
物
語
』
に
見
る
書
美
の
理
想
を
み
ま
す
と
、
ま
ず
「
上
品
で
気
高
く
」
（
賢
木
）

と
い
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
何
事
に
つ
け
て
も
、
昔
よ
り
は
浅
は
か
に
、
劣
る
よ
う
に
な
っ

て
行
く
末
世
の
今
で
す
が
、
仮
名
だ
け
は
当
節
の
方
が
こ
の
上
も
な
く
巧
く
な
り
ま
し

た
。
古
人
の
筆
の
蹟
は
・
・
・
・
」
（
梅
枝
）
と
い
う
箇
所
は
、
三
蹟
の
な
か
で
も
道
風
等
は
古

臭
く
、
行
成
こ
そ
が
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
無
雑
作
の
草
仮
名
の
歌
を
筆
に

ま
か
せ
て
、
乱
れ
書
き
に
な
さ
い
ま
し
た
の
は
限
り
な
い
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う

の
は
散
ら
し
書
き
を
指
し
て
お
り
、
『
継
色
紙
』
（
伝
小
野
道
風
筆
）
『
升
色
紙
』
（
伝
藤

原
行
成
筆
）
『
寸
松
庵
色
紙
』
の
三
色
紙
も
す
べ
て
散
ら
し
書
き
で
す
。 

「
墨
つ
き
の
輝
か
し
さ
は
眼
も
及
ば
ず
」
（
若
菜
上
）
と
い
う
の
は
日
本
独
特
の
書
の

褒
め
言
葉
で
、
墨
の
調
子
と
か
、
墨
色
の
美
し
さ
を
指
し
て
い
ま
す
。
鳥
の
子
紙
に
墨

の
光
沢
が
に
お
い
立
つ
よ
う
に
出
て
く
る
。
墨
色
の
変
化
と
い
う
も
の
が
、
初
め
て
美
意

識
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
中
国
で
は
こ
う
い
う
評
価
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
今
め
か
し
う
、
を
か
し
げ
に
目
も
輝
く
ま
で
見
ゆ
」
（
絵
合
）
は
、
「
現
代
的
で
目
を

見
張
る
、
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
美
し
い
」
と
で
も
訳
す
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
書

の
美
し
さ
と
人
物
評
定
が
表
裏
一
体
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
は
す
べ
て
の
芸
が
「
芸

道
」
に
走
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
も
う
す
で
に
こ
こ
に
素
地
が
あ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。 

日
本
美
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
書
に
お
い
て
は
「
抒
情
の
系
譜
」
だ
と
思
う
の
で

す
。
藤
原
公
任
の
「
和
歌
は
心
深
く
し
て
詞
余
れ
る
情
あ
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ

の
ま
ま
書
に
も
置
き
換
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
で
は
書
道
と
い
い
ま
す
が
中
国
で
は
書
法

と
言
い
、
ど
こ
ま
で
も
法
で
あ
っ
て
理
知
的
な
と
ら
え
方
で
す
。
中
国
の
書
は
非
常
に

論
理
的
で
、
直
線
構
成
の
も
の
が
う
ま
く
、
日
本
で
う
ま
い
の
は
仮
名
と
草
書
で
す
。

こ
れ
は
抒
情
の
伝
統
で
あ
り
、
心
深
く
し
て
余
れ
る
情
と
い
う
の
は
自
然
に
で
き
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。 

書
の
美
と
は
な
に
か
を
考
え
ま
す
と
、
作
家
自
身
の
「
自
分
と
は
何
か
」
を
内
側
か

ら
追
及
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
書
の
勉
強
は
「
自
分
探
し
の
旅
」
で
あ
る
と
い

う
の
が
私
の
結
論
で
、
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
先
人
た
ち
の
言
葉
を
大
い
に
参
考
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 
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第
１１
回
国
際
京
都
学
体
系
研
究
会 

