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錦
秋
、
色
鮮
や
か
な
紅
葉
が
、
和
と
歴
史
・
文
化
の
古
都
京
都
を
彩
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
に
は
、
ご
健
勝
で
お
過
ご
し
の
事
と
ご
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
当
宮
の
﹁
史
跡
御
土
居
の
も
み
じ
苑
﹂
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
﹁
そ
う
だ
京
都
、
行
こ
う
。﹂
の
メ

イ
ン
会
場
と
し
て
期
間
中
全
国
よ
り
十
数
万
人
も
の
拝
観
を
頂
き
ま
し
た
。
史
跡
御
土
居
の
紅
葉
は

今
や
京
都
の
紅
葉
の
名
所
と
し
て
の
評
価
も
高
く
、
今
秋
も
大
勢
の
拝
観
者
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

皆
様
の
ご
観
覧
を
心
よ
り
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

扨
、
平
安
京
の
乾
・
天
門
に
鎮
座
し
ま
す
北
野
天
満
宮
は
、
御
祭
神
菅
原
道
真
公
の
御
神
意
を
お

慰
め
す
る
千
百
二
十
五
年
半
萬
燈
祭
に
向
け
て
こ
こ
数
年
来
、
境
内
整
備
事
業
と
共
に
、
北
野
天
満

宮
の
日
本
文
化
へ
の
影
響
、
ま
た
創
建
以
来
の
信
仰
の
歴
史
等
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
行
い
、
古

来
よ
り
伝
わ
る
旧
儀
を
再
興
致
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

去
る
八
月
一
日
か
ら
十
四
日
に
は
、
本
年
初
め
て
北
野
御
手
洗
祭
を
再
興
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

清
々
し
い
御
手
洗
川
の
足
つ
け
神
事
に
予
想
を
上
回
る
多
数
の
ご
参
列
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
十
二

日
か
ら
十
四
日
に
は
国
宝
御
本
殿
石
の
間
通
り
抜
け
特
別
拝
観
を
実
施
致
し
、
荘
厳
な
る
佇
ま
い
、

虫
干
し
と
し
て
展
覧
し
た
御
神
宝
、
豪
華
な
装
飾
等
は
大
変
好
評
を
得
ま
し
た
。

　

本
年
は
﹁
京
の
七
夕
﹂
北
野
天
満
宮
・
北
野
紙
屋
川
会
場
と
し
て
正
式
に
参
画
致
し
ま
し
た
が
、

来
年
以
降
更
に
充
実
・
発
展
し
た
北
野
御
手
洗
祭
を
斎
行
致
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
い
よ
い
よ
整
備
が
完
了
致
し
ま
す
境
内
西
側
に
広
が
る
紅
梅
殿
別
離
の
庭
で
は
、
十
一
月

三
日
に
裏
千
家
千
玄
室
大
宗
匠
来
臨
の
も
と
斎
行
致
し
ま
す
北
野
天
満
宮
講
社
大
祭
に
併
せ
、
御
祭

神
菅
原
道
真
公
の
活
躍
さ
れ
た
平
安
時
代
往
時
の
曲
水
の
宴
を
復
元
し
、﹁
北
野
天
満
宮
曲
水
の
宴
﹂

を
開
催
致
し
ま
す
。

　

只
今
開
催
に
向
け
て
菅
公
顕
彰
保
存
会
並
び
に
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
漢
詩
朗
詠
・
白
拍
子

の
歌
舞
等
、
新
た
な
趣
き
を
加
味
し
た
曲
水
の
宴
を
計
画
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
期
待
頂
け
れ

ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

十
二
月
一
日
に
は
、
天
正
十
五
年
︵
一
五
八
七
︶
豊
臣
秀
吉
公
北
野
大
茶
湯
由
縁
の
献
茶
祭
が
本

年
は
表
千
家
堀
内
宗
完
宗
匠
ご
奉
仕
に
よ
り
催
さ
れ
ま
す
。
更
に
﹁
文
道
大
祖 

風
月
本
主
﹂
と
仰
が

れ
る
菅
公
を
祀
る
当
宮
の
文
化
発
信
と
し
て
十
二
月
三
日
・
四
日
の
両
日
に
わ
た
り
、﹁
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ 

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ 

Ｆ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｌ
﹂
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
北
野
天
満
宮
の
歴
史
・
伝
統
に
根
ざ
し
た
祭
儀
の
復
興
、
天
神
信
仰
宣
揚
に
努
め
て

参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
に
は
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

