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　今
日
、
関
東
地
方
低
地
部
を
含
む
日
本
南
部
に
お
け
る
典
型
的
な
鎮
守
の
杜
は
、
常
緑
広
葉
樹
林

（
照
葉
樹
林
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
人
の
手
が
あ
ま
り
入
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
明
治
期
以
降
の
文
献
、
地
形
図
、
写
真
を
も
と
に
し
た
考
察
か
ら
、

そ
う
し
た
通
念
は
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
考

察
事
例
は
ま
だ
あ
ま
り
多
く
は
な
く
、
か
つ
て
の
神
社
の
杜
が
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
植
生
で
あ
っ

た
か
を
述
べ
る
に
は
、
も
っ
と
多
く
の
事
例
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る｡

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
古
い
写
真
や
絵
図
類
を
主
要
な
資
料
と
し
て
、
か
つ
て
の
神
社
の
杜
の
植
生
に
つ
い
て
、
よ
り

多
く
の
事
例
を
検
討
し
た
。

　古
い
写
真
と
し
て
は
、『
京
都
府
誌
』（
一
九
一
五
）
と
『
日
本
写
真
帖
』（
一
九
一
二
）
に
収
め

ら
れ
た
神
社
の
写
真
を
、
主
に
現
況
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
写
真
か

ら
わ
か
る
神
社
の
杜
の
植
生
は
、
一
部
に
は
今
と
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も

あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
今
日
の
状
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
今
日
で
は
神
社

の
杜
の
植
生
に
は
、
ク
ス
ノ
キ
や
シ
イ
や
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
主
要
な
樹
木
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
は
ス
ギ
や
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
重
要
な
樹
木
と
し

て
多
く
存
在
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
社
付
近
の
樹
木
は
、
今
日
よ
り
も
少
な
く
、
ま
た
小

さ
い
こ
と
が
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。

　一
方
、
絵
図
類
に
つ
い
て
は
、
幕
末
に
発
行
さ
れ
た
『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』（
一
八
六
四
）
と

初
期
の
洛
中
洛
外
図
四
点
（
一
六
世
紀
初
期
～
中
期
）
に
描
か
れ
た
神
社
の
杜
に
つ
い
て
、
主
に
同

時
代
に
同
じ
神
社
を
独
自
に
描
い
た
図
の
比
較
検
討
に
よ
り
、絵
図
類
の
写
実
性
を
検
討
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
神
社
の
杜
の
植
生
に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
の
神
社
の

杜
の
植
生
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
神
社
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
が
、
概
し
て
マ
ツ
が

あ
る
程
度
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
ス
ギ
が
神
社
の
杜
の
重
要
な
樹
種
で
あ
っ
た
場
合
が
多

か
っ
た
。
ま
た
、
一
部
に
は
常
緑
広
葉
樹
の
割
合
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
神
社
も
あ
る
。

は
じ
め
に

❶
古
写
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か
ら
の
考
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❷
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は
じ
め
に

　今
日
、
鎮
守
の
杜
（
神
社
林
・
社
叢

（
（
（

）
に
は
、
ふ
つ
う
の
森
林
に
は
見
ら
れ
な
い

珍
し
い
樹
木
や
巨
木
な
ど
が
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
関
東
や
関
西
地
方
低
地
部
を
含

む
日
本
南
部
に
お
け
る
典
型
的
な
鎮
守
の
杜
は
、
常
緑
広
葉
樹
林
（
照
葉
樹
林
）
で

あ
り
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
人
の
手
が
あ
ま
り
入
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

（
（
（

。

　し
か
し
、
明
治
期
以
降
の
文
献
、
地
形
図
、
写
真
を
も
と
に
し
た
考
察
か
ら
、
そ

う
し
た
通
念
は
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。た
と
え
ば
、

関
東
地
方
の
社
寺
林
の
明
治
前
期
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
近
代
的
地

形
図
『
迅
速
図
』
の
測
図
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
『
偵
察
録
』
の
記
述
か
ら
も
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、そ
の
神
社
の
植
生
に
関
す
る
多
く
の
記
述
か
ら
、

明
治
初
期
に
お
け
る
関
東
地
方
の
神
社
の
杜
に
は
、
大
木
や
老
木
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
た
も
の
の
、
そ
の
樹
種
は
マ
ツ
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が
中
心
で
あ
り
、
カ
シ
や
シ
イ

や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
照
葉
樹
は
多
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（
（

。
あ
る
い
は
、

鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
や
京
都
の
八
坂
神
社
な
ど
、
古
い
写
真
が
残
る
神
社
で
は
、
検

討
例
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
神
社
の
杜
の
か
つ
て
の
植
生
は
主
に
マ
ツ
や
ス
ギ

で
あ
る
場
合
が
多
く
、
常
緑
広
葉
樹
の
杜
が
多
い
今
日
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
場
合
も
あ
る

（
（
（（
（
（（
（
（

。
ま
た
、
明
治
後
期
の
地
形
図
（
正
式
二
万
分
一
）
を

も
と
に
、
滋
賀
県
の
神
社
周
辺
の
か
つ
て
の
植
生
を
考
察
し
た
研
究
で
は
、
針
葉
樹

が
中
心
の
杜
を
も
つ
神
社
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
（
（

。

　一
方
、
明
治
期
よ
り
も
前
の
神
社
の
植
生
に
つ
い
て
わ
か
る
例
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
東
京
都
府
中
市
に
あ
る
大
国
魂
神
社
に
つ
い
て
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）

の
社
叢
調
査
の
詳
し
い
記
録
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
文
化
年
間
の
調
査

時
に
は
、
そ
の
神
社
の
樹
木
の
八
割
近
く
が
ス
ギ
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
本
殿
裏
に

は
ケ
ヤ
キ
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
（
（

。
ま
た
、
大
阪
府
豊
中
市
の
春
日
神
社
の
杜

は
、
今
は
シ
イ
の
木
が
多
い
林
と
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
マ
ツ
林
で
あ
っ

た
こ
と
が
文
献
や
絵
図
か
ら
わ
か
る

（
（
（

。
あ
る
い
は
、
古
い
絵
図
類
の
多
く
残
る
京
都

の
八
坂
神
社
で
は
、
そ
れ
ら
の
絵
図
類
の
考
察
か
ら
、
江
戸
中
期
か
ら
晩
期
に
か
け

て
は
、
マ
ツ
や
ス
ギ
が
中
心
の
植
生
で
あ
り
、
今
日
の
ク
ス
ノ
キ
を
中
心
と
し
た
植

生
と
は
、
や
は
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。
ま
た
、
さ
ら
に
時

代
を
遡
る
鎌
倉
期
な
ど
で
は
、
史
料
は
少
な
い
も
の
の
、
残
さ
れ
た
絵
図
な
ど
か
ら
、

ス
ギ
が
そ
の
神
社
の
重
要
な
樹
木
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。
ま
た
、
島
根
県

の
出
雲
大
社
で
は
、
同
じ
く
鎌
倉
時
代
の
絵
図
の
描
写
な
ど
か
ら
、
そ
の
時
代
に
ケ

ヤ
キ
が
本
殿
付
近
の
重
要
な
樹
木
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　た
だ
、
か
つ
て
の
神
社
の
杜
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
植
生
で
あ
っ
た
か
を
述
べ
る

に
は
、
も
っ
と
多
く
の
事
例
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
、『
偵
察
録
』
か
ら
の
考
察
で
は
、
関
東
地
方
の
事
例
は
多
く
わ
か
る
が
、
そ
の

他
の
地
方
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、古
い
写
真
や
絵
図
等
か
ら
の
考
察
例
も
、

ま
だ
そ
の
数
は
少
な
い
。

　そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
神
社
の
杜
の
植
生
を
一
般
的
に
よ
り
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
、
古
い
写
真
や
絵
図
類
を
主
要
な
資
料
と
し
て
、
よ
り
多
く
の

事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

❶
古
写
真
か
ら
の
考
察

　神
社
を
撮
影
し
た
古
い
写
真
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
撮
影
さ
れ
た
時
代
に
お
け
る
神

社
の
杜
の
植
生
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
な
る
。
た
だ
、
か
つ
て
写
真
は
貴
重
な
も
の

で
あ
り
、
数
十
年
以
上
前
の
写
真
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で

も
、
よ
く
知
ら
れ
た
神
社
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
目
的
で
撮
影
さ
れ
た
古
い
写

真
が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　こ
こ
で
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
発
行
さ
れ
た
『
京
都
府
誌

（
（（
（

』、
ま
た
明

治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
発
行
さ
れ
た
『
日
本
写
真
帖

（
（（
（

』
に
収
め
ら
れ
た
神
社
の
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写
真
を
、
主
に
現
況
と
の
比
較
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　（1
）『
京
都
府
誌
』に
収
め
ら
れ
た
神
社
写
真
か
ら
の
考
察

　大
正
初
期
に
発
行
さ
れ
た
『
京
都
府
誌
』（
一
九
一
五
）
に
は
、
京
都
府
の
沿
革

や
地
誌
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
神
社
に

つ
い
て
の
項
目
も
あ
り
、
京
都
府
内
の
主
な
神
社
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
写
真
の
撮
影
年
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
本
が
発
行
さ
れ
る
少
し
前
に
撮

影
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
神

社
の
う
ち
、
現
在
の
京
都
市
域
に
位
置
し
、
本
が
発
行
さ
れ
た
大
正
初
期
の
神
社
周

辺
の
植
生
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
十
四
の
神
社
の
写
真
を
検
討
す

る
。
ま
た
、
比
較
の
た
め
に
、
近
況
を
観
察
し
、
古
い
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
地
点
、

ま
た
は
そ
れ
に
近
い
視
点
か
ら
の
近
況
写
真
を
撮
影
し
た
。
な
お
、
そ
う
し
た
近
況

写
真
と
の
比
較
か
ら
、
古
い
写
真
に
写
っ
た
樹
木
の
大
き
さ
な
ど
が
わ
か
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
。
一
方
、
大
正
初
期
に
お
け
る
神
社
の
杜
の
植
生
を
考
え
る
上
で
参
考

と
な
る
と
思
わ
れ
る
明
治
中
期
の
二
万
分
一
地
形
図
（
仮
製
地
形
図

（
（（
（

）
と
『
京
都
府

地
誌

（
（（
（

』
の
記
述
も
適
宜
示
す
。

　①
建
勲
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
建
勲
神
社
の
社
殿
周
辺
の
木
々
は
全

般
に
樹
高
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
そ
の
中
で
比
較
的
樹
高
の
高

い
木
々
は
マ
ツ
が
多
い
よ
う
に
見
え
る
。
本
殿
裏
の
木
々
も
マ
ツ
が
中
心
で
、
樹
高

は
高
い
も
の
で
も
本
殿
よ
り
も
少
し
高
い
程
度
と
思
わ
れ
る
。

　ま
た
、
写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
手
前
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
な
ど
の
た
め
に
先
が
見
え

に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
晩
秋
で
葉
が
少
な
い
た
め
、
本
殿
付
近
の
様
子
も
あ
る
程

度
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
の
視
点
か
ら
見
る
と
、そ
の
本
殿
周
辺
に
は
ク
ス
ノ
キ
、

ア
ラ
カ
シ
、
コ
ジ
イ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
多
く
、
落
葉
広
葉
樹
は
わ
ず
か
し
か
な

い
（
写
真
（
）。
ま
た
、
一
部
に
針
葉
樹
の
ヒ
ノ
キ
や
ツ
ガ
も
見
ら
れ
る
。
樹
木
は
、

大
正
初
期
と
比
べ
る
と
全
般
に
密
度
が
高
く
、
ま
た
高
木
化
し
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
建
勲
神
社
付
近
の
植
生
は
、
こ
こ
九
十
年
余
り
で
た
い
へ
ん
大
き

く
変
化
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
こ
の
神
社
付
近
に
は

松
林〈
小

（
（（
（

〉の
記
号
が
多
く
見
ら
れ
、ま
た
一
部
に
茶
畑
の
記
号
も
見
ら
れ
る（
図
（
）。

一
方
、
明
治
十
年
代
の
『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
こ
の
神
社
が
あ
る
舟
岡
山
に
つ
い

写真1　建勲神社（『京都府誌』より）

写真2　建勲神社（（00（年（（月撮影）

写真3　建勲神社（（00（年（（月撮影）

図1　建勲神社付近
（仮製地形図を部分拡大したもの）
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写
真
を
、
主
に
現
況
と
の
比
較
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　（1
）『
京
都
府
誌
』に
収
め
ら
れ
た
神
社
写
真
か
ら
の
考
察

　大
正
初
期
に
発
行
さ
れ
た
『
京
都
府
誌
』（
一
九
一
五
）
に
は
、
京
都
府
の
沿
革

や
地
誌
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
神
社
に

つ
い
て
の
項
目
も
あ
り
、
京
都
府
内
の
主
な
神
社
の
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
写
真
の
撮
影
年
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
本
が
発
行
さ
れ
る
少
し
前
に
撮

影
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
神

社
の
う
ち
、
現
在
の
京
都
市
域
に
位
置
し
、
本
が
発
行
さ
れ
た
大
正
初
期
の
神
社
周

辺
の
植
生
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
十
四
の
神
社
の
写
真
を
検
討
す

る
。
ま
た
、
比
較
の
た
め
に
、
近
況
を
観
察
し
、
古
い
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
地
点
、

ま
た
は
そ
れ
に
近
い
視
点
か
ら
の
近
況
写
真
を
撮
影
し
た
。
な
お
、
そ
う
し
た
近
況

写
真
と
の
比
較
か
ら
、
古
い
写
真
に
写
っ
た
樹
木
の
大
き
さ
な
ど
が
わ
か
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
。
一
方
、
大
正
初
期
に
お
け
る
神
社
の
杜
の
植
生
を
考
え
る
上
で
参
考

と
な
る
と
思
わ
れ
る
明
治
中
期
の
二
万
分
一
地
形
図
（
仮
製
地
形
図

（
（（
（

）
と
『
京
都
府

地
誌

（
（（
（

』
の
記
述
も
適
宜
示
す
。

　①
建
勲
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
建
勲
神
社
の
社
殿
周
辺
の
木
々
は
全

般
に
樹
高
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
そ
の
中
で
比
較
的
樹
高
の
高

い
木
々
は
マ
ツ
が
多
い
よ
う
に
見
え
る
。
本
殿
裏
の
木
々
も
マ
ツ
が
中
心
で
、
樹
高

は
高
い
も
の
で
も
本
殿
よ
り
も
少
し
高
い
程
度
と
思
わ
れ
る
。

　ま
た
、
写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
手
前
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
な
ど
の
た
め
に
先
が
見
え

に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
晩
秋
で
葉
が
少
な
い
た
め
、
本
殿
付
近
の
様
子
も
あ
る
程

度
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
の
視
点
か
ら
見
る
と
、そ
の
本
殿
周
辺
に
は
ク
ス
ノ
キ
、

ア
ラ
カ
シ
、
コ
ジ
イ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
多
く
、
落
葉
広
葉
樹
は
わ
ず
か
し
か
な

い
（
写
真
（
）。
ま
た
、
一
部
に
針
葉
樹
の
ヒ
ノ
キ
や
ツ
ガ
も
見
ら
れ
る
。
樹
木
は
、

大
正
初
期
と
比
べ
る
と
全
般
に
密
度
が
高
く
、
ま
た
高
木
化
し
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
建
勲
神
社
付
近
の
植
生
は
、
こ
こ
九
十
年
余
り
で
た
い
へ
ん
大
き

く
変
化
し
て
い
る
。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
こ
の
神
社
付
近
に
は

松
林〈
小

（
（（
（

〉の
記
号
が
多
く
見
ら
れ
、ま
た
一
部
に
茶
畑
の
記
号
も
見
ら
れ
る（
図
（
）。

一
方
、
明
治
十
年
代
の
『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
こ
の
神
社
が
あ
る
舟
岡
山
に
つ
い

写真1　建勲神社（『京都府誌』より）

写真2　建勲神社（（00（年（（月撮影）

写真3　建勲神社（（00（年（（月撮影）

図1　建勲神社付近
（仮製地形図を部分拡大したもの）
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て
「
舩
岡
山

　山
ノ
七
分
松
樹
茂
生
シ
三
分
ハ
櫟

く
ぬ
ぎ桃

茶
林
園
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
も
、
か
つ
て
建
勲
神
社
周
辺
に
は
小
さ
な
マ
ツ
が
多
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
②
北
野
天
神

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
社
殿
の
右
手
に
は
マ
ツ
、
左
手
に
は

ウ
メ
と
思
わ
れ
る
樹
木
が
見
え
る
。
ま
た
、
左
上
方
に
は
、
わ
ず
か
に
広
葉
樹
の
一

部
が
見
え
る
。

　写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も

の
で
あ
る
。
近
況
で
も
、
そ
の
社
殿
の
右
手
に
マ
ツ
、
左
手
に
は
ウ
メ
が
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
は
大
正
の
写
真
に
見
え
る
も
の
と
は
別
の
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
社
殿
の
背
後
左
側
上
方
に
は
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
広

葉
樹
が
だ
い
ぶ
頭
を
の
ぞ
か
せ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
写
真
で
は
ほ
と
ん
ど
見
え

な
い
が
、
そ
の
社
殿
の
背
後
に
は
、
ク
ス
ノ
キ
の
ほ
か
に
イ
チ
ョ
ウ
、
エ
ノ
キ
、
オ

ガ
タ
マ
ノ
キ
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
樹
木
が
あ
る
。

　北
野
天
神
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
で
植
生
は
一
見
さ
ほ
ど
大
き
く
変

化
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
写
真
で
見
え
る
本
殿
背
後
の
樹
木
は
、
大
正

初
期
と
比
べ
る
と
、
だ
い
ぶ
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、

北
野
天
神
の
植
生
に
関
し
て
「
境
内
地
古
樹
大
木
ア
リ
梅
特
ニ
多
ク･･･

」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　　③
平
野
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
社
殿
の
背
後
に
は
広
葉
樹
中
心
か
と

思
わ
れ
る
高
木
が
多
い
。
そ
の
樹
幹
は
概
し
て
細
長
く
、
林
は
比
較
的
明
る
い
状
態

の
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
見
え
る
。
た
だ
、
写
真
の
左
上
方
に
は
、
一
本
だ
け
か
な
り

太
く
通
直
な
樹
幹
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
。
そ
の
上
部
が
見
え
な
い
た
め
、
は
っ
き

り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
と
思
わ
れ
る
。

　写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
に
近
い
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で

あ
る
。
近
況
で
は
、
社
殿
の
背
後
は
シ
イ
や
ク
ス
ノ
キ
を
中
心
と
し
た
照
葉
樹
の
林

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
部
に
ム
ク
ノ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
あ
る
。
ま

た
、
写
真
で
は
見
え
な
い
右
方
（
北
側
）
に
は
、
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
林
も
あ
る
。

　樹
林
は
、
大
正
初
期
と
比
べ
る
と
全
般
に
常
緑
広
葉
樹
林
化
が
進
ん
で
い
る
と
思

写真6　平野神社（『京都府誌』より）

写真7　平野神社（（00（年（（月撮影）

写真4　北野天神（『京都府誌』より）

写真5　北野天神（（00（年（（月撮影）　
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わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
樹
木
数
は
少
し
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、

『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
「
現
今
社
地
櫻
樹
数
十
株
ヲ
列
植
ス
」

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　④
梅
宮
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
に
は
一
部
に
広
葉
樹
ら

し
き
樹
木
も
見
え
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
で
あ
る
。

ま
た
、
写
真
の
左
上
方
に
は
マ
ツ
が
少
し
見
え
る
。

　写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も

の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
社
殿
の
背
後
に
は
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
間
に
ク
ス
ノ
キ
や

オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
見
え
る
。
大
正
初
期
と
比
べ
る
と
、
常
緑
広

葉
樹
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
殿
背
後
の
樹
林
に
は
、
ク
ス
ノ
キ

と
と
も
に
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
本
殿
手
前
の
二
本

の
常
緑
樹
は
ク
ロ
マ
ツ
、
右
手
下
方
の
落
葉
広
葉
樹
は
ウ
メ
で
あ
る
。

　

　
⑤
大
原
野
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（0
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
は
ヒ
ノ
キ
か
と
思
わ
れ

る
針
葉
樹
が
多
い
林
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
樹
木
は
、
全
般
に
さ
ほ
ど
太
い
幹

の
も
の
は
な
い
。

　今
日
で
は
、
そ
こ
に
は
社
殿
が
増
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
写
真
（0
と
近
い
視
点
で

の
撮
影
が
難
し
い
。
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
本
殿
の
門
の
手
前
か
ら
、

本
殿
上
方
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
で
は
、
本
殿
裏
は
樹
齢
五
十
年
程
度
か
と

思
わ
れ
る
シ
イ
中
心
の
林
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
写
真
で
も
本
殿
裏
に
は
シ
イ

が
多
く
見
え
る
。
た
だ
、
そ
の
林
中
に

分
け
入
っ
て
み
る
と
ヒ
ノ
キ
も
少
な
く

な
い
（
写
真
（（
）。

　こ
の
よ
う
に
、
大
原
野
神
社
で
は
、

こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
植
生
は
か

な
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
な
お
、

写
真
と
は
関
係
の
な
い
境
内
に
は
、
モ

写真8　梅宮神社（『京都府誌』より）

写真9　梅宮神社（（00（年（（月撮影）

写真11　大原野神社（『京都府誌』より）

写真10　大原野神社（（00（年（（月撮影）写真12　大原野神社本殿裏の杜
（（00（年（（月撮影）
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わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
樹
木
数
は
少
し
減
少
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、

