
い
ま
よ
う

５

今
様

知
る

■
今
様
と
は

今
様
と
は
今
日
風
・
現
代
風
の
意
味
で
す
が
、
歴
史
的
に
は
、
平
安

時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
宮
廷
で
流
行
し
た
歌
謡
の
こ
と

を
指
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
今
様
歌
」
と
い
い
、
今
様
は
そ
の
略
で
す
。

神
楽
歌
・
催
馬
楽
な
ど
以
前
か
ら
の
歌(

古
様)

に
対
し
て
、
当
代

新

か

ぐ

ら

う
た

さ
い

ば

ら

(

今
様)

の
流
行
歌
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。

今
様
は
主
に
七
五
調
四
句
の
形
を
と
り
、
当
時
は
長
い
く
せ
の
あ
る

曲
調
が
特
徴
と
感
じ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
扇
や
鼓
な
ど
で
拍
子
を
と
る

場
合
や
楽
器
の
演
奏
を
と
も
な
う
場
合
も
あ
り
、
ま
た
即
興
で
歌
っ
た

り
、
歌
詞
を
歌
い
替
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
形
式
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
全
体
を
指
し

て
今
様
と
呼
ぶ
広
い
意
味
と
、
そ
の
一
つ
を
指
し
て
今
様
と
呼
ぶ
狭
い

。

「

」「

」

意
味
と
が
あ
り
ま
し
た

後
者
の
場
合
は

只
の
今
様

常
の
今
様

と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
仏
教
歌
謡
の
影
響
を
受
け
た
法
文
歌
や
、
神
事
歌
謡
・

ほ
う
も
ん
う
た

民
間
歌
謡
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
四
句
神
歌
・
二
句
神
歌
、
ま
た
和
歌

し

く

か
み
う
た

に

く

か
み
う
た

と
か
か
わ
り
の
深
い
長
歌
、
さ
ら
に
定
ま
っ
た
形
が
整
え
ら
れ
て
い
な

な
が
う
た

い
古
柳
な
ど
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
や
な
ぎ

■
今
様
以
前
─
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
風
俗
歌

か

ぐ

ら

う
た

さ
い

ば

ら

ふ

ぞ
く
う
た

今
様
が
現
れ
る
以
前
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
貴
族
の
間
に
定
着
し
て
い

た
の
が
、
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
風
俗
歌
で
す
。

神
楽
は
神
事
の
と
き
に
神
を
降
臨
さ
せ
る
た
め
の
舞
や
、
神
と
と
も

に
飲
食
・
歌
舞
す
る
儀
式
を
起
源
と
し
、
宮
廷
で
は
九
世
紀
頃
か
ら
年

間
行
事
の
儀
式
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
神
楽
歌
は
、
そ
の

神
楽
で
歌
わ
れ
た
歌
謡
を
指
し
ま
す
。

一
方
、
催
馬
楽
は
地
方
か
ら
都
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
民
間
で
即

興
風
に
歌
わ
れ
て
い
た
神
楽
歌
の
一
部
が
発
達
し
た
も
の
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
十
世
紀
に
は
『
催
馬
楽
譜
』
と
い
う
楽
譜
も
作
成
さ
れ
、
雅
楽

さ
い

ば

ら

ふ

風
に
管
弦
の
合
奏
と
組
み
合
わ
せ
て
遊
宴
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
風
俗
歌
も
、
も
と
は
催
馬
楽
と
同
じ
く
地
方
の
民
間
で
歌
わ
れ

た
歌
謡
で
、
特
に
東
国
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。
や
は
り
十

世
紀
に
は
貴
族
の
間
に
定
着
し
、
遊
宴
で
歌
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
風
俗
歌
は
、
い
ず
れ
も
九
～
十
世
紀

頃
か
ら
宮
廷
歌
謡
と
し
て
整
え
ら
れ
、
次
第
に
形
式
化
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
十
一
世
紀
頃
、
新
鮮
な
当
世
風
の
歌

謡
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
が
今
様
で
す
。

■
今
様
の
流
行

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
活
躍
し
た
二
大
女
流
文
人
、
清
少
納
言(

九
六

せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん

六
頃
～
一
〇
一
七
以
降)