美しく色づいたもみじ苑より御本殿を望む御土居展望所 裏
千
家
千
玄
室
大
宗
匠
ご
臨
席
、
曲
水
の
宴
開
催
に
向
け
て

御
挨
拶
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今
号
は
、
当
宮
で
の
曲
水
の
宴
再
興
に
当
た
っ
て
様
々
ご
尽
力
賜
っ
た
歌
人
で
、
伝
統
文
化
に

造
詣
の
深
い
専
修
大
学
准
教
授
の
濱
崎
加
奈
子
氏
を
招
き
、
橘
重
十
九
宮
司
と
再
興
へ
の
思
い
な

ど
に
つ
い
て
多
方
面
か
ら
語
り
合
っ
て
頂
い
た
。

橘　

こ
の
度
は
多
々
お
世
話
に
な
り
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
菅
公
が
天
皇
の
招
き
で
度
々
参
加

さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
曲
水
の
宴
の
再
興
は
、
長
く
胸
の
内
に
温
め
て
い
た
も
の
で
実
現
す
る
こ
と

に
な
り
大
変
う
れ
し
い
で
す
。
文
道
の
大
祖 

風
月
の
本
主
と
崇
め
ら
れ
た
菅
公
を
顕
彰
し
、
そ
の

素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
精
神
を
も
っ
と
広
め
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
本
音
で
あ

り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
全
国
一
万
二
千
社
を
数
え
る“

天
神
さ
ん”

の
総
本
社
と
し
て
の
責
務
だ

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

濱
崎　

宮
司
さ
ま
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
菅
公
に
対
す
る
思
い
が
ひ
し
ひ
し
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
曲
水
の
宴
の
復
興
と
い
う
の
は
、
大
変
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
曲
水
の
宴
は
、
古
代
中

国
で
行
わ
れ
て
い
た
水
辺
で
体
を
清
め
る
行
事
に
由
来
し
、
そ
れ
が
盃
を
流
す
こ
と
（
流り

ゅ
う
し
ょ
う
觴
）
と

賦
詩
を
伴
っ
て
宴
の
形
式
と
な
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

橘　

平
安
時
代
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
の
で
す
ね
。

濱
崎　

そ
う
で
す
。
最
も
多
く
開
催
さ
れ
た
の
が
桓
武
天
皇
の
御
代
で
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
も

十
回
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
曲
水
の
宴
が
好
き
な
天
皇
ば
か
り
で
な
く
桓
武
天
皇
が
亡
く
な
ら
れ

た
後
、
平
城
天
皇
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
、
し
ば
ら
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
約
八
十
年
後

の
宇
多
天
皇
の
御
代
に
な
っ
て
復
活
し
ま
す
。
宇
多
天
皇
は
、
上
皇
に
な
ら
れ
て
か
ら
も
催
さ
れ

﹁
再
興
は
菅
公
を
顕
彰
し
、
天
神
信
仰
発
揚
の
た
め
﹂ 

橘
宮
司

﹁
す
べ
て
が
天
満
宮
仕
様
の
特
別
な
曲
水
の
宴
﹂ 

濱
崎
氏
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る
ほ
ど
お
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

橘　

菅
公
は
宇
多
天
皇
に
重
用
さ
れ
、
と
ん
と
ん
拍
子
に
出
世
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
ご

自
身
が
そ
の
才
能
を
見
抜
か
れ
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

濱
崎　

確
認
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
菅
公
は
、
寛
平
二
年
か
ら
四
年
（
八
九
〇
│
八
九
二
）、
昌

泰
二
年
（
八
九
九
）
の
四
回
に
わ
た
っ
て
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
宇
多
天
皇
が
主
宰

さ
れ
た
も
の
で
す
。
菅
公
が
「
文
人
」
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
宮
司
さ
ん
が
仰
ら

れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
才
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

橘　

ま
さ
し
く
文
道
の
大
祖
で
あ
り
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
曲
水
の
宴
の
史
料
は

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

濱
崎　

そ
ん
な
に
詳
し
く
書
い
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
第
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が
一
定
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
要
は
お
酒
を
飲
み
、
歌
を
詠
ん
だ
り
、
楽
を
聞

い
た
り
、
舞
い
を
見
た
り
な
の
で
す
が
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
、
記
録
に
な
い
だ
け
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
芸
能
が
書
か
れ
て
な
い
時
も
あ
り
ま
す
。
で
も
楽
し
い
宴
で
あ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

橘　

当
宮
で
の
再
興
は
、
流
れ
て
い
る
間
に
歌
あ
り
、
杯
あ
り
、
舞
い
あ
り
の
も
の
で
す
ね
。

濱
崎　

え
え
。
実
は
菅
公
が
参
加
さ
れ
た
当
時
は
、
こ
う
し
た
形
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
歌
を
詠
ん
で
食
事
を
し
、
翌
日
場
合
に
よ
っ
て
は
詩
を
披
露
し
た
り
、
と
い
っ
た
感
じ
な