『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
「
現
今
社
地
櫻
樹
数
十
株
ヲ
列
植
ス
」

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　④
梅
宮
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
に
は
一
部
に
広
葉
樹
ら

し
き
樹
木
も
見
え
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
で
あ
る
。

ま
た
、
写
真
の
左
上
方
に
は
マ
ツ
が
少
し
見
え
る
。

　写
真
（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も

の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
社
殿
の
背
後
に
は
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
間
に
ク
ス
ノ
キ
や

オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
見
え
る
。
大
正
初
期
と
比
べ
る
と
、
常
緑
広

葉
樹
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
殿
背
後
の
樹
林
に
は
、
ク
ス
ノ
キ

と
と
も
に
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
本
殿
手
前
の
二
本

の
常
緑
樹
は
ク
ロ
マ
ツ
、
右
手
下
方
の
落
葉
広
葉
樹
は
ウ
メ
で
あ
る
。

　

　
⑤
大
原
野
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（0
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
は
ヒ
ノ
キ
か
と
思
わ
れ

る
針
葉
樹
が
多
い
林
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
樹
木
は
、
全
般
に
さ
ほ
ど
太
い
幹

の
も
の
は
な
い
。

　今
日
で
は
、
そ
こ
に
は
社
殿
が
増
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
写
真
（0
と
近
い
視
点
で

の
撮
影
が
難
し
い
。
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
本
殿
の
門
の
手
前
か
ら
、

本
殿
上
方
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
で
は
、
本
殿
裏
は
樹
齢
五
十
年
程
度
か
と

思
わ
れ
る
シ
イ
中
心
の
林
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
写
真
で
も
本
殿
裏
に
は
シ
イ

が
多
く
見
え
る
。
た
だ
、
そ
の
林
中
に

分
け
入
っ
て
み
る
と
ヒ
ノ
キ
も
少
な
く

な
い
（
写
真
（（
）。

　こ
の
よ
う
に
、
大
原
野
神
社
で
は
、

こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
植
生
は
か

な
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
な
お
、

写
真
と
は
関
係
の
な
い
境
内
に
は
、
モ

写真8　梅宮神社（『京都府誌』より）

写真9　梅宮神社（（00（年（（月撮影）

写真11　大原野神社（『京都府誌』より）

写真10　大原野神社（（00（年（（月撮影）写真12　大原野神社本殿裏の杜
（（00（年（（月撮影）
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ミ
や
シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
古
木
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、『
京
都
府
地
誌
』

に
は
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
「
境
内
老
樹
鬱
然
松
檜
殊
ニ
多
シ
」
と
の
記
述
が
見
ら

れ
る
。

　　⑥
豊
国
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
唐
門
の
両
側
に
は
マ
ツ
が
見
え
る
。

奥
に
は
マ
ツ
の
ほ
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
広
葉
樹
も
見
え
る
が
、
全
般
に
樹
高
は
低
い
。

　写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も

の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
唐
門
の
両
側
に
は
、
や
や
大
き
な
ク
ロ
マ
ツ
が
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
奥
に
あ
る
杜
で
は
、
ク
ス
ノ
キ
が
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、

そ
こ
に
は
枯
れ
マ
ツ
が
一
本
見
ら
れ
た
。

　豊
国
神
社
の
場
合
、こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
で
植
生
景
観
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

写
真
で
見
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
樹
木
が
大
き
く
成
長
し
、
ま
た
奥
の
部
分
で
は

常
緑
広
葉
樹
林
化
が
進
む
兆
し
が
見
ら
れ
る
。

　

　⑦
吉
田
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
手
前
に
見
え
る
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る

針
葉
樹
の
高
木
が
目
立
つ
。
そ
の
背
後
に
は
、
広
葉
樹
が
中
心
と
思
わ
れ
る
樹
林
が

見
え
る
。

　写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
近
い
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で

あ
る
。
近
況
で
も
手
前
に
直
立
的
針
葉
樹
で
あ
る
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が
目
立
つ
。
た

だ
、
奥
に
見
え
る
広
葉
樹
は
大
正
初
期
よ
り
も
全
般
に
樹
高
が
高
く
な
り
、
ま
た
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
手
前
の
樹
木
に
隠
れ
た
奥
の
部

分
に
も
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
も
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
シ
イ
や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
常

緑
広
葉
樹
が
多
く
、
一
部
に
ム
ク
ノ

キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
あ
る
（
写
真

（（
）。　こ

の
よ
う
に
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り

の
植
生
の
変
化
は
、
一
見
さ
ほ
ど
大
き

く
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
奥
の
広

葉
樹
林
は
、
大
正
初
期
と
比
べ
る
と
全

般
に
高
木
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
い

写真13　豊国神社（『京都府誌』より）

写真14　豊国神社（（00（年（（月撮影）

写真15　吉田神社（『京都府誌』より）

写真16　吉田神社（（00（年（（月撮影）

写真17　吉田神社
（鳥居近くより奧を見る・（00（年（（月撮影）
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写
真
で
は
樹
種
構
成
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
近
年
で
は
樹
林
中
の
シ
イ
の
割
合
が

ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図

で
は
、吉
田
神
社
の
近
く
に
は
松
林
〈
小
〉
と
杉
林
〈
小
〉
の
記
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑧
梨
木
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
鳥
居
の
両
側
に
は
マ
ツ
の
高
木
が
見

え
る
。
ま
た
、
奥
に
は
一
部
に
マ
ツ
や
落
葉
広
葉
樹
も
見
え
る
が
、
常
緑
広
葉
樹
が

多
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、『
京
都
府
誌
』
の
写
真
に
は
、
す
っ
か
り
落
葉
し
て

し
ま
っ
た
樹
木
が
見
え
る
場
合
が
多
く
、
冬
期
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
思
わ

れ
る
。

　一
方
、
今
日
の
梨
木
神
社
は
、
大
正
初
期
に
は
鳥
居
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
に
門
が
で
き
て
い
る
な
ど
、
鳥
居
か
ら
本
殿
に
か
け
て
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ

て
い
る
。
写
真
（（
は
、
そ
の
か
つ
て
は
な
か
っ
た
門
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
撮

影
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
殿
付
近
は
、
今
で
は
ク
ス
ノ
キ
中
心
の
林
と
な
り
、
大
正

初
期
の
写
真
に
写
っ
て
い
た
マ
ツ
や
落
葉
広
葉
樹
は
な
い
。
た
だ
、本
殿
近
く
に
は
、

カ
ツ
ラ
が
一
本
あ
る
。
カ
ツ
ラ
は
境
内
に
別
の
場
所
で
御
神
木
と
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
本
殿
近
く
に
は
、
神
社
で
見
か
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
常
緑
広
葉
樹
の
オ

ガ
タ
マ
ノ
キ
も
あ
る
。

　梨
木
神
社
の
杜
も
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
だ
い
ぶ
大
き
く
変
化
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
樹
木
は
、
こ
の
間
に
全
般
に
高
木
化
し
、
常
緑
広
葉
樹
が
占
め
る
割

合
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
仮
製
地
形
図
で
は
、
こ
の
神
社

の
境
内
に
は
雑
樹
林
〈
大
〉
の
記
号
が
見
ら
れ
る
。

　⑨
護
王
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（0
）
で
は
、
写
真
に
見
え
る
木
々
の
ほ
と
ん
ど
は

明
ら
か
に
マ
ツ
と
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋

に
写
真
（0
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
拝
殿
の
後

方
、
本
殿
前
方
左
右
に
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
が
あ
る
。
ま
た
、
本
殿
裏
は
ク
ス
ノ
キ
中
心

の
林
と
な
っ
て
い
る
。
境
内
に
は
ほ
か
に
イ
チ
ョ
ウ
、
ス
ギ
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、

か
つ
て
多
く
見
ら
れ
た
マ
ツ
は
、
ご
く
わ
ず
か
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
護
王
神
社
で
は
杜
の
樹
種
が
か
な

り
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。

写真18　梨木神社（『京都府誌』より）

写真19　梨木神社（（00（年（（月撮影）

写真20　護王神社（『京都府誌』より）

写真21　護王神社（（00（年（（月撮影）
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写
真
で
は
樹
種
構
成
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
近
年
で
は
樹
林
中
の
シ
イ
の
割
合
が

ず
い
ぶ
ん
増
え
て
き
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（
（（
（

。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図

で
は
、吉
田
神
社
の
近
く
に
は
松
林
〈
小
〉
と
杉
林
〈
小
〉
の
記
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑧
梨
木
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
鳥
居
の
両
側
に
は
マ
ツ
の
高
木
が
見

え
る
。
ま
た
、
奥
に
は
一
部
に
マ
ツ
や
落
葉
広
葉
樹
も
見
え
る
が
、
常
緑
広
葉
樹
が

多
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、『
京
都
府
誌
』
の
写
真
に
は
、
す
っ
か
り
落
葉
し
て

し
ま
っ
た
樹
木
が
見
え
る
場
合
が
多
く
、
冬
期
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
思
わ

れ
る
。

　一
方
、
今
日
の
梨
木
神
社
は
、
大
正
初
期
に
は
鳥
居
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
に
門
が
で
き
て
い
る
な
ど
、
鳥
居
か
ら
本
殿
に
か
け
て
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ

て
い
る
。
写
真
（（
は
、
そ
の
か
つ
て
は
な
か
っ
た
門
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
撮

影
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
殿
付
近
は
、
今
で
は
ク
ス
ノ
キ
中
心
の
林
と
な
り
、
大
正

初
期
の
写
真
に
写
っ
て
い
た
マ
ツ
や
落
葉
広
葉
樹
は
な
い
。
た
だ
、本
殿
近
く
に
は
、

カ
ツ
ラ
が
一
本
あ
る
。
カ
ツ
ラ
は
境
内
に
別
の
場
所
で
御
神
木
と
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
本
殿
近
く
に
は
、
神
社
で
見
か
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
常
緑
広
葉
樹
の
オ

ガ
タ
マ
ノ
キ
も
あ
る
。

　梨
木
神
社
の
杜
も
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
だ
い
ぶ
大
き
く
変
化
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
樹
木
は
、
こ
の
間
に
全
般
に
高
木
化
し
、
常
緑
広
葉
樹
が
占
め
る
割

合
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
仮
製
地
形
図
で
は
、
こ
の
神
社

の
境
内
に
は
雑
樹
林
〈
大
〉
の
記
号
が
見
ら
れ
る
。

　⑨
護
王
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（0
）
で
は
、
写
真
に
見
え
る
木
々
の
ほ
と
ん
ど
は

明
ら
か
に
マ
ツ
と
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋

に
写
真
（0
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
拝
殿
の
後

方
、
本
殿
前
方
左
右
に
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
が
あ
る
。
ま
た
、
本
殿
裏
は
ク
ス
ノ
キ
中
心

の
林
と
な
っ
て
い
る
。
境
内
に
は
ほ
か
に
イ
チ
ョ
ウ
、
ス
ギ
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、

か
つ
て
多
く
見
ら
れ
た
マ
ツ
は
、
ご
く
わ
ず
か
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
護
王
神
社
で
は
杜
の
樹
種
が
か
な

り
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。

写真18　梨木神社（『京都府誌』より）

写真19　梨木神社（（00（年（（月撮影）

写真20　護王神社（『京都府誌』より）

写真21　護王神社（（00（年（（月撮影）
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　⑩
白
峰
神
宮

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
最
も
左
手
に
は
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ
キ
か

と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
、
右
手
上
方
に
は
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
樹
木
が
見
え
る
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
木
々
の
近
く
に
は
、
何
ら
か
の
広
葉
樹
も
見
え
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、
鳥
居
・
門
の
左
上
方
に
は
や
や
大
き
な
ク
ス
ノ
キ

が
、
ま
た
右
手
に
は
モ
チ
ノ
キ
が
見
え
る
。
ま
た
、
か
つ
て
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ
キ
や
マ

ツ
と
思
わ
れ
る
針
葉
樹
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
常
緑
広
葉
樹
に
変
わ
っ
て
い
る
。
写

真
で
は
見
え
な
い
が
、
境
内
に
は
ほ
か
に
ク
ロ
マ
ツ
、
モ
ミ
、
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
な
ど

が
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
白
峰
神
宮
の
鳥
居
・
門
の
付
近
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま

り
の
間
に
、植
生
景
観
は
樹
種
の
変
化
な
ど
に
よ
り
か
な
り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

た
だ
、
鳥
居
・
門
の
右
手
の
モ
チ
ノ
キ
だ
け
は
今
も
残
り
、
大
正
初
期
よ
り
も
少
し

大
き
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
の
神
社
の
植
生
景
観
の
面
影
を
部
分
的
に

残
し
て
い
る
。

　⑪
貴
船
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
社
殿
の
背
後
に
、
ス
ギ
か
と
思
わ
れ

る
通
直
で
太
い
幹
の
樹
木
が
何
本
か
見
え
る
。
写
真
の
左
上
に
見
え
る
落
葉
広
葉
樹

は
、
小
さ
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
近
年
再
建
さ
れ
た
社
殿
の
手
前
か
ら
、
そ
の

山
側
と
社
殿
背
後
の
樹
木
が
わ
か
る
よ
う
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
況
で
は
、

社
殿
の
後
方
に
は
一
部
に
ス
ギ
も
あ
る
が
落
葉
広
葉
樹
の
モ
ミ
ジ
が
目
立
つ
。
ま

た
、
そ
の
社
殿
の
近
く
に
は
カ
ゴ
ノ
キ
、
カ
ツ
ラ
な
ど
の
広
葉
樹
も
あ
る
。
そ
の
う

ち
、
カ
ツ
ラ
は
境
内
で
御
神
木
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
貴
船
神
社
本
殿
付
近
の
植
生
景
観
は
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間

に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
た
だ
、
か
つ
て
本
殿
近
く
に
多
く
あ
っ
た
ス
ギ
は
、
本

殿
近
く
に
こ
そ
少
な
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
少
し
離
れ
た
道
沿
い
な
ど
に
は
古
木
を

ま
だ
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
明
治
十
年
代
の
『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、

貴
船
神
社
に
つ
い
て
「
境
内
老
樹
鬱
葱
タ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
中
期
の
仮

製
地
形
図
の
記
載
な
ど
か
ら
、
そ
の
「
老
樹
」
に
は
ス
ギ
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

写真22　白峰神社（『京都府誌』より）

写真23　白峰神社（（00（年（（月撮影）

写真24　貴船神社（『京都府誌』より）

写真25　貴船神社（（00（年（（月撮影）
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⑫
伏
見
稲
荷

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
は
、
一
見
広
葉
樹
が
中

心
の
杜
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
、
写
真
の
上
部
が
か
す
ん
で
い
て
見
え
に
く
い

が
、
よ
く
見
る
と
頂
上
部
が
円
錐
形
の
樹
木
が
少
し
見
え
る
こ
と
、
ま
た
後
述
の
よ

う
に
、
か
つ
て
幕
末
の
頃
な
ど
の
伏
見
稲
荷
に
は
、
本
殿
裏
も
含
め
て
ス
ギ
が
多
く

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
こ
に
は
大
き
な
ス
ギ
が
何
本
か
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
新
し
い
建
物
が
で
き
て
い
る
た

め
に
、
今
は
写
真
（（
と
同
じ
視
点
か
ら
の

撮
影
は
難
し
い
。
写
真
（（
は
二
〇
〇
五
年

の
晩
秋
に
撮
影
し
た
本
殿
背
後
の
杜
が

垣
間
見
ら
れ
る
写
真
で
あ
る
。
ま
た
、
写

真
（（
は
本
殿
裏
の
杜
を
近
く
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
、
本
殿
の
裏
手

は
ク
ス
ノ
キ
、
コ
ジ
イ
、
ナ
ナ
ミ
ノ
キ
な

ど
か
ら
な
る
照
葉
樹
林
と
な
り
、
ス
ギ
な

ど
の
針
葉
樹
は
見
ら
れ
な
い
。

　こ
う
し
て
、
伏
見
稲
荷
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
本
殿
裏
の

植
生
が
あ
る
程
度
変
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
一
方
、
比
較
的
変
化
が
少
な
い
可

能
性
も
あ
る
。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
伏
見
稲
荷
の
社
殿
裏
手
に

は
、
一
部
に
雑
樹
林
〈
大
〉
の
記
号
が
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
般
に
マ
ツ
林

〈
小
〉、
茶
畑
、
松
林
〈
大
〉
の
記
号
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
⑬
上
賀
茂
神
社

　『
京
都
府
誌
』
で
は
、
上
賀
茂
神
社
（
正
式
名
は
賀
茂
別
雷
神
社
）
の
楼
門
付
近

が
写
さ
れ
て
い
る
（
写
真
（（
）。
そ
の
楼
門
の
右
手
に
は
広
葉
樹
と
思
わ
れ
る
木
が

多
く
見
え
る
が
、
一
本
の
樹
高
の
高
い
木
は
比
較
的
通
直
で
、
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹

か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
左
上
方
に
も
広
葉
樹
の
枝
が
少
し
見
え
て
い
る
。

　一
方
、
写
真
（0
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
近
い
視
点
か
ら
撮
影
し
た

も
の
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
手
前
左
方
に
タ
ラ
ヨ
ウ
、
右
手
に
モ
ミ
ジ
、
サ
ク
ラ
な

ど
が
あ
り
、
楼
門
や
そ
の
付
近
の
樹
林
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
写
真
（（
は
楼
門
付

近
を
撮
影
す
る
た
め
に
、
少
し
近
く
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
写
真
で
、

楼
門
の
右
方
手
前
に
は
、
比
較
的
小
さ
な
ス
ギ
や
サ
ク
ラ
が
見
え
る
。
ま
た
、
そ
の

背
後
の
樹
林
に
は
大
き
な
シ
イ
が
見
え
る
。
な
お
、
写
真
で
は
見
え
な
い
が
、
本
殿

の
周
辺
に
は
ク
ス
ノ
キ
、
シ
イ
、
シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
多
い
。

　こ
の
上
賀
茂
神
社
の
例
で
は
、
大
正
期
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
植
生
の
部
分
が
少

な
い
た
め
、
あ
ま
り
有
効
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
九
十
年
余
り
の

間
に
、
楼
門
の
手
前
の
樹
木
が
か
な
り
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
正

期
の
写
真
の
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
樹
木
を
除
け
ば
、
楼
門
右
方
の
樹
林
の
樹
木
は
概

し
て
高
木
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
そ
の
樹
林
の
樹
種
の
変
化
な
ど
に

つ
い
て
は
、
写
真
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
。

　な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
上
賀
茂
神
社
の
裏
手
に
は
檜
林
〈
大
〉

の
記
号
が
少
し
見
え
る
（
図
（
）。
ま
た
、
上
記
の
写
真
の
樹
林
付
近
に
は
、
雑
樹

林
〈
大
〉
の
記
号
が
一
つ
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
ろ
の
山
の
斜
面
に
は
崩
落
記

写真26　伏見稲荷（『京都府誌』より）

写真27　伏見稲荷 
（本殿斜め前方より・（00（年（（月撮影）

写真28　伏見稲荷
（本殿横より・（00（年（（月撮影）
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⑫
伏
見
稲
荷

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、
本
殿
の
背
後
は
、
一
見
広
葉
樹
が
中

心
の
杜
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
、
写
真
の
上
部
が
か
す
ん
で
い
て
見
え
に
く
い

が
、
よ
く
見
る
と
頂
上
部
が
円
錐
形
の
樹
木
が
少
し
見
え
る
こ
と
、
ま
た
後
述
の
よ

う
に
、
か
つ
て
幕
末
の
頃
な
ど
の
伏
見
稲
荷
に
は
、
本
殿
裏
も
含
め
て
ス
ギ
が
多
く

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、そ
こ
に
は
大
き
な
ス
ギ
が
何
本
か
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
新
し
い
建
物
が
で
き
て
い
る
た

め
に
、
今
は
写
真
（（
と
同
じ
視
点
か
ら
の

撮
影
は
難
し
い
。
写
真
（（
は
二
〇
〇
五
年

の
晩
秋
に
撮
影
し
た
本
殿
背
後
の
杜
が

垣
間
見
ら
れ
る
写
真
で
あ
る
。
ま
た
、
写

真
（（
は
本
殿
裏
の
杜
を
近
く
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
、
本
殿
の
裏
手

は
ク
ス
ノ
キ
、
コ
ジ
イ
、
ナ
ナ
ミ
ノ
キ
な

ど
か
ら
な
る
照
葉
樹
林
と
な
り
、
ス
ギ
な

ど
の
針
葉
樹
は
見
ら
れ
な
い
。

　こ
う
し
て
、
伏
見
稲
荷
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
九
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
本
殿
裏
の

植
生
が
あ
る
程
度
変
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
一
方
、
比
較
的
変
化
が
少
な
い
可

能
性
も
あ
る
。
な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
伏
見
稲
荷
の
社
殿
裏
手
に

は
、
一
部
に
雑
樹
林
〈
大
〉
の
記
号
が
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
般
に
マ
ツ
林

〈
小
〉、
茶
畑
、
松
林
〈
大
〉
の
記
号
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
　
⑬
上
賀
茂
神
社

　『
京
都
府
誌
』
で
は
、
上
賀
茂
神
社
（
正
式
名
は
賀
茂
別
雷
神
社
）
の
楼
門
付
近

が
写
さ
れ
て
い
る
（
写
真
（（
）。
そ
の
楼
門
の
右
手
に
は
広
葉
樹
と
思
わ
れ
る
木
が

多
く
見
え
る
が
、
一
本
の
樹
高
の
高
い
木
は
比
較
的
通
直
で
、
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹

か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
左
上
方
に
も
広
葉
樹
の
枝
が
少
し
見
え
て
い
る
。

　一
方
、
写
真
（0
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
近
い
視
点
か
ら
撮
影
し
た

も
の
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
手
前
左
方
に
タ
ラ
ヨ
ウ
、
右
手
に
モ
ミ
ジ
、
サ
ク
ラ
な

ど
が
あ
り
、
楼
門
や
そ
の
付
近
の
樹
林
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
写
真
（（
は
楼
門
付

近
を
撮
影
す
る
た
め
に
、
少
し
近
く
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
写
真
で
、

楼
門
の
右
方
手
前
に
は
、
比
較
的
小
さ
な
ス
ギ
や
サ
ク
ラ
が
見
え
る
。
ま
た
、
そ
の

背
後
の
樹
林
に
は
大
き
な
シ
イ
が
見
え
る
。
な
お
、
写
真
で
は
見
え
な
い
が
、
本
殿

の
周
辺
に
は
ク
ス
ノ
キ
、
シ
イ
、
シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
多
い
。

　こ
の
上
賀
茂
神
社
の
例
で
は
、
大
正
期
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
植
生
の
部
分
が
少

な
い
た
め
、
あ
ま
り
有
効
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
九
十
年
余
り
の

間
に
、
楼
門
の
手
前
の
樹
木
が
か
な
り
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
正

期
の
写
真
の
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
樹
木
を
除
け
ば
、
楼
門
右
方
の
樹
林
の
樹
木
は
概

し
て
高
木
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
そ
の
樹
林
の
樹
種
の
変
化
な
ど
に

つ
い
て
は
、
写
真
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
。

　な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
上
賀
茂
神
社
の
裏
手
に
は
檜
林
〈
大
〉

の
記
号
が
少
し
見
え
る
（
図
（
）。
ま
た
、
上
記
の
写
真
の
樹
林
付
近
に
は
、
雑
樹

林
〈
大
〉
の
記
号
が
一
つ
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
ろ
の
山
の
斜
面
に
は
崩
落
記

写真26　伏見稲荷（『京都府誌』より）

写真27　伏見稲荷 
（本殿斜め前方より・（00（年（（月撮影）

写真28　伏見稲荷
（本殿横より・（00（年（（月撮影）
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号
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、そ
の
山
に
は
松
林
〈
小
〉
の
記
号
が
多
く
見
え
る
。
一
方
、

『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
、「
境
内
老
樹
数
百
株
ア
リ
近
時
更
ニ

櫻
梅
数
株
ヲ
植
エ･･･

」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
老
樹
は
、

仮
製
地
形
図
か
ら
は
、
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　⑭
下
鴨
神
社

　『
京
都
府
誌
』
の
写
真
（
写
真
（（
）
で
は
、下
鴨
神
社
（
正
式
名
は
賀
茂
御
祖
神
社
）

の
社
殿
の
背
後
の
両
側
に
樹
林
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
、
二
〇
〇
五
年
の
晩
秋
に
写
真
（（
と
ほ
ぼ
同
じ
視
点
か
ら
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
初
期
の
写
真
と
の
比
較
か
ら
、
背
後
の
植
生
が
今
は
ず
い

ぶ
ん
低
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
樹
林
は
、今
は
ケ
ヤ
キ
、

ム
ク
ノ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
あ
る
が
、
ク
ス
ノ
キ
、
シ
ラ
カ
シ
、
ナ
ナ
ミ
ノ
キ

な
ど
常
緑
広
葉
樹
が
多
い
杜
と
な
っ
て
い
る
。

　そ
の
杜
は
決
し
て
若
い
樹
林
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
大
き
な
樹

高
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
か
な
り
樹
高
の
高
い
マ
ツ
や
ス
ギ
な
ど
の
針
葉

樹
が
な
く
な
り
、
広
葉
樹
ば
か
り
の
林
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
（
（（
（

。
そ
の
こ
と
は
、
明
治
初
期
の
下
鴨
神
社
の
絵
図

（
（（
（

で
、
本
殿
裏
付
近
に
ス
ギ
と
見

ら
れ
る
描
写
が
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　な
お
、
明
治
中
期
の
仮
製
地
形
図
で
は
、
本
殿
裏
付
近
に
は
雑
樹
林
の
記
号
が
記

さ
れ
、
マ
ツ
や
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
の
記
号
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
り
、

本
殿
裏
付
近
に
ス
ギ
や
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ

写真31　上賀茂神社（（00（年（（月撮影）

図2　上賀茂神社付近 
（仮製地形図を部分拡大したもの）

写真32　下鴨神社（『京都府誌』より）

写真33　下鴨神社（（00（年（（月撮影）

写真29　上賀茂神社（『京都府誌』より）

写真30　上賀茂神社（（00（年（（月撮影）
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れ
は
、
た
と
え
ば
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
社
殿
の
南
方
数
十
～
百
数
十
メ
ー
ト
ル
の

参
道
付
近
に
は
、
明
治
中
期
頃
ス
ギ
が
多
か
っ
た
こ
と
が
当
時
の
写
真
な
ど
か
ら
わ

か
る
が
、
仮
製
地
形
図
で
は
そ
の
付
近
に
ス
ギ
の
記
号
は
全
く
見
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
一
方
、『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
下
鴨
神
社
に
つ
い
て
「
境
内
喬
木
多
シ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
京
都
府
誌
』
の
神
社
の
写
真
か
ら
わ
か
る
大
正
初
期
に
お
け

る
神
社
の
杜
の
植
生
は
、
北
野
天
神
の
よ
う
に
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
部
分
だ
け
を

見
る
と
、
変
化
が
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
今
日
の

状
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、今
日
で
は
神
社
の
杜
の
植
生
に
は
、

ク
ス
ノ
キ
や
シ
イ
や
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
主
要
な
樹
木
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
が
、
大
正
初
期
に
は
ス
ギ
や
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
重
要
な
樹
木
と
し
て
多

く
存
在
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
社
付
近
の
樹
木
は
、
今
日
よ
り
も
少
な
く
、

ま
た
小
さ
い
こ
と
が
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。

　（2
）『
日
本
写
真
帖
』の
神
社
写
真
か
ら
の
考
察

　明
治
四
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
写
真
帖
』 

に
は
、
日
本
各
地
の
名
所
な
ど
を

撮
影
し
た
写
真
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
神
社
の
写
真
も
一
部
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
重
要
な
神
社
や
社
叢
を
少
し
取
り
上
げ
、
現

況
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　①
氷
川
神
社
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

　氷
川
神
社
は
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
（
旧
大
宮
市
）
に
あ
る
元
官
幣
大
社
で
、
武
蔵

国
一
の
宮
で
あ
る
。『
日
本
写
真
帖
』
に
は
、
そ
の
写
真
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
（
写
真
（（
）。
そ
の
写
真
の
手
前
に
は
、
少
し
傾
い
た
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
大

き
な
木
々
の
幹
が
見
え
る
。
ま
た
右
手
の
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
樹
木
の
少
し
奥
に
は
、

や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
や
は
り
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
高
い
二
本
の
木
が
見
え
る
。
一

方
、
写
真
の
や
や
左
方
に
あ
る
社
殿
の
左
後
方
に
は
、
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
大
き
な

木
が
一
本
見
え
る
。
ま
た
、
写
真
の
や
や
右
手
の
本
殿
の
背
後
に
は
、
ス
ギ
の
古
木

か
と
思
わ
れ
る
直
立
し
た
樹
木
が
数
本
見
え
る
。
な
お
、
同
写
真
帳
に
は
、
そ
の
境

内
の
植
生
に
つ
い
て
、「
境
内
老
杉
古
松
鬱
然
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
写
真
に
見
え

る
大
き
な
樹
木
は
、
実
際
に
マ
ツ
と
ス
ギ
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
二
〇
〇
六
年
三
月
に
、
上
記
の
写
真
の
視
点
に
近
い
と
こ
ろ
か

ら
撮
影
し
た
近
況
で
あ
る
。
社
殿
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
建
て
替
え
ら
れ

て
い
る

（
（（
（

と
い
う
も
の
の
、
写
真
左
方
の
二
本
の
大
き
な
樹
木
は
、
一
見
明
治
の
頃
と

同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
二
本
の
樹
木
は
、
と
も
に
ク
ス
ノ
キ

で
、
明
治
の
頃
に
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
樹
木
で
は
な
い
。
ま
た
、
写
真
の
や
や
右

手
の
本
殿
の
背
後
は
、
シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
中
心
の
杜
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
か
つ
て
目
立
っ
て
い
た
ス
ギ
は
、
比
較
的
小
さ
な
も
の
が
少
し
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ツ
も
付
近
の
杜
に
は
わ
ず
か
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
氷
川
神
社
の
杜
は
、
こ
こ
約
百
年
の
間
に
た
い
へ
ん
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

　

写真34　氷川神社（『日本写真帖』より）

写真35　氷川神社（（00（年（月撮影）
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れ
は
、
た
と
え
ば
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
社
殿
の
南
方
数
十
～
百
数
十
メ
ー
ト
ル
の

参
道
付
近
に
は
、
明
治
中
期
頃
ス
ギ
が
多
か
っ
た
こ
と
が
当
時
の
写
真
な
ど
か
ら
わ

か
る
が
、
仮
製
地
形
図
で
は
そ
の
付
近
に
ス
ギ
の
記
号
は
全
く
見
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
一
方
、『
京
都
府
地
誌
』
に
は
、
下
鴨
神
社
に
つ
い
て
「
境
内
喬
木
多
シ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
京
都
府
誌
』
の
神
社
の
写
真
か
ら
わ
か
る
大
正
初
期
に
お
け

る
神
社
の
杜
の
植
生
は
、
北
野
天
神
の
よ
う
に
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
部
分
だ
け
を

見
る
と
、
変
化
が
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
今
日
の

状
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、今
日
で
は
神
社
の
杜
の
植
生
に
は
、

ク
ス
ノ
キ
や
シ
イ
や
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
主
要
な
樹
木
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
が
、
大
正
初
期
に
は
ス
ギ
や
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
重
要
な
樹
木
と
し
て
多

く
存
在
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
社
付
近
の
樹
木
は
、
今
日
よ
り
も
少
な
く
、

ま
た
小
さ
い
こ
と
が
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。

　（2
）『
日
本
写
真
帖
』の
神
社
写
真
か
ら
の
考
察

　明
治
四
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
写
真
帖
』 

に
は
、
日
本
各
地
の
名
所
な
ど
を

撮
影
し
た
写
真
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
神
社
の
写
真
も
一
部
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
重
要
な
神
社
や
社
叢
を
少
し
取
り
上
げ
、
現

況
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　①
氷
川
神
社
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
）

　氷
川
神
社
は
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
（
旧
大
宮
市
）
に
あ
る
元
官
幣
大
社
で
、
武
蔵

国
一
の
宮
で
あ
る
。『
日
本
写
真
帖
』
に
は
、
そ
の
写
真
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
（
写
真
（（
）。
そ
の
写
真
の
手
前
に
は
、
少
し
傾
い
た
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
大

き
な
木
々
の
幹
が
見
え
る
。
ま
た
右
手
の
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
樹
木
の
少
し
奥
に
は
、

や
や
分
か
り
に
く
い
が
、
や
は
り
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
高
い
二
本
の
木
が
見
え
る
。
一

方
、
写
真
の
や
や
左
方
に
あ
る
社
殿
の
左
後
方
に
は
、
ス
ギ
か
と
思
わ
れ
る
大
き
な

木
が
一
本
見
え
る
。
ま
た
、
写
真
の
や
や
右
手
の
本
殿
の
背
後
に
は
、
ス
ギ
の
古
木

か
と
思
わ
れ
る
直
立
し
た
樹
木
が
数
本
見
え
る
。
な
お
、
同
写
真
帳
に
は
、
そ
の
境

内
の
植
生
に
つ
い
て
、「
境
内
老
杉
古
松
鬱
然
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
写
真
に
見
え

る
大
き
な
樹
木
は
、
実
際
に
マ
ツ
と
ス
ギ
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
二
〇
〇
六
年
三
月
に
、
上
記
の
写
真
の
視
点
に
近
い
と
こ
ろ
か

ら
撮
影
し
た
近
況
で
あ
る
。
社
殿
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
建
て
替
え
ら
れ

て
い
る

（
（（
（

と
い
う
も
の
の
、
写
真
左
方
の
二
本
の
大
き
な
樹
木
は
、
一
見
明
治
の
頃
と

同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
二
本
の
樹
木
は
、
と
も
に
ク
ス
ノ
キ

で
、
明
治
の
頃
に
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
樹
木
で
は
な
い
。
ま
た
、
写
真
の
や
や
右

手
の
本
殿
の
背
後
は
、
シ
ラ
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
中
心
の
杜
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
か
つ
て
目
立
っ
て
い
た
ス
ギ
は
、
比
較
的
小
さ
な
も
の
が
少
し
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ツ
も
付
近
の
杜
に
は
わ
ず
か
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
氷
川
神
社
の
杜
は
、
こ
こ
約
百
年
の
間
に
た
い
へ
ん
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

　

写真34　氷川神社（『日本写真帖』より）

写真35　氷川神社（（00（年（月撮影）
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②
弥
彦
神
社
（
新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
）

　新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
に
あ
る
弥
彦
神
社
は
、
元
国
幣
中
社
で
越
後
国
一
の
宮

で
あ
る
。
そ
の
神
社
も
『
日
本
写
真
帖
』
に
、
そ
の
写
真
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
（
写
真
（（
）。
そ
の
写
真
の
社
殿
後
方
に
は
、
ス
ギ
と
マ
ツ
と
思
わ
れ
る
樹

木
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
写
真
左
や
や
上
方
に
は
、
ス
ギ
や
マ
ツ
よ
り
も
樹
高

は
低
い
も
の
の
、
や
や
大
き
な
常
緑
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
二
〇
〇
六
年
三
月
に
撮
影
し
た
弥
彦
神
社
の
近
況
で
あ
る
。
こ

の
神
社
も
社
殿
が
新
し
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
社
殿
背
後
に
あ
る
主
な
木
々
は
ス
ギ

と
マ
ツ
で
あ
り
、
こ
こ
約
百
年
間
の
植
生
景
観
の
変
化
は
比
較
的
小
さ
い
よ
う
に
見

え
る
。
た
だ
、
今
日
の
社
殿
付
近
に
見
ら
れ
る
マ
ツ
は
、
そ
の
木
の
大
き
さ
な
ど
か

ら
、
古
い
写
真
に
写
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
く
成
長
し
て
き
て
い
る
も
の

が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　な
お
、『
日
本
写
真
帖
』
に
は
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
「
四
境
の
老
幹
古
樹
鬱
然

と
し
て
繁
茂
し
風
景
頗
る
閑
雅
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
日
見
ら
れ
る
大
木
に
は

ス
ギ
が
多
い
が
、
ス
ギ
の
林
の
中
な
ど
に
は
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
大
木
も
点
々
と
見
ら
れ

る
。
一
方
、『
日
本
写
真
帖
』
に
は
、
こ
の
神
社
の
背
後
に
あ
る
神
体
山
で
あ
る
弥
彦

山
に
つ
い
て
、「
弥
彦
山
の
半
腹
以
上
は
兀
山
に
し
て
樹
木
稀
疎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

近
況
写
真
で
も
少
し
わ
か
る
よ
う
に
、
弥
彦
山
は
今
で
は
上
部
ま
で
落
葉
広
葉
樹
な
ど

の
高
木
の
森
林
と
な
っ
て
い
る
。

　③
妹
山
（
大
名
持
神
社
社
叢
・
奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
）

　奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
に
あ
る
妹
山
（
い
も
や
ま
）
は
、大
名
持
神
社
の
社
叢
で
、

斧
鉞
を
絶
つ
神
聖
な
山
と
さ
れ
、
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
い
る
。『
日
本
写
真
帖
』

に
は
、
そ
の
山
は
小
さ
い
な
が
ら
も
写
真
（（
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
写

真
左
手
の
樹
木
が
ほ
と
ん
ど
な
い
山
と
は
異
な
り
、
妹
山
は
全
体
を
樹
木
が
覆
っ
て

い
る
。
た
だ
、
そ
の
樹
種
は
、
写
真
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
中
腹
か
ら
下
部
に

か
け
て
は
広
葉
樹
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
山
の
上
部
は
ヒ
ノ
キ
が
多
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　一
方
、
写
真
（（
は
明
治
の
写
真
の
視
点
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
三
月

に
撮
影
し
た
近
況
で
あ
る
。
一
見
、明
治
の
頃
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

左
手
の
稜
線
の
形
状
や
樹
冠
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
、
山
の
中
腹
に
つ
い
て
は
、
近
年

の
方
が
大
き
な
樹
木
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

写真36　弥彦神社（『日本写真帖』より）

写真37　弥彦神社（（00（年（月撮影）

写真38　妹山（『日本写真帖』より）

写真39　妹山（（00（年（月撮影）
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　な
お
、
妹
山
は
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
杜
の
樹
種
な
ど
を
詳
し
く

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
山
の
麓
に
見
え
る
樹
木
な
ど
か
ら
、
山
の
中
腹
か

ら
下
部
に
か
け
て
の
樹
木
は
シ
イ
や
カ
シ
類
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
山
の
上

部
に
は
ヒ
ノ
キ
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
ヒ
ノ
キ
は
陰
樹
性
が
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、
遷

移
の
過
程
で
は
、
よ
り
陰
樹
性
の
高
い
ア
ス
ナ
ロ
な
ど
の
針
葉
樹
や
シ
イ
な
ど
の
広

葉
樹
に
負
け
て
ゆ
く
樹
種
で
あ
る

（
（（
（

た
め
、
斧
鉞
が
絶
た
れ
た
の
は
案
外
さ
ほ
ど
古
い

時
代
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
山
の
上
部
の
ヒ
ノ
キ
は
、
か
つ
て
植
え
ら

れ
た
も
の
や
、
そ
れ
が
母
樹
と
な
っ
て
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

❷
絵
図
類
か
ら
の
考
察

　（1
）
方
法

　絵
図
に
は
実
際
に
は
な
い
も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
方
、
実
在
す
る
も
の

が
描
か
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
絵
図
が
も
つ
性
格
の
た
め
、
あ
る
絵
図
を

植
生
景
観
に
関
し
て
重
要
な
資
料
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
絵
図
の
写
実
性
を
な
ん

ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
同
時
代
に

同
一
の
場
所
を
独
自
に
描
い
た
複
数
の
資
料
性
が
高
い
可
能
性
が
あ
る
と
見
ら
れ
る

絵
図
類
の
比
較
検
討
が
あ
る
。

　こ
こ
で
は
、
幕
末
の
『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
と
室
町
後
期
に
描
か
れ
た
い
く
つ

か
の
洛
中
洛
外
図
に
つ
い
て
、
主
に
そ
う
し
た
方
法
に
よ
り
、
か
つ
て
の
鎮
守
の
杜

の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　な
お
、
あ
る
絵
図
の
植
生
景
観
に
関
す
る
資
料
性
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
絵
図
に

描
か
れ
た
樹
木
な
ど
の
植
物
は
、
ふ
つ
う
そ
の
種
ま
で
も
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

た
め
、
マ
ツ
タ
イ
プ
、
ス
ギ
タ
イ
プ
、
サ
ク
ラ
タ
イ
プ
、
ウ
メ
タ
イ
プ
な
ど
の
よ
う

に
「
タ
イ
プ
」
に
分
け
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
表
現
簡
略

化
の
た
め
、
マ
ツ
、
ス
ギ
、
サ
ク
ラ
、
ウ
メ
な
ど
と
「
タ
イ
プ
」
を
省
略
し
て
記
す

こ
と
に
す
る
。

　（2
）『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』か
ら
の
考
察

　『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』（
元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉）
は
、
京
都
の
東
山
方
面
の

名
所
を
中
心
に
描
い
た
名
所
図
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
塚
瓢
斎
の
草
稿
を
も
と
に
木

村
明
啓
と
川
喜
多
真
彦
が
分
担
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
、
挿
図
は
松
川
半
山
、
横
山

華
渓
、
井
上
左
水
、
梅
川
東
居
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
挿
図
が
綿
密
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
は
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
が
、
本
図
会
中
、
東
山
名
所
図
会
序
に
は
『
・・・

安
永
の
む
か
し
、
秋
里
某
が
あ
ら
は
し
た
都
名
所
図
会
の
、
絵
の
よ
う
の
、
事
そ
ぎ

す
ぐ
し
て
、
し
ち
に
似
ぬ
が
、
お
ほ
か
る
を
う
れ
へ
、
音
羽
山
の
、
お
と
に
聞
こ
え

た
る
す
み
が
き
の
上
手
に
、
か
き
改
め
さ
せ
・・・
』
と
、
ま
た
、
例
言
に
は
『
・・・

其
本
原
た
る
都
名
所
の
沿
革
異
同
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
図
作
の
粗
漏
之
を
他
邦
に
比

す
れ
ば
恥
づ
る
事
多
し
。
余
是
を
慨
歎
す
る
の
余
り
・
・
・
』
と
あ
る
よ
う
に
、
挿

図
の
写
実
性
を
高
め
る
こ
と
が
意
図
的
に
ね
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。一
方
、