と
紫

式
部(

九
七
〇
年
代
～
一
〇
一
〇
年

む
ら
さ
き
し
き

ぶ

代)
は
そ
ろ
っ
て
今
様
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。

清
少
納
言
は
、
随
筆
『
枕
草
子
』
で
「
う
た
は
、
風
俗
。(

中
略)

神

ま
く
ら
の
そ
う
し

楽
歌
も
お
か
し
。
今
様
歌
は
、
長
う
て
く
せ
つ
い
た
り
」(

二
百
六
十

な
が

一
段)

と
、
風
俗
歌
や
神
楽
歌
に
続
い
て
「
今
様
歌
」
を
あ
げ
、
歌
が
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長
く
て
節
回
し
に
く
せ
が
あ
る
、
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
貴
族
が
宿
直
の
た
め
内
裏
に
泊
ま
り

込
ん
で
い
る
と
き
、
遊
び
と
し
て
「
読
経
あ
ら
そ
ひ
」(

読
経
の
声
を

ど
き
ょ
う

競
っ
た
も
の)

と
と
も
に
「
今
様
歌
」
が
歌
わ
れ
た
こ
と
が
書
き
留
め

ら
れ
て
い
ま
す(

寛
弘
五<

一
〇
〇
八>

年
八
月
条)

。

こ
れ
ら
は
、
今
様
の
形
式
が
そ
れ
ま
で
の
古
様
に
比
べ
て
新
奇
に
感

じ
ら
れ
た
こ
と
や
、
こ
の
頃
に
は
貴
族
の
間
で
流
行
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

■
後
白
河
法
皇
の
登
場

後
白
河
法
皇(

一
一
二
七
～
九
二)

は
鳥
羽
法
皇
の
第
四
皇
子
に
生
ま

れ
、
久
寿
二(

一
一
五
五)

年
か
ら
保
元
三(

一
一
五
八)

年
ま
で
在
位
の

後
、
譲
位
し
て
上
皇
と
な
り
、
ま
た
出
家
し
て
法
皇
と
な
り
ま
し
た
。

後
白
河
法
皇
は
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
ほ
か
、
芸
能
に
も
か
か
わ
り

が
深
く
、
ま
た
絵
巻
物
製
作
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
存
在
と
も
な
る
な

ど
、
平
安
末
期
の
王
朝
文
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
す
。

特
に
、
当
時
の
宮
廷
で
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
今
様
に
は
若
年
の
頃
か

ら
強
い
関
心
を
示
し
、
ほ
と
ん
ど
執
念
と
も
い
え
る
情
熱
を
注
い
で
習

得
と
鍛
錬
に
つ
と
め
ま
し
た
。

彼
は
本
来
、
即
位
す
る
立
場
に
な
か
っ
た
た
め
、
若
い
頃
は
不
遇
な

が
ら
も
比
較
的
束
縛
さ
れ
ず
に
育
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
環
境
が
、
今
様
の
よ
う
な
流
行
の
芸
能
へ
彼
を
接
近
さ
せ
る
背
景
と

な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
も
あ
れ
、
今
様
の
流
行
は
後
白
河
法
皇
と
い
う

大
の
支
持
者
・

理
解
者
を
得
て

大
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
承
安

四(

一
一
七
四)

年
九
月
、
十
五
夜
に
わ
た
っ
て
法
住
寺
殿
で
開
催
さ
れ

ほ
う
じ
ゅ
う
じ
ど
の

た
「
今
様
合
」
は
、
そ
の
隆
盛
の
頂
点
を
示
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

い
ま
よ
う
あ
わ
せ

■
『
梁
塵
秘
抄
』
の
世
界

り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

後
白
河
法
皇
は
、
そ
の
高
い
身
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
様
の
第
一
人

者
を
自
認
し
、
様
々
な
歌
詞
や
歌
い
方
な
ど
を
正
し
く
後
世
へ
伝
え
る

た
め
、
こ
れ
ら
を
集
成
し
て
『
梁
塵
秘
抄
』
を
著
し
ま
し
た
。

現
在
そ
の
大
部
分
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
来
は
歌
謡
集

十
巻
と
口
伝
集
十
巻
の
全
二
十
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

く

で
ん
し
ゅ
う

れ

『
梁
塵
秘
抄
』
と
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
た
も
の
で
す

『
日
本
古
典

、

。

文
学
大
系
』
七
十
三
巻

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
五
十
六
巻
（
両

、

書
と
も
岩
波
書
店
）
な
ど
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
も
現
在
、
歌
謡
集
に
は
五
百
六
十
六
首
に
お
よ
ぶ
歌
詞
が
残