の
で
杯
が
流
れ
て
く
る
間
に
、
な
ん
て
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
の
は
も
っ
と

時
代
が
下
が
り
、
室
町
ご
ろ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、
曲
水
の
宴
で
す
か
ら
再
興
す

る
に
は
、
参
拝
者
の
方
に
優
雅
な
気
持
ち
に
浸
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
華
や
か

な
形
に
し
た
わ
け
で
す
。
で
も
、
和
歌
だ
け
で
な
く
漢
詩
を
取
り
入
れ
て
い
る
点
な
ど
は
当
時
の

形
に
こ
だ
わ
っ
た
天
満
宮
独
自
の
も
の
な
ん
で
す
よ
。
し
か
も
そ
の
漢
詩
は
、
菅
公
が
曲
水
の
折

に
創
ら
れ
た
詩
文
で
す
。
実
は
『
菅
家
文
草
』
に
は
、
曲
水
の
宴
の
時
に
創
ら
れ
た
詩
文
が
幾
つ

か
残
さ
れ
て
い
て
、
今
回
朗
詠
で
歌
わ
れ
る
の
も
そ
の
一
つ
な
ん
で
す
よ
。

橘　

ど
の
よ
う
な
漢
詩
な
の
で
し
ょ
う
か
？

曲水の宴が催される紅梅殿別離の庭
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濱
崎　

読
み
下
せ
ば
「
我
が
君き

み

一
日
の
沢た

く

、
万
機
の
余
、
曲
水
遥は

る

か
な
り
と
い
え
ど
も
、
遺い

じ
ん塵
絶

え
ん
た
り
と
い
え
ど
も
、
巴は

の
字
を
書
き
て
地
勢
を
知
り
、
魏ぎ

ぶ
ん文
を
思
う
て
風
流
を
翫

も
て
あ
そぶ
」
と
い

う
も
の
で
す
。
宇
多
天
皇
が
曲
水
を
再
興
さ
れ
た
時
に
菅
公
が
お
創
り
に
な
っ
た
詩
の
序
文
で
す

が
、
曲
水
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
ま
す
し
、
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
っ
て
選
ん
だ
の
で
す
よ
。

橘　

い
い
で
す
ね
。
曲
水
の
宴
の
再
興
を
寿
ぐ
内
容
で
、
菅
公
が
曲
水
の
宴
の
た
め
に
創
ら
れ
た
、

と
あ
っ
て
は
、
他
所
に
は
な
い
、
ま
さ
に
天
満
宮
で
曲
水
を
執
り
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
詩
と
い

え
ま
す
。
そ
れ
に
和
歌
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
和
漢
の
朗
詠
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
み
て

も
「
和
魂
漢
才
」
を
提
唱
さ
れ
た
菅
公
を
偲
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

濱
崎　

こ
の
漢
詩
に
雅
楽
の
方
に
節
を
つ
け
て
頂
き
、
今
、
猛
特
訓
中
な
ん
で
す
。
も
う
一
つ
、

今
回
の
曲
水
に
は
白
拍
子
（
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
活
躍
し
た
男
装
の
女
性
芸
能
者
）

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
白
拍
子
が
曲
水
に
参
加
し
た
と
い
う
の
は
記
録
に
は
見

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
曲
水
の
宴
に
は
メ
ー
ン
と
な
る
流
觴
と
賦
詩
の
ほ
か
に
も
余
興
と
し
て
音
楽

や
舞
い
が
必
須
な
ん
で
す
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
は
曲
水
の
宴
は
あ
ま
り
行
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
九
条
良
経
（
兼
実
の
息
子
）
に
よ
っ
て
曲
水
の
宴
の
復
活
が
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
良
経
の
急
死
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
し
こ

の
曲
水
の
宴
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
白
拍
子
が
余
興
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
、

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
白
拍
子
は
漢
詩
で
舞
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
か
ら
間
違
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
今
回
、
余
興
と
し
て
漢
詩
の
朗
詠
と
白
拍
子
舞
を
入
れ
る
こ
と

に
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
堅
苦
し
さ
を
和
ら
げ
、
貴
族
の
遊
び
を
目
的
と
す
る
宴
で
あ
っ