同
じ
例
言
の
中
に
は
『
絵
図
は
其
地
に
画
者
を
招
き
て
真
を
写
す
と
い
へ
ど
も
、
斜

直
横
肆
位
置
を
立
つ
る
の
遠
近
に
随
ふ
て
違
ふ
所
無
き
こ
と
を
得
ず
・
・
・
』
と
あ

る
よ
う
に
、
多
少
の
不
正
確
さ
の
あ
る
こ
と
も
断
っ
て
い
る
。

　た
だ
、
実
際
に
ど
の
程
度
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
は
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
に
は
、
東
山
方
面
の
同
一
場
所
が
複
数
描
か
れ
て

い
る
挿
図
が
い
く
つ
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
比
較
考
察
に
よ
り
挿
図
の
写
実
性
が

明
ら
か
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
熊
野
権
現
社
、
滝
尾
社
、
日
吉
社
、
伏

見
稲
荷
に
つ
い
て
、
挿
図
の
比
較
考
察
か
ら
幕
末
に
お
け
る
そ
れ
ら
神
社
の
植
生
を

明
ら
か
に
す
る
。

　①
熊
野
権
現
社
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　な
お
、
妹
山
は
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
杜
の
樹
種
な
ど
を
詳
し
く

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
山
の
麓
に
見
え
る
樹
木
な
ど
か
ら
、
山
の
中
腹
か

ら
下
部
に
か
け
て
の
樹
木
は
シ
イ
や
カ
シ
類
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
山
の
上

部
に
は
ヒ
ノ
キ
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
ヒ
ノ
キ
は
陰
樹
性
が
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、
遷

移
の
過
程
で
は
、
よ
り
陰
樹
性
の
高
い
ア
ス
ナ
ロ
な
ど
の
針
葉
樹
や
シ
イ
な
ど
の
広

葉
樹
に
負
け
て
ゆ
く
樹
種
で
あ
る
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た
め
、
斧
鉞
が
絶
た
れ
た
の
は
案
外
さ
ほ
ど
古
い

時
代
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
山
の
上
部
の
ヒ
ノ
キ
は
、
か
つ
て
植
え
ら

れ
た
も
の
や
、
そ
れ
が
母
樹
と
な
っ
て
広
が
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

❷
絵
図
類
か
ら
の
考
察

　（1
）
方
法

　絵
図
に
は
実
際
に
は
な
い
も
の
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
方
、
実
在
す
る
も
の

が
描
か
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
絵
図
が
も
つ
性
格
の
た
め
、
あ
る
絵
図
を

植
生
景
観
に
関
し
て
重
要
な
資
料
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
絵
図
の
写
実
性
を
な
ん

ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
同
時
代
に

同
一
の
場
所
を
独
自
に
描
い
た
複
数
の
資
料
性
が
高
い
可
能
性
が
あ
る
と
見
ら
れ
る

絵
図
類
の
比
較
検
討
が
あ
る
。

　こ
こ
で
は
、
幕
末
の
『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
と
室
町
後
期
に
描
か
れ
た
い
く
つ

か
の
洛
中
洛
外
図
に
つ
い
て
、
主
に
そ
う
し
た
方
法
に
よ
り
、
か
つ
て
の
鎮
守
の
杜

の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　な
お
、
あ
る
絵
図
の
植
生
景
観
に
関
す
る
資
料
性
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
絵
図
に

描
か
れ
た
樹
木
な
ど
の
植
物
は
、
ふ
つ
う
そ
の
種
ま
で
も
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

た
め
、
マ
ツ
タ
イ
プ
、
ス
ギ
タ
イ
プ
、
サ
ク
ラ
タ
イ
プ
、
ウ
メ
タ
イ
プ
な
ど
の
よ
う

に
「
タ
イ
プ
」
に
分
け
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
表
現
簡
略

化
の
た
め
、
マ
ツ
、
ス
ギ
、
サ
ク
ラ
、
ウ
メ
な
ど
と
「
タ
イ
プ
」
を
省
略
し
て
記
す

こ
と
に
す
る
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　（2
）『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』か
ら
の
考
察

　『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』（
元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉）
は
、
京
都
の
東
山
方
面
の

名
所
を
中
心
に
描
い
た
名
所
図
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
塚
瓢
斎
の
草
稿
を
も
と
に
木

村
明
啓
と
川
喜
多
真
彦
が
分
担
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
、
挿
図
は
松
川
半
山
、
横
山

華
渓
、
井
上
左
水
、
梅
川
東
居
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
挿
図
が
綿
密
に
描
か
れ
て

い
る
こ
と
は
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
が
、
本
図
会
中
、
東
山
名
所
図
会
序
に
は
『
・・・

安
永
の
む
か
し
、
秋
里
某
が
あ
ら
は
し
た
都
名
所
図
会
の
、
絵
の
よ
う
の
、
事
そ
ぎ

す
ぐ
し
て
、
し
ち
に
似
ぬ
が
、
お
ほ
か
る
を
う
れ
へ
、
音
羽
山
の
、
お
と
に
聞
こ
え

た
る
す
み
が
き
の
上
手
に
、
か
き
改
め
さ
せ
・・・
』
と
、
ま
た
、
例
言
に
は
『
・・・

其
本
原
た
る
都
名
所
の
沿
革
異
同
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
図
作
の
粗
漏
之
を
他
邦
に
比

す
れ
ば
恥
づ
る
事
多
し
。
余
是
を
慨
歎
す
る
の
余
り
・
・
・
』
と
あ
る
よ
う
に
、
挿

図
の
写
実
性
を
高
め
る
こ
と
が
意
図
的
に
ね
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。一
方
、

同
じ
例
言
の
中
に
は
『
絵
図
は
其
地
に
画
者
を
招
き
て
真
を
写
す
と
い
へ
ど
も
、
斜

直
横
肆
位
置
を
立
つ
る
の
遠
近
に
随
ふ
て
違
ふ
所
無
き
こ
と
を
得
ず
・
・
・
』
と
あ

る
よ
う
に
、
多
少
の
不
正
確
さ
の
あ
る
こ
と
も
断
っ
て
い
る
。

　た
だ
、
実
際
に
ど
の
程
度
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
は
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
に
は
、
東
山
方
面
の
同
一
場
所
が
複
数
描
か
れ
て

い
る
挿
図
が
い
く
つ
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
比
較
考
察
に
よ
り
挿
図
の
写
実
性
が

明
ら
か
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
熊
野
権
現
社
、
滝
尾
社
、
日
吉
社
、
伏

見
稲
荷
に
つ
い
て
、
挿
図
の
比
較
考
察
か
ら
幕
末
に
お
け
る
そ
れ
ら
神
社
の
植
生
を

明
ら
か
に
す
る
。

　①
熊
野
権
現
社
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　熊
野
権
現
社
は
、
今
日
の
左
京
区
聖
護
院
に
あ
る
神
社
で
あ
る
。
図
（
は
井
上
左

水
筆
の
熊
野
権
現
社
付
近
の
図
で
あ
り
、
図
（
は
梅
川
東
居
筆
の
図
の
一
部
で
、
そ

こ
に
も
熊
野
権
現
社
の
杜
（
聖
護
院
の
森
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
（
は
、
そ
の
杜

の
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
図
（
は
、
横
山
華
溪
に
よ
り
見
開
き
六

ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
た
東
山
全
図
の
中
の
熊
野
権
現

社
付
近
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。

　三
人
の
画
家
に
よ
り
独
自
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

の
三
種
類
の
図
は
、
熊
野
権
現
社
付
近
が
決
し
て
同
じ
よ
う
な

詳
し
さ
で
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
付
近
の
大

ま
か
な
植
生
景
観
は
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の

図
に
お
い
て
も
、
聖
護
院
の
森
は
主
に
マ
ツ
の
高
木
か
ら
な
る

杜
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
鳥
居
の
す
ぐ
近
く
に
は
一
本
の

比
較
的
大
き
な
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は

マ
ツ
の
木
の
よ
う
に
は
高
く
は
な
い
が
、
マ
ツ
と
は
異
な
る
樹

種
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
鳥
居
の
手
前
の
部

分
に
は
、
ウ
メ
の
林
が
共
通
に
描
か
れ
て
い
る
。

　こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
（
種
類
の
図
は
、
熊
野
権
現
社
付
近
の
江
戸
末
期
の
植

生
景
観
を
写
実
的
に
描
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
熊

野
権
現
社
の
主
な
樹
木
は
マ
ツ
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
方
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
広

葉
樹
の
比
較
的
大
き
な
木
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

　
　
②
伏
見
稲
荷

　図
（
は
松
川
半
山
の
描
い
た
稲
荷
社
（
伏
見
稲
荷
）
付
近
の
図
で
あ
り
、
図
（
も

や
は
り
松
川
半
山
が
稲
荷
山
の
あ
た
り
を
描
い
た
図
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
稲
荷
社
付

近
も
描
か
れ
て
い
る
。

　図
（
で
は
、
稲
荷
社
の
本
殿
の
す
ぐ
背
後
に
は
ス
ギ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ほ

か
に
も
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
少
し
あ
り
、
中
に
は
や
や
大
き
な
常
緑
広
葉
樹
か
と
思
わ

れ
る
木
も
一
本
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
ス
ギ
の
割
合
か
な
り
大
き
い
描
写
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
さ
ら
に
背
後
の
山
の
部
分
に
は
、
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
一
方
で
、
植
生
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
目
立
っ
た
樹
木
の
な
か
っ
た
可
能

性
の
高
い
場
所
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
部
分
で
も
社
殿
の
近
く
や
鳥
居

図3　熊野権現社（井上左水画・『再撰花洛名勝図会』より）

図4　聖護院付近
（梅川東居画・『再撰花洛名勝図会』より）

図5　熊野権現社付近（図（の部分
拡大図・『再撰花洛名勝図会』より）

図6　熊野権現社付近
（横山華渓画・『再撰花洛名勝図会』より）
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が
連
な
る
参
道
付
近
に
は
ス
ギ
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
本
殿
手

前
の
境
内
に
は
樹
木
は
多
く
描
か
れ

て
い
な
い
が
、
描
か
れ
て
い
る
樹
木

と
し
て
は
マ
ツ
が
目
立
つ
。

　図
（
は
、
松
川
半
山
の
描
い
た
別

の
稲
荷
山
の
あ
た
り
を
描
い
た
図
の

稲
荷
社
付
近
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
図
（
よ
り
も
ず
っ
と

遠
方
か
ら
稲
荷
社
あ
た
り
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
稲
荷
社
付
近
に
は

ス
ギ
が
目
立
つ
。
ま
た
、
そ
の
背
後
の
山
は
マ
ツ
が
中
心
の
植
生
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。

　両
図
の
比
較
か
ら
、
幕
末
の
頃
、
稲
荷
社
で
は
、
本
殿
の
す
ぐ
背
後
な
ど
で
は
ス

ギ
が
主
要
な
樹
木
と
し
て
多
く
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
背
後
の
山
や

境
内
に
は
マ
ツ
が
目
立
つ
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　な
お
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
に
は
、
稲
荷
社
の
ス
ギ
に
ま
つ
わ
る
話
や
歌
が

多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
③
滝
尾
社

　滝
尾
社
は
、
今
日
の
東
山
区
の
南
部
に
あ
る
神
社
で
あ
る
。
松
川
半
山
に
よ
る
近

景
の
図
（
図
（0
）
で
は
、
本
社
の
左
手
に
マ
ツ
の
大
木
が
二
本
描
か
れ
、
そ
の
周
囲

に
は
何
本
も
の
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
社
の
す
ぐ
右
手
に
は
、マ
ツ
が
五
本
、

街
道
に
面
し
た
鳥
居
の
両
側
に
は
三
本
の
マ
ツ
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
馬
堂
の
右
手

に
は
、
や
や
大
き
な
ウ
メ
か
と
思
わ
れ
る
木
も
見
え
る
。

　一
方
、
横
山
華
溪
に
よ
る
東
山
全
図
（
図
（（
は
部
分
拡
大
し
た
も
の
）
で
は
、
本
社

の
左
手
に
マ
ツ
の
大
木
が
二
本
描
か
れ
、
そ
の
下
に
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。
な

図7　伏見稲荷（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）図8　伏見稲荷 
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図9　伏見稲荷
（図（の部分拡大図・『再撰花洛名勝図会』より）
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図7　伏見稲荷（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）図8　伏見稲荷 
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図9　伏見稲荷
（図（の部分拡大図・『再撰花洛名勝図会』より）
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お
、
そ
の
マ
ツ
の
一
本
は
、
く
の
字
型
を
し
た
樹
形
で
、
近
景
の
図
の
そ
れ
と
よ
く

似
て
い
る
。
他
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
社
右
手
の
マ
ツ
の
木
と
、
そ
の
背
後

の
竹
林
の
み
で
あ
る
。

　図
（（
は
、
広
い
範
囲
を
描
い
た
部
分
図
で
あ
り
、
省
略
も
多
い
図
で
あ
る
と
は
い

え
、
両
図
の
比
較
か
ら
、
幕
末
の
頃
の
滝
尾
社
に
は
、
マ
ツ
の
大
木
が
二
本
あ
り
、

社
の
周
囲
に
は
、
あ
る
程
度
の
広
葉
樹
も
あ
っ
た
と
は
い
え
マ
ツ
が
主
体
の
植
生
で

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　④
日
吉
社

　図
（（
は
、
三
十
三
間
堂
の
東
方
に
あ
る
日
吉
社
付
近
を
描
い
た
松
川
半
山
の
図
で

あ
る
。
そ
の
参
道
付
近
に
は
、
一
部
に
ス
ギ
や
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
が
、
マ
ツ
が
比

較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
上
部
の
拝
殿
付
近
に
は
、
サ
ク
ラ
が
四
本
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
拝
殿
の
左
方
の
通
直
な
大
き
な
樹
木
は
、
モ
ミ
を
描
い
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
図
上
端
に
近
い
本
殿
付
近
に
は
、
マ
ツ
が
多
い
が
、
そ
の
少
し
左
方

に
は
大
き
な
広
葉
樹
が
見
え
る
。
一
方
、
図
（（
は
、
旧
大
仏
殿
付
近
を
描
い
た
松
川

半
山
に
よ
る
別
の
絵
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
日
吉
社
の
あ
た
り
に
は
マ
ツ
が
多
く
、

ま
た
一
部
に
ス
ギ
も
描
か
れ
て
い
る
。

　両
図
は
、
日
吉
社
付
近
に
マ
ツ
が
多
く
、
ま
た
一
部
に
ス
ギ
が
あ
る

と
い
う
点
で
は
大
ま
か
に
共
通
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

本
殿
近
く
の
大
き
な
広
葉
樹
や
拝
殿
付
近
の
モ
ミ
や
サ
ク
ラ
な
ど
に
つ

い
て
は
、
比
較
で
き
ず
、
そ
の
写
実
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
で
は
、
比
較
で
き
る
挿

図
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
神
社
周
辺
の
植
生
は
一
部
の
例
外
を
の

ぞ
き
、
お
お
む
ね
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
神
社
で
は
、
当
時
は
マ
ツ
や
ス
ギ
が
主
要
な
樹

木
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
祇
園

社
（
八
坂
神
社
）
に
つ
い
て
は
、
相
互
比
較
可
能
な
複
数
の
図
が
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
別
途
検
討
済
み

（
（（
（

で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

　比
較
検
討
で
き
る
図
で
見
る
限
り
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
の
植
生
描
写
は
、

か
な
り
写
実
性
が
高
い
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ほ
か
の
神
社
の
杜
も
比
較
的
写
実

的
に
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
再
撰
花
洛

図12　日吉社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図13　日吉社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図10　滝尾社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図11　滝尾社付近
（横山華渓画・『再撰花洛名勝図会』より）
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名
勝
図
会
』
の
挿
図
は
、
絵
図
類
で
は
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
少
な
く

な
い
山
地
部
の
植
生
描
写
ま
で
も
、
か
な
り
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
（
（（
（

こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。

　そ
こ
で
、
以
下
に
挿
図
の
比
較
考
察
は
で
き
な
い
も
の
の
、
神
社
付
近
の
植
生
の

描
写
例
を
示
し
た
い
。
な
お
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所

の
説
明
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
神
社
境
内
の
樹
木
に
つ
い
て
も
少
し

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
う
し
た
記
述
は
大
い
に
参
考
に
な
る
。

　・
粟
田
天
王
社

　図
（（
は
、
現
在
の
東
山
区
粟
田
口
に
あ
る
粟
田
天
王
社
を
松
川
半
山
が
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
本
殿
の
背
後
な
ど
は
高
木
の
マ
ツ
林
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、

参
道
沿
い
に
、
や
や
大
き
な
ス
ギ
が
二
本
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
観
を
ん
（
観

音
）」、「
ふ
と
う
（
不
動
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
建
物
の
近
く
に
は
、
大
き
な
樹
木
は

少
な
い
が
、
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

　・
吉
水
弁
天
社

　図
（（
は
、
現
在
の
円
山
公
園
の
東
端
付
近
に
あ
っ
た
吉
水
弁
天
と
い
う
神
社
を
松

川
半
山
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
社
の
背
後
の
あ
た
り
に
は
多
く
の
ス
ギ
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
一
部
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
。
手
前
の
山
の

斜
面
に
描
か
れ
て
い
る
広
葉
樹
は
、
小
さ
な
も
の
が
多
い
。

　・
吉
田
神
社

　図
（（
は
、
松
川
半
山
に
よ
る
も
の

で
、
吉
田
神
社
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
図
の
中
央
よ
り
も
少
し
左
手
に

は
、
ス
ギ
の
巨
木
が
一
本
描
か
れ
て

い
る
。
図
の
左
方
、
本
殿
の
背
後
に

は
マ
ツ
と
と
も
に
高
木
の
広
葉
樹
が

描
か
れ
て
い
る
。
図
の
中
央
付
近
に

は
大
小
の
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
図
の
右
下
方
の
小
さ
な
祠
の
あ

た
り
は
、
ス
ギ
と
マ
ツ
が
多
い
描
写

と
な
っ
て
い
る
。

　・
春
日
社
、
若
宮
、
神
海
具
社
ほ
か

　図
（（
は
吉
田
神
社
の
近
く
の
社
寺
を
描
い
た
図
で
、
こ
れ
も
同
じ
く
松
川
半
山

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
図
の
左
上
方
の
春
日
社
（
図
（（
は
拡
大
図
）
の
あ
た
り
で
は
、

社
殿
の
背
後
は
主
に
ス
ギ
の
林
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
広
葉
樹
や
マ
ツ
も
少
し
描
か

れ
て
い
る
。
社
殿
の
手
前
に
は
マ
ツ
と
と
も
に
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
一
本
の
広
葉
樹
は
、
か
な
り
大
き
な
木
で
あ
る
。

　ま
た
、
図
の
上
部
中
央
付
近
に
は
若
宮
と
記
さ
れ
た
社
が
見
え
る
（
図
（（
は
拡
大

図
）。
そ
の
近
く
に
は
大
き
な
ス
ギ
が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
ギ
の
近
く
に

は
マ
ツ
が
、ま
た
参
道
や
社
殿
の
左
方
に
は
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

若
宮
の
右
手
に
は
兼
倶
具
社
と
記
さ
れ
た
社
も
見
え
る
。
そ
の
周
辺
に
は
、
さ
ほ
ど

図14　粟田天王社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図15　吉水弁天社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図16　吉田神社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）
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二
本
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
観
を
ん
（
観

音
）」、「
ふ
と
う
（
不
動
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
建
物
の
近
く
に
は
、
大
き
な
樹
木
は

少
な
い
が
、
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

　・
吉
水
弁
天
社

　図
（（
は
、
現
在
の
円
山
公
園
の
東
端
付
近
に
あ
っ
た
吉
水
弁
天
と
い
う
神
社
を
松

川
半
山
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
社
の
背
後
の
あ
た
り
に
は
多
く
の
ス
ギ
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
一
部
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
。
手
前
の
山
の

斜
面
に
描
か
れ
て
い
る
広
葉
樹
は
、
小
さ
な
も
の
が
多
い
。

　・
吉
田
神
社

　図
（（
は
、
松
川
半
山
に
よ
る
も
の

で
、
吉
田
神
社
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
図
の
中
央
よ
り
も
少
し
左
手
に

は
、
ス
ギ
の
巨
木
が
一
本
描
か
れ
て

い
る
。
図
の
左
方
、
本
殿
の
背
後
に

は
マ
ツ
と
と
も
に
高
木
の
広
葉
樹
が

描
か
れ
て
い
る
。
図
の
中
央
付
近
に

は
大
小
の
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
図
の
右
下
方
の
小
さ
な
祠
の
あ

た
り
は
、
ス
ギ
と
マ
ツ
が
多
い
描
写

と
な
っ
て
い
る
。

　・
春
日
社
、
若
宮
、
神
海
具
社
ほ
か

　図
（（
は
吉
田
神
社
の
近
く
の
社
寺
を
描
い
た
図
で
、
こ
れ
も
同
じ
く
松
川
半
山

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
図
の
左
上
方
の
春
日
社
（
図
（（
は
拡
大
図
）
の
あ
た
り
で
は
、

社
殿
の
背
後
は
主
に
ス
ギ
の
林
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
広
葉
樹
や
マ
ツ
も
少
し
描
か

れ
て
い
る
。
社
殿
の
手
前
に
は
マ
ツ
と
と
も
に
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
一
本
の
広
葉
樹
は
、
か
な
り
大
き
な
木
で
あ
る
。

　ま
た
、
図
の
上
部
中
央
付
近
に
は
若
宮
と
記
さ
れ
た
社
が
見
え
る
（
図
（（
は
拡
大

図
）。
そ
の
近
く
に
は
大
き
な
ス
ギ
が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
ギ
の
近
く
に