さ
れ
て
お
り
、
今
様
の
世
界
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以

下
、
歌
謡
集
巻
二
の
四
句
神
歌
か
ら
、
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

嵯
峨
野
の
興
宴
は

鵜
舟
・
筏
師
・
流
紅
葉

う

ぶ
ね

い
か
だ
し

な
が
れ
も
み
ぢ

山
蔭
響
か
す
箏
の
琴

浄
土
の
遊
び
に
異
な
ら
ず

や
ま
か
げ

し
ゃ
う

○
嵯
峨
野
の
風
物
を
歌
っ
た
も
の
。

【
鵜
舟
】
鵜
飼
船

【
筏
師
】
筏
作
り
・
筏
流
し
の
労
働
者
。

。

遊
女
の
好
む
物

雑
芸
・
鼓
・
小
端
舟

あ

そ

び

ぞ
う
げ
い

つ
づ
み

こ

は
し
ぶ
ね

簦

翳
・
艫
取
女

男
の
愛
祈
る
百
大
夫

お
ほ
が
さ
か
ざ
し

と
も
と
り

め

○
遊
女
に
ま
つ
わ
る
風
俗
を
列
挙
し
て
歌
っ
た
も
の
。

【
雑
芸
】
今
様
を
中
心
と
す
る
歌
謡

【
小
端
舟
】
舟
に
つ
け
て
客
を

。

。【

】

。

求
め
る
た
め
の
小
舟

簦
翳

背
後
か
ら
長
柄
傘
を
さ
し
か
け
る
人

【
艫
取
女
】
舟
こ
ぎ
の
女
性

【
百
大
夫
】
遊
女
の
守
り
神
。

。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
風
景
や
遊
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
歌
っ
た
も

の
を
は
じ
め
、
仏
や
神
へ
の
信
仰
、
当
時
の
都
で
流
行
し
て
い
た
風
俗
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や
服
装
、
ま
た
人
生
や
恋
愛
を
歌
っ
た
も
の
な
ど
多
様
な
内
容
が
含
ま

れ
て
お
り
、
都
や
地
方
を
問
わ
ず
、
当
時
の
世
相
や
人
々
の
考
え
方
な

ど
が
生
々
し
く
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
今
様
の
第
一
人
者
と
し
て
の
後
白
河
法
皇

一
方
、
口
伝
集
に
は
今
様
の
起
源
や
歌
い
方
の
技
巧
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
た
ほ
か
、
今
様
に
あ
け
く
れ
た
法
皇
の
自
叙
伝
的
な
内
容
も
含
ん

で
お
り
、
彼
の
熱
中
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

彼
は
即
位
以
前
の
十
歳
ば
か
り
で
今
様
を
始
め
、
そ
れ
以
来

「
四

、

季
に
つ
け
て
折
を
嫌
は
ず
、
昼
は
終
日
に
謡
ひ
暮
し
、
夜
は
通
夜
謡
ひ

ひ
ね
も
す

よ
も
す
が
ら

明
さ
ぬ
夜
は
無
か
り
き
」
と
あ
る
よ
う
に
欠
か
さ
ず
鍛
錬
に
つ
と
め
、

ま
た
「
余
り
責
め
し
か
ば
、
喉
腫
れ
て
、
湯
水
通
ひ
し
も
術
無
か
り
し

か
よ

ず
ち

か
ど
、
構
え
て
謡
ひ
出
し
に
き
」
と
、
喉
を
つ
ぶ
し
て
も
な
お
歌
を
止

い
だ

め
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
詩
文
・
和
歌
・
書
道
な
ど
は
書
い
た
物
が
後
世
に
残
る
け
れ

ど
も

「
声
技
」
は
自
分
の
死
後
は
残
ら
な
い
。
だ
か
ら
後
世
の
人
の

、
こ
ゑ
わ
ざ

た
め
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
今
様
の
口
伝
を
作
成
し
て
遺
す
の

だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
長
年
に
わ
た
り
研
鑽
を
重
ね
て
習
得
し
て
き

た
今
様
を
、
ま
た
今
様
の
第
一
人
者
と
し
て
の
自
分
の
足
跡
を
、
正
し

く
後
世
に
伝
え
た
い
と
い
う
強
烈
な
思
い
が
窺
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
皮
肉
に
も
、
宮
廷
芸
能
と
し
て
の
今
様
は
こ
の
時
代
を
全
盛