教
会
に
は
な
ぜ
庭
が
な
い
の
か
―
宗
教
と
庭
園 

白
幡 

洋
三
郎
（国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

「
何
有
荘
」
と
い
う
池
泉
回
遊
式
庭
園
の
傑
作
を
背
景
に
し
て
話
を
す
る
と
い
う
の

は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
こ
こ
は
南
禅
寺
正
因
庵
の
塔
頭
だ
っ
た
も
の
が
明
治
維
新
後

に
売
却
さ
れ
、
染
色
分
野
の
実
業
家
で
映
画
の
興
行
で
も
有
名
な
稲
畑
勝
太
郎
氏
が

所
有
し
た
時
期
に
「
和
楽
庵
」
と
名
付
け
ら
れ
、
戦
後
に
は
宝
酒
造
の
大
宮
庫
吉
氏
の

手
に
渡
り
、
今
の
よ
う
に
改
名
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。 

私
の
庭
園
研
究
と
の
か
か
わ
り
は
、
都
市
計
画
史
の
勉
強
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
し
、
都

市
計
画
に
お
け
る
公
園
緑
地
の
重
要
性
に
目
を
開
か
れ
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。
大

学
の
造
園
科
の
学
生
の
頃
は
日
本
庭
園
の
説
明
に
論
理
性
が
な
い
こ
と
に
と
ま
ど
っ
て

い
た
。
外
国
人
に
説
明
を
求
め
ら
れ
日
本
の
庭
の
研
究
に
入
り
、
そ
の
奥
深
い
価
値
に

気
づ
き
、
東
西
の
比
較
と
い
う
立
場
に
つ
な
が
っ
た
。 

「
京
の
庭
園
、
奈
良
の
仏
像
」
と
言
わ
れ
る
。
奈
良
の
寺
に
行
く
楽
し
み
は
日
光
・
月

光
菩
薩
な
ど
仏
像
の
見
学
で
、
庭
園
を
目
的
の
人
は
少
な
い
。
奈
良
時
代
の
仏
教
は

基
本
的
に
鎮
護
国
家
の
仏
教
で
あ
り
、
国
の
安
泰
・
安
寧
の
確
保
を
理
論
づ
け
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
「
都
市
・
平
地
仏
教
」
で
、
南
大
門
、
講
堂
、
金
堂
な
ど
の
伽
藍
様
式
を
と

り
、
学
問
を
す
る
講
堂
が
大
事
。
経
典
の
学
問
を
す
る
エ
リ
ー
ト
集
団
の
学
問
僧
が
い

る
場
所
が
寺
院
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
桓
武
天
皇
は
平
安
京
遷
都
の
際
、
仏
教
の
影

響
を
政
治
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
、
国
家
公
認
の
官
寺
を
東
寺
と
西
寺
の
二
つ
に
か
ぎ
っ

た
。
当
時
、
国
家
の
保
護
を
う
け
て
い
た
僧
侶
の
ほ
か
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
仏
教
に
帰
依
す

る
私
度
僧
が
い
た
。
私
度
僧
た
ち
は
宗
教
的
な
実
践
の
た
め
浄
瑠
璃
寺
周
辺
の
洞
窟

だ
っ
た
。
平
等
院
は
藤
原
道
長
の
別
荘
「
宇
治
殿
」
だ
っ
た
も
の
を
そ
の
子
の
藤
原
頼
通

が
寄
進
し
寺
院
に
あ
ら
た
め
た
。
天
竜
寺
は
亀
山
天
皇
の
別
荘
「
亀
山
殿
」
だ
っ
た
が
、

足
利
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
の
冥
福
を
祈
り
鎮
魂
の
た
め
に
、
天
竜
寺
と
し
て
整
備
し

た
も
の
だ
。
平
安
時
代
中
期
、
慶
滋
保
胤
の
『
池
亭
記
』
に
邸
宅
の
庭
に
持
仏
堂
を
設

け
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
邸
宅
が
宗
教
寺
院
化
し
た
わ
け
だ
。
建
築
史
上
、

寺
院
建
築
と
い
う
が
、
住
宅
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
く
流
用
が
で
き
る
。 