た
こ
と
を
再
現
す
る
つ
も
り
で
す
。
た
だ
、
漢
詩
の
朗
詠
で
白
拍
子
舞
が
行
わ
れ
る
の
は
少
な

く
と
も
近
年
で
は
本
邦
初
な
ん
で
す
よ
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
節
が
出
来
た
ば
か
り

で
、
猛
特
訓
中
で
す
。
雅
楽
の
中
で
「
朗
詠
」
は
あ
り
ま
す
が
、
譜
面
が
残
っ
て
い
る
も
の
は

ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。
今
回
作
っ
た
も
の
は
、
残
っ
て
い
た
も
の
を
参
考
に
し
て
特
別
に
天

満
宮
の
曲
水
の
宴
の
た
め
に
創
っ
た
も
の
な
ん
で
す
。

橘　

益
々
い
い
で
す
ね
。
一
見
何
で
も
あ
り
の
よ
う
に
見
え
て
、
押
さ
え
る
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と

押
さ
え
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
ご
苦
労
を
か
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
私
ど
も

が
北
野
天
満
宮
で
曲
水
の
宴
を
復
興
す
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
ん
で
す

よ
。
古
来
、
都
の
北
西
、
衣
笠
山
か
ら
湧
き
出
た
清
水
は
、
松
葉
川
（
西
大
宮
川
）
を
経
て
天
満

宮
の
神
域
を
流
れ
て
清
め
ら
れ
、
や
が
て
聖
水
と
な
っ
て
当
時
の
御
所
の
御
用
水
と
し
て
使
わ
れ

濱崎加奈子氏と橘宮司
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濱
崎
加
奈
子
（
は
ま
さ
き 

か
な
こ
） 

京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
東
京
大
学
大
学
院
修
了
。
学
術
博
士
。

公
益
財
団
法
人
有
斐
斎
弘
道
館
館
長
、
伝
統
文
化
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

連
代
表
、
専
修
大
学
准
教
授
、
同
志
社
大
学
特
別
講
師
。『
天
満

宮
報
』
献
詠
選
者
。「
北
野
天
満
宮
曲
水
の
宴
」
保
存
会
役
員
。

て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
…
。

濱
崎　

ま
さ
し
く
道
真
公
ゆ
か
り
の
曲
水
の
宴
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

橘　

一
時
の
着
想
で
復
興
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

濱
崎　

先
ほ
ど
来
、
宮
司
さ
ま
が
仰
ら
れ
る
よ
う
に
今
回
の
曲
水
の
宴
は
天
神
信
仰
を
全
国
に
発

信
す
る
に
は
大
変
に
よ
い
機
会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
催

し
を
通
じ
日
本
の
歴
史
や
文
化
を
知
る
こ
と
に
繋
が
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
活
字
で
読
ん
で
も

な
か
な
か
理
解
出
来
な
い
こ
と
が
、
実
際
に
目
で
見
て
、
耳
で
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
か
る
こ

と
が
あ
る
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
若
い
人
た
ち
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
教
育
の
場
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
回
、
高
校
生
や
大
学
生
に
も
参
加
し
て
も
ら

お
う
と
頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
天
満
宮
で
、
年
に
一
度
、
当
時
の
雅
な
装
束
を
身
に
着
け
、

歌
を
詠
む
、
な
ん
て
こ
と
に
な
れ
ば
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

橘　

そ
れ
こ
そ
、
菅
公
が
お
喜
び
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

濱
崎　

菅
公
の
邸
宅
を
模
し
た
紅
梅
殿
と
別
離
の
庭
が
、
こ
ん
な
形
で
使
わ
れ
る
の
は
初
め
て
で

し
ょ
う
か
。

橘　

紅
梅
殿
の
杮
落
し
は
市
川
海
老
蔵
丈
に
し
て
頂
き
ま
し
た
が
、
神
社
側
と
し
て
は
、
こ
の
曲

水
の
宴
を
も
っ
て
別
離
の
庭
・
紅
梅
殿
全
体
と
し
て
完
成
の
お
披
露
目
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
十
一
月
三
日
は
二
部
制
と
し
、
一
部
で
は
裏
千
家
千
玄
室
大
宗
匠
の
ご
来
臨
を
賜
っ
て
斎
行

す
る
天
満
宮
講
社
大
祭
に
参
列
さ
れ
た
講
社
員
の
方
々
に
ま
ず
ご
披
露
し
、
こ
の
後
、
二
部
に
は

一
般
参
拝
者
の
方
々
に
見
て
頂
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
私
も
当
日
の
一
応
の
流
れ
は
承
知
し
て

い
ま
す
が
、
先
生
の
お
話
し
を
聞
い
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
曲
水
の
宴
に
な
る
か
、
楽
し
み
で
す
。