期
と
し
て
、
こ
れ
以
降
は
次
第
に
衰
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
今
様
の
伝
え
手
─
遊
女
・
傀
儡
女
・
白
拍
子

あ
そ
び
め

く

ぐ

つ

め

し
ら
び
ょ
う
し

口
伝
集
に
よ
れ
ば
、
後
白
河
法
皇
が
特
に
今
様
の
師
と
仰
い
だ
の
は

乙
前
と
い
う
遊
女
で
し
た
。
法
皇
は
乙
前
と
師
弟
の
契
り
を
結
ん
で
御

お
と
ま
え

所
に
住
ま
わ
せ
、
彼
女
が
知
る
限
り
の
歌
の
伝
受
に
つ
と
め
ま
し
た
。

さ
ら
に
乙
前
だ
け
で
な
く

「
上
達
部
・
殿
上
人
は
言
は
ず
、
京
の

、
か

ん

だ

ち

め

て
ん
じ
ょ
う
び
と

、

、

、

、

男
女

諸
所
の
端
者
・
雑
仕

江
口
・
神
崎
の
遊
女

国
々
の
傀
儡
子

は
し
た
も
の

ぞ
う

し

く

ぐ

つ

上
手
は
言
は
ず
、
今
様
を
謡
ふ
者
の
、
聞
き
及
び
我
が
付
け
て
謡
は
ぬ

者
は
少
な
く
や
あ
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
白
河
法
皇
は
あ
ら
ゆ
る

人
々
か
ら
今
様
の
伝
え
手
を
求
め
、
側
に
つ
い
て
習
い
ま
し
た
。

特
に
、
こ
こ
に
も
見
え
る
遊
女
や
傀
儡
子
は
、
今
様
の
伝
播
や
伝
承

の
担
い
手
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
人
々
で
し
た
。

江
口(

大
阪
市
東
淀
川
区)

・
神
崎(

兵
庫
県
尼
崎
市)

は
、
淀
川
・
神

崎
川
沿
い
に
あ
っ
た
船
の
停
泊
地
で
、
と
も
に
交
通
の
要
衝
と
し
て
人

の
往
来
が
多
く
、
彼
ら
を
客
と
す
る
遊
女
が
多
く
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ

で
し
た
。

ま
た
傀
儡
子
は
、
人
形
使
い
や
曲
芸
を
生
業
と
す
る
人
々
で
す
。
女

性
の
傀
儡
女
は
遊
女
で
も
あ
り
、
口
伝
集
で
は
「
美
乃(

美
濃)

の
傀
儡

子

墨
俣
・
青
墓
の
君(

遊
女)

な
ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す

墨
俣(

岐

」「

」

。

す
の
ま
た

あ
お
ば
か

阜
県
安
八
郡
墨
俣
町)

は
美
濃
・
尾
張
の
境
で
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
三

川
の
合
流
点
に
あ
た
り
、
青
墓(

岐
阜
県
大
垣
市
青
墓
町)

も
同
じ
く
美

濃
国
に
あ
っ
た
東
海
道
の
宿
駅
で
す
。

こ
う
し
た
遊
女
や
傀
儡
女
は
、
職
業
柄
、
交
通
の
要
衝
に
本
拠
を
置

い
て
、
芸
能
に
携
わ
り
今
様
の
謡
い
手
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

京
都
に
も
伝
え
ら
れ
て
宮
廷
で
流
行
を
呼
び
、
や
が
て
後
白
河
法
皇
に

よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
院
政
時
代
の
宮
廷
で
は
白
拍
子
と
い
う
女
性
達
も
今
様

の
謡
い
手
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
本
来
、
白
拍
子
と
は
拍
子
の
と
り
方

を
意
味
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
歌
舞
の
名
称
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を

男
装
し
て
舞
う
遊
女
の
呼
び
名
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
特
に
『
平
家
物

語
』
に
登
場
す
る
祇
王
・
祇
女
や
仏
御
前
、
ま
た
源
義
経(

一
一
五
九

ぎ

お
う

ぎ

じ
ょ

ほ
と
け
ご
ぜ
ん

～
八
九)
に
寵
愛
さ
れ
た
静
御
前
ら
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
ず
か
ご
ぜ
ん