は
マ
ツ
が
、ま
た
参
道
や
社
殿
の
左
方
に
は
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

若
宮
の
右
手
に
は
兼
倶
具
社
と
記
さ
れ
た
社
も
見
え
る
。
そ
の
周
辺
に
は
、
さ
ほ
ど

図14　粟田天王社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図15　吉水弁天社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図16　吉田神社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）
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大
き
く
な
い
マ
ツ
と
広
葉
樹
の
林
が
描
か
れ
て
い
る
。

　一
方
、
図
の
中
央
や
や
左
手
の
西
天
王
社
の
周
辺
（
図
（0
は
拡
大
図
）
も
マ
ツ
と

広
葉
樹
の
林
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
左
下
方
の
神
海
具
社
の
背
後
は
、
珍
し
く
マ

ツ
や
ス
ギ
の
な
い
広
葉
樹
の
杜
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　・
飯
成
社

　図
（（
は
、
聖
護
院
の
森
の
南
東
に
あ
っ
た
飯
成
社
の
図
で
あ
る
。
そ
の
井
上

左
水
筆
の
図
に
は
木
は
多
く
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
神
木
と
記
さ
れ
た
大
き
な

マ
ツ
が
一
本
と
比
較
的
大
き
い
ス
ギ
が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
ギ
の

近
く
に
は
、
樹
高
が
ス
ギ

の
半
分
程
度
の
広
葉
樹
が

一
本
見
え
る
。
ま
た
、
図

の
左
下
方
の
鳥
居
付
近
に

は
、
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な

い
マ
ツ
や
ウ
メ
、
ま
た
比

較
的
小
さ
な
ス
ギ
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
。

　・
若
王
子
神
社

　図
（（
は
、
後
白
河
上
皇
が
紀
伊
熊
野
権
現
を
勧
請
し
た
と
い
う
若
王
子
神
社

付
近
を
松
川
半
山
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
図
の
左
方
に
見
え
る
四
棟
の
社

殿
の
手
前
に
は
大
き
な
ス
ギ
が

一
本
描
か
れ
、「
杦
大
木
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
社
殿
の

す
ぐ
背
後
に
は
広
葉
樹
が
多
く

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
近
く

に
は
そ
れ
ら
の
木
々
よ
り
も
高

い
マ
ツ
が
何
本
か
描
か
れ
て
い

る
。　そ

の
他
の
境
内
付
近
の
主
な

樹
木
と
し
て
は
、
や
や
大
き
な

ス
ギ
が
三
本
、
サ
ク
ラ
と
マ
ツ

図22　若王子神社付近
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図17　春日社・若宮など
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図18　春日社付近
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図19　若宮・兼倶具社付近
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図20　西天王社付近
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図21　飯成社
（井上左水画・『再撰花洛名勝図会』より）
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が
そ
れ
ぞ
れ
数
本
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
サ
ク
ラ
に
つ
い
て
は
、『
再
撰
花

洛
名
勝
図
会
』
に
、
近
年
「
梅
桜
楓
等
数
株
寄
栽
し
・・・
」
と
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。

　・
日
山
神
明
社

　図
（（
は
、
東
岩
倉
山
麓
の
日
山
神
明
社

を
描
い
た
図
で
あ
る
。
画
者
は
松
川
半

山
で
あ
る
。
本
殿
の
す
ぐ
隣
に
は
い
く

つ
か
の
又
に
分
か
れ
た
大
き
な
ス
ギ
の
神

木
が
あ
り
、「
八
杉
殿
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
本
殿
周
辺
は
や
や
大
き
な
ス
ギ

の
林
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
神
木
の
ス

ギ
に
つ
い
て
は
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』

に
も
、「
大
木
の
老
杉
な
り
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

　本
殿
の
手
前
に
あ
る
外
宮
や
拝
殿
の
近

く
で
は
、
図
の
左
手
で
は
マ
ツ
の
多
い
林
、
右
手
で
は
広
葉
樹
の
多
い
林
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
、
鳥
居
の
右
手
に
は
、
上
部
は
雲
に
隠
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
ス

ギ
の
大
木
が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
外
宮
の
背
後
に
も
、
比
較
的
大
き
な
ス
ギ

が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。

　・
三
嶋
明
神

　松
川
半
山
筆
の
三
嶋

明
神
の
図
（
図
（（
）
で

は
、
境
内
の
樹
木
は
マ

ツ
が
主
体
で
あ
る
。
ま

た
、
サ
ク
ラ
と
思
わ
れ

る
樹
木
が
数
本
描
か
れ

て
い
る
。
本
殿
の
背
後
に
は
、
マ
ツ
と
と
も
に
樹
高
の
さ
ほ
ど
高
く
な
い
広
葉
樹
が

多
い
木
立
が
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、
や
や
樹
高
の
高
い
ス
ギ
も
一
本
描
か
れ
て
い
る
。

　　・
地
主
権
現
社

　清
水
寺
に
隣
接
し
た
地
主
神
社

は
、
松
川
半
山
に
よ
り
図
（（
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
図
で
は
、

本
殿
の
す
ぐ
横
か
ら
背
後
の
あ
た
り

に
は
ス
ギ
と
広
葉
樹
が
多
く
、
ま
た

そ
の
先
は
マ
ツ
林
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
本
殿
の
手
前
に
は
サ
ク
ラ
か

と
思
わ
れ
る
木
が
数
本
描
か
れ
、
そ

の
近
く
に
は
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
見
ら

れ
る
。

　
　
・
新
熊
野
神
社

　新
熊
野
神
社
は
、
松
川
半
山
に
よ
り
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
図
で
は
右

手
に
大
き
な
御
神
木
の
広
葉
樹
が
一
本
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、｢

再
撰
花
洛
名

勝
図
会｣

の
記
載
か
ら
ク
ス
ノ

キ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
、
境
内
付
近
の
樹
木
と
し
て

は
ス
ギ
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ

れ
ら
は
、
神
木
の
ク
ス
ノ
キ
ほ

ど
で
は
な
い
が
結
構
大
き
い
木

も
多
い
よ
う
に
見
え
る
。ま
た
、

神
木
の
ク
ス
ノ
キ
の
近
く
に
は

マ
ツ
も
一
本
あ
る
。
他
に
も
広

図23　日山神明社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図24　三嶋明神
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図25　地主権現社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図26　新熊野神社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）
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の
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と
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は
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に
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う
に
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で
は
右

手
に
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。
そ
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は
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で
あ
る
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と
が
わ
か
る
。
た

だ
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内
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の
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と
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は
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が
圧
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的
に
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。
そ

れ
ら
は
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キ
ほ

ど
で
は
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が
結
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大
き
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も
多
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よ
う
に
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る
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た
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の
ク
ス
ノ
キ
の
近
く
に
は
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も
一
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る
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他
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図23　日山神明社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図24　三嶋明神
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図25　地主権現社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図26　新熊野神社
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）
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葉
樹
が
少
し
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
低
木
で
あ
る
。

　・
剣
宮

　新
熊
野
神
社
東
南
の
剣
宮
は
、
松
川
半
山
に
よ
り
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
神
社
付
近
に
は
、
マ
ツ
や
ス

ギ
も
一
部
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
広
葉

樹
が
そ
の
周
辺
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ

の
広
葉
樹
が
常
緑
樹
か
落
葉
樹
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
樹
高
が
付
近
の
マ
ツ

や
ス
ギ
と
変
わ
ら
な
い
か
、
む
し
ろ
そ

れ
よ
り
も
高
い
も
の
が
少
な
く
な
い

点
は
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
で
描

か
れ
て
い
る
神
社
の
杜
の
中
で
は
例

外
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
・
南
禅
寺
裏
の
祠

　図
（（
は
、
南
禅
寺
の
裏
の
山
道
で
柴
を
運
ぶ
人
々
な
ど
を
描
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
人
々
の
背
後
に
は
鳥
居
と
小
さ
な
祠
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
祠
の
付

近
に
は
、
ス
ギ
や
マ
ツ

は
全
く
見
え
ず
、
何
ら

か
の
広
葉
樹
ば
か
り
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

広
葉
樹
が
常
緑
樹
か
落

葉
樹
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
祠
付
近
の
植
生
の

様
子
が
詳
し
く
見
え
な

い
と
は
い
え
、『
再
撰

花
洛
名
勝
図
会
』
中
、
祠
の
近
辺
に
マ
ツ
や
ス
ギ
が
一
本
も
描
か
れ
て
い
な
い
珍
し

い
例
で
あ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
再
撰
花
洛
名
勝
図
会
』
で
挿
図
の
比
較
検
討
が
難
し
い
神
社

で
も
、
剣
宮
や
南
禅
寺
裏
の
祠
な
ど
の
よ
う
に
一
部
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
大
部
分

の
神
社
で
マ
ツ
と
ス
ギ
が
神
社
の
主
要
な
樹
木
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

そ
う
し
た
神
社
で
も
、
新
熊
野
神
社
の
よ
う
に
、
数
は
少
な
い
も
の
の
ク
ス
ノ
キ
な

ど
の
広
葉
樹
が
大
木
と
し
て
存
在
し
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
。

　（3
）
初
期
洛
中
洛
外
図
か
ら
の
考
察

　次
に
、
一
六
世
紀
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ

か
の
洛
中
洛
外
図
を
も
と
に
、
当
時
の
神
社
の
植
生
を
考
え
て
み
た
い
。

　こ
こ
で
取
り
上
げ
る
初
期
の
洛
中
洛
外
図
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
歴
博

甲
本
洛
中
洛
外
図
（
以
下
簡
略
に
歴
博
甲
本
と
す
る
）、
山
形
県
米
沢
市
蔵
の
洛
中

洛
外
図
（
上
杉
家
旧
蔵
、
以
下
簡
略
に
上
杉
本
と
す
る
）、
模
本
な
が
ら
歴
博
甲
本

と
上
杉
本
の
間
の
景
観
を
描
い
て
お
り
史
料
的
価
値
の
高
い
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

の
洛
中
洛
外
図
（
以
下
簡
略
に
東
博
模
本
と
す
る
）、
上
杉
本
に
近
い
時
代
の
景
観

を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
歴
博
乙
本
洛
中
洛
外

図
（
以
下
簡
略
に
歴
博
乙
本
と
す
る
）
の
四
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
洛
中
洛
外
図
は
、

当
時
の
町
並
み
や
風
俗
な
ど
を
細
か
に
描
い
て
お
り
、
植
生
景
観
に
関
し
て
も
写
実

的
に
描
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　な
お
、
現
存
す
る
洛
中
洛
外
図
の
中
で
最
古
と
考
え
ら
れ
る
歴
博
甲
本
の
制
作
年

代
は
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
に
造
営
さ
れ
た
将
軍
義
晴
の
柳
御
所
と
み
ら
れ

る
公
方
邸
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
五
三
〇

年
代
中
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
ま
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
も
の
の
中
で
は
、
歴

博
乙
本
と
と
も
に
遅
い
時
代
の
作
品
で
あ
る
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
は
、
天
正
二
年

（
一
五
七
四
）
に
織
田
信
長
が
上
杉
謙
信
に
贈
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
制
作
年
代

図27　剣宮
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）

図28　南禅寺裏の祠
（松川半山画・『再撰花洛名勝図会』より）
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に
は
諸
説
が
あ
る
も
の
の
、
景
観
年
代
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
四
）
後
半
と

考
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
一
方
、
東
博
模
本
の
景
観
年
代
は
、
歴
博
甲
本
に
次
い
で
古
く

天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
以
降
、
ま
た
、
歴
博
乙
本
の
景
観
年
代
は
上
杉
本
に
近
い

天
文
年
間
か
、
も
う
少
し
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
点

の
洛
中
洛
外
図
は
、
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
ほ
ど
の
期
間
の
景
観
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　過
去
の
植
生
景
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
絵
図
の
比
較
考
察
を
行
う
場
合
、
で

き
る
限
り
近
い
時
代
の
絵
図
を
使
う
の
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
、
樹
木
の
成
長
や
伐

採
等
に
よ
り
、植
生
景
観
は
短
期
間
に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
五
百
年
近
く
前
の
時
代
の
絵
図
で
、
き
わ
め
て
近
い
時
代
に
同
一
場
所
を

描
い
た
複
数
の
絵
図
類
が
存
在
す
る
こ
と
は
珍
し
く
、
ま
た
仮
に
存
在
し
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
れ
を
探
し
だ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
方
、
筆
者
が
か
つ
て
行
っ

た
歴
博
甲
本
と
上
杉
本
に
お
け
る
山
地
描
写
の
比
較
考
察
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る

京
都
周
辺
の
山
の
植
生
景
観
を
考
え
る
上
で
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。
そ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
初
期
の
四
点
の
洛
中
洛
外
図
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
鎮
守
の
杜
の
状
態
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
、
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
ほ
ど
の
期
間
に
お
け
る
樹
木
の
成
長

や
伐
採
な
ど
に
よ
る
消
失
等
の
景
観
変
化
が
あ
り
う
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　な
お
、
こ
こ
で
は
寺
院
内
な
ど
に
あ
る
鎮
守
社
、
神
社
の
御
旅
所
、
小
さ
な
祠
は

対
象
外
と
し
た
。
ま
た
、
洛
中
洛
外
図
は
、
き
わ
め
て
広
範
囲
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
植
生
は
十
分
詳
し
く
は
描
か
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
樹
木
な
ど
の
植
物
は
、
シ
ン
ボ
ル
的
に
描

か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、図
が
写
実
的
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
描
か
れ
た
樹
木
な
ど
の
植
物
種
は
、
特
別
な
御
神
木
な
ど
を
除
け
ば
、
実
際

は
描
か
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　①
上
賀
茂
神
社

　上
賀
茂
神
社
は
、
歴
博
甲
本
に
は
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
手
上
方
の

朱
塗
り
の
社
殿
の
背
後
に
は
、
ス
ギ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
付
近
は

冬
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
ス
ギ
と
と
も
に
あ
る
の
は
、
常
緑
広
葉
樹
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
他
の
部
分
で
も
ス
ギ
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
の
右
手
中

央
か
ら
下
方
に
は
マ
ツ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
落
葉
広
葉
樹
も
あ
る
程
度
見
ら

れ
る
が
、
常
緑
広
葉
樹
は
わ
ず
か
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
鳥
居
上
方
の
小

さ
な
丘
の
上
の
樹
木
は
、
上
部
が
金
雲
に
隠
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
下
部
の
通

直
な
幹
の
描
写
な
ど
か
ら
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ギ
と
思
わ
れ
る
。

　一
方
、
東
博
模
本
で
も
ス
ギ
が

や
や
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（0
）。

他
に
マ
ツ
、
常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広

葉
樹
も
あ
る
程
度
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
落
葉
広
葉
樹
は
や
や

少
な
い
。
本
殿
付
近
で
は
、
ス
ギ
、

常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広
葉
樹
が
描

図29　上賀茂神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図30　上賀茂神社
（東博模本洛中洛外図より）

図31　上賀茂神社
（上杉本洛中洛外図より）
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に
は
諸
説
が
あ
る
も
の
の
、
景
観
年
代
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
四
）
後
半
と

考
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
一
方
、
東
博
模
本
の
景
観
年
代
は
、
歴
博
甲
本
に
次
い
で
古
く

天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
以
降
、
ま
た
、
歴
博
乙
本
の
景
観
年
代
は
上
杉
本
に
近
い

天
文
年
間
か
、
も
う
少
し
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
点

の
洛
中
洛
外
図
は
、
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
ほ
ど
の
期
間
の
景
観
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　過
去
の
植
生
景
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
絵
図
の
比
較
考
察
を
行
う
場
合
、
で

き
る
限
り
近
い
時
代
の
絵
図
を
使
う
の
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
、
樹
木
の
成
長
や
伐

採
等
に
よ
り
、植
生
景
観
は
短
期
間
に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
五
百
年
近
く
前
の
時
代
の
絵
図
で
、
き
わ
め
て
近
い
時
代
に
同
一
場
所
を

描
い
た
複
数
の
絵
図
類
が
存
在
す
る
こ
と
は
珍
し
く
、
ま
た
仮
に
存
在
し
て
い
る
と

し
て
も
、
そ
れ
を
探
し
だ
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
方
、
筆
者
が
か
つ
て
行
っ

た
歴
博
甲
本
と
上
杉
本
に
お
け
る
山
地
描
写
の
比
較
考
察
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る

京
都
周
辺
の
山
の
植
生
景
観
を
考
え
る
上
で
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。
そ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
初
期
の
四
点
の
洛
中
洛
外
図
を
比
較
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
鎮
守
の
杜
の
状
態
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
、
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
ほ
ど
の
期
間
に
お
け
る
樹
木
の
成
長

や
伐
採
な
ど
に
よ
る
消
失
等
の
景
観
変
化
が
あ
り
う
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　な
お
、
こ
こ
で
は
寺
院
内
な
ど
に
あ
る
鎮
守
社
、
神
社
の
御
旅
所
、
小
さ
な
祠
は

対
象
外
と
し
た
。
ま
た
、
洛
中
洛
外
図
は
、
き
わ
め
て
広
範
囲
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
植
生
は
十
分
詳
し
く
は
描
か
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
樹
木
な
ど
の
植
物
は
、
シ
ン
ボ
ル
的
に
描

か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、図
が
写
実
的
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
描
か
れ
た
樹
木
な
ど
の
植
物
種
は
、
特
別
な
御
神
木
な
ど
を
除
け
ば
、
実
際

は
描
か
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　①
上
賀
茂
神
社

　上
賀
茂
神
社
は
、
歴
博
甲
本
に
は
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
手
上
方
の

朱
塗
り
の
社
殿
の
背
後
に
は
、
ス
ギ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
付
近
は

冬
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
ス
ギ
と
と
も
に
あ
る
の
は
、
常
緑
広
葉
樹
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
他
の
部
分
で
も
ス
ギ
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
の
右
手
中

央
か
ら
下
方
に
は
マ
ツ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
落
葉
広
葉
樹
も
あ
る
程
度
見
ら

れ
る
が
、
常
緑
広
葉
樹
は
わ
ず
か
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
鳥
居
上
方
の
小

さ
な
丘
の
上
の
樹
木
は
、
上
部
が
金
雲
に
隠
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
下
部
の
通

直
な
幹
の
描
写
な
ど
か
ら
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ギ
と
思
わ
れ
る
。

　一
方
、
東
博
模
本
で
も
ス
ギ
が

や
や
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（0
）。

他
に
マ
ツ
、
常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広

葉
樹
も
あ
る
程
度
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
落
葉
広
葉
樹
は
や
や

少
な
い
。
本
殿
付
近
で
は
、
ス
ギ
、

常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広
葉
樹
が
描

図29　上賀茂神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図30　上賀茂神社
（東博模本洛中洛外図より）

図31　上賀茂神社
（上杉本洛中洛外図より）
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か
れ
、
そ
の
う
ち
常
緑
広
葉
樹
の
割
合
が
や
や
大
き
い
。

　ま
た
、
上
杉
本
で
は
、
本
殿
付
近
は
主
に
ス
ギ
の
林
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
一

部
に
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
図
の
下
方
で
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ

て
お
り
、
一
部
に
広
葉
樹
の
描
写
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
上
杉
本
で
は
、
こ
の
付
近

に
描
か
れ
て
い
る
広
葉
樹
が
、
常
緑
か
落
葉
か
は
わ
か
り
に
く
い
。

　以
上
三
点
の
洛
中
洛
外
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
上
賀
茂
神
社
で
は
、
ス
ギ
が
重

要
な
樹
木
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
殿
の
近
く
以
外
で
は
マ

ツ
も
比
較
的
多
く
見
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
常
緑
広
葉
樹
、
落
葉
広
葉

樹
も
あ
る
程
度
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
②
下
鴨
神
社

　下
鴨
神
社
は
、
東
博
模
本
に
は
、
そ
の
鳥
居
の
両
側
に
ス
ギ
が
、
ま
た
鳥
居
の
上

方
に
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
広
葉
樹
は
、
常
緑
広
葉
樹
と
落
葉
広
葉
樹
を

描
き
分
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
図
（（
）。

　一
方
、
上
杉
本
で
は
、
同
じ
く
鳥
居
付
近
を
中
心
に
描
か
れ
て
お
り
、
鳥
居
の
両

側
は
ス
ギ
が
多
く
、
鳥
居
と
奥
の
社
殿
の
間
は
広
葉
樹
が
多
い
描
写
と
な
っ
て
い
る

（
図
（（
）。
な
お
、
鳥
居
左
手
の
ス
ギ
の
描
写
は
、
詳
し
く
見
な
い
と
や
や
わ
か
り
に

く
い
。
ま
た
、
図
の
左
上
に
は
高
い
マ
ツ
が
一
本
見
え
る
。

　両
図
を
比
較
す
る
と
、
鳥
居
の
両
側
に
ス
ギ
が
多
く
、
そ
の
奥
に
は
広
葉
樹
が
多

い
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
。

　③
今
宮
神
社

　今
宮
神
社
は
、
歴
博
甲
本
で
は
、
図
（（
の
よ
う
に
、
ス
ギ
と
常
緑
広
葉
樹
が
多
く

図36　今宮神社
（上杉本洛中洛外図より）

図32　下鴨神社
（東博模本洛中洛外図より）

図34　今宮神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図35　今宮神社
（上杉本洛中洛外図より）

図33　下鴨神社
（上杉本洛中洛外図より）
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描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
の
上
部
に
は
、
少
し
落
葉
広
葉
樹
も
見
え
る
。
ま
た
、

