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近
江
（
滋
賀
県
）
の
地
の
水
探
求
は
自
己
の
造
形
表
現
か
ら
始
ま
っ
た
。

二
〇
一
七
年
の
現
在
も
様
々
な
テ
ー
マ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
際
、

必
ず
湧
水
の
発
見
は
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
探
究
を
始
め
た
当
初

は
事
前
に
書
籍
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
調
べ
る
こ
と
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
紹
介
さ
れ
る
情
報
を
元
に
湧
水
ポ
イ
ン
ト
を
目
指
し
て
探
し
出
す
こ

と
が
主
で
あ
っ
た
。
現
地
へ
訪
れ
る
と
地
域
の
方
々
と
の
出
会
い
が
あ
り
、

急
遽
聞
取
り
調
査
か
ら
の
新
た
な
湧
水
発
見
に
至
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
っ
た
。
昨
今
は
他
の
目
的
で
調
査
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る

と
、
何
と
な
く
湧
水
（
水
源
）
と
巡
り
合
え
そ
う
な
空
気
を
掴
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
人
々
の
暮
ら
し
や
営
み
が
活
気
づ
く

場
所
に
は
必
ず
綺
麗
で
豊
富
な
水
を
蓄
え
る
場
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は

逆
で
水
が
豊
富
で
あ
る
か
ら
人
々
が
集
い
、
営
み
が
始
ま
り
や
が
て
文
化

を
つ
く
り
出
し
て
い
く
の
だ
と
漸
く
気
付
い
た
。
現
在
、
私
が
把
握
し
て

い
る
湧
水
ポ
イ
ン
ト
は
一
二
〇
ヵ
所
を
す
で
に
超
え
て
お
り
更
に
増
え
続

け
留
ま
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
琵
琶
湖
を
基
点
に
淀
川
水
系
の
最
上
流

先
端
部
で
あ
る
近
江
の
水
源
は
分
水
嶺
か
ら
直
接
的
に
恵
を
受
け
て
い
る

こ
と
か
ら
今
後
も
無
数
に
現
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
次
回
の
全
体
水

（
近
江
の
水
源
）
作
品
発
表
が
い
つ
に
な
る
か
は
未
定
だ
が
そ
の
時
に
改

め
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
予
想
し
て
い
る
。

•••••••••••••••••••••••••••••••
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一
、
面
白
い
水
、難
し
い
水（
お
も
し
ろ
い
み
ず
、む
ず
か
し
い
み
ず
） �

　

面
白
い
水
、
難
し
い
水
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

ま
で
思
い
の
ま
ま
に
、
共
通
す
る
テ
ー
マ
を
見
つ
け
出
し
、
三
、四
カ
所

の
水
場
を
紹
介
し
て
き
た
。
思
い
起
こ
せ
ば
美
術
家
で
あ
る
私
が
初
め
て

自
分
に
近
い
エ
リ
ア
の
考
え
方
で
タ
イ
ト
ル
を
決
め
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
さ
て
、
何
が
面
白
い
の
か
、
難
し
い
の
か
、
現
代
美
術
作
品
を

目
前
に
し
た
時
に
、
一
番
最
初
に
作
品
が
ど
う
な
の
か
を
判
断
す
る
分
か

れ
道
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
評
論
や
感
想
は
論
者
の
こ
れ
ま

で
の
知
識
や
経
験
等
か
ら
、
或
は
技
術
力
の
評
価
や
そ
の
作
品
の
強
度
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
些
か
乱
暴
な
冒
頭
文
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
私
が
出
会
っ
た
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
面
白
い
、
難

し
い
を
湧
水
の
現
場
に
当
て
は
め
て
み
て
い
き
た
い
。

小
碓
の
泉
（
お
う
す
の
い
ず
み
）
米
原
市
間
田
（
は
ざ
ま
だ
）

　

国
道
３
６
５
号
を
南
東
方
向
へ
姉
川
を
左
手
に
見
な
が
ら
少
し
進
む
と

野
一
色
東
と
い
う
交
差
点
が
あ
る
。
県
道
19
号
が
東
西
に
40
号
が
南
北
に

交
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
辺
に
お
け
る
私
の
水
汲
み
研
究
の
基
点
に
な
っ
て

い
る
。
小
田
（
や
な
い
だ
）、
間
田
（
は
ざ
ま
だ
）、
春
照
（
す
い
じ
ょ
う

／
古
く
は
水
上
）
と
い
う
地
名
が
連
な
っ
て
お
り
、
伊
吹
山
麓
で
あ
る
こ

と
か
ら
湧
水
の
宝
庫
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
北
国
脇
往
還
の
宿
駅
の

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
交
差
点
を
真
東
に
19
号
線
を
少
し
進
む
と

左
手
に
小
さ
な
看
板
を
見
付
け
た
。
側
溝
を
跨
ぐ
よ
う
に
観
光
ガ
イ
ド
を

伊吹山麓の稜線が見える。小碓の泉 湧水口から水を汲む筆者。小碓の泉

湧水口へ向かう途中の綺麗な水草。小碓の泉道端の表札。小碓の泉
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唐
突
に
知
ら
せ
る
看
板
が
あ
る
。
手
描
き
で
地
元
の
人
が
描
い
た
か
の
よ

う
な
案
内
を
よ
む
と
、「
小
碓
の
泉
は
日
本
武
尊
に
ゆ
か
り
の
あ
る
居
醒

の
水
の
一
つ
で
七
つ
の
丘
に
囲
ま
れ
た
間
田
は
古
代
か
ら
式
内
岡
神
社
、

日
御
子
古
墳
、
番
匠
岡
古
墳
等
が
あ
り
こ
の
低
地
の
東
方
（
約
四
百
米
）

に
清
水
の
湧
き
出
る
と
こ
ろ
が
古
代
遺
跡
の
小
碓
の
泉
で
す
。」
と
記
さ

れ
て
い
た
。
住
宅
が
ち
ょ
う
ど
途
切
れ
た
場
所
で
林
に
導
く
よ
う
な
景
色

で
あ
る
こ
と
か
ら
入
口
だ
と
わ
か
っ
た
。
案
内
に
あ
っ
た
よ
う
に
東
へ
、

勢
い
よ
く
流
れ
る
小
川
に
沿
っ
て
上
流
を
目
指
し
歩
く
と
段
々
足
元
が
悪

く
な
っ
て
く
る
。
少
し
不
安
に
な
り
な
が
ら
も
辺
り
を
見
渡
す
と
緑
に
覆

わ
れ
な
が
ら
も
空
が
見
え
、
と
て
も
清
々
し
い
。
通
常
な
ら
案
内
に
従
っ

て
少
し
歩
く
と
水
源
が
見
つ
か
る
の
だ
が
小
川
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
私
が

訪
れ
た
季
節
は
冬
の
終
わ
り
雪
解
け
の
頃
で
あ
っ
た
か
、
小
川
の
水
と
そ

こ
に
浮
か
ぶ
水
草
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
気
付
く
と

農
地
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
恐
る
恐
る
進
む
と
丘
陵
地
と

の
境
目
に
行
き
着
い
た
。
丘
の
上
を
見
上
げ
る
と
伊
吹
山
の
稜
線
が
く
っ

き
り
見
え
る
。
境
目
を
目
指
し
て
で
き
る
だ
け
近
づ
い
た
。
既
に
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
シ
ュ
ー
ズ
に
は
水
が
か
な
り
染
込
ん
で
い
る
。
よ
う
や
く
地
表
の

