
知
る

■
六
波
羅
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

六
波
羅
は
、
古
く
は
鴨
川
東
岸
、
五
条
大
路
（
現
松
原
通
）
か
ら
七
条
大
路

一
帯
の
地
を
指
す
地
名
。
現
在
は
東
山
区
六
原
学
区
一
帯
の
地
名
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
「
六
原
」
と
も
記
さ
れ
、
古
い
地
名
で
あ
る
轆
轤
原
に
由
来
す

ろ
く
ろ
が
は
ら

る
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
お
そ
ら

く
六
波
羅
蜜
寺

ろ

く

は

ら

み

つ

じ
　

に
因
ん
だ
名
で

し
ょ
う
。
「
六
波

羅
蜜
」
は
仏
教

用
語
で
六
種
類

の
修
行
を
意
味

し
ま
す
。

六
波
羅
は
、

古
く
は
葬
送
地

鳥
辺
野
へ
の
入

と
り
べ
　
の
　

口
に
当
た
り
ま

す
。
珍
皇
寺
の

ち
ん
こ
う
じ
　

前
が
賽
河
原
と
伝
え
ら
れ
、
彼
岸
（
あ
の
世
）
と
此
岸
（
こ
の
世
）
の
境
界
の

さ
い
の
か
わ
ら

ひ
　
が
ん

し
　
が
ん

地
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
古
く
か
ら
信
仰
の
場
と
な
り
、
空
也
が

く
う
や
　

創
建
し
た
六
波
羅
蜜
寺
や
、
小
野
篁
の
冥
土
通
い
伝
承
を
も
つ
珍
皇
寺
な
ど
の

お
の
の
た
か
む
ら

め
い
ど
　

寺
院
や
御
堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

■
平
家
と
六
波
羅
の
関
係
は
？

十
二
世
紀
初
頭
、
平
清
盛
の
祖
父
正
盛
が
珍
皇
寺
附
近
に
邸
宅
を
構
え
、
御

た
い
ら
の
き
よ
も
り

ま
さ
も
り

堂
（
常
光
院
）
を
建
立
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
清
盛
の
代
に
至
り
、
六
波
羅

は
平
家
一
門
の
邸
宅
が
軒
を
連
ね
る
所
に
な
り
ま
し
た
。

平
家
の
邸
宅
は
一
帯
の
町
名
に
な
ご
り
を
留
め
て
い
ま
す
。
多
門
町
は
六
波

た
も
ん
ち
よ
う

羅
邸
の
東
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
惣
門
に
ち
な
み
、
門
の
脇
に
平
教
盛
邸
の
門

た
い
ら
の
の
り
も
り

か
ど

脇
殿
（
門
脇
町
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
三
盛
町
（
旧
泉
殿
町
）
に
は
清
盛

わ
き
ど
の

か
ど
わ
き
ち
よ
う

み
つ
も
り
ち
よ
う

い
づ
み
ど
の
ち
よ
う

の
泉
殿
が
あ
り
、
そ
の
中
に
常
光
院
と
そ
の
鎮
守
社
が
あ
り
ま
し
た
。
常
光
院

に
は
京
の
百
塔
巡
礼
の
一
と
さ
れ
た
塔
が
あ
り
、
鎮
守
社
に
は
安
芸
宮
島
か
ら

勧
請
し
た
伊
津
伎
島
（
厳
島
）
神
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
南
方
の
池
殿
（
池

い
　
つ
　
き
　
し
ま

い
つ
く
し
ま

殿
町
）
は
、
清
盛
の
継
母
池
禅
尼
の
邸
宅
で
、
息
子
頼
盛
に
引
き
継
が
れ
ま
し

い
け
の
ぜ
ん
に

た
。
清
盛
の
娘
徳
子
が
安
徳
天
皇
を
出
産
し
た
の
も
こ
の
邸
宅
で
し
た
。

平
家
の
拠
点
六
波
羅
邸
と
清
盛
の
邸
宅
西
八
条
殿
（
現
下
京
区
梅
小
路
公
園

に
し
は
ち
じ
ょ
う
ど
の

う
め
こ
う
じ
　
こ
う
え
ん

附
近
）
は
と
も
に
交
通
の
要
衝
に
築
か
れ
ま
し
た
。
六
波
羅
は
、
小
松
谷
を
経

こ
　
ま
つ
だ
に

て
山
科
に
抜
け
る
道
筋
に
あ
り
、
東
国
や
伊
勢
平
氏
の
本
拠
地
伊
勢
・
伊
賀
へ

(c)2011 京都市(制作 京都市歴史資料館) ver.2
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の
玄
関
口
に
当
り
ま
す
。
平
安
時
代
末
以
降
、
武
家
の
地
と
し
て
発
展
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