濱
崎　

そ
れ
は
携
わ
っ
て
い
る
私
ど
も
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
来
年
以

降
も
曲
水
の
宴
が
続
き
、
さ
ら
に
よ
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

橘　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
継
承
し
て
い
く
所
存
で
す
。
冒
頭
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う

に
、
菅
公
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
こ
う
し
た
催
し
を
始
め
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
も
っ
と
も
っ
と

発
信
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

北野天神縁起絵巻　巻三「紅梅殿別離の段」































「石榴天神」の段

道
真
公
の
霊
が
天
台
僧
尊
意
の
も
と
に
出
現
し
、

怨
霊
調
伏
の
修
法
の
中
止
を
乞
う
。

│
「
石
榴
天
神
」
の
段 

│

　

第
五
巻
の
第
三
段
は
、
詞
書
と
画
面
が
そ
れ
ぞ
れ
三
紙
に
わ

た
り
、
道
真
公
の
霊
と
天
台
僧
尊
意
と
が
対
面
す
る
場
面
で
あ

る
。

　

す
な
わ
ち
菅
公
逝
去
後
ま
も
な
く
の
あ
る
夏
の
夜
、
時
に

四
十
歳
ば
か
り
の
「
延
暦
寺
第
十
三
座
主
法
性
房
尊そ

ん
い意
贈
僧

正
」
が
比
叡
山
の
奥
深
い
自
坊
で
修
行
中
、
坊
の
妻
戸
が
「
ほ

と
〳
〵
と
」鳴
っ
た
。
押
し
開
け
て
み
る
と「
菅
丞
相
」の「
化

来
」
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
尊
意
は
持
仏
堂
に
請
じ
入
れ
て
「
化
来
」
の
意
図
を

尋
ね
る
と
、
菅
霊
は
、
す
で
に
梵
天
・
帝
釈
天
の
許
し
も
得
て
、

都
に
入
っ
て
恨
み
を
晴
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
尊
意

の
法
験
に
よ
っ
て
か
な
わ
な
い
で
い
る
、
た
と
え
勅
宣
が
あ
っ

て
も
、
年
来
の
師
檀
の
契
り
に
免
じ
て
調
伏
を
辞
退
し
て
ほ
し

い
、
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
尊
意
が
、「
王
土
（
＝
帝
王
の

治
め
る
国
土
）」
の
地
に
暮
ら
す
身
と
し
て
は
、
勅
宣
も
三
度

に
及
べ
ば
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
、

と
答
え
る
と
、
菅
霊
の
「
御
気
色
少
し
変
は
り
ぬ
」
と
い
う
。

　

そ
し
て
菅
霊
は
、「
御
喉の

ど

渇
か
せ
給
ふ
ら
ん
と
て
」
尊
意
か

ら
勧
め
ら
れ
た
石ざ

く
ろ榴
の
実
を
口
に
含
ん
で
妻
戸
に
吐
き
か
け
て

退
出
し
て
い
っ
た
。
そ
の
石
榴
は
炎
と
な
っ
て
妻
戸
に
燃
え
つ

い
た
が
、
尊
意
が
灑し

ゃ
す
い水
（
＝
清
浄
を
念
じ
て
、
香
水
を
そ
そ
ぐ

こ
と
）
の
印
を
結
ん
で
消
し
止
め
た
。「
焦
が
れ
た
り
け
る
妻

戸
は
い
ま
だ
本
房
に
ぞ
侍
な
り
」
と
い
う
文
章
で
本
段
の
詞
書

は
結
ば
れ
る
（「
石
榴
天
神
」）。

　

以
上
に
対
応
す
る
画
面
は
、
中
央
に
中
庭
の
池
を
配
し
、
右

寄
り
に
尊
意
の
房
を
訪
れ
る
束
帯
姿
の
菅
霊
、
左
寄
り
の
上
隅

に
、
請
じ
入
れ
ら
れ
た
持
仏
堂
で
の
両
者
対
話
の
場
面
が
「
異

時
同
図
法
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
紺
の
濃
彩
が
際
立
つ

池
水
や
遣
水
の
周
囲
に
は
中
島
と
蓮
の
葉
が
目
立
ち
、
岸
辺
に

鴛
鴦
の
姿
も
見
え
る
。
持
仏
堂
の
方
は
、
石
榴
の
実
が
妻
戸
に

燃
え
付
い
て
炎
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
尊
意
が
灑
水
の
印
を