庭
園
と
東
西
の
宗
教
を
考
え
る
と
、
仏
教
が
定
着
し
て
ゆ
く
中
で
、
宗
教
施
設
に

庭
園
が
増
え
て
き
た
の
が
、
日
本
の
仏
教
、
日
本
の
文
化
の
特
徴
だ
と
思
う
。
日
本
で

は
石
や
木
も
神
に
な
る
し
、
庭
園
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
宗
教
施
設
で
あ
り
、
神
、
仏

の
至
現
す
る
よ
う
な
装
置
で
あ
っ
た
。 

西
洋
世
界
で
は
世
俗
の
方
で
し
か
庭
園
は
作
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
教
会
に
寄
進
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
で
は
庭
園
を
作
ら
な
か
っ

た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
院
に
は
敷
地
内
部
に
パ
ラ
ダ
イ
ス
な
ど
の
空
間
が
あ
る
が
、
装

飾
の
な
い
緑
の
芝
生
の
空
間
に
す
ぎ
な
い
。
教
会
の
内
部
に
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
美
し

い
空
間
が
あ
る
が
、
外
部
は
非
常
に
簡
素
で
あ
る
。
修
道
院
に
は
生
活
の
た
め
の
実
用

園
が
あ
る
の
み
で
あ
る 

ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
や
ウ
ィ
ー
ン
の
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
な
ど
、
有
名
な
庭
は
ほ
ぼ
全
て

宮
殿
の
庭
で
あ
り
、
つ
ま
り
世
俗
の
庭
で
あ
っ
た
。
世
俗
の
庭
を
よ
く
見
る
と
彫
刻
が

飾
っ
て
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
が
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
に
も
と
づ
く
女
神

や
春
夏
秋
冬
の
神
々
、
狩
猟
対
象
の
イ
ノ
シ
シ
や
鹿
な
ど
の
動
物
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ

ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
大
陸
を
象
徴
す
る
シ
ン
ボ
ル
な
ど
で
、
完
全
に
世
俗
の
世
界
と
し

て
の
空
間
だ
っ
た
。 

鎌
倉
、
室
町
、
桃
山
と
時
代
が
下
が
り
江
戸
期
に
は
宗
教
施
設
の
世
俗
化
が
お
こ

っ
た
。
お
寺
の
参
詣
は
庭
を
見
に
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
庭
園
が
参
詣
と
遊
山
の
受
け

皿
に
な
っ
て
ゆ
く
。
寛
政
の
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に
は
美
し
い
庭
や
遊
興
施
設
の
紹

介
が
あ
る
が
、
そ
の
典
型
例
が
円
山
を
み
る
と
時
宗
の
坊
が
立
ち
な
ら
ん
で
い
る
が
、

今
に
残
る
の
は
左
阿
弥
と
い
う
料
亭
だ
け
で
あ
る
。 

「
教
会
に
は
な
ぜ
庭
が
な
い
の
か
」
を
考
え
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
庭
園
と
い
う
一
種

の
自
然
を
教
会
な
ど
の
宗
教
施
設
の
中
に
置
か
な
い
。
日
本
の
庭
園
に
は
平
安
期
以

降
の
日
本
仏
教
的
な
背
景
が
あ
り
、
日
常
化
さ
れ
た
宗
教
的
な
感
性
が
、
日
本
人
の

庭
を
育
て
て
い
る
よ
う
だ
。
わ
た
し
が
若
い
と
き
に
日
本
庭
園
の
理
解
が
難
し
か
っ
た
の

は
、
自
然
に
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。 

 

 

窟
の
よ
う
に
、
都
市
周
辺
の
山
麓
の
洞
窟
や
庵
で
個
人

の
救
済
の
修
行
を
お
こ
な
っ
た
。
つ
ま
り
平
安
京
で
は

「
山
林
・
修
行
仏
教
」
の
性
格
を
帯
び
た
。
周
囲
に
あ
る

環
境
を
も
と
に
し
た
宗
教
的
な
修
行
の
空
間
が
、
今
の

寺
の
庭
園
の
基
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
お
そ
ら
く
枯

山
水
の
様
式
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

日
本
に
は
「
別
荘
か
ら
寺
院
へ
」
つ
ま
り
世
俗
施
設
が
宗

教
施
設
へ
と
変
化
し
た
流
れ
が
あ
る
。
平
安
期
の
二
大

別
荘
地
の
一
つ
は
嵯
峨
野
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
宇
治
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（京
都
大
学
名
誉
教
授
）