東
博
模
本
で
も
、
今
宮
神
社
付
近
に
は
ス
ギ
と
常
緑
広
葉
樹
が
同
じ
く
ら
い
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。
一
方
、
上
杉
本
で
は
、
神
社
周
辺
は
、
ほ
と
ん
ど
ス
ギ
ば
か
り

の
林
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
一
部
に
落
葉
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。

　こ
れ
ら
、
三
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
今
宮
神
社
で
は
ス
ギ
が
多
く
見
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
杉
本
の
描
写
は
異
な
る
も
の
の
、
常
緑
広
葉
樹

を
中
心
と
し
た
広
葉
樹
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　④
愛
宕
神
社

　愛
宕
山
の
上
に
あ
る
愛
宕
神
社
付
近
は
、
歴
博
甲
本
で
は
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
図
の
上
部
が
切
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ス
ギ
の
林
が
描
か

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
東
博
模
本
で
も
、
愛
宕
神
社
付
近
に
は
多
く
の
ス

ギ
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
ス
ギ
林
の
両
側
に
は
落
葉
広
葉
樹
も
少
し

見
え
る
。
ま
た
、
上
杉
本
で
も
、
そ
の
神
社
付
近
は
ス
ギ
の
み
の
林
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。

　以
上
三
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
愛
宕
神
社
付
近
に
は
高
木
の
ス
ギ
の
樹
林

が
あ
り
、
そ
れ
は
遠
方
か
ら
も
目
立
つ
存
在
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
愛
宕
神
社
付
近
に
の
み
樹
林
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
絵
画
的
手
法
で
は
な

く
、
愛
宕
山
上
部
で
は
実
際
に
そ
の
神
社
付
近
に
し
か
高
木
の
樹
林
が
な
か
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　⑤
平
野
神
社

　平
野
神
社
は
、
歴
博
甲
本
で
は
マ
ツ
と

落
葉
広
葉
樹
が
、
一
見
ほ
ぼ
同
程
度
に

多
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
図

（0
）。
た
だ
、
よ
く
見
る
と
、
社
殿
左
手

の
雪
を
多
く
か
ぶ
っ
た
一
本
の
常
緑
樹

は
、
マ
ツ
で
は
な
く
常
緑
広
葉
樹
で
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
殿
右
手
の

二
本
の
常
緑
樹
も
、
樹
形
は
マ
ツ
に
近
い

が
、
葉
の
付
き
方
な
ど
か
ら
、
何
ら
か
の

常
緑
広
葉
樹
を
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
方
、
上
杉
本
で
は
、
そ
の

神
社
の
付
近
に
は
マ
ツ
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本

殿
の
裏
手
に
は
マ
ツ
と
と

も
に
一
本
の
大
き
な
広
葉

樹
が
見
え
る
（
図
（（
）。

　両
図
の
比
較
か
ら
、
当
時

の
平
野
神
社
に
は
、
マ
ツ
と

と
も
に
な
ん
ら
か
の
広
葉

樹
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た

図40　平野神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図41　平野神社
（上杉本洛中洛外図より）

図38　愛宕神社
（東博模本洛中洛外図より）

図39　愛宕神社
（上杉本洛中洛外図より）

図37　愛宕神社　
（歴博甲本洛中洛外図より）
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描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
の
上
部
に
は
、
少
し
落
葉
広
葉
樹
も
見
え
る
。
ま
た
、

東
博
模
本
で
も
、
今
宮
神
社
付
近
に
は
ス
ギ
と
常
緑
広
葉
樹
が
同
じ
く
ら
い
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。
一
方
、
上
杉
本
で
は
、
神
社
周
辺
は
、
ほ
と
ん
ど
ス
ギ
ば
か
り

の
林
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
一
部
に
落
葉
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。

　こ
れ
ら
、
三
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
今
宮
神
社
で
は
ス
ギ
が
多
く
見
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
杉
本
の
描
写
は
異
な
る
も
の
の
、
常
緑
広
葉
樹

を
中
心
と
し
た
広
葉
樹
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　④
愛
宕
神
社

　愛
宕
山
の
上
に
あ
る
愛
宕
神
社
付
近
は
、
歴
博
甲
本
で
は
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
図
の
上
部
が
切
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ス
ギ
の
林
が
描
か

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
東
博
模
本
で
も
、
愛
宕
神
社
付
近
に
は
多
く
の
ス

ギ
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
ス
ギ
林
の
両
側
に
は
落
葉
広
葉
樹
も
少
し

見
え
る
。
ま
た
、
上
杉
本
で
も
、
そ
の
神
社
付
近
は
ス
ギ
の
み
の
林
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。

　以
上
三
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
愛
宕
神
社
付
近
に
は
高
木
の
ス
ギ
の
樹
林

が
あ
り
、
そ
れ
は
遠
方
か
ら
も
目
立
つ
存
在
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
愛
宕
神
社
付
近
に
の
み
樹
林
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
絵
画
的
手
法
で
は
な

く
、
愛
宕
山
上
部
で
は
実
際
に
そ
の
神
社
付
近
に
し
か
高
木
の
樹
林
が
な
か
っ
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　⑤
平
野
神
社

　平
野
神
社
は
、
歴
博
甲
本
で
は
マ
ツ
と

落
葉
広
葉
樹
が
、
一
見
ほ
ぼ
同
程
度
に

多
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
図

（0
）。
た
だ
、
よ
く
見
る
と
、
社
殿
左
手

の
雪
を
多
く
か
ぶ
っ
た
一
本
の
常
緑
樹

は
、
マ
ツ
で
は
な
く
常
緑
広
葉
樹
で
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
殿
右
手
の

二
本
の
常
緑
樹
も
、
樹
形
は
マ
ツ
に
近
い

が
、
葉
の
付
き
方
な
ど
か
ら
、
何
ら
か
の

常
緑
広
葉
樹
を
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
方
、
上
杉
本
で
は
、
そ
の

神
社
の
付
近
に
は
マ
ツ
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本

殿
の
裏
手
に
は
マ
ツ
と
と

も
に
一
本
の
大
き
な
広
葉

樹
が
見
え
る
（
図
（（
）。

　両
図
の
比
較
か
ら
、
当
時

の
平
野
神
社
に
は
、
マ
ツ
と

と
も
に
な
ん
ら
か
の
広
葉

樹
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た

図40　平野神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図41　平野神社
（上杉本洛中洛外図より）

図38　愛宕神社
（東博模本洛中洛外図より）

図39　愛宕神社
（上杉本洛中洛外図より）

図37　愛宕神社　
（歴博甲本洛中洛外図より）
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だ
、
マ
ツ
と
広
葉
樹
の
割
合
を
述
べ
る
こ
と
は
、
二
点
の
図
の
比
較
か
ら
は
難
し
い
。

　⑥
北
野
天
神

　北
野
天
神
は
、
歴
博
甲
本
で
は
、
鳥
居
の
付
近
な
ど
、
図
の
左
手
で
は
マ
ツ
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
付
近
で
は
、
一
部
に
落
葉
広
葉
樹
も
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。

ま
た
、
右
手
下
方
の
鳥
居
付
近
に
も
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
本
殿
の

右
手
か
ら
上
方
に
か
け
て
は
、
ス
ギ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
殿
上
方
か

ら
右
手
上
方
の
ス
ギ
は
そ
の
上
部
が
金
雲
で
隠
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
殿
の
周
辺
に

は
何
本
か
の
ウ
メ
と
見
ら
れ
る
落
葉
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。

　東
博
模
本
で
も
、
図
の
左
手
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
多
く
、
一
部
に
落
葉
広
葉

樹
も
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
本
殿
下
方
の
門
の
手
前
付
近
に
も
マ
ツ
が
多
く

描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
少
し
ス
ギ
や
常
緑
広
葉
樹
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
の
描

写
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
殿
の
周
辺
、
塀
で
囲
ま
れ
た
内
側
の
部
分
で
も
、
マ
ツ

が
目
立
つ
形
で
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
ウ
メ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
も
あ

図42　北野天神（歴博甲本洛中洛外図より）

図44　北野天神（歴博乙本洛中洛外図より）

図45　北野天神（上杉本洛中洛外図より）

図43　北野天神（東博模本洛中洛外図より）
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る
程
度
描
か
れ
、
ま
た
左
手
の
門
の
上
方
に
は
、
ス
ギ
が
二
本
、
や
や
目
立
つ
形
で

描
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
歴
博
乙
本
で
も
、
図
の
左
手
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
多
く
、
一
部
に
落

葉
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
鳥
居
の
や
や
左
下
方
に
は
、
竹
林

も
少
し
見
え
る
。
ま
た
、
本
殿
の
周
辺
に
も
、
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
は
ウ
メ
か
と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
も
や
や
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
左
手
の
門
の
上
方
に
は
、
一
本
あ
る
い
は
二
本
の
ス
ギ
が
や
や
目
立
つ
形
で
描
か

れ
て
い
る
。

　一
方
、
上
杉
本
で
は
北
野
天
神
付
近
は
多
く
の
金
雲
で
見
え
に
く
い
も
の
の
、
や

は
り
図
の
左
手
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、

本
殿
の
周
辺
に
も
、
マ
ツ
が
比
較
的
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
殿
近
く
に
は
ウ
メ

と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
が
数
本
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
殿
左
方
、
門
の
上
方

に
は
ス
ギ
が
四
本
ほ
ど
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
右
手
上
方
に
も
ス
ギ
が
何
本

か
見
ら
れ
る
。

　こ
れ
ら
四
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
北
野
天
神
に
は
全
体
的
に
マ
ツ
が
多
く
、

ま
た
本
殿
近
く
に
は
ウ
メ
が
多
く
見
ら
れ
、
一
部
に
は
ス
ギ
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　⑦
吉
田
神
社

　歴
博
甲
本
で
は
、
吉
田
神
社
本
殿
の
あ
た
り
は
、
三
方
を
常
緑
広
葉
樹
林
で
囲

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
そ
の
樹
林
の
上
に
は
、

何
本
か
落
葉
広
葉
樹
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
参
道
沿
い
は
、
き
れ
い
な
マ

ツ
並
木
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
歴
博
乙
本
で
は
、
本
殿
付
近
に
は
マ
ツ
と
ス
ギ
が

多
く
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
樹
高
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
常
緑
と
思
わ
れ
る
広

葉
樹
も
や
や
ま
と
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
道
の
鳥
居
付
近
は
マ
ツ
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
杉
本
で
は
、
本
殿
周
辺
に
は
ス
ギ
が
多
く
見
ら
れ
、

ま
た
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。

　こ
れ
ら
三
点
の
図
を
比
較
す
る
と
、
吉
田
神
社
本
殿
付
近
に
つ
い
て
は
、
歴
博
甲

本
の
み
が
他
と
大
き
く
異
な
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
植
生
の
違
い
は
、
十
数

年
か
ら
二
十
数
年
の
時
間
差
を
考
慮
し
て
も
、
や
や
考
え
に
く
い
変
化
で
あ
り
、
歴

博
甲
本
か
他
の
二
点
の
図
に
お
け
る
植
生
描
写
の
写
実
性
が
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
、
他
の
二
点
の
図
で
は
、
吉
田
神
社
付
近
の
植
生
は
、
大
き
な
矛
盾
も
な

く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
道
付
近
の
植
生
描
写
は
、
歴
博
甲
本
と
同
乙
本
で
は

よ
く
一
致
し
て
い
る
。

　
　⑧祇
園
社
（
八
坂
神
社
）

　歴
博
甲
本
で
は
、
祇
園
社
（
八
坂
神

社
）
の
周
囲
に
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
本
殿
の
下

方
に
は
ス
ギ
、
右
手
に
は
ウ
メ
の
可
能

性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
、

ま
た
、
図
の
右
手
下
方
に
は
常
緑
と
思

わ
れ
る
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
。

　東
博
模
本
で
も
、
全
体
的
に
マ
ツ
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
図
で
は

図47　吉田神社
（歴博乙本洛中洛外図より）

図48　吉田神社
（上杉本洛中洛外図より）

図46　吉田神社
（歴博甲本洛中洛外図より）
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る
程
度
描
か
れ
、
ま
た
左
手
の
門
の
上
方
に
は
、
ス
ギ
が
二
本
、
や
や
目
立
つ
形
で

描
か
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
歴
博
乙
本
で
も
、
図
の
左
手
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
多
く
、
一
部
に
落

葉
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
鳥
居
の
や
や
左
下
方
に
は
、
竹
林

も
少
し
見
え
る
。
ま
た
、
本
殿
の
周
辺
に
も
、
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
は
ウ
メ
か
と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
も
や
や
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
左
手
の
門
の
上
方
に
は
、
一
本
あ
る
い
は
二
本
の
ス
ギ
が
や
や
目
立
つ
形
で
描
か

れ
て
い
る
。

　一
方
、
上
杉
本
で
は
北
野
天
神
付
近
は
多
く
の
金
雲
で
見
え
に
く
い
も
の
の
、
や

は
り
図
の
左
手
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、

本
殿
の
周
辺
に
も
、
マ
ツ
が
比
較
的
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
殿
近
く
に
は
ウ
メ

と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
が
数
本
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
殿
左
方
、
門
の
上
方

に
は
ス
ギ
が
四
本
ほ
ど
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
右
手
上
方
に
も
ス
ギ
が
何
本

か
見
ら
れ
る
。

　こ
れ
ら
四
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
北
野
天
神
に
は
全
体
的
に
マ
ツ
が
多
く
、

ま
た
本
殿
近
く
に
は
ウ
メ
が
多
く
見
ら
れ
、
一
部
に
は
ス
ギ
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　⑦
吉
田
神
社

　歴
博
甲
本
で
は
、
吉
田
神
社
本
殿
の
あ
た
り
は
、
三
方
を
常
緑
広
葉
樹
林
で
囲

ま
れ
て
い
る
よ
う
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
そ
の
樹
林
の
上
に
は
、

何
本
か
落
葉
広
葉
樹
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
参
道
沿
い
は
、
き
れ
い
な
マ

ツ
並
木
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
歴
博
乙
本
で
は
、
本
殿
付
近
に
は
マ
ツ
と
ス
ギ
が

多
く
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
樹
高
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
常
緑
と
思
わ
れ
る
広

葉
樹
も
や
や
ま
と
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
道
の
鳥
居
付
近
は
マ
ツ
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
杉
本
で
は
、
本
殿
周
辺
に
は
ス
ギ
が
多
く
見
ら
れ
、

ま
た
マ
ツ
や
広
葉
樹
も
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
程
度
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。

　こ
れ
ら
三
点
の
図
を
比
較
す
る
と
、
吉
田
神
社
本
殿
付
近
に
つ
い
て
は
、
歴
博
甲

本
の
み
が
他
と
大
き
く
異
な
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
植
生
の
違
い
は
、
十
数

年
か
ら
二
十
数
年
の
時
間
差
を
考
慮
し
て
も
、
や
や
考
え
に
く
い
変
化
で
あ
り
、
歴

博
甲
本
か
他
の
二
点
の
図
に
お
け
る
植
生
描
写
の
写
実
性
が
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
、
他
の
二
点
の
図
で
は
、
吉
田
神
社
付
近
の
植
生
は
、
大
き
な
矛
盾
も
な

く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
道
付
近
の
植
生
描
写
は
、
歴
博
甲
本
と
同
乙
本
で
は

よ
く
一
致
し
て
い
る
。

　
　⑧
祇
園
社
（
八
坂
神
社
）

　歴
博
甲
本
で
は
、
祇
園
社
（
八
坂
神

社
）
の
周
囲
に
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ

て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
本
殿
の
下

方
に
は
ス
ギ
、
右
手
に
は
ウ
メ
の
可
能

性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
落
葉
広
葉
樹
、

ま
た
、
図
の
右
手
下
方
に
は
常
緑
と
思

わ
れ
る
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
。

　東
博
模
本
で
も
、
全
体
的
に
マ
ツ
が

多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
図
で
は

図47　吉田神社
（歴博乙本洛中洛外図より）

図48　吉田神社
（上杉本洛中洛外図より）

図46　吉田神社
（歴博甲本洛中洛外図より）
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と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
が
見
え
る
（
図
（（
）。

　上
杉
本
で
も
、
全
体
的
に
は
マ
ツ
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
殿
の
右
手
の
あ

た
り
に
ス
ギ
が
数
本
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
本
殿
近
く
に
シ
ュ
ロ
が
一

本
見
え
る
。
ま
た
、
本
殿
の
背
後
な
ど
に
は
広
葉
樹
も
少
し
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　こ
れ
ら
四
点
の
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
の
祇
園
社
に
は
マ
ツ
が
多
く
、
ま
た
ス
ギ

や
広
葉
樹
も
あ
る
程
度
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
殿
近
く
に
は
一
本

の
シ
ュ
ロ
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　⑨
松
尾
神
社

　松
尾
神
社
は
、
歴
博
甲
本
で
は
図
（（
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
え
る

植
生
は
、
鳥
居
付
近
の
マ
ツ
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
東
博
模
本
で
も
鳥
居
付
近
の
マ

ツ
は
、
歴
博
甲
本
と
同
様
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
そ
の
右
手
上
方
に

は
ス
ギ
と
常
緑
か
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
が
見
え
る
。
一
方
、
歴
博
乙
本
で
は
神
社
の

本
殿
付
近
が
描
か
れ
、
そ
の
付
近
に
は
マ
ツ
が
や
や
多
く
見
ら
れ
る
（
図
（（
）。
ま

た
、
常
緑
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
と
落
葉
性
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
も
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る

程
度
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
杉
本
で
は
、
松
尾
神
社
は
金
雲
に
隠
れ
な
が
ら
も

鳥
居
付
近
か
ら
本
殿
付
近
ま
で
描
か
れ
、
そ
の
周
辺
に
は
マ
ツ
、
ス
ギ
、
常
緑
広
葉

樹
、
紅
葉
を
し
た
落
葉
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
そ
れ
ら
の
樹
木
の
う

ち
、
図
の
中
程
か
ら
下
方
に
か
け
て
は
、
マ
ツ
が
や
や
多
く
見
ら
れ
る
。

　四
点
の
図
の
比
較
か
ら
、当
時
、神
社
の
鳥
居
付
近
に
は
マ
ツ
が
た
い
へ
ん
多
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
殿
付
近
に
つ
い
て
は
、
歴
博
乙
本
と
上
杉
本
と
の
比
較

か
ら
、
マ
ツ
も
あ
っ
た
が
、
常
緑
広
葉
樹
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
落
葉
広
葉
樹

も
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
歴
博
乙
本
と
上
杉
本
と
で
は
、
そ

の
付
近
の
マ
ツ
の
割
合
は
だ
い
ぶ
異
な
る
。
ま
た
、
東
博
模
本
と
上
杉
本
の
描
写
か

ら
、
一
部
に
ス
ギ
も
見
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
殿
の
右
手
上
方
か
ら
上
方
に
か
け
て
ス
ギ
も
や

や
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（0
）。
ま
た
、
数
は

多
く
な
い
が
、広
葉
樹
も
所
々
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
殿
の
右
下
方
に
は
シ
ュ
ロ
が
一
本
見
え

る
。
ま
た
、
歴
博
乙
本
で
も
、
そ
の
境
内
に
は
マ

ツ
が
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
一
部
に
落
葉
広
葉
樹

図49　祇園社（歴博甲本洛中洛外図より）

図50　祇園社
（東博模本洛中洛外図より）

図52　祇園社
（上杉本洛中洛外図より）

図51　祇園社
（歴博乙本洛中洛外図より）
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　⑩
七
野
社

　歴
博
甲
本
で
は
、
七
野
社
付
近
に
は
落
葉
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
、
ま
た
常
緑
広

葉
樹
の
描
写
も
少
な
く
な
い
（
図
（（
）。
な
お
、
社
殿
下
方
に
描
か
れ
て
い
る
少
し

雪
を
か
ぶ
っ
た
一
本
の
常
緑
樹
は
、
樹
形
な
ど
が
少
し
マ
ツ
に
似
た
描
写
と
な
っ
て

い
る
。

　一
方
、
上
杉
本
に
は
落
葉
広
葉
樹
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
常
緑
広
葉
樹
の
方
が
多

い
描
写
と
な
っ
て
い
る
（
図
（（
）。
そ
の
図
に
は
、
本
殿
の
後
ろ
に
一
本
の
マ
ツ
も

描
か
れ
て
い
る
。

　両
図
の
比
較
か
ら
、
当
時
、
七
野
社
に
は
広
葉
樹
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
広
葉
樹
が
常
緑
性
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
か
、
落
葉
性
の
も

の
が
多
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
歴
博
甲
本
と
上
杉
本
と
で
は
描
写
が
異
な
り
、

定
か
で
は
な
い
。
マ
ツ
は
上
杉
本
の
描
写
な
ど
か
ら
、
少
し
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
多
く
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　⑪
三
条
の
八
幡

　歴
博
甲
本
で
は
、
三
条
の
八
幡
付
近
に
は
、
大
小
三
本
の
マ
ツ
と
二
本
の
常
緑
と

思
わ
れ
る
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
歴
博
乙
本
で
は
、
鳥
居
の

下
方
に
マ
ツ
が
二
本
、
鳥
居
か
ら
本
殿
あ
た
り
に
か
け
て
、
や
や
大
き
い
常
緑
広
葉

樹
が
数
本
と
サ
ク
ラ
と
見
ら
れ
る
落
葉
広
葉
樹
が
三
本
、
ま
た
本
殿
の
背
後
に
樹
高

の
高
い
落
葉
広
葉
樹
が
二
本
と
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
樹
高
の
低
い
常
緑
広
葉
樹
が
二