結
ん
で
い
る
緊
迫
し
た
場
面
で
、
菅
霊
の
膝
元
に
数
個
の
石
榴

の
入
っ
た
折お

し
き敷
（
＝
角
盆
の
一
種
）
が
見
え
、
尊
意
の
指
先
か

ら
は
香
水
が
妻
戸
に
向
か
っ
て
放
出
さ
れ
て
い
る
。
余
談
な
が
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ら
、
筆
者
の
小
学
生
時
代
に
、
少
年
雑
誌
か
何
か
に
「
日
本
最

古
の
幽
霊
の
図
」
と
し
て
本
画
面
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
記
憶
が

今
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。

　

さ
て
天
台
僧
の
法
性
房
尊
意
（
八
六
六
〜
九
四
〇
）
は
台
密

に
優
れ
、
藤
原
時
平
の
弟
忠
平
（
八
八
〇
〜
九
四
九
）
の
帰
依

が
篤
く
、
忠
平
及
び
そ
の
一
族
の
仏
事
を
多
く
担
当
。
醍
醐
天

皇
に
近
侍
し
て
加
持
祈
祷
を
担
当
し
、
さ
ら
に
朱
雀
天
皇
の
護

持
僧
に
も
な
っ
た
。
詞
書
に
見
え
る
天
台
座
主
就
任
は
延
長
四

年
（
九
二
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
本
段
に
相
当
す
る
内
容
は
、
十
世
紀
後
半
頃
の
成
立
と

み
ら
れ
る
『
尊
意
贈
僧
正
伝
』
に
は
見
え
ず
、
そ
の
典
拠
は
未

詳
で
あ
る
。

宮
中
清
涼
殿
に
落
雷
し
よ
う
と
し
た
際
、
左
大
臣

時
平
が
太
刀
を
抜
い
て
立
ち
向
か
う
。

│
「
清
涼
殿
霹
靂
」
の
段 

│

　

第
四
段
の
詞
書
は
、
わ
ず
か
一
紙
の
み
の
短
い
も
の
で

其
の
時
や
が
て
雷
電
霹
靂
し
て
、
劫ご

う
し
ょ初
成
（
劫
初
は
成

じ
ょ
う

劫ご
う

の
初
め
、
す
な
わ
ち
世
界
の
成
り
初
め
）
の
時
に

水
・
金
二
輪
と
な
り
け
る
あ
ま
つ
ぶ
（
雨
粒
か
。
建
保

本
縁
起
は
「
あ
ま
つ
ひ
」）
な
ん
ど
も
、
輝
く
と
ぞ
覚
え

し
。
清
涼
殿
の
中
に
は
本
院
の
お
と
ど
（
大
臣
）
只
一
人
、

太
刀
ぬ
き
か
け
て
、「
朝
に
つ
か
え
給
ひ
し
時
に
は
、
我

が
次
に
こ
そ
、
も
の
し
給
ひ
し
か
。
今
日
飛
神
と
成
り

給
ふ
と
も
、
我
に
所
を
か
で
は
（
措
か
で
は
）、
ひ
が
事

（
僻
事
）
に
こ
そ
侍
ら
め
」
と
睨に

ら

み
遣
り
て
ぞ
立
ち
給
ひ

た
り
け
る
。

が
全
文
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
あ
る
時
「
雷
電
霹
靂
」
し
た
際
、
宮
中
清
涼
殿

に
お
い
て
、こ
れ
を
菅
霊
の
し
わ
ざ
と
み
た
「
本
院
の
お
と
ど
」

こ
と
藤
原
時
平
（
八
七
一
〜
九
〇
九
）
は
、
た
だ
一
人
太
刀
を

抜
き
か
け
て
立
ち
は
だ
か
り
、
菅
公
生
前
は
朝
廷
に
お
い
て
自

分
の
次
席
で
は
な
か
っ
た
か
、
た
と
え
「
飛
神
」
に
な
っ
て
お

ら
れ
よ
う
と
も
（「
今
日
飛
神
と
成
り
給
ふ
と
も
」
の
箇
所
は
、

建
久
本
で
は
「
け
ふ
た
と
ひ
神
に
成
給
ふ
と
も
」
と
な
っ
て
い

る
）、
自
分
に
は
遠
慮
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
言
い
放
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
応
す
る
画
面
は
、
全
五
紙
に
わ
た
り
、
承
久
本
全

巻
の
中
で
も
最
も
有
名
な
場
面
の
一
つ
で
、
画
面
の
大
半
を
占

め
る
清
涼
殿
に
突
如
不
気
味
な
黒
雲
が
湧
き
下
り
、
今
や
轟
音

と
四
方
八
方
に
飛
び
走
る
ま
ば
ゆ
い
稲
妻
と
と
も
に
、
鬼
形
の

雷
神
が
襲
来
し
て
い
る
、
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
る
。

　