「
京
都
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
」
を
今
年
か
ら
は
じ
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
文
化
経
済

学
の
視
点
か
ら
、
京
都
の
文
化
と
経
済
の
諸
問
題
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
大
学
な
ど
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。
文
化
と
経
済
の
関
係
は
、
一
般
に
は
水
と
油
の
よ
う
に
相
反
す

る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。
文
化
を
代
表
す
る
芸
術
、
学
術
、
宗
教
な
ど
は
崇
高
な
精

神
的
営
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
経
済
は
金
儲
け
で
は
な
い
か
、
俗
な
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う
通
念
が
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
現
実
の
経
済
の
中
で
も
福
祉
、
医
療
、
環
境
な

ど
に
携
わ
っ
て
い
る
非
営
利
活
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

現
代
社
会
で
は
文
化
と
経
済
は
相
互
に
依
存
す
る
関
係
に
入
っ
て
お
り
、
文
化
経

済
学
が
経
済
学
の
最
も
新
し
い
分
野
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
こ
で
い
う
「
文
化
」
は
文
化

人
類
学
の
定
義
と
は
異
な
り
、
生
活
の
質
を
高
め
る
も
の
、
梅
棹
忠
夫
先
生
の
言
葉

を
借
り
る
と
「
心
の
足
し
に
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
価
値
と
関
係
が
あ
る
も
の
を
指
す
。

「
文
化
的
価
値
」
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
化
経
済
学
者

D.

ス
ロ
ス
ビ
ー
で
、
文
化
的
価
値
と
経
済
の
関
係
の
研
究
を
唱
え
た
。
文
化
的
価
値

を
有
す
る
財
の
需
要
供
給
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
が
、
文
化
と
い
う
も
の
は
通
常
の
市

場
経
済
の
原
理
だ
け
で
は
運
用
は
難
し
く
、
ど
う
し
て
も
「
文
化
支
援
」
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。 

こ
れ
は
W.

J.

ボ
ー
モ
ル
の
指
摘
し
た
ボ
ー
モ
ル
病
に
関
係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ク

ラ
シ
ッ
ク
の
弦
楽
四
重
奏
な
ど
は
、
昔
か
ら
同
じ
か
た
ち
で
や
っ
て
き
た
が
、
人
件
費
は

上
昇
す
る
い
っ
ぽ
う
で
入
場
料
を
あ
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
文
化
の
部
門
で

は
生
産
性
の
上
昇
は
な
く
、
必
然
的
に
赤
字
が
発
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
ら

か
の
か
た
ち
で
文
化
支
援
が
必
要
で
あ
り
、
昔
は
王
や
貴
族
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
文
化

を
育
て
て
い
た
が
、
今
は
国
や
地
方
自
治
体
に
財
団
な
ど
が
支
援
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
の
も
文
化
経
済
学
の
課
題
だ
。 

地
域
づ
く
り
や
ま
ち
づ
く
り
と
か
都
市
再
生
な
ど
に
も
文
化
が
非
常
に
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
の
大
都

市
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
街
は
汚
れ
て
荒
廃
し
、
歩
く
と
危
険
だ
と
注
意
さ
れ
た

り
、
財
政
は
破
産
状
態
と
い
う
都
市
衰
退
の
現
象
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
一
九
八
〇

年
代
に
入
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
筆
頭
に
ア
ー
バ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
動
き
が
お
こ
り
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
の
文
化
施
設
を
立
派
に
す
る
な
ど
文
化
に
よ
る
再
生
を
は
か
る

こ
と
で
見
違
え
る
よ
う
な
成
功
を
お
さ
め
、
往
時
と
は
様
変
わ
り
を
し
て
い
る
。 

文
化
経
済
学
の
目
で
京
都
の
文
化
政
策
を
見
る
と
、
ま
ず
戦
後
五
年
た
っ
て
一
九

五
〇
年
に
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
法
が
制
定
さ
れ
、
文
化
観
光
が
理
念
と