寿
永
二
（
一
一
八
三
）
年
、
平
家
一
門
が
安
徳
天
皇
と
神
器
を
奉
じ
て
都
を

あ
ん
と
く

落
ち
る
際
、
西
八
条
殿
と
と
も
に
六
波
羅
邸
に
自
ら
火
を
放
ち
、
豪
壮
な
邸
宅

は
灰
燼
に
帰
し
ま
し
た
。

■
六
波
羅
探
題
っ
て
何
？

六
波
羅
探
題
と
は
鎌
倉
幕
府
が
京
都
に
お
け
る
政
治
拠
点
と
し
て
設
け
た
出

ろ

く

は

ら

た

ん

だ
い

先
機
関
、
お
よ
び
そ
の
長
を
指
し
、
執
権
・
連
署
に
次
ぐ
幕
府
の
重
職
で
し
た
。

し
つ
け
ん

れ
ん
し
よ

平
家
都
落
ち
の
後
、
六
波
羅
の
地
は
源
頼
朝
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
文
治
元

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

（
一
一
八
五
）
年
、
北
条
時
政
が
頼
朝
の
使
者
と
し
て
上
洛
し
て
以
来
、
京
都
守

ほ
う
じ
よ
う
と
き
ま
さ

護
の
庁
舎
が
こ
の
地
に
築
か
れ
、
頼
朝
や
御
家
人
の
宿
舎
も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

承
久
の
乱
（
一
二
二
一
年
）
で
、
幕
府
軍
を
率
い
て
入
京
し
た
北
条
泰
時
・

じ
よ
う
き
ゆ
う

ほ
う
じ
よ
う
や
す
と
き

時
房
は
、
乱
後
も
六
波
羅
に
留
ま
り
、
乱
後
の
処
理
や
庶
政
に
当
た
り
ま
し
た
。

と
き
ふ
さ

こ
れ
が
六
波
羅
探
題
の
起
源
で
す
。
六
波
羅
北
方
・
南
方
各
一
名
の
探
題
が
北

条
氏
一
門
か
ら
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

元
弘
三
（
一
三
三
三
）
年
、
足
利
尊
氏
ら
に
攻
め
ら
れ
、
六
波
羅
探
題
は
陥

あ
し
か
が
た
か
う
じ

落
し
ま
し
た
。
室
町
時
代
以
降
の
六
波
羅
は
、
芸
能
や
一
服
一
銭
の
茶
売
り
で

賑
わ
う
、
信
仰
と
遊
興
の
地
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

■
信
仰
の
地
・
六
波
羅

六
道
詣
り
と
幽
霊
飴

毎
年
八
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
で
は
、
先
祖
の
精
霊
を
迎
え
て
供
養
が
行
わ
れ

う
　
ら
　
ぼ
ん

し
よ
う
り
よ
う

ま
す
が
、
京
都
で
は
、
そ
の
少
し
前
の
八
月
七
日
か
ら
十
日
の
間
に
精
霊
を
迎

え
る
た
め
、
珍
皇
寺
な
ど
に
参
詣
す
る
精
霊
迎
え
（
六
道
詣
り
）
が
行
わ
れ
ま

ち
ん
こ
う
じ
　

す
。こ

の
間
、
珍
皇
寺
は
水
塔
婆
を
納
め
、
迎
え
鐘
を
つ
き
、
高
野
槙
の
葉
を
求

こ
う
や
　
ま
き

め
て
精
霊
迎
え
す
る
人
で
賑
わ
い
ま
す
。
迎
え
鐘
と
は
、
境
内
に
あ
る
銅
鐘
の

こ
と
で
、
そ
の
音
が
冥
土
に
ま
で
届
き
、
亡
き
人
が
こ
の
響
き
に
応
じ
て
こ
の

世
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
精
霊
は
槙
の
葉
に
乗
っ

ま
き

て
冥
土
か
ら
家
に
戻
っ
て
く
る
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
持
ち
帰
り
、
十
三
日

め
い
ど
　

に
は
仏
壇
に
供
え
ら
れ
ま
す
。

珍
皇
寺
門
前(

現
在
は
六
波
羅
蜜
寺
の
北
に
移
転)

の
飴
屋
で
売
ら
れ
る
飴
は

あ
め

六
波
羅
の
名
物
の
一
つ
で
す
。
こ
の
飴
は
子
育
て
の
「
幽
霊
飴
」
と
呼
ば
れ
、

ゆ
う
れ
い
あ
め

次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

赤
ん
坊
を
抱
い
た
女
が
毎
日
三
文
の
飴
を
買
い
に
き
た
。
不
審
に
思
っ
た

さ
ん
も
ん

店
の
人
が
女
の
あ
と
を
つ
け
て
い
く
と
、
鳥
辺
野
墓
地
で
そ
の
姿
が
消
え

た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
近
く
の
寺
の
住
職
は
、
最
近
臨
月
で
亡
く
な
っ
た

女
性
の
墓
で
念
仏
を
唱
え
た
。
す
る
と
、
土
の
中
か
ら
赤
ん
坊
の
泣
き
声

が
聞
こ
え
た
。
掘
り
起
こ
す
と
、
飴
を
し
ゃ
ぶ
る
赤
ん
坊
が
い
た
。
死
し

て
な
お
子
を
思
う
母
の
執
念
が
、
幽
霊
と
な
っ
て
子
を
養
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
伝
説
は
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
，
そ
の
多
く
は
名
僧
の
誕
生
譚