裂
け
目
を
見
付
け
水
面
が
も
や
も
や
し
て
い
る
の
を
確
認
す
る
事
が
で
き

た
。
水
面
を
下
流
の
方
へ
と
見
渡
し
て
い
く
と
高
さ
が
変
わ
る
と
こ
ろ
で

溢
れ
ん
ば
か
り
の
水
が
ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
音
を
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
相
当

の
水
が
湧
き
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
辺
り
に
湧
水
を
示
す
案
内
は

な
く
半
信
半
疑
だ
。
し
ば
ら
く
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
で
い
る
と
入
口
の

案
内
表
示
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。「
下
界
と
の
境
界
は
あ
そ
こ
だ
っ
た

の
だ
」
と
…
。
湧
水
を
探
し
出
す
仕
事
を
は
じ
め
て
間
も
な
い
頃
だ
っ
た

の
で
、
今
で
も
深
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
命
の
水
を
見
つ
け
出
す
の
に

言
語
は
必
要
な
い
の
だ
と
、
観
光
案
内
か
ら
導
か
れ
て
野
生
の
世
界
へ
入

り
込
み
、
動
物
が
水
に
あ
り
つ
く
か
の
ご
と
く
、
原
始
脳
に
直
接
ひ
び
い

て
く
る
感
覚
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
、
感
動
と
い
う
も
の
と
も
違
う

何
か
不
可
思
議
な
記
憶
で
あ
る
。
二
度
目
に
訪
れ
た
と
き
は
梅
雨
明
け
の

頃
で
野
草
が
背
丈
程
ま
で
生
い
茂
り
水
源
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

広
野
の
涌
水
（
ひ
ろ
の
の
ゆ
う
す
い
）
高
島
市
地
小
原
〜
雲
洞
谷
辺

　

再
び
辿
り
着
く
自
信
の
無
い
場
所
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
六
月
、
高
島

市
朽
木
周
辺
の
国
道
と
県
道
沿
い
の
湧
水
を
求
め
て
野
放
図
に
車
を
走
ら

せ
て
い
た
時
に
出
会
っ
た
水
場
だ
。
国
道
３
６
７
号
線
を
北
上
し
て
山
神

橋
に
差
し
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
に
三
叉
路
が
現
れ
る
。
橋
を
渡
ら
ず
安
曇
川

の
支
流
の
方
へ
進
む
と
再
び
三
叉
路
が
現
れ
る
。
次
も
同
じ
く
支
流
の
方

へ
県
道
23
号
を
し
ば
ら
く
進
む
と
三
た
び
三
叉
路
に
で
る
。
く
つ
き
の
森

の
看
板
を
横
目
に
朽
木
能
家
方
向
を
直
進
す
る
と
県
道
７
８
３
号
に
な
る
。

何
回
か
蛇
行
を
繰
り
返
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
登
り
坂
を
上
が
る
と
、
地
小

原
の
集
落
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
対
向
二
車
線
の
道
が
狭
ま
り
一
車
線
に
な

る
。
不
安
も
期
待
も
増
し
、
谷
沿
い
左
右
に
川
を
眺
め
な
が
ら
車
を
進
め

る
と
山
の
斜
面
側
に
小
さ
な
木
製
の
表
札
が
現
れ
る
。
側
道
の
山
側
に
車

を
寄
せ
て
、
表
札
に
近
づ
く
と
崖
か
ら
パ
イ
プ
が
突
き
出
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
勢
い
よ
く
水
が
出
て
い
る
。
初
夏
の
暑
い
日
だ
っ
た
の
で
一
先
ず
顔
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を
洗
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
パ
イ
プ
の
周
り
は
苔
む
し
て
お
り
、
周

囲
は
シ
ダ
植
物
等
が
生
え
て
い
る
。
普
通
は
鬱
蒼
と
し
そ
う
な
感
じ
だ
が
、

こ
ま
め
に
誰
か
が
草
抜
き
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
パ
イ
プ
の
上
に

は
広
野
の
涌
水
と
書
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
の
「
湧
水
」
は
「
涌
水
」
で
あ

る
。
少
し
左
に
目
を
向
け
る
と
ホ
タ
ル
の
生
息
地
と
書
か
れ
ホ
タ
ル
の
イ

ラ
ス
ト
が
描
か
れ
た
黄
色
い
八
角
形
の
看
板
が
目
に
入
っ
た
。
道
路
標
識

で
い
う
黄
と
黒
の
危
険
を
表
す
タ
イ
プ
だ
。
実
は
こ
っ
ち
の
標
識
が
先
に

目
に
入
っ
て
次
に
木
製
の
表
札
と
水
場
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
道
沿
い
に

突
如
と
し
て
現
れ
る
ホ
タ
ル
の
生
息
地
な
ら
ぬ
水
場
で
あ
る
。

（
も
し
か
す
る
と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
と
こ
ろ
、
雲
洞
谷
地
区
、
洞

照
寺
を
越
え
た
辺
り
の
南
東
方
向
の
斜
面
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

先
に
と
て
も
不
思
議
な
雰
囲
気
の
山
神
神
社
が
あ
る
が
そ
こ
ま
で
間
に
あ

る
事
は
確
か
な
の
だ
が
、
ん
ー
難
し
い
。）

久
太
郎
山
の
湧
き
水
（
く
た
ろ
う
や
ま
の
わ
き
み
ず
？
）

七
右
栄
門
田
の
名
水
（
し
ち
え
も
ん
た
の
め
い
す
い
？
）
高
島
市
今
津
町

椋
川

　

二
つ
の
名
称
を
持
つ
水
で
あ
る
。
久
太
郎
山
の
湧
水
と
七
右
栄
門
田
の

名
水
と
案
内
板
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
正
直
言
っ
て
正
し
い
読
み
方
が
わ

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
故
二
つ
の
人
名
を
冠
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
お
そ
ら
く
久
太
郎
さ
ん
の
山
、
或
い
は
七
右
栄
門
さ
ん
の
田
に
関
係

す
る
湧
水
な
の
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
〇
年
の
二
月
と
二
〇
一
二
年
の
六
月

の
二
回
現
地
を
訪
れ
た
の
だ
が
、
ど
ち
ら
も
現
地
の
人
と
会
う
こ
と
が
で

道端にある広野の涌水 広野の涌水で水を汲む筆者

広野の涌水
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き
ず
、
所
以
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
場
所
は
高
島
市
朽

木
か
ら
国
道
３
６
７
号
線
を
北
上
、
檜
峠
を
越
え
て
今
津
町
へ
、
途
中
谷

へ
下
り
る
手
前
に
西
方
向
へ
曲
が
る
道
が
あ
る
。
道
路
表
示
に
従
い
椋
川

方
面
へ
、
し
ば
ら
く
走
り
左
側
へ
大
き
く
カ
ー
ブ
を
き
り
な
が
ら
安
曇
川

の
支
流
を
上
流
の
方
へ
登
っ
て
い
く
。
道
幅
も
狭
く
な
り
辺
り
は
か
な
り

物
寂
し
く
な
っ
て
き
た
。
少
し
ひ
ら
け
て
何
軒
か
の
集
落
が
見
え
る
と
右

側
に
近
江
の
国
を
象
徴
す
る
よ
う
な
渋
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
神
社
が
現