歩
く
／
見
る

■
法
住
寺
殿
跡

東
山
区
三
十
三
間
堂
廻
町

ほ
う
じ
ゅ
う
じ
ど
の

法
住
寺
殿
は
、
後
白
河
法
皇
が
応
保
元(

一
一
六
一)

年
に
造
営
し
た

御
所
で
す
。
こ
の
地
一
帯
に
は
、
北
殿
・
南
殿
な
ど
殿
舎
や
蓮
華
王
院

(

三
十
三
間
堂)
・

勝
光
院
な
ど
の
御
堂
が
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い

き
、
後
白
河
院
政
の
拠
点
と
な
り
ま
し
た
。
承
安
四(

一
一
七
四)

年
九

月
に
は
貴
族
が
集
め
ら
れ
、
十
五
夜
に
わ
た
っ
て
今
様
を
歌
い
優
劣
を

競
い
あ
っ
た
「
今
様
合
」
の
舞
台
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
よ
う
あ
わ
せ

し
か
し
寿
永
二(

一
一
八
三)

年
に
は
木
曽
義
仲
の
襲
撃
で
焼
失
し
、

き

そ

よ
し
な
か

再
建
さ
れ
た
も
の
の
、
法
皇
の
没
後
は
荒
廃
し
ま
し
た
。
三
十
三
間
堂

、

。

内
と
東
隣
の
法
住
寺
に

御
所
跡
を
示
す
石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

後
白
河
天
皇

ま
た
同
じ
く
三
十
三
間
堂
の
東
隣
、
養
源
院
の
南
に
は

が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
法
体
の
木
造
坐
像

法
住
寺
陵

を
安
置
し
た
法
華
堂
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
法
住
寺
は
、
江
戸
時
代
、

こ
の
陵
を
守
護
す
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

■
祇
王
祇
女
仏
刀
自
旧
跡

ぎ

お
う

ぎ

じ
ょ
ほ
と
け

と

じ

右
京
区
嵯
峨
鳥
居
本
小
坂
町(

祇
王
寺
内)

祇
王
・
祇
女
の
姉
妹
は
、
母
刀
自
と
と
も
に
白
拍
子
に
な
り
「
都
に

聞
え
た
る
白
拍
子
の
上
手
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

祇
王
は
平

清
盛(

一
一
一
八
～
八
一)

に
寵
愛
さ
れ
ま
し
た
が
、
や

た
い
ら
の
き
よ
も
り

が
て
同
じ
く
「
白
拍
子
の
上
手
」
で
あ
っ
た
仏
御
前
へ
清
盛
の
寵
が
移

る
と
、
母
娘
三
人
は
世
を
は
か
な
み
、
嵯
峨
野
往
生
院
に
隠
棲
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
仏
御
前
も
追
っ
て
こ
の
地
を
訪
れ
、
四
人

は
念
仏
三
昧
の
日
々
を
送
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
と
い
い
ま
す
。

以
上
は
『
平
家
物
語
』
に
描
か
れ
た
逸
話
で
す
が
、
往
生
院
は
良
鎮

(

？
～
一
一
八
二)

の
創
建
と
伝
え
、

江
戸
時
代
、
こ
の
話
を
も
と
に
尼
寺

往
生
院
祇
王
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
本
堂
に
は
祇
王
以
下

四
人
と
清
盛
の
像
を
安
置
し
、
境
内

に

は

祇

王

ら

の

墓

と

さ

れ

る

宝
筐
印
塔
や
清
盛
の
供
養
塔
と
言
わ
れ
る
五
輪
塔
が
あ
り
、
祇
王
ら
の

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

庵
跡
を
示
す
石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

(c)2005 京都市 (制作 京都市歴史資料館) ver.1.01

5 今様

右
は
法
住
寺
殿
の
周
辺
地
図
。
三
十
三
間
堂

、

。

東
隣
が
南
殿

そ
の
北
側
が
北
殿
に
あ
た
る

＊
国
土
地
理
院
長
の
承
認
を
得
て
、
同
院
発

行
の
数
値
地
図
二
五
〇
〇
〇(

地
図
画
像)

を
複
製
。
承
認
番
号
平
一
四
総
複
第
四
九

四
号

三十三間堂内に建つ法住寺殿跡の石
、 。標(右)と 後白河天皇法住寺陵(下)