し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
。
七
八
年
の
世
界
文
化
自
由
都
市
宣
言
も
重
要
な
意
義
が
あ

る
。
「
都
市
は
理
想
を
必
要
と
す
る
・
・
・
・
」
と
い
う
名
文
か
ら
な
っ
て
お
り
、
ま
ち
づ
く

り
の
理
念
と
し
て
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
一
九
九
九
年
に
作
成
さ
れ
た
京

都
基
本
構
想
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
京
都
文
化
芸
術
都
市
創
生
条

例
が
制
定
さ
れ
、
文
化
芸
術
都
市
づ
く
り
の
基
本
理
念
が
練
ら
れ
て
き
た
。 

一
九
五
〇
年
に
京
都
市
立
美
術
大
学
が
、
五
二
年
に
は
京
都
市
立
音
楽
短
大
が

開
学
し
、
後
に
合
併
し
て
市
立
芸
術
大
学
が
発
足
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
関
し
て

は
、
一
九
五
六
年
の
京
都
市
交
響
楽
団
は
全
国
で
最
初
の
自
治
体
丸
抱
え
の
交
響
楽

団
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
に
建
設
さ
れ
た
京
都
会
館
が
老
朽
化
し
た
あ
と
、
九
五

年
に
新
し
い
京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
も
完
成
し
て
い
る
。 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
関
係
で
は
一
九
八
二
年
に
歴
史
資
料
館
が
設
立
さ
れ
た
が
、
残
念

な
が
ら
本
格
的
な
歴
史
博
物
館
の
建
設
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
都
心
部
の
小
学
校
跡

地
利
用
に
よ
り
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
や
学
校
歴
史

博
物
館
な
ど
の
建
設
が
実
現
し
て
い
る
。
学
術
関
係
と
し
て
は
、
一
九
八
七
年
に
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。
九
三
年
に
は
大
学
の
ま
ち
・
京
都
２１
プ

ラ
ン
が
生
み
だ
さ
れ
、
九
八
年
に
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
京
都
が
発
足
し
た
。
こ
れ
は
全

国
で
最
初
と
は
い
え
な
い
が
市
全
体
の
大
学
が
参
加
す
る
よ
う
な
規
模
と
し
て
は
い
ち

ば
ん
で
あ
り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
の
利
用
も
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
私
大
の
立

命
館
大
学
や
京
都
精
華
大
学
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
な
ど
も
重
要
な
活
動
の
拠
点

と
な
っ
て
い
る
。 

芳
賀
理
事
長
に
京
都
府
文
化
賞
・
特
別
功
労
賞 

 

平
成
二
十
一
年
一
月
、
当
協
会
の
芳
賀
徹
理
事
長
が
、
第
二
七
回
京
都
府
文
化

賞
の
特
別
功
労
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
京
都
の
文
化
の
振
興
、
発
展
に
功
績
の
あ
っ

た
人
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
、
今
回
は
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
益
川
敏
英
・
京

都
産
業
大
学
教
授
や
千
玄
室
・
前
裏
千
家
家
元
、
作
曲
家
・
京
都
市
立
芸
術
大
学

名
誉
教
授
広
瀬
亮
平
氏
（
故
人
）
と
同
時
の
受
賞
と
な
っ
た
。 

比
較
文
学
・
比
較
文
化
史
の
研
究
と
幅
広
い
芸
術
評
論
に
お
い
て
あ
げ
た
顕
著
な

業
績
や
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
の
よ
び
か
け
人
、
ま
た
千
年
紀
委
員
会
委
員
・
企
画

部
会
長
と
し
て
記
念
事
業
の
企
画
、
実
施
に
中
心
的
役
割
を
勤
め
文
化
の
昂
揚
に
示

し
た
多
大
の
功
労
が
評
さ
れ
ま
し
た
。 

(

原
稿
は
す
べ
て
事
務
局
で
責
任
編
集
し
ま
し
た
。) 