れ
た
。
椋
川
の
中
心
地
に
当
た
る
場
所
な
の
だ
ろ
う
か
、
日
当
り
が
よ
く

南
側
に
田
畑
が
広
が
り
道
沿
い
に
小
川
が
流
れ
て
い
る
。
鳥
居
の
扁
額
を

み
る
と
日
吉
神
社
と
記
さ
れ
て
い
た
。
入
る
と
真
直
ぐ
に
伸
び
た
杉
が
迎

え
て
く
れ
奥
の
山
裾
に
社
が
あ
る
。
社
の
屋
根
の
外
側
に
柱
が
数
本
あ
る

こ
と
か
ら
冬
期
の
大
雪
に
耐
え
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

神
社
を
出
て
更
に
上
流
へ
数
メ
ー
ト
ル
歩
く
と
何
や
ら
木
桶
が
道
に
張
り

出
し
て
い
る
の
が
見
え
た
。
近
づ
く
と
山
の
斜
面
に
対
し
て
板
で
土
留
め

が
な
さ
れ
て
お
り
太
め
の
竹
筒
が
板
か
ら
突
き
出
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
と
音
を
立
て
て
水
が
そ
の
木
桶
に
流
れ
込
ん
で
い
た
。

　

棚
の
箱
に
は
コ
ッ
プ
が
三
つ
程
置
い
て
あ
り
、
い
つ
で
も
誰
で
も
水
が

汲
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
古
い
写
真
を
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン
ト
し
た
ア

ル
ミ
製
の
看
板
が
つ
い
て
い
た
。
読
む
と
「
七
右
栄
門
田
の
名
水
（
久
太

郎
山
の
湧
き
水
）
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
い�

岩
の
間
か
ら
出
て
い
る
湧

き
水�

京
都
新
聞
県
民
版
に
紹
介
さ
れ
多
方
面
か
ら
人
が
訪
れ
る
。
右
下

に
平
成
二
一
年
吉
日
昭
和
十
一
年
八
月
三
日
撮
影�

作�

作
者
名
」
と
記
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
写
真
は
昭
和
初
期
と
思
わ
れ
る
風
景
に
女
性
が
取
水
口

に
顔
を
向
け
水
を
飲
ん
で
い
る
。
そ
の
前
で
お
か
っ
ぱ
頭
の
女
の
子
が
こ

ち
ら
を
向
い
て
笑
っ
て
お
り
、
後
方
に
母
親
と
思
わ
れ
る
女
性
が
佇
ん
で

い
る
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
表
札
を
見
た
が
現
代
の
技
術
を
用
い
な
が
ら
も

景
観
を
犯
さ
ず
、
こ
れ
に
勝
る
し
っ
か
り
作
ら
れ
た
表
札
を
見
た
こ
と
が

な
い
。
神
社
と
水
場
が
近
く
に
あ
り
、
日
当
り
も
良
い
こ
と
か
ら
こ
の
辺

の
一
等
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
お
そ
ら
く
村
の
人
々
が
集
う
場

所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
誰
か
に
会
っ
て
お
話
を
聞
い
て
み
た
か
っ
た

が
、
と
う
と
う
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
面
白
い
水
、
難
し
い
水
」
は
全
く
も
っ
て
私
の
主
観
で
あ
る
。
今
回

紹
介
し
た
水
に
お
い
て
何
か
共
通
す
る
点
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
た
で

あ
ろ
う
か
？

　

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
て
考

え
れ
ば
考
え
る
程
、
謎
が
増
え
る

こ
と
は
何
に
お
い
て
も
面
白
い
し
、

難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
近
江
に
は

ま
だ
ま
だ
沢
山
こ
の
よ
う
な
水
が

存
在
す
る
と
想
像
す
る
。
そ
の
理

由
を
じ
っ
く
り
と
調
査
し
、
ゆ
っ

く
り
紐
解
い
て
い
く
と
暮
ら
し
や

歴
史
の
真
実
が
見
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。

久太郎山の湧き水を汲む筆者
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二
、
始
り
の
水
、元
の
水（
は
じ
ま
り
の
み
ず
、も
と
の
み
ず
） �

　

近
江
の
湧
き
水
を
汲
む
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
水
を
紹
介
し

た
い
。以
前
に
も
書
い
た
が
美
術
家
で
あ
る
自
身
の
作
品
、「
全
体
︱
水（
近

江
の
水
源
）」
構
想
を
始
め
る
前
に
近
江
に
お
い
て
様
々
な
水
を
集
め
る

に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
採
取
す
る
の
が
良
い
の
か
考
え
て

い
た
。
川
の
源
流
を
た
ど
り
汲
水
す
る
。
或
い
は
琵
琶
湖
の
水
（
全
体
の

水
）
に
な
る
寸
前
の
河
口
付
近
の
水
（
〇
〇
川
の
水
）
を
汲
む
。
こ
の
他
、

地
図
状
に
お
け
る
経
線
緯
線
で
囲
ま
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
存
在
す
る
水
を

汲
む
。
な
ど
水
の
集
め
方
に
つ
い
て
、
試
行
錯
誤
し
て
い
た
。
い
つ
も
の

様
に
自
宅
周
辺
の
大
津
市
仰
木
の
里
か
ら
仰
木
へ
と
散
歩
を
し
て
い
た
時

の
こ
と
で
あ
る
。
豊
か
な
棚
田
の
田
園
風
景
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と

そ
も
そ
も
こ
の
田
畑
を
潤
し
て
い
る
水
源
は
何
処
な
の
か
気
に
な
っ
て
き

た
。
地
域
の
神
社
で
あ
る
小
椋
神
社
に
辿
り
着
き
、
調
べ
て
い
る
と
奥
宮

の
存
在
に
気
付
い
た
。
こ
の
奥
宮
は
滝
壺
神
社
と
呼
ば
れ
名
前
の
通
り
、

水
が
湧
き
出
し
地
域
の
方
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
小
さ
な
滝
か
ら
常
時
水

が
流
れ
落
ち
て
い
る
。
所
以
は
後
述
す
る
と
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
水
を

調
べ
て
み
よ
う
！
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
家
に
戻
り
、
名
前
の
有
す

る
水
が
近
江
に
は
い
く
つ
あ
る
の
か
、
二
〇
一
〇
年
の
時
点
で
書
籍
や
観

光
ガ
イ
ド
、
ネ
ッ
ト
情
報
だ
け
で
四
〇
ヵ
所
以
上
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

真
中
に
大
湖
を
有
す
る
こ
と
か
ら
ま
だ
ま
だ
あ
る
こ
と
は
想
像
が
つ
い
た
。

さ
ら
に
近
江
は
京
都
を
上
回
る
社
寺
仏
閣
を
有
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
信
仰
が
厚
く
神
仏
が
習
合
す
る
以
前
か
ら
地
域
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と