長な
げ
し押
の
上
に
描
か
れ
る
雷
神
は
、
怒ど

は
つ髪
の
上
に
二
本
の
角
を

生
や
し
、
赤
色
の
裸
身
に
褌
を
は
く
。
上
半
身
に
は
緑
の
領ひ

れ巾

を
ま
と
い
、
両
手
に
撥ば

ち

を
握
り
し
め
、
背
に
は
連
太
鼓
を
負
っ

て
い
る
、
お
馴
染
み
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る「
吹
抜
屋
台
」で
描
か
れ
た
建
物
の
中
で
は
、公
卿
・

殿
上
人
た
ち
が
上
を
下
へ
の
大
騒
ぎ
で
物
陰
に
隠
れ
た
り
、
転

倒
し
て
頭
を
強
打
し
た
り
、
あ
る
い
は
庇
も
し
く
は
縁
か
ら
転

げ
落
ち
よ
う
と
す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
右
手
の
庭
上
に
は
、
弓

矢
を
投
げ
捨
て
、
片
方
の
沓
を
落
と
し
た
こ
と
に
も
気
づ
か
ず

一
目
散
に
画
面
右
端
の
門
に
駆
け
寄
る
人
々
、
そ
し
て
門
の
下

に
も
す
で
に
避
難
し
た
人
々
が
見
え
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
長
大
な
画
面
の
左
端
に
は
、
黒
雲
の
下
、
束

帯
姿
の
時
平
が
、
抜
い
た
太
刀
を
振
り
か
ざ
し
て
一
人
雷
神
に

対
峙
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
、
背
後
に
は
唐
衣
姿
の
女
房
の
後

ろ
姿
も
見
え
る
。
内
容
的
に
も
、
ま
た
画
面
構
成
の
上
か
ら
も
、

ま
こ
と
に
緊
張
に
満
ち
た
名
場
面
と
言
え
よ
う
。

　

た
だ
、
詞
書
の
限
り
で
は
い
か
に
も
唐
突
に
始
ま
る
本
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
は
年
月
日
の
明
記
が
無
い
。
延
喜
四
年
ま
た
は
同
八

年
の
雷
鳴
の
記
録
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
説
も
あ
る
が
、
縁
起

に
先
行
す
る
歴
史
書
『
大
鏡
』
時
平
伝
の
同
趣
の
話
を
み
て

「清涼殿霹靂」の段
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も
、
特
定
の
史
実
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
菅
公
の
霊
が
雷
神
と
観
念
さ
れ
る
直
接

の
契
機
は
、
本
縁
起
第
六
巻
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
延
長
八
年

（
九
三
〇
）
の
宮
中
清
涼
殿
落
雷
事
件
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
現
代
人
に
は
、
雷
鳴
に
抜
刀
し
て
立
ち
向
か
え
ば
、
か

え
っ
て
落
雷
を
誘
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
る

が
、
古
来
、
刀
剣
類
に
は
辟
邪
（
魔
よ
け
）
の
信
仰
が
あ
っ
た

こ
と
は
多
く
の
「
名
刀
伝
説
」
が
物
語
っ
て
い
る
。
北
野
天
満

宮
所
蔵
の
多
数
の
刀
剣
類
の
中
に
も
、
は
る
か
後
世
の
江
戸
時

代
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
六
三
）
の
短
剣
に
「
雷
除
」
の
銘

が
添
え
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

天
台
僧
尊
意
が
勅
命
を
受
け
て
参
内
す
る
際
、
増

水
し
た
鴨
川
を
渡
っ
て
、
法
験
を
あ
ら
わ
す
。

│
「
尊
意
渡
河
（
鴨
川
渡
水
）」
の
段 
│

　

第
五
巻
第
五
段
も
一
紙
の
み
の
短
い
詞
書
で
、
前
記
第
三
段

に
登
場
し
た
法
性
房
尊
意
贈
僧
正
が
主
役
と
な
る
。

其
の
間
、贈
僧
正
、三
度
の
宣
旨
を
か
ほ
り
て
（
蒙
り
て
）

比
叡
の
山
よ
り
北ほ

っ
け
つ闕
（
＝
宮
城
、
皇
居
）
に
参
り
給
ひ

し
に
、
鴨
河
の
洪
水
も
去
り
の
き
て
、
陸
地
の
ご
と
く

通
り
給
ひ
し
ぞ
、
法
験
も
目
出
た
く
皇
威
も
畏
ろ
し
か

り
し
。
其
の
後
暫
く
天
神
を
ば
宥な

だ

め
奉
り
給
ひ
た
り
け

り
と
ぞ
。
延
喜
八
年
十
月
の
比
、
菅す

が
ね根
卿
は
新
た
に
神

罰
を
蒙
り
て
、
そ
の
身
は
失
せ
に
け
り
。

　