本
ほ
ど
描
か
れ
て
い
る
（
図
（0
）。
一
方
、
上
杉
本
で
は
、
三
条
の
八
幡
付
近
に
は

ほ
と
ん
ど
が
常
緑
か
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
（
図
（（
）。

図58　七野社
（上杉本洛中洛外図より）

図57　七野社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図53　松尾神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図54　松尾神社
（東博模本洛中洛外図より）

図55　松尾神社
（歴博乙本洛中洛外図より）

図56　松尾神社
（上杉本洛中洛外図より）
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七
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で
は
、
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付
近
に
は
落
葉
広
葉
樹
が
多
く
描
か
れ
、
ま
た
常
緑
広

葉
樹
の
描
写
も
少
な
く
な
い
（
図
（（
）。
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お
、
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殿
下
方
に
描
か
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て
い
る
少
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を
か
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た
一
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の
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緑
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は
、
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な
ど
が
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に
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と
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。
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、
上
杉
本
に
は
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も
描
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て
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る
が
、
常
緑
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葉
樹
の
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が
多

い
描
写
と
な
っ
て
い
る
（
図
（（
）。
そ
の
図
に
は
、
本
殿
の
後
ろ
に
一
本
の
マ
ツ
も

描
か
れ
て
い
る
。

　両
図
の
比
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ら
、
当
時
、
七
野
社
に
は
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樹
が
多
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
広
葉
樹
が
常
緑
性
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
か
、
落
葉
性
の
も

の
が
多
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
歴
博
甲
本
と
上
杉
本
と
で
は
描
写
が
異
な
り
、

定
か
で
は
な
い
。
マ
ツ
は
上
杉
本
の
描
写
な
ど
か
ら
、
少
し
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
多
く
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　⑪
三
条
の
八
幡

　歴
博
甲
本
で
は
、
三
条
の
八
幡
付
近
に
は
、
大
小
三
本
の
マ
ツ
と
二
本
の
常
緑
と

思
わ
れ
る
広
葉
樹
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
ま
た
、
歴
博
乙
本
で
は
、
鳥
居
の

下
方
に
マ
ツ
が
二
本
、
鳥
居
か
ら
本
殿
あ
た
り
に
か
け
て
、
や
や
大
き
い
常
緑
広
葉

樹
が
数
本
と
サ
ク
ラ
と
見
ら
れ
る
落
葉
広
葉
樹
が
三
本
、
ま
た
本
殿
の
背
後
に
樹
高

の
高
い
落
葉
広
葉
樹
が
二
本
と
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
樹
高
の
低
い
常
緑
広
葉
樹
が
二

本
ほ
ど
描
か
れ
て
い
る
（
図
（0
）。
一
方
、
上
杉
本
で
は
、
三
条
の
八
幡
付
近
に
は

ほ
と
ん
ど
が
常
緑
か
と
思
わ
れ
る
広
葉
樹
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
（
図
（（
）。

図58　七野社
（上杉本洛中洛外図より）

図57　七野社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図53　松尾神社
（歴博甲本洛中洛外図より）

図54　松尾神社
（東博模本洛中洛外図より）

図55　松尾神社
（歴博乙本洛中洛外図より）

図56　松尾神社
（上杉本洛中洛外図より）
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　こ
れ
ら
三
点
の
植
生
描
写
は
か
な
り
異

な
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
比
較
か
ら
、
た

と
え
ば
本
殿
付
近
に
マ
ツ
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
な
ど
、
そ
の
神
社
付
近
の
室
町
後
期

の
植
生
を
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
た

だ
、
三
点
の
図
の
景
観
年
代
は
十
数
年
か

ら
二
十
数
年
の
開
き
が
あ
る
た
め
、
実
際

に
そ
の
間
に
大
き
な
植
生
景
観
の
変
化
が

あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、
四
点
の
初
期
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
神
社
の
杜
の
植
生
を
比

較
し
て
み
る
と
、
一
部
に
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
共
通
性
が
大
き
い
場
合
が
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。
表
（
は
、
そ
の
結
果
を
簡
略
化
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
洛
中
洛
外
図
で
は
、
描
か
れ
て
い
る
樹
木
な
ど
の
植
物
は
一
般

に
シ
ン
ボ
ル
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
神
社
付
近
の
植
生
は
当
時
の
植
生
の
実

態
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い

る
。

表1　初期洛中洛外図に描かれた神社の植生とその共通性
　 （樹木の◎はとくに多い、○は多い、△は少ないことを示す）

　　　　図名
 神社名 歴博甲本 東博模本 歴博乙本 上杉本 （共通性）

上賀茂神社 ◎スギ、○マツ、落葉広
葉樹、常緑広葉樹

○スギ、マツ、落葉広葉
樹、常緑広葉樹 ◎スギ、○マツ、広葉樹 大

下鴨神社 スギ、常緑広葉樹、落葉
広葉樹 スギ、広葉樹、△マツ 大

今宮神社 ○スギ、○常緑広葉樹、
落葉広葉樹 ○スギ、○常緑広葉樹 ◎スギ、△落葉広葉樹 中

愛宕神社 ◎スギ ◎スギ、△落葉広葉樹 ◎スギ 大

平野神社 ○落葉広葉樹、（○）マツ、
常緑広葉樹 ○マツ、広葉樹 中

北野天神 ◎マツ、○スギ、ウメ、
落葉広葉樹

◎マツ、スギ、ウメ、落
葉広葉樹、常緑広葉樹

◎マツ、ウメ、スギ、落
葉広葉樹 ◎マツ、○スギ、○ウメ 大

吉田神社 ◎常緑広葉樹、落葉広葉
樹、（参道沿いはマツ）

スギ、マツ、常緑広葉樹、
（参道の鳥居付近はマツ）

◎スギ、マツ、常緑広葉
樹、落葉広葉樹 中

祇園社
（八坂神社）

○マツ、スギ、常緑広葉
樹、落葉広葉樹

◎マツ、○スギ、広葉樹、
△シュロ ◎マツ、落葉広葉樹 ○マツ、○スギ、広葉樹、

△シュロ 大

松尾神社 ◎マツ（鳥居付近のみ） ○マツ、スギ、常緑広葉
樹
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○マツ、スギ、常緑広葉
樹、落葉広葉樹 大

七野社 ◎落葉広葉樹、常緑広葉
樹

常緑広葉樹、落葉広葉樹、
マツ 大

三条の八幡 ◎マツ、常緑広葉樹 マツ、常緑広葉樹、サク
ラ、落葉広葉樹 ◎常緑広葉樹 小

図59　三条の八幡
（歴博甲本洛中洛外図より）

図60　三条の八幡
（歴博乙本洛中洛外図より）

図61　三条の八幡
（上杉本洛中洛外図より）
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　そ
こ
で
、
図
の
比
較
考
察
が
で
き
な
い
神
社
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
杜
が
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
、
参
考
ま
で
に
見
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
見
る

神
社
は
す
べ
て
上
杉
本
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
寺
院
内

な
ど
に
あ
る
鎮
守
社
、
神
社
の
御
旅
所
、
小
さ
な
祠
は
対
象
外
と
す
る
。

　表
（
は
、
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
そ
れ
ら
神
社
付
近
に
描
か

れ
た
樹
木
に
つ
い
て
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
表
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
マ
ツ
は
大
部
分
の
神
社
の
杜
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、

マ
ツ
が
と
く
に
多
い
と
い
う
例
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
図
（（
は
上
杉
本
に

描
か
れ
た
上
御
霊
社
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
マ
ツ
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
が
と
く
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　一
方
、
ス
ギ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
神
社
の
杜
の
多
く
を
占
め
る
描
写

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伏
見
稲
荷
は
、
屏

風
の
端
の
た
め
わ
ず
か
な
描
写
し
か
な
い
が
、
そ
の
社
殿
は
ス
ギ
の
み
の

木
立
に
囲
ま
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。

　ま
た
、
常
緑
広
葉
樹
が
多
い
描
写
と
な
っ
て
い
る
神
社
の
杜
も
い
く
つ
か
あ
る
。

た
と
え
ば
、
大
将
軍
社
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
（
図
（（
）。
そ
の
社
殿
周
辺
は
、
一
本

の
紅
葉
を
し
た
落
葉
広
葉
樹
を
除
き
、
す
べ
て
常
緑
広
葉
樹
の
よ
う
に
見
え
る
。
た

だ
、
社
殿
右
手
（
背
後
）
の
杜
の
樹
幹
は
す
べ
て
か
な
り
通
直
で
あ
り
、
葉
は
常
緑

広
葉
樹
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
際
は
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
を
描
い
て
い
る
可

能
性
も
あ
る

（
（（
（

。
ま
た
、
下
御
霊
社
と
玉
津
嶋
社
の
広
葉
樹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く

が
常
緑
広
葉
樹
の
可
能
性
も
あ
る
。

　落
葉
広
葉
樹
は
、
そ
れ
が
と
く
に
多
い
と
こ
ろ
は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
神
社
の

杜
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
五
条
の
天
神
で
は
、
落
葉
広
葉
樹
と
見
ら
れ

る
広
葉
樹
が
マ
ツ
と
と
も
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
な
お
、
そ
の
図
に
は
、

ス
ス
キ
か
ハ
ギ
と
思
わ
れ
る
低
い
植
物
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

　以
上
、
図
の
比
較
考
察
が
で
き
な
い
神
社
に
つ
い
て
も
、
比
較
考
察
が
可
能
で

あ
っ
た
神
社
の
場
合
と
、
そ
の
杜
の
植
生
は
概
し
て
似
た
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
洛
中
洛
外
図
が
描
か
れ
た
時
代
に
お
け
る
京
都
の
神

社
林
の
概
観
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
神
社
の
杜
の
植
生
は

一
様
で
は
な
く
、
神
社
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
全
体
的
に
マ
ツ

が
あ
る
程
度
は
見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
北
野
天
神
や
祇
園
社
の
よ
う
に
、
そ
の
割

描かれている樹木

上御霊社 マツ、常緑広葉樹、落葉広葉樹

下御霊社 広葉樹（常緑広葉樹が多い？）

五条の天神 マツ、落葉広葉樹

伏見稲荷 ◎スギ

地主神社 ○スギ、常緑広葉樹、落葉広葉樹

大将軍社 ◎常緑広葉樹、△落葉広葉樹

天満宮 マツ、広葉樹

玉津嶋社 広葉樹（常緑広葉樹が多い？）

神明社 マツ、落葉広葉樹

若宮の八幡 ○スギ、マツ、落葉広葉樹

鞠の宮 マツ、広葉樹

表2　上杉本洛中洛外図に描かれた神社の杜の樹木
　　　　　　　　　　　　　（表（記載分をのぞく）

（樹木の◎はとくに多い、○は多い、△は少ないことを示す。）

図62　上御霊社
（上杉本洛中洛外図より）

図63　伏見稲荷
（上杉本洛中洛外図より）
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で
、
図
の
比
較
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察
が
で
き
な
い
神
社
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
杜
が
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
、
参
考
ま
で
に
見
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
見
る

神
社
は
す
べ
て
上
杉
本
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
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ま
た
、
こ
こ
で
も
寺
院
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な
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に
あ
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守
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、
神
社
の
御
旅
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、
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祠
は
対
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と
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。

　表
（
は
、
上
杉
本
洛
中
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外
図
に
描
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れ
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神
社
付
近
に
描
か

れ
た
樹
木
に
つ
い
て
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
表
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
マ
ツ
は
大
部
分
の
神
社
の
杜
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、

マ
ツ
が
と
く
に
多
い
と
い
う
例
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
図
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は
上
杉
本
に

描
か
れ
た
上
御
霊
社
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
マ
ツ
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
が
と
く
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　一
方
、
ス
ギ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
神
社
の
杜
の
多
く
を
占
め
る
描
写

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伏
見
稲
荷
は
、
屏

風
の
端
の
た
め
わ
ず
か
な
描
写
し
か
な
い
が
、
そ
の
社
殿
は
ス
ギ
の
み
の

木
立
に
囲
ま
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
（（
）。
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た
、
常
緑
広
葉
樹
が
多
い
描
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と
な
っ
て
い
る
神
社
の
杜
も
い
く
つ
か
あ
る
。

た
と
え
ば
、
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将
軍
社
も
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の
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で
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（
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辺
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一
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の
紅
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を
し
た
落
葉
広
葉
樹
を
除
き
、
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て
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緑
広
葉
樹
の
よ
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に
見
え
る
。
た

だ
、
社
殿
右
手
（
背
後
）
の
杜
の
樹
幹
は
す
べ
て
か
な
り
通
直
で
あ
り
、
葉
は
常
緑

広
葉
樹
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
際
は
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
を
描
い
て
い
る
可

能
性
も
あ
る

（
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。
ま
た
、
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御
霊
社
と
玉
津
嶋
社
の
広
葉
樹
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く

が
常
緑
広
葉
樹
の
可
能
性
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あ
る
。

　落
葉
広
葉
樹
は
、
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れ
が
と
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に
多
い
と
こ
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は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
神
社
の
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に
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れ
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る
。
た
と
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ば
、
五
条
の
天
神
で
は
、
落
葉
広
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樹
と
見
ら
れ

る
広
葉
樹
が
マ
ツ
と
と
も
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
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）。
な
お
、
そ
の
図
に
は
、

ス
ス
キ
か
ハ
ギ
と
思
わ
れ
る
低
い
植
物
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
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上
、
図
の
比
較
考
察
が
で
き
な
い
神
社
に
つ
い
て
も
、
比
較
考
察
が
可
能
で

あ
っ
た
神
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の
場
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と
、
そ
の
杜
の
植
生
は
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し
て
似
た
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
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。
こ
う
し
て
、
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ら
の
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中
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外
図
が
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た
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に
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京
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の
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林
の
概
観
が
浮
か
び
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が
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く
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
神
社
の
杜
の
植
生
は

一
様
で
は
な
く
、
神
社
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
全
体
的
に
マ
ツ

が
あ
る
程
度
は
見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
北
野
天
神
や
祇
園
社
の
よ
う
に
、
そ
の
割

描かれている樹木

上御霊社 マツ、常緑広葉樹、落葉広葉樹

下御霊社 広葉樹（常緑広葉樹が多い？）

五条の天神 マツ、落葉広葉樹

伏見稲荷 ◎スギ

地主神社 ○スギ、常緑広葉樹、落葉広葉樹

大将軍社 ◎常緑広葉樹、△落葉広葉樹

天満宮 マツ、広葉樹

玉津嶋社 広葉樹（常緑広葉樹が多い？）
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若宮の八幡 ○スギ、マツ、落葉広葉樹
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表2　上杉本洛中洛外図に描かれた神社の杜の樹木
　　　　　　　　　　　　　（表（記載分をのぞく）

（樹木の◎はとくに多い、○は多い、△は少ないことを示す。）

図62　上御霊社
（上杉本洛中洛外図より）

図63　伏見稲荷
（上杉本洛中洛外図より）
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合
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
神
社
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
今
宮
神
社
や
愛
宕
神

社
な
ど
の
よ
う
に
、
中
に
は
マ
ツ
が
な
い
か
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
神
社
も
あ

る
。
ま
た
、
ス
ギ
も
神
社
の
杜
の
重
要
な
樹
種
で
あ
っ
た
場
合
が
多
く
、
中
に
は
愛

宕
神
社
や
伏
見
稲
荷
の
よ
う
に
図
に
ス
ギ
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
ス
ギ
が
か
な
り

多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
神
社
も
あ
る
。
一
方
、
七
野
社
や
大
将
軍
な
ど
、
杜
に
常
緑

広
葉
樹
の
割
合
が
大
き
か
っ
た
可
能
性
の
あ
る
神
社
も
あ
る
。

お
わ
り
に

　本
稿
で
は
、
大
正
初
期
と
明
治
末
期
の
古
写
真
、
ま
た
幕
末
と
室
町
後
期
の
絵
図

類
を
主
な
資
料
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
神
社
の
杜
の
植
生
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
の
神
社
の
杜
の
植
生
景
観

は
、
一
部
に
例
外
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
ス
ギ
や
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
重
要
な
樹

木
と
し
て
多
く
存
在
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
絵
図
類
で
は
樹
木

が
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
わ
か
り
に
く
い
が
、
明
治
期
か

ら
大
正
期
の
古
写
真
で
見
る
と
、
か
つ
て
の
神
社
付
近
の
樹
木
は
、
今
日
よ
り
も
少

な
く
、
ま
た
小
さ
い
こ
と
が
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
検
討
し

た
か
つ
て
の
神
社
の
杜
の
多
く
は
、
今
日
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。　こ

う
し
た
傾
向
は
、『
偵
察
録
』
な
ど
か
ら
わ
か
る
関
東
の
神
社
の
例
で
も
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
東
や
関
西
を
含
む
日
本
南
部
の
か
つ
て

の
神
社
の
杜
は
、
一
部
に
は
常
緑
広
葉
樹
あ
る
い
は
落
葉
広
葉
樹
が
主
た
る
樹
木
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
今
日
多
く
見
ら
れ
る
照
葉
樹
中

心
の
杜
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都
の
神
社
の
例
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、

そ
の
よ
う
な
神
社
の
植
生
景
観
の
起
源
は
、
室
町
後
期
よ
り
も
前
に
遡
る
可
能
性
が

高
い
。
こ
う
し
て
、
照
葉
樹
林
が
多
い
神
社
の
杜
の
景
観
は
、
一
般
に
比
較
的
新
し

い
景
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
確
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
比
較
的
新
し
い
植
生
景
観
を
、
こ
れ
ま
で
古
く
か
ら
あ
っ

た
と
見
る
見
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
詳
細
な
研
究

は
今
後
に
待
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
頃
の
原
生
的
自

然
を
至
上
と
す
る
よ
う
な
自
然
保
護
の
潮
流
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
頃
、
あ

る
期
間
あ
ま
り
手
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
比
較
的
自
然
度
が
高

か
っ
た
神
社
の
杜
は
、潜
在
自
然
植
生
（
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
原
生
的
自
然
）

を
考
え
る
上
で
た
い
へ
ん
注
目
さ
れ
て
い
た

（
（（
（

。
あ
る
い
は
、
数
十
年
か
ら
百
年
ほ
ど

の
期
間
で
も
驚
く
ほ
ど
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
る
一
方
、
一
～
二
年
で
は
た
い
し
た

変
化
も
な
く
、
昔
か
ら
今
の
状
態
が
ず
っ
と
あ
っ
た
と
思
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
よ

く
あ
る
樹
木
の
特
性
が
、
そ
う
し
た
誤
っ
た
認
識
を
生
ん
で
き
た
別
の
要
因
の
一
つ

か
も
し
れ
な
い
。

　一
方
、
こ
こ
百
年
ほ
ど
の
間
に
、
神
社
の
杜
の
植
生
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
明
治
維
新
以
降
、
神
道
国
教
化
政
策
に
よ
り
神
社
の
重
要
性
が

大
幅
に
増
し
、
そ
の
風
致
を
高
め
る
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
関
連

す
る
法
令
類
と
し
て
、
た
と
え
ば
下
記
の
も
の
が
あ
る
。

図64　大将軍社
（上杉本洛中洛外図より）

図65　五条の天神
（上杉本洛中洛外図より）
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■
明
治
六
年
七
月
（
一
八
七
三
） 

太
政
官
第
二
三
五
号
布
告
「
社
寺
境
内
ノ
樹

木
ハ
假
令
其
社
寺
修
繕
等
ニ
相
用
ヒ
候
共
猥
ニ
伐
木
不
相
成
候
若
シ
難
止
事

情
有
之
節
ハ
其
地
方
廳
へ
願
出
許
可
ヲ
可
受
事
」

■
明
治
七
年
十
二
月
（
一
八
七
四
） 

内
務
省
達
乙
第
七
五
号
「
社
寺
現
境
内
上

地
ノ
山
林
及
境
内
地
ノ
樹
木
伐
採
セ
サ
ル
様
注
意
セ
シ
ム
」

■
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
九
月
十
五
日 

京
都
府
布
達
「
社
寺
境
内
樹
木

ノ
義
ハ
元
來
修
繕
等
ノ
爲
培
植
候
モ
ノ
ニ
無
之
候
處
近
來
多
分
ノ
伐
木
願
出

數
百
年
來
ノ
古
木
一
朝
地
ヲ
拂
ヒ
遂
ニ
風
致
ヲ
毀
損
ス
ル
向
モ
不
少
候
條
自

今
社
ハ
本
殿
拜
殿
寺
ハ
本
堂
庫
裡
等
造
修
ノ
爲
不
得
止
モ
ノ
ニ
限
リ
風
致
木

ヲ
除
ク
ノ
外
目
通
リ
壹
丈
以
下
五
尺
以
上
ハ
總
數
十
分
ノ
一
五
尺
以
下
一
尺

以
上
ハ
同
シ
ク
十
分
ノ
二
以
内
壹
尺
以
下
ハ
生
立
ノ
爲
抜
伐
ニ
限
リ
別
紙
ノ

廉
々
取
調
可
願
出
右
其
區
郡
内
社
寺
ヘ
告
示
可
致
此
旨

相
達
候
事

　（
別
紙
）

　一

　造
修
ノ
旨
趣
並
ニ
仕
様
書
ノ
コ
ト

　一

　境
内
官
有
地
又
ハ
民
有
地
ノ
別

　一

　同
寸
尺
樹
木
ノ
總
數

　一

　伐
採
ス
ヘ
キ
樹
木
ノ
位
置
」

　こ
の
よ
う
に
、
神
社
の
杜
の
樹
木
が
伐
り
に
く
く
な
っ
た
こ
と
は
、
植
生
の
遷
移

の
進
行
を
助
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
マ
ツ
な
ど
の
陽
樹
は
早