も
想
像
で
き
る
。
社
寺
に
は
必
ず
手
水
が
存
在
し
手
を
水
で
清
め
て
か
ら

手
を
合
わ
せ
、
祈
る
の
で
あ
る
。
生
命
体
が
生
き
て
い
く
う
え
で
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
水
、
こ
こ
に
は
日
本
人
の
自
然
観
や
宗
教
観
の
元
と
な

る
感
覚
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

美
術
家
で
あ
る
私
が
水
を
汲
む
こ
と
を
表
現
に
し
よ
う
と
考
え
た
始
り

の
水
で
あ
り
、
元
の
水
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

滝
壺
神
社 

祭
神
闇
龗
大
神
（
た
き
つ
ぼ
じ
ん
じ
ゃ 

さ
い
じ
ん
く
ら
お
か

み
お
お
か
み
）

　

湖
西
道
路
を
北
上
、
仰
木
雄
琴
の
出
口
を
下
り
て
左
折
、
県
道
３
１
５

号
を
比
叡
山
方
面
へ
走
る
と
右
手
に
月
読
の
棚
田
、
そ
の
向
う
に
は
琵
琶

道に突き出る久太郎山の湧き水

板でしっかり土留めをした水場。久太郎山の湧き水
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湖
が
広
が
っ
て
い
る
。
次
に
郵
便
局
前
の
交
差
点
を
鋭
角
に
左
折
す
る

と
そ
れ
が
仰
木
集
落
の
尾
根
を
走
る
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
な
る
。
辻

の
バ
ス
停
付
近
で
少
し
右
に
折
れ
る
と
鳥
居
が
見
え
る
。
そ
こ
は
里
宮

で
あ
る
小
椋
神
社
へ
と
続
く
参
道
に
な
っ
て
い
る
。
直
に
左
に
別
れ
る

道
へ
、
上
仰
木
を
過
ぎ
、
し
ば
ら
く
登
り
進
む
と
元
三
大
師
道
と
記
さ

れ
た
石
造
道
標
が
目
に
入
る
。
左
は
そ
の
先
、
比
叡
山
横
川
の
元
三
大

師
堂
へ
続
く
道
で
あ
る
。
今
回
は
右
へ
行
く
。
こ
の
道
は
仰
木
峠
を
越

え
て
京
都
大
原
へ
続
く
道
で
あ
る
。
峠
に
立
つ
一
本
杉
を
目
指
し
左
手

に
小
川
を
見
な
が
ら
進
む
と
棚
田
の
風
景
か
ら
森
林
に
変
わ
る
と
こ
ろ

に
差
し
掛
か
る
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
境
界
に
位
置
す
る
の
が
小
椋
神
社
の

旧
社
地
、
現
在
は
奥
宮
、
滝
壺
神
社
で
あ
る
。
仰
木
の
方
々
で
整
備
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
「
滝
壺
神
社
祭
神
闇
龗
大
神
」
と
記
さ
れ
た
石
標

が
建
ち
裏
に
由
緒
書
が
さ
れ
て
い
る
。
読
む
と

人
皇
第
三
十
八
代
天
智
天
皇
が
奈
良
か
ら
近
江
大
津
に
御
遷
都
乃

砌
（
さ
い
）
山
城
か
ら
仰
木
峠
を
越
え
て
近
江
に
御
入
り
に
な
っ

た
際
御
伴
を
し
て
来
た
丹
生
川
上
神
社
の
宮
人
加
太
夫
と
言
ふ
人

が
清
ら
か
な
水
の
滝
を
見
て
此
乃
佳
き
地
に
永
住
し
た
其
乃
時
川

上
神
社
の
祭
神
闇
龗
大
神
乃
分
霊
を
御
祀
し
た
乃
が
柳
々
小
椋
神

社
の
始
め
で
あ
る
後
今
乃
地
に
移
し
式
内
社
小
椋
神
社
で
あ
り
今

尚
仰
木
乃
氏
神
と
し
て
永
久
に
尊
崇
せ
ら
る
此
乃
所
が
仰
木
発
祥

乃
地
で
あ
る

　

と
あ
る
。
そ
の
横
の
小
さ
な
滝
壺
へ
水
が
流
れ
落
ち
て
い
た
。
ふ
と

見
上
げ
る
と
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
石
の
鳥
居
と
祠
が
見
え
た
。
扁
額
に

闇龗大神参道の石標

仰木の田圃に水が張られる。（仰木祭）

元三大師道の道標を右へ

滝壺神社の由緒書
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は
「
闇
龗
大
神
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
闇
（
く
ら
）
は
谷
あ
い
の
意
味
。

龗
（
淤
加
美
神
）
は
、
古
来
よ
り
雨
を
司
る
龍
神
で
あ
る
。

　

実
は
住
民
が
汲
み
に
来
る
水
は
更
に
脇
の
山
道
を
少
し
進
ん
だ
道
沿

い
に
あ
る
。
斜
面
に
筒
が
二
本
程
差
込
ん
で
あ
り
、
い
つ
も
勢
い
良
く

水
が
出
て
い
る
。
京
都
と
近
江
の
往
来
が
古
く
か
ら
あ
る
場
所
で
森
と

里
の
境
界
に
あ
り
斜
面
が
な
だ
ら
か
に
な
る
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
水

場
の
条
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

毎
年
五
月
三
日
は
小
椋
神
社
の
祭
礼
、
仰
木
祭
の
日
で
あ
る
。
あ
た

り
は
雨
乞
い
や
祭
の
合
図
の
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
。
上
仰
木
の
瀧

川
幸
作
（
た
き
が
わ
こ
う
さ
く
）
さ
ん
に
よ
る
と
「
太
鼓
の
鳴
り
は
リ

ズ
ム
で
は
な
い
。
あ
れ
は
雨
乞
い
の
祈
祷
を
言
葉
で
表
す
代
わ
り
に
音

で
示
し
て
い
る
。」
と
話
さ
れ
た
。

　

ま
た
、小
椋
神
社
の
参
道
沿
い
に
住
む
伊
藤
士
良（
い
と
う
し
ろ
う
）

さ
ん
は
代
々
向
い
に
鎮
座
す
る
山
地
神
社
の
お
世
話
を
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
間
を
通
る
道
と
小
椋
神
社
参
道
の
交
差
点
に
は「
闇
龗
大
神
参
道
」

と
記
さ
れ
た
石
標
が
建
っ
て
い
る
。
こ
の
道
は
先
述
し
た
道
に
先
で
合

流
し
奥
宮
へ
の
参
道
で
あ
る
と
伊
藤
さ
ん
は
話
さ
れ
、
先
代
の
伊
藤
家

が
建
立
さ
れ
た
こ
と
も
付
け
加
え
ら
れ
た
。
仰
木
に
住
ま
わ
れ
る
方
々

の
こ
の
地
に
対
す
る
思
い
は
あ
る
種
の
凄
さ
を
感
じ
る
。
こ
れ
が
土
地

に
対
す
る
畏
敬
の
念
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
祭
礼
が
終
わ
る
と
い
よ
い
よ
田
植
え
が
始
ま
る
。
田
圃
に
水
が