以
上
が
詞
書
の
全
文
で
、
尊
意
が
三
度
の
宣
旨
を
蒙
っ
て
比

叡
山
を
下お

り
て
牛
車
に
乗
っ
て
参
内
す
る
際
、
折
し
も
洪
水
で

増
加
し
た
鴨
川
の
水
も
左
右
に
退
い
て
陸
地
の
よ
う
に
な
り
、

牛
車
は
難
無
く
通
過
で
き
た
こ
と
が
前
半
に
語
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
「
法
験
も
目
出
た
く
皇
威
も
畏
ろ
し
」
い
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

　

三
紙
に
わ
た
る
画
面
は
こ
れ
を
主
題
と
し
、
左
右
と
背
後
に

退
き
な
が
ら
も
逆
巻
く
流
水
の
中
、
前
簾
を
巻
き
上
げ
て
香
染

め
の
法
衣
姿
の
尊
意
を
乗
せ
た
牛
車
が
疾
駆
し
て
い
る
。
疾
走

す
る
牛
、
轅な

が
え
に
取
り
付
く
牛
飼
男
や
裸
足
の
僧
侶
、
牛
車
の
後

ろ
で
疾
走
す
る
従
者
た
ち
の
姿
が
、
牛
車
の
車
輪
の
回
転
や
流

水
の
描
写
と
相
ま
っ
て
、
ま
こ
と
に
ス
ピ
ー
ド
感
あ
ふ
れ
る
場

面
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
や
は
り
前
出
の
『
尊
意
贈
僧
正
伝
』
に

記
述
が
無
く
、
原
拠
は
も
と
よ
り
、
史
実
か
ど
う
か
も
今
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
絵
画
化
は
さ
れ
な
い
が
、
詞
書
後
半
に
見
え
る
「
菅
根

卿
」
と
は
、
参
議
従
四
位
上
藤
原
菅
根
（
八
五
六
〜
九
〇
八
）

の
こ
と
で
、
早
く
『
江
談
抄
』
に
菅
公
と
の
不
和
を
伝
え
る
説

話
が
あ
り
、
縁
起
で
は
菅
公
呪
詛
の
陰
謀
に
加
わ
り
、
ま
た
左

遷
決
定
直
後
に
内
裏
に
駆
け
つ
け
た
宇
多
法
皇
を
阻
止
し
た
と

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。「
神
罰
」
と
言
え
ば
、
菅
公
左
遷
の
首

謀
者
と
目
さ
れ
た
藤
原
時
平
の
死
去
は
菅
根
の
死
去
の
翌
年
の

こ
と
で
あ
る
が
、
承
久
本
で
は
第
六
巻
の
巻
頭
で
語
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
第
五
巻
第
三
段
以
下
を
通
覧
し
て
み

る
と
、
法
性
房
尊
意
の
話
（
第
三
・
五
段
）
と
い
い
、
左
大
臣

藤
原
時
平
の
話
（
第
四
段
）
と
い
い
、
い
ず
れ
も
菅
霊
に
対
峙

し
、
も
し
く
は
菅
霊
を
や
り
こ
め
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
お

り
、
一
見
す
る
と
縁
起
全
体
の
趣
旨
か
ら
は
不
相
応
と
う
け
と

ら
れ
か
ね
な
い
面
が
あ
る
。

　

縁
起
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
諸
段
の
収
載
意
図
の
解
釈
は
容
易

で
は
な
い
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
縁
起
成
立
期
（
十
二
世
紀

後
半
な
い
し
末
期
）
の
北
野
天
満
宮
の
地
位
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、十
世
紀
半
ば
の
鎮
座
以
来
、同
宮
は
、

皇
室
や
藤
原
氏
摂
関
家
の
崇
敬
・
支
援
の
も
と
、
平
安
中
期
の

一
条
天
皇
朝
を
経
て
、
祭
神
の
神
格
は
怨
霊
か
ら
善
神
「
天
満

天
神
」
へ
と
大
き
く
変
貌
し
て
行
き
、
か
つ
当
初
か
ら
天
台
宗

と
深
い
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
す
で
に
「
王
城
鎮
守
の
神
」
の

地
位
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
を
も
っ
て
第
五
巻
が
終
わ
る
。

「尊意渡河（鴨川渡水）」の段
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