く
消
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
ス
ギ
も
大
気
汚
染
や
都
市
化
に
よ
る
地
下

水
の
変
動
で
枯
れ
て
ゆ
く
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た

（
（（
（

。

　ま
た
、
常
緑
広
葉
樹
が
あ
え
て
多
く
植
樹
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
鎮
守

の
杜
に
常
緑
広
葉
樹
が
増
え
る
原
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
の

明
治
神
宮
は
、
明
治
天
皇
の
没
後
、
大
正
初
期
に
創
建
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
神
社

で
あ
る
が
、
そ
の
植
樹
に
際
し
て
は
、
当
初
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
中
心
の

案
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
樹
種
は
よ
い
環
境
下
で
は
最
適
の
樹
種
と
考
え
ら
れ
た

も
の
の
、
大
気
汚
染
に
弱
い
た
め
、
東
京
の
風
土
・
気
候
に
適
し
、
各
種
危
害
に
抵

抗
強
く
、
ま
た
人
手
に
よ
る
補
植
を
必
要
と
し
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
カ
シ
や
シ

イ
や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
を
杜
の
中
心
的
樹
種
と
す
る
案
に
な
っ
た
と
い

う
（
（（
（

。　と
は
い
え
、
神
社
の
中
に
は
、
珍
し
い
巨
木
や
樹
種
が
あ
り
、
早
く
か
ら
天
然
記

念
物
な
ど
に
指
定
さ
れ
る
杜
を
も
つ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
奈
良

県
の
妹
山
（
大
名
持
神
社
社
叢
）
も
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
長
く
入
山
を
禁
止
さ
れ

て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
上
述
の
通
り
、
全
面
的
に
長
く
「
入
ら
ず
の

杜
」
で
あ
っ
た
の
か
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
神
社
の
杜
の
変
遷
に
つ
い

て
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
一
～
二
年
の
間
に
、
妹
山
の
ほ
か
に
も
天
然
記
念
物
な
ど

に
指
定
さ
れ
て
い
る
立
派
な
杜
を
も
つ
神
社
を
い
く
つ
か
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
の
杜
で
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　た
と
え
ば
、
新
潟
県
柏
崎
市
に
あ
る
宮
川
神
社
に
は
、
そ
の
裏
山
に
シ
ロ
ダ
モ
な

ど
の
大
木
が
あ
る
た
め
、
国
指
定
の
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
い
る
社
叢
（
写
真
（0
）

が
あ
る
。
そ
の
裏
山
は
海
岸
に
近
い
低
い
山
で
あ
り
、
シ
イ
や
カ
シ
の
北
限
に
近
い

と
は
い
え
、
も
し
長
く
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
常
緑
広
葉
樹
が
か
な
り
多
い

は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
や
ス
ギ
が
か
な
り
多
く
、

百
年
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
少
な
か
ら
ず
人
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　あ
る
い
は
、
同
じ
新
潟
県
の
糸
魚
川
市
に
あ
る
能
生
白
山
神
社
に
も
、
そ
の
付
近

で
は
珍
し
い
ア
カ
ガ
シ
な
ど
が
あ
り
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
国
指
定
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
社
叢
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
ア
カ
ガ
シ
は
さ
ほ
ど

多
く
見
ら
れ
ず
、ま
た
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
が
目
立
つ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

林
内
に
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
杜
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
頃
か
ら
生
育
し
た
か
と
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■
明
治
六
年
七
月
（
一
八
七
三
） 

太
政
官
第
二
三
五
号
布
告
「
社
寺
境
内
ノ
樹

木
ハ
假
令
其
社
寺
修
繕
等
ニ
相
用
ヒ
候
共
猥
ニ
伐
木
不
相
成
候
若
シ
難
止
事

情
有
之
節
ハ
其
地
方
廳
へ
願
出
許
可
ヲ
可
受
事
」

■
明
治
七
年
十
二
月
（
一
八
七
四
） 

内
務
省
達
乙
第
七
五
号
「
社
寺
現
境
内
上

地
ノ
山
林
及
境
内
地
ノ
樹
木
伐
採
セ
サ
ル
様
注
意
セ
シ
ム
」

■
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
九
月
十
五
日 

京
都
府
布
達
「
社
寺
境
内
樹
木

ノ
義
ハ
元
來
修
繕
等
ノ
爲
培
植
候
モ
ノ
ニ
無
之
候
處
近
來
多
分
ノ
伐
木
願
出

數
百
年
來
ノ
古
木
一
朝
地
ヲ
拂
ヒ
遂
ニ
風
致
ヲ
毀
損
ス
ル
向
モ
不
少
候
條
自

今
社
ハ
本
殿
拜
殿
寺
ハ
本
堂
庫
裡
等
造
修
ノ
爲
不
得
止
モ
ノ
ニ
限
リ
風
致
木

ヲ
除
ク
ノ
外
目
通
リ
壹
丈
以
下
五
尺
以
上
ハ
總
數
十
分
ノ
一
五
尺
以
下
一
尺

以
上
ハ
同
シ
ク
十
分
ノ
二
以
内
壹
尺
以
下
ハ
生
立
ノ
爲
抜
伐
ニ
限
リ
別
紙
ノ

廉
々
取
調
可
願
出
右
其
區
郡
内
社
寺
ヘ
告
示
可
致
此
旨

相
達
候
事

　（
別
紙
）

　一

　造
修
ノ
旨
趣
並
ニ
仕
様
書
ノ
コ
ト

　一

　境
内
官
有
地
又
ハ
民
有
地
ノ
別

　一

　同
寸
尺
樹
木
ノ
總
數

　一

　伐
採
ス
ヘ
キ
樹
木
ノ
位
置
」

　こ
の
よ
う
に
、
神
社
の
杜
の
樹
木
が
伐
り
に
く
く
な
っ
た
こ
と
は
、
植
生
の
遷
移

の
進
行
を
助
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
マ
ツ
な
ど
の
陽
樹
は
早

く
消
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
ス
ギ
も
大
気
汚
染
や
都
市
化
に
よ
る
地
下

水
の
変
動
で
枯
れ
て
ゆ
く
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た

（
（（
（

。

　ま
た
、
常
緑
広
葉
樹
が
あ
え
て
多
く
植
樹
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
鎮
守

の
杜
に
常
緑
広
葉
樹
が
増
え
る
原
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
の

明
治
神
宮
は
、
明
治
天
皇
の
没
後
、
大
正
初
期
に
創
建
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
神
社

で
あ
る
が
、
そ
の
植
樹
に
際
し
て
は
、
当
初
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
中
心
の

案
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
樹
種
は
よ
い
環
境
下
で
は
最
適
の
樹
種
と
考
え
ら
れ
た

も
の
の
、
大
気
汚
染
に
弱
い
た
め
、
東
京
の
風
土
・
気
候
に
適
し
、
各
種
危
害
に
抵

抗
強
く
、
ま
た
人
手
に
よ
る
補
植
を
必
要
と
し
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
カ
シ
や
シ

イ
や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
を
杜
の
中
心
的
樹
種
と
す
る
案
に
な
っ
た
と
い

う
（
（（
（

。　と
は
い
え
、
神
社
の
中
に
は
、
珍
し
い
巨
木
や
樹
種
が
あ
り
、
早
く
か
ら
天
然
記

念
物
な
ど
に
指
定
さ
れ
る
杜
を
も
つ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
奈
良

県
の
妹
山
（
大
名
持
神
社
社
叢
）
も
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
長
く
入
山
を
禁
止
さ
れ

て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
上
述
の
通
り
、
全
面
的
に
長
く
「
入
ら
ず
の

杜
」
で
あ
っ
た
の
か
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
神
社
の
杜
の
変
遷
に
つ
い

て
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
一
～
二
年
の
間
に
、
妹
山
の
ほ
か
に
も
天
然
記
念
物
な
ど

に
指
定
さ
れ
て
い
る
立
派
な
杜
を
も
つ
神
社
を
い
く
つ
か
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
の
杜
で
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　た
と
え
ば
、
新
潟
県
柏
崎
市
に
あ
る
宮
川
神
社
に
は
、
そ
の
裏
山
に
シ
ロ
ダ
モ
な

ど
の
大
木
が
あ
る
た
め
、
国
指
定
の
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
い
る
社
叢
（
写
真
（0
）

が
あ
る
。
そ
の
裏
山
は
海
岸
に
近
い
低
い
山
で
あ
り
、
シ
イ
や
カ
シ
の
北
限
に
近
い

と
は
い
え
、
も
し
長
く
手
が
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
常
緑
広
葉
樹
が
か
な
り
多
い

は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
や
ス
ギ
が
か
な
り
多
く
、

百
年
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
少
な
か
ら
ず
人
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　あ
る
い
は
、
同
じ
新
潟
県
の
糸
魚
川
市
に
あ
る
能
生
白
山
神
社
に
も
、
そ
の
付
近

で
は
珍
し
い
ア
カ
ガ
シ
な
ど
が
あ
り
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
国
指
定
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
社
叢
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
ア
カ
ガ
シ
は
さ
ほ
ど

多
く
見
ら
れ
ず
、ま
た
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
が
目
立
つ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

林
内
に
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
杜
が
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
頃
か
ら
生
育
し
た
か
と
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思
わ
れ
る
ほ
ど
の
太
さ
の
フ
ジ
が
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
写
真
（（
）（

（（
（

。
そ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
社
叢
も
か
つ
て
実
際
に
は
人
手
が
あ
る
程
度
入
っ
て
い
た

山
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　ま
た
、
大
木
が
あ
り
南
方
熊
楠
が
た
い
へ
ん
喜
ん
だ
と
い
う
闘
雞
神
社
（
和
歌
山

県
田
辺
市
）
も
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
確
か
に
今
も
ク
ス
ノ
キ
の
大
木

が
何
本
か
境
内
に
あ
る
も
の
の
、
今
の
社
叢
に
そ
う
し
た
巨
樹
が
占
め
る
割
合
は
さ

ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
そ
う
し
た
現
状
か
ら
は
、
熊
楠
の
時
代
に
そ
こ
に
巨
樹
が
そ

の
杜
の
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

　い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
部
に
例
外
的
な
も
の
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
鎮
守
の

杜
も
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
神
社
に
は
古
い
史
料
の
残
る
と
こ
ろ
も
多
い
た
め
、
今
後
、

東
京
都
府
中
市
の
大
国
魂
神
社
の
よ
う
に
、
過
去
の
杜
の
実
態
が
詳
し
く
明
ら
か
に

な
る
と
こ
ろ
が
増
え
、
鎮
守
の
杜
に
つ
い
て
の
、
よ
り
正
し
い
認
識
が
広
ま
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

　な
お
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
鎮
守
の
杜
の
見
方
に
は
誤
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
誤
っ
た
見
方
を
基
に
考
え
ら
れ
て
い
る
日
本
の
潜
在
自

然
植
生
や
自
然
観
に
つ
い
て
の
見
直
し
も
、
今
後
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
鎮

守
の
杜
が
、
日
本
の
自
然
を
考
え
る
一
つ
の
重
要
な
ベ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
は
な
い
。

　最
後
に
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
東
京
国
立
博

物
館
、
米
沢
市
上
杉
博
物
館
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
す
る
貴
重
な
洛
中
洛
外
図
の

写
真
使
用
を
快
く
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
く
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

る
。

註（
（
）

　こ
こ
で
は
、
比
較
的
小
さ
な
神
社
の
杜
か
ら
諸
国
の
一
宮
な
ど
の
大
き
な
森
林
ま
で
含
め
て

「
鎮
守
の
杜
」
と
す
る
。

（
（
）

　た
と
え
ば
、『
探
求
「
鎮
守
の
森
」』
上
田
正
昭
編
（
二
〇
〇
四
）
で
は
、〈「
入
ら
ず
の
森
」

に
は
ど
ん
な
木
が
あ
る
の
？
〉
と
の
問
い
に
対
し
、
落
葉
樹
や
針
葉
樹
で
は
な
く
、
ツ
バ
キ
、

カ
シ
、
シ
イ
、
ク
ス
ノ
キ
な
ど
常
緑
広
葉
樹
が
多
く
、
そ
の
多
く
が
「
聖
樹
」
と
し
て
尊
ば
れ

て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
い
ま
で
は
照
葉
樹
は
、
鎮
守
の
杜
以
外
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
し
て
い
る
。

（
（
）

　小
椋
純
一
『
植
生
か
ら
よ
む
日
本
人
の
く
ら
し
』（
雄
山
閣
出
版

　一
九
九
六
）

（
（
）

　前
記
註（
（
）に
同
じ
。

（
（
）

　原
田
洋
・
磯
谷
達
宏
『
マ
ツ
と
シ
イ
』（
岩
波
書
店

　二
〇
〇
〇
）

（
（
）

　国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
日
本
の
神
々
と
祭
り 

―
神
社
と
は
何
か
？
―
』（
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館

　二
〇
〇
六
）

（
（
）  

鳴
海
邦
匡
・
小
林
茂
「
近
世
以
降
の
神
社
林
の
景
観
変
化
」（
歴
史
地
理
学
四
八
―
一

　

二
〇
〇
六
）

（
（
）

　大
内
規
行
・
中
村
克
哉
『
大
国
魂
神
社
社
叢
の
研
究
』（
府
中
市
教
育
委
員
会

　一
九
九
三
）

（
（
）

　註（
（
）に
同
じ
。

（
（0
）

　註（
（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　註（
（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　註（
（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　京
都
府
編
『
京
都
府
誌
』（
京
都
府

　一
九
一
五
）

（
（（
）

　田
山
宗
尭
編
『
日
本
写
真
帖
』（
と
も
ゑ
商
会

　一
九
一
二
）

（
（（
）

　近
年
の
地
形
図
と
は
異
な
り
、
植
生
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
京
都
周
辺
の
大
部
分
は
、

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
測
図
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　明
治
十
年
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
皇
国
地
誌
』
の
副
本
。
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
。

写真40　宮川神社裏山の社叢
　　　（（00（年３月撮影）

写真41　能生白山神社社叢のフジ蔓
　　　　　　 （（00（年３月撮影）
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（
（（
）

　仮
製
地
形
図
の
樹
木
の
記
号
は
大
と
小
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
大
小
の
区
分
は
、『
京
都
府

地
誌
』
な
ど
、
当
時
の
文
献
と
の
比
較
か
ら
、
五
メ
ー
ト
ル
程
度
の
高
さ
が
そ
の
境
で
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
註（
（（
）の
文
献
に
詳
し
い
。

（
（（
）

　京
都
近
郊
で
は
、
東
山
中
央
部
な
ど
、
社
寺
林
お
よ
び
明
治
初
期
に
上
地
さ
れ
た
旧
社
寺
林

を
中
心
に
シ
イ
林
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
詳
し
く
は
、次
の
拙
論
な
ど
参
照
の
こ
と
。

　
　
　小

椋
純
一
「
京
都
近
郊
の
保
護
林
に
お
け
る
植
生
遷
移
に
関
す
る
一
考
察
」（『
木
野
評
論
』

第
二
〇
号
所
収

　一
九
八
九
）

　
　
　小

椋
純
一
「
岩
倉
周
辺
の
シ
イ
林
の
分
布
と
そ
の
拡
大
に
つ
い
て
」（『
洛
北
岩
倉
研
究
』
第

四
号
所
収

　二
〇
〇
〇
）

（
（（
）

　た
と
え
ば
鎌
倉
大
仏
の
背
後
の
樹
林
で
は
、か
つ
て
樹
高
の
高
い
マ
ツ
が
目
立
っ
て
い
た
が
、

近
年
は
マ
ツ
が
消
え
、
マ
ツ
林
に
代
わ
っ
た
照
葉
樹
林
の
高
さ
は
、
か
つ
て
の
マ
ツ
の
高
さ
よ

り
か
な
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
註（
（
）の
文
献
な
ど
参
照
の
こ
と
。

（
（0
）

　鴨
社
絵
図
お
よ
び
賀
茂
御
祖
神
社
境
内
全
図
。
両
図
と
も
、財
団
法
人
糺
の
森
顕
彰
会
編『
鴨

社
古
絵
図
展
』（
財
団
法
人
糺
の
森
顕
彰
会

　一
九
八
五
）
に
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　氷
川
神
社
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
（（
）

　こ
う
し
た
ヒ
ノ
キ
の
性
質
は
、
た
と
え
ば
、
木
曽
の
ヒ
ノ
キ
林
、
あ
る
い
は
京
都
東
山
中
央

部
の
ヒ
ノ
キ
林
で
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）

　註（
（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　小
椋
純
一
『
絵
図
か
ら
読
み
解
く
人
と
景
観
の
歴
史
』（
雄
山
閣
出
版

　一
九
九
二
）

（
（（
）

　京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
』（
淡
交
社

　一
九
九
七
）

（
（（
）

　註（
（（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　註（
（（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　註（
（（
）に
同
じ
。

（
（（
）

　註（
（（
）に
同
じ
。

（
（0
）

　こ
う
し
た
大
き
な
屏
風
の
制
作
に
は
何
人
も
の
画
工
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
同
じ
樹
種
で
も
屏
風
の
部
分
に
よ
っ
て
や
や
異
な
っ
た
描
法
で
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）

　こ
の
頃
、『
社
寺
林
の
研
究
』（
第
一
―
一
二
号

　緑
地
研
究
会
編
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

全
国
的
に
多
く
の
社
寺
林
が
調
査
さ
れ
、
そ
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。

（
（（
）

　東
京
都
府
中
市
の
大
国
魂
神
社
で
も
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
に
多
く
の
ス
ギ
が
枯
れ
て

い
っ
た
。
前
記
註（
（
）参
照
。

（
（（
）

　明
治
神
宮
境
内
総
合
調
査
委
員
会
編
『
明
治
神
宮
境
内
総
合
調
査
報
告
書
』（
明
治
神
宮
社

務
所

　一
九
八
〇
）

（
（（
）

　フ
ジ
は
、
山
に
人
手
が
入
ら
な
く
な
る
と
増
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
蔓
性
の
樹
木
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
フ
ジ
の
樹
齢
は
、
人
が
森
林
に
手
を
加
え
な
く
な
っ
た
時
期
を
知
る
手
が
か
り
に

な
る
。

（
京
都
精
華
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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〇
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）
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）
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描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）

　こ
の
頃
、『
社
寺
林
の
研
究
』（
第
一
―
一
二
号

　緑
地
研
究
会
編
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

全
国
的
に
多
く
の
社
寺
林
が
調
査
さ
れ
、
そ
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
た
。

（
（（
）

　東
京
都
府
中
市
の
大
国
魂
神
社
で
も
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
に
多
く
の
ス
ギ
が
枯
れ
て

い
っ
た
。
前
記
註（
（
）参
照
。

（
（（
）

　明
治
神
宮
境
内
総
合
調
査
委
員
会
編
『
明
治
神
宮
境
内
総
合
調
査
報
告
書
』（
明
治
神
宮
社

務
所

　一
九
八
〇
）

（
（（
）

　フ
ジ
は
、
山
に
人
手
が
入
ら
な
く
な
る
と
増
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
蔓
性
の
樹
木
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
フ
ジ
の
樹
齢
は
、
人
が
森
林
に
手
を
加
え
な
く
な
っ
た
時
期
を
知
る
手
が
か
り
に

な
る
。

（
京
都
精
華
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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The History of Shrine Groves Viewed from Old Photographs and Pictures

OGURA Jun’ichi 

Today, broad-leafed evergreen forests are typical of shrine groves in southern Japan, including the low-lying 

parts of the Kanto region. It is commonly believed that these shrine groves have continued since ancient times 

with little human intervention. However, a study based on documents, topographical maps and photographs from 

the Meiji period onward has revealed that this common assumption is very likely mistaken. However, since not 

many examples have been studied so far, it has been necessary to examine many more examples in order to 

describe the general type of vegetation that grew in shrine groves of days gone by. In the study presented here, 

the author examined the vegetation of shrine groves in earlier times using old photographs and pictures as main 

sources.

Old photographs of shrines found in “Books about Kyoto Prefecture” and “Photo Album of Japan,” published 

in 1915 and 1912 respectively, were examined and compared to today’s woods. Although the vegetation shown 

in these photographs was largely unchanged in the case of some shrine groves, in most cases the differences 

between then and now are considerable. That is to say, whereas today it is common for broad-leafed evergreen 

woods to consist of Cinnamomum, Castanopsis and Quercus species, in the early Taisho period it was common 

for conifers such as Japanese cedar and pine to be the main trees. What is more, there were fewer trees than 

there are today around a shrine, and those that grew there were smaller than their contemporaries.

Pictures from varying periods were studied to determine the vegetation that once existed at shrines and 

different pictures of the same shrines from the same periods were checked in order to verify the realism of the 

source pictures. These include a collection of drawings published in 1864 known as the “Saisen karaku meisho 

zue” (“Reselected Pictures of Famous Places in Kyoto”) and four early folding screens of Rakuchu and Rakugai 

(Kyoto) painted from the early to the middle of the 16th century. This study revealed that the vegetation in shrine 

groves in those days was not necessarily uniform and varied greatly depending on the shrine. In general, pine 

trees were visible to a certain extent in many places and there were also many instances where Japanese cedar  

was the main type of tree. There were also some shrines where broad-leafed evergreen trees comprised a large 

proportion of the trees.