染
み
渡
り
カ
エ
ル
が
鳴
き
出
す
風
景
は
こ
の
地
が
自
然
と
共
に
く
ら
し

て
き
た
豊
か
さ
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。
仰
木
は
こ
の
水
と
も
う
一
本

水が張られた仰木の棚田

祭神闇龗大神

住民が汲みにくる湧水（祭神闇龗大神）
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違
う
谷
筋
か
ら
の
水
が
く
ら
し
を
支
え
る
水
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

何
を
隠
そ
う
こ
れ
が
湧
水
を
探
究
す
る
糸
口
と
な
っ
た
始
り
の
水
で
あ

る
。

樹
下
の
水
（
こ
の
も
と
の
み
ず
）
日
吉
大
社 

樹
下
宮
霊
泉

　
「
日
吉
大
社
に
は
も
う
一
つ
水
が
有
る
。」

　

東
本
宮
の
山
手
に
位
置
す
る
「
亀
井
霊
水
」
と
山
裾
か
ら
流
れ
る
「
大

行
事
水
」
は
以
前
と
り
あ
げ
た
。
も
う
一
つ
と
は
東
本
宮
の
楼
門
か
ら
見

て
左
手
、牛
尾
山
の
麓
に
琵
琶
湖
方
向
を
向
い
て
鎮
座
す
る
樹
下
宮（
じ
ゅ

げ
ぐ
う/

こ
の
も
と
の
み
や
）の
本
殿
の
床
下
に
あ
る
井
戸
の
こ
と
で
あ
る
。

本
殿
の
裏
側
に
回
る
と
御
神
体
が
祀
ら
れ
て
い
る
下
は
分
厚
い
格
子
の
扉

が
あ
り
し
っ
か
り
と
錠
が
さ
れ
て
い
る
。
近
づ
く
と
扉
の
向
う
は
空
洞
に

な
っ
て
お
り
薄
暗
く
て
見
え
に
く
い
。
権
宮
司
の
井
口
健
（
い
ぐ
ち
た
け

し
）
氏
に
お
願
い
し
て
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
以
前
か
ら
神

仏
習
合
の
文
化
に
ふ
れ
る
た
め
、
学
生
と
比
叡
山
回
峰
行
の
道
を
歩
き
、

牛
尾
山
を
下
り
て
一
息
つ
い
た
時
に
東
本
宮
に
て
幾
度
と
お
話
し
い
た
だ

い
た
。
次
回
は
…
と
。

　

今
回
念
願
が
叶
い
、
本
殿
の
中
に
入
る
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
い
よ
い

よ
接
近
す
る
と
な
る
と
緊
張
が
高
ま
り
、
自
然
と
何
度
も
手
を
合
わ
せ
た
。

御
神
体
の
直
下
は
中
空
構
造
に
な
っ
て
お
り
外
の
光
が
か
す
か
に
入
っ
て

く
る
。
土
間
の
中
心
に
直
径
六
〇
セ
ン
チ
程
度
で
あ
ろ
う
か
穴
が
出
現
し

円
形
に
組
ま
れ
た
石
積
み
が
地
中
へ
向
っ
て
見
え
た
。
井
口
氏
は
そ
っ
と

近
く
に
燭
台
を
置
き
、
ろ
う
そ
く
に
火
を
灯
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
す
る
と

水
面
が
揺
れ
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
耳
を
澄
ま
す
と
微
か
に

湧
き
出
す
水
の
音
が
聞
こ
え
た
。
美
し
い
と
感
じ
た
瞬
間
、
即
畏
れ
多
い

気
持
ち
が
せ
ま
っ
て
き
た
。
何
と
も
言
い
が
た
い
感
覚
は
こ
の
先
忘
れ
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

社
務
所
へ
戻
る
途
中
、
禰
宜
の
須
原
紀
彦
（
す
は
ら
の
り
ひ
こ
）
氏
に

出
迎
え
て
い
た
だ
い
た
。
須
原
氏
は
日
吉
大
社
の
歴
史
や
様
式
な
ど
様
々

な
研
究
を
さ
れ
て
お
り
、
神
社
の
あ
る
べ
き
姿
を
持
続
す
る
た
め
自
ら
ナ

タ
や
ノ
コ
を
持
ち
境
内
の
整
備
を
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。（
筆
者
に
は

少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。）

　

そ
し
て
今
日
掴
ん
で
い
る
様
々
な
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
樹

下
宮
に
つ
い
て
色
々
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
て
、
こ
の
霊
泉
に

つ
い
て
で
あ
る
が
正
式
な
名
称
及
び
文
書
に
伝
わ
る
由
緒
は
現
在
の
と
こ

ろ
皆
無
だ
そ
う
だ
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
神
奈
備
山
研

究
の
景
山
春
樹
氏
や
元
宮
司
の
嵯
峨
井
建
氏
が
提
唱
す
る
八
王
子
山
（
牛

尾
山
）
の
里
宮
と
み
て
、
霊
泉
が
太
古
の
祭
祀
場
で
あ
っ
た
可
能
性
を
あ

げ
る
考
察
は
非
常
に
興
味
深
い
。
現
在
も
樹
下
宮
の
霊
泉
、
亀
井
や
大
行

事
水
が
湧
出
し
て
い
る
あ
た
り
の
砂
利
を
少
し
掘
る
と
水
が
染
出
し
て
く

る
。
太
古
も
豊
か
に
水
を
湧
出
し
、
こ
の
周
辺
が
生
命
の
元
で
あ
る
こ
と

を
想
像
し
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
も
樹
下
宮
の
持
つ

潜
在
能
力
は
多
々
あ
る
。
樹
下
宮
は
神
仏
習
合
の
時
代
、
十
禅
師
と
呼
ば

れ
て
多
く
の
信
仰
を
集
め
、
本
殿
背
後
は
禁
足
地
で
あ
り
玉
垣
で
囲
ま
れ

て
い
た
。
十
禅
師
馬
場
（
参
道
）
が
東
本
宮
の
参
道
と
並
行
し
て
現
存
し

て
い
る
こ
と
、
上
七
社
（
西
本
宮
、
東
本
宮
、
宇
佐
宮
、
牛
尾
宮
、
白
山
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宮
、
樹
下
宮
、
三
宮
）
の
順
列
の
六
番
目
で
あ
り
な
が
ら
も
山
王
祭
で

の
神
輿
に
鳳
輦
（
ほ
う
れ
ん
）
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
、
宵
宮
場
で
の
神

輿
の
位
置
も
主
神
を
思
わ
せ
る
場
に
あ
る
こ
と
な
ど
樹
下
宮
の
も
つ
潜

在
能
力
を
示
す
事
柄
が
多
い
。
そ
の
樹
下
宮
の
本
殿
直
下
に
水
が
湧
き
、

そ
の
水
が
境
内
を
廻
っ
て
坂
本
の
町
を
流
れ
る
。
そ
の
水
路
は
山
王
祭

に
お
け
る
神
輿
の
ル
ー
ト
と
一
致
し
て
い
る
。
井
口
、
須
原
両
氏
は
こ

れ
と
断
定
す
る
こ
と
な
く
様
々
な
考
察
や
伝
承
を
お
話
し
て
く
だ
さ
っ

た
。

　

水
の
出
自
も
し
か
り
、
名
称
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
は
他
な
ら
ぬ
水

（
霊
泉
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私
は
あ
え
て
表
題
に
「
樹
下
の
水

（
こ
の
も
と
の
み
ず
）」
と
創
作
し
た
。

　

近
江
の
湧
水
探
究
は
地
元
の
仰
木
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
こ
で
見
る
よ

う
に
地
域
の
人
々
に
崇
め
ら
れ
、
名
称
が
存
在
す
る
水
に
神
仏
の
名
を

冠
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
探
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
当
初

は
「
社
寺
仏
閣
に
行
け
ば
何
か
手
が
か
り
が
掴
め
る
の
で
は
」
と
い
う

予
測
か
ら
始
ま
っ
た
。
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
水
を
使
う
我
々
に
は
、

何
処
に
行
け
ば
き
れ
い
な
飲
め
る
水
に
あ
り
つ
け
る
の
か
全
く
想
像
も

つ
か
な
い
。逆
に
考
え
る
と
水
の
湧
き
出
る
場
所
に
こ
そ
、自
然
に
人
々

が
集
り
、
争
い
が
お
こ
ら
ぬ
様
、
崇
め
奉
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
命
の
源
で
あ
り
自
然
を
崇
拝
す
る
場
と
な
り
、
や
が
て
畏
敬
の
念
を

感
じ
る
場
へ
と
神
格
化
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
場
所
に
後
々
、
社
や
寺
が
建
立
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
今
日
の
成
熟

外から本殿下の中空を覗く 樹下宮霊泉

東本宮参道の横に十禅師馬場がある樹下宮の裏手より
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し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
何
時
自
分
が
精
神
に
病
を
患
う
か
わ
か
ら
な
い
。

効
率
化
や
ロ
ジ
ッ
ク
が
先
行
す
る
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、我
々
に
は「
こ

こ
ろ
の
拠
り
ど
こ
ろ
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
水
は
皆
の
も
の
で
あ
り
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
の
だ
と
。

三
、
文
明
の
水
、文
脈
の
水（
ぶ
ん
め
い
の
み
ず
、ぶ
ん
み
ゃ
く
の
み
ず
） �

　

美
術
家
で
あ
る
私
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
以
外
で
文
章
表

現
す
る
こ
と
な
ど
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
元
を
返
す
と
近
江
の

湧
水
を
探
し
出
す
こ
と
さ
え
も
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

美
術
家
は
自
身
で
表
現
す
る
「
こ
と
」
を
構
想
し
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ

こ
に
材
料
や
道
具
な
ど
必
要
な
も
の
を
集
め
て
い
く
。
あ
る
程
度
の
予
想

の
も
と
自
身
の
作
品
の
展
開
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
、「
近
江
の
水
を

め
ぐ
る
」
は
、
予
想
の
範
疇
を
遥
か
に
超
え
た
と
考
え
る
。
自
身
の
創
作

や
考
え
が
い
か
に
周
辺
と
の
様
々
な
関
係
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
も
の
づ

く
り
が
自
身
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
七
年
の
春
に
ス
イ
ス
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
「
全
体-

水
（
レ
マ
ン

湖-

琵
琶
湖
）」
と
題
し
た
作
品
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
自
然
と
人
間
の
関

係
に
お
い
て
文
化
的
、
歴
史
的
背
景
の
色
濃
い
二
つ
の
湖
水
が
溶
け
合
い

混
ざ
る
事
で
固
有
性
が
失
わ
れ
、
均
質
な
水
、
科
学
的
な
水
（
Ｈ
２
Ｏ
）

と
な
る
。
そ
の
状
態
を
一
部
始
終
み
せ
る
こ
と
で
「
全
体-

水
」
と
名
付

け
作
品
化
し
た
。
そ
れ
は
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
突
き
進

む
中
、
固
有
性
と
い
う
も
の
の
在
り
方
を
問
い
直
す
意
味
が
あ
る
。
ま
た

水
は
地
球
上
で
生
息
す
る
全
て
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ

り
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
。

　

そ
し
て
二
〇
一
〇
年
の
望
遠
展
に
つ
づ
い
て
二
〇
一
二
年
の
自
然
学
展

覧
会
に
お
い
て
近
江
の
水
源
「
全
体-

水
」
を
表
現
す
る
事
に
な
る
。
こ

こ
で
私
は
名
前
が
つ
い
て
い
る
近
江
の
湧
水
を
汲
む
構
想
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
結
果
と
し
て
一
二
〇
ヵ
所
以
上
の
水
源
を
近
江
（
滋
賀
県
）
か
ら

探
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
八
月
の
自
然
学
展
覧
会
と
は
私
が
所
属
す
る
成
安
造
形
大

学
と
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
カ
レ
ッ
ジ
と
の
共
同
研
究

事
業
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
で
展
覧
会
が
企

水脈があるのか近くから水が湧き出ている

樹下宮本殿



33 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第６号

画
さ
れ
、
出
展
作
家
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
わ
れ

た
の
は
、「
今
日
に
お
け
る
西
洋
を
中
心
と
し
た
近
代
以
降
の
美
学
、
芸

術
学
で
は
捉
え
き
れ
な
い
と
考
え
る
未
来
社
会
に
対
す
る
芸
術
表
現
は
、

ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
べ
き
か
」副
題
に「
来
る
べ
き
美
学
の
た
め
に
」

と
題
さ
れ
人
類
学
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
生
態
学
な
ど
様
々
な
分
野
を
横
断
的
に

捉
え
て
い
く
思
考
と
そ
の
表
現
を
提
案
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
人
が

何
時
の
時
代
も
自
然
と
対
峙
し
な
が
ら
も
折
り
合
い
を
つ
け
持
続
し
て
き

た
感
覚
や
自
然
を
く
ら
し
の
中
か
ら
排
除
で
き
な
い
感
覚
を
提
案
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
後
、中
心
メ
ン
バ
ー
の
岡
田
修
二
氏
（
画
家
）
と
ジ
ョ
ン
・
レ
バ
ッ

ク
・
ド
リ
バ
ー
氏
（
サ
ウ
ン
ド
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）
の
誘
い
を
受
け
、

二
〇
一
三
年
二
月
に
自
然
学
英
国
展
へ
の
出
展
と
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
こ
で
私
は
「
全
体-

水
」
構
想
の
原
点
に
立
ち
返
る
プ
ラ
ン
が
脳
裏

を
廻
っ
た
。
異
な
る
二
つ
の
水
、（
琵
琶
湖
の
水
と
ロ
ン
ド
ン
の
水
）
を

融
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

英
国
ロ
ン
ド
ン
は
産
業
革
命
を
成
功
さ
せ
、
近
代
文
明
の
魁
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
古
代
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
が
地
球
の
大
き
さ
を

求
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
地
球
と
い
う
超
自
然
物

を
グ
リ
ッ
ド
で
区
切
り
、
経
線
、
緯
線
を
設
定
し
数
値
化
し
た
。
そ
し
て

ロ
ン
ド
ン
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
子
午
線
を
基
準
と
す
る
経
度
表
記
が
世
界
中
で

採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
に
続
く
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
と

展
開
す
る
原
点
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
ン
ド
ン
市
外
を
貫
き

北
海
へ
と
注
ぐ
テ
ム
ズ
河
は
世
界
経
済
や
政
略
図
を
生
み
出
し
て
き
た
イ

ン
フ
ラ
の
象
徴
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

私
は
迷
う
こ
と
な
く
グ
リ
ニ
ッ
ジ
天
文
台
を
背
後
に
テ
ム
ズ
河
と
交
差

す
る
場
所
を
選
ん
だ
。「
こ
こ
で
水
を
汲
も
う
！
」雪
ま
じ
り
の
小
雨
の
中
、

ど
ん
よ
り
と
し
た
川
岸
を
歩
き
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
経
度
０
を

示
す
場
所
を
さ
ま
よ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
０
度
を
示
す
位
置
に
小
さ
な
土
手

が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
日
本
か
ら
持
込
ん
だ
金

製
の
柄
杓
を
使
用
し
て
汲
水
す
る
。
琵
琶
湖
の
透
き
通
る
よ
う
な
水
と
は

相
反
し
て
鼠
色
一
色
で
あ
っ
た
。
乾
燥
し
て
お
り
既
に
摂
氏
０
度
を
下

回
っ
て
い
た
筈
だ
が
、何
故
か
寒
さ
を
感
じ
な
か
っ
た
。そ
れ
は
私
に
と
っ

て
は
ロ
ン
ド
ン
の
中
で
最
も
立
ち
た
い
場
所
で
あ
り
見
た
い
光
景
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
琵
琶
湖
は
何
処
で
水
を
汲
む
べ
き
か
。
順
番
で
は
こ
ち
ら
の
水

を
先
に
汲
み
、
そ
れ
を
持
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
ち

ら
も
相
当
迷
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
本
来
的
に
は
琵
琶
湖
そ
の
も
の
が
湧

水
で
あ
る
か
ら
湖
底
に
潜
る
の
が
自
然
だ
。
し
か
し
背
後
に
う
つ
る
景
色

や
琵
琶
湖
の
穏
や
か
さ
が
伝
わ
ら
な
い
。
迷
っ
た
あ
げ
く
私
が
暮
ら
す
湖

西
側
で
な
る
べ
く
近
い
場
所
を
選
ん
だ
。
中
で
も
琵
琶
湖
大
橋
以
北
で
比

良
山
系
の
麓
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
湧
水
が
湧
い
て
い
て
お
り
、
比
較
的
綺

麗
な
水
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
我
々
の
拠
り
所
で
も
あ
り
琵
琶
湖

周
辺
で
何
処
で
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
神
奈
備
山
、
三
上
山
（
近
江

富
士
）
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
位
置
が
望
ま
し
い
。
ズ
バ
リ
そ
の
よ
う
な
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場
所
と
は
和
邇
川
河
口
付
近
で
あ

る
。
二
月
初
旬
の
晴
れ
た
日
、
対

岸
と
そ
の
向
う
ま
で
ク
リ
ア
に
見

え
た
。
湖
水
は
細
波（
さ
ざ
な
み
）

が
立
ち
、
湖
底
が
透
け
る
い
つ
も

の
美
し
さ
の
中
、
汲
水
し
た
。

　

自
然
学
英
国
展
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
カ
レ
ッ
ジ
の
施
設

内
で
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
カ
レ
ッ
ジ
と
は
ど
の
よ
う
な

性
格
の
美
術
大
学
か
簡
単
に
説
明
し
た
い
。
国
立
で
あ
り
欧
州
を
中
心
に

世
界
各
国
か
ら
学
位
を
取
得
し
に
学
生
が
集
る
。
中
で
も
作
品
を
成
立
さ

せ
る
為
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
ロ
ジ
ッ
ク
、
文
化
的
背
景
、
社
会
背
景
、
作
家

個
人
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
問
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

一
般
的
に
難
関
な
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
止
め
ら
れ
る
大
学
と
捉
え
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
こ
の
美
術
学
校
の
卒
業
生
を
中
心
と
す
る
作
家
が
Ｆ

ｒ
ｅ
ｅ
ｚ
ｅ
（
フ
リ
ー
ズ
／
凍
結
、
硬
直
？
）
と
題
し
た
現
代
美
術
展
を

企
画
し
世
界
中
の
美
術
関
係
者
に
衝
撃
（
フ
リ
ー
ズ
）
を
与
え
た
。
当
時

私
は
彫
刻
を
志
す
美
大
生
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
授
業
を
受
け
な
が
ら
世
界

冬のテムズ河水面

琵琶湖の水を汲む テムズ河の水を汲む

ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ

セントジェームス教会
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で
お
こ
る
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
（
現
代
美
術
）
の
動
向
を
気
に
し
て
い
た
の

を
覚
え
て
い
る
。
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
煙
突
の
あ
る
ロ
ン
ド
ン
ら
し
い

古
い
空
き
家
に
な
っ
た
家
や
教
会
を
買
い
取
り
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
超
近
代
的
な
ガ
ラ
ス
を
主
と
し
た
新

建
築
の
校
舎
と
複
合
さ
せ
、
新
旧
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
空
気
を
漂
わ
せ
て
い

る
。

　

展
覧
会
は
そ
の
区
域
内
の
セ
ン
ト
ジ
ェ
ー
ム
ス
教
会
を
使
用
し
た
。
こ

こ
は
卒
業
制
作
展
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
学
生
が
美
術
作
家
と

し
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
見
本
市
会
場
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
場
所
ら
し
い
。
私
は
学
生
の
頃
に
夢
見
た
場
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
や
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
に
指
示
を
送
り
な
が
ら
の
作
品
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
経
験
し
、

展
覧
会
に
漕
ぎ
着
け
た
瞬
間
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
日
本
で
は
考

え
ら
れ
な
い
私
一
人
に
与
え
ら
れ
る
空
間
や
条
件
は
今
後
の
作
家
活
動
の

キ
ャ
リ
ア
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
岡
田
修
二
氏
の
琵
琶
湖
の
湖
岸

か
ら
モ
チ
ー
フ
を
抜
き
出
し
た
絵
画
（
グ
リ
ザ
イ
ユ
技
法
／
油
彩
古
典
技

法
）
と
ジ
ョ
ン
・
レ
バ
ッ
ク
・
ド
リ
バ
ー
氏
の
サ
ウ
ン
ド
ア
ー
ト
（
琵
琶

湖
と
ロ
ン
ド
ン
の
音
を
扱
う
作
品
）
と
私
の
「
全
体-

水
（
テ
ム
ズ
河-

琵

琶
湖
）」
が
教
会
内
に
展
示
さ
れ
自
然
学
英
国
展
は
成
立
し
た
。
そ
れ
は

前
述
し
た
通
り
二
つ
の
水
の
氷
が
プ
レ
ー
ト
の
上
に
お
か
れ
、
ゆ
っ
く
り

溶
け
、
混
ざ
り
合
い
何
処
の
水
で
も
な
い
全
体
の
水
に
な
る
。

　

後
日
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
テ
ー
ト
モ
ダ
ン
を
訪
れ
た
。
前
者

ナショナルギャラリー

テートモダンよりセントポール寺院を望む。手前ミレ
ニアムブリッジ

全体-水（テムズ河・琵琶湖）

水辺（油彩画・岡田修二氏作）の作品前でジョンドレッ
クドリヴァー氏の音作品に合わせて舞踏するダンサー
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は
ロ
ン
ド
ン
の
中
心
と
言
っ
て
良
い
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
広
場
前
、
チ
ャ
リ

ン
グ
ク
ロ
ス
に
あ
る
。
周
囲
に
は
ビ
ッ
グ
ベ
ン
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

教
会
が
あ
る
。
主
と
し
て
十
三
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
の
宗
教
画
か
ら

近
代
絵
画
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
美
術
館
で
あ
る
。
大
英
博
物
館
も
し
か

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
或
い
は
世
界
の
文
化
、
科
学
、
歴
史
変
遷
を
、
一
手
に

引
き
受
け
編
集
す
る
。「
人
間
が
つ
く
り
あ
げ
る
世
界
の
近
代
文
化
の
中

心
こ
こ
に
有
り
！
」
み
た
い
な
勢
い
を
感
じ
た
。
一
方
、
後
者
の
テ
ー
ト

モ
ダ
ン
は
第
二
次
大
戦
後
の
英
国
復
興
を
支
え
て
来
た
発
電
所
跡
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
建
築
で
、
様
々
な
現
代
の
表
現
に
対
応
で
き
る
美
術
館

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
の
光
景
は
テ
ム
ズ
河
を
ミ
レ
ニ
ア
ム
ブ
リ
ッ
ジ
で
渡

し
、
対
岸
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
大
聖
堂
に
通
じ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
世
界

の
近
現
代
文
脈
を
一
手
に
引
き
受
け
編
集
し
な
が
ら
も
人
間
の
拠
り
所
と

し
て
き
た
寺
院
や
教
会
（
宗
教
）
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
条
件

は
決
ま
っ
て
水
辺
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

テ
ー
ト
モ
ダ
ン
最
上
階
の
カ
フ
ェ
か
ら
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
大
聖
堂
を
望
み

な
が
ら
ふ
と
想
像
し
て
み
た
。
琵
琶
湖
を
眼
下
に
比
叡
山
を
望
む
我
々
の

文
化
芸
術
の
殿
堂
を
…
。

　

今
日
、
我
々
が
生
か
さ
れ
、
脈
々
と
受
継
が
れ
る
文
化
は
先
人
が
残
し

て
き
た
膨
大
な
量
の
文
脈
の
一
端
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　

近
代
文
明
が
起
っ
て
間
も
な
く
、
そ
の
文
脈
主
義
は
近
年
、
よ
り
強
さ

を
増
し
現
実
と
は
甚
だ
乖
離
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
猛
威
を
振
る
っ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
リ
ア
ル
さ
が
伴
わ
な
い
文
脈
は
あ
げ
く
の
果
て
に

「
想
定
外
の
…
」
と
い
う
始
末
だ
。
我
々
日
本
人
は
幾
度
と
な
く
自
然
の

猛
威
に
さ
ら
さ
れ
、
或
い
は
恩
恵
に
あ
ず
か
り
共
生
し
て
き
た
。
自
然
と

対
峙
し
て
き
た
我
々
の
自
然
観
に
想
定
内
と
か
想
定
外
と
い
う
感
覚
は
存

在
し
得
な
い
と
私
は
考
え
る
。
文
明
の
利
器
に
頼
っ
て
き
た
我
々
の
豊
か

さ
と
は
何
な
の
か
、今
こ
そ「
豊
か
さ
」を
改
め
る
時
期
に
き
て
い
る
。「
手

探
り
・
身
の
丈
」
の
感
覚
を
超
越
し
た
誰
か
の
責
任
に
任
せ
る
よ
う
な
時

代
、
社
会
の
終
焉
が
迫
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

追
記 �

　

二
〇
一
二
年
十
二
月
よ
り
二
〇
一
六
年
九
月
ま
で
滋
賀
県
文
化
振
興
事

業
団
が
発
行
す
る
「
湖
国
と
文
化
」
に
“
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
”
と
題
し

て
近
江
の
湧
水
を
写
真
と
文
で
紹
介
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
本
編

十
五
回
と
番
外
編
一
回
の
計
十
六
回
の
連
載
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。

十
四
回
か
ら
十
五
回
の
二
回
分
と
番
外
編
一
回
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
章
を
可

能
な
限
り
残
し
、
近
江
学
研
究
紀
要
と
し
て
再
編
集
し
た
。
紀
要
の
冒
頭

は
二
〇
一
七
年
一
月
現
在
に
お
け
る
私
自
身
の
現
況
報
告
か
ら
始
め
、
次

に
美
術
家
目
線
で
こ
れ
ま
で
に
見
た
湧
水
の
中
か
ら
特
筆
す
べ
き
視
点
と

し
て
「
面
白
い
水
、
難
し
い
水
」、
連
載
最
終
回
と
あ
っ
て
、
湧
水
に
焦

点
を
あ
て
る
始
ま
り
と
な
っ
た
地
元
の
水
と
我
々
の
依
り
代
、
元
と
な
る

水
と
し
て
「
始
り
の
水
、
元
の
水
」
と
題
し
て
焦
点
を
あ
て
た
。
番
外
編

で
は
美
術
作
家
の
活
動
記
録
、
自
然
学
ロ
ン
ド
ン
展
に
お
け
る
自
身
の
作
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品
の
在
り
方
や
そ
の
意
味
と
作
品
に
込
め
る
思
い
を
「
文
明
の
水
、
文
脈

の
水
」
と
し
て
発
表
し
た
。

　

冒
頭
に
も
記
し
た
が
近
江
に
お
け
る
水
研
究
は
自
己
の
造
形
表
現
か
ら

出
発
し
た
。「
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
。」
は
近
江
学
研
究
所
の
研
究
紀
要
と

し
て
四
回
に
わ
た
っ
て
記
す
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
水
源
を
辿
る
こ
と
は

水
脈
を
辿
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
受
継
が
れ
続
く
近
江
の
暮

ら
し
、
生
業
、
そ
の
も
の
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
育
ま

れ
産
み
出
さ
れ
た
知
恵
、
工
夫
、
感
覚
が
近
江
の
感
性
そ
の
も
の
の
よ
う

に
思
う
。
美
術
家
で
あ
り
造
形
表
現
を
志
す
私
に
と
っ
て
こ
の
感
性
を

し
っ
か
り
と
掴
ん
で
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
世
界
都
市
「
京
都
」
の

隣
に
位
置
し
、
様
々
な
物
資
や
情
報
の
流
通
を
直
視
し
、
今
日
を
意
識
し

な
が
ら
も
近
江
の
足
元
の
暮
ら
し
を
保
持
し
て
き
た
。
絶
え
ず
次
の
社
会

の
在
り
方
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
冷
静
に
判
断
す
る
感
覚
、
感
性
は
私
の

造
形
表
現
の
探
究
に
帰
っ
て
く
る
。
水
脈
を
追
い
続
け
水
源
を
探
す
こ
と

を
今
後
も
持
続
し
た
い
。
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