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
清
水
へ
の
参
詣
道

き
よ
み
ず

六
波
羅
の
地
は
清
水
寺
へ
の
参
詣
道
で
し
た
。
平
安
時
代
末
期
に
で
き
た
歌

謡
集
『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
「
何
れ
か
清
水
へ
参
る
道
、
京
極
く
だ
り
に
五
条
ま

り
よ
う
じ
ん
ひ
し
よ
う
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で
、
石
橋
よ
、
東
の
橋
詰
、
四
つ
棟
、
六
波
羅
堂
、
愛
宕
寺
、
大
仏
深
井
と
か
、

そ
れ
を
打
ち
過
ぎ
て
八
坂
寺
」
と
記
さ
れ
、
鴨
川
に
架
か
る
五
条
の
石
橋
を
渡

る
と
す
ぐ
に
六
波
羅
蜜
寺
が
あ
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
当
時
の

五
条
通
は
い
ま
の
松
原
通
、
つ
ま
り
珍
皇
寺
の
前
の
通
り
で
す
。

ま
た
、
十
六
世
紀
に
作
ら
れ
た
「
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
」
に
も
、
信
仰
を
集

き
よ
み
ず
で
ら
さ
ん
け
い
ま
ん
だ
　
ら
　

め
た
六
波
羅
蜜
寺
の
地
蔵
堂
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
珍
皇
寺

東
山
区
東
大
路
通
松
原
西
入
小
松
町

ち
ん
こ
う
じ
　

臨
済
宗
建
仁
寺
派
。
本
尊
は
伝
教
大
師
（
最
澄
）
作
と
伝
え
る
薬
師
如
来
。

創
建
に
つ
い
て
は(

1)

承
和
三
（
八
三
六
）
年
、
山
代
淡
海
開
基
、(

2)

空
海

や
ま
し
ろ
お
う
み
　

の
師
大
安
寺
慶
俊
に
よ
る
創
建
、(

3)

鳥
部
氏
の
建
立
な
ど
諸
説
あ
り
ま
す
。

と
り
べ
　

所
領
は
鳥
部
郷
・
八
坂
郷
・
錦
部
郷
の
三
郷
に
わ
た
り
、
十
世
紀
末
ご
ろ
に
は
、

と
り
べ
　
ご
う

や
　
さ
か
ご
う

に
し
ご
り
ご
う

近
隣
の
大
寺
社
と
し
ば
し
ば
境
界

相
論
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。

珍
皇
寺
は
元
来
、
東
寺
の
末
寺

と
う
じ
　

で
し
た
が
、
貞
治
三
（
一
三
六
四
）

年
東
寺
か
ら
離
れ
、
建
仁
寺
塔
頭

け
ん
に
ん
じ
た
つ
ち
ゆ
う

大
昌
院
の
末
寺
と
な
り
、
の
ち
合

だ
い
し
よ
う
い
ん

併
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
四
十
三

（
一
九
一
〇
）
年
ふ
た
た
び
独
立
。

■
小
野
篁
卿
旧
跡

東
山
区
松
原
通
東
大
路
西
入
轆
轤
町
（
珍
皇
寺
前
）

お
の
の
た
か
む
ら
き
よ
う
き
ゆ
う
せ
き

ろ
く
ろ
ち
よ
う

平
安
前
期
の
貴
族
小
野
篁
（
八
〇
二
～
五
二
）
は
博
識
多
才
を
も
っ
て
知
ら

れ
る
人
物
で
す
が
、
奇
行
が
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
の
持
ち
主
で
す
。
死
後
、

閻
魔
庁
に
仕
え
、
そ
の
亡
霊
が
珍
皇
寺
門
前
の
六
道
の
辻
か
ら
に
冥
府
に
通
っ

え
ん
ま
の
ち
よ
う

め
い
ふ
　

た
と
い
う
伝
説
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
伝
説
に
基
づ
き
「
小
野
篁
卿
旧
跡
」
の

石
標
が
珍
皇
寺
前
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

寺
内
に
は
篁
像
を
安
置
す
る
篁
堂
が
あ
り
、
本
堂
背
後
の
庭
内
に
は
、
篁
が

た
か
む
ら
ど
う

冥
土
通
い
に
利
用
し
た
と
伝
え
る
井
戸
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
閻
魔
庁
へ
の
往
路
で
あ
る
六
波
羅
を
「
死
の
六
道
」
と
呼
び
、
現
世

へ
の
帰
路
で
あ
る
上
嵯
峨
を
「
生
の
六
道
」
と
呼
び
ま
す
。

か
み
さ
　
が
　

し
よ
う

地
獄
で
苦
し
む
亡
者
の
た
め
に
罪
を
受
け
て
い
る
と
い
う
地
蔵
尊
に
出
会
っ

た
篁
は
、
感
激
し
て
嵯
峨
大
覚
寺
門
前
か
ら
現
世
に
戻
る
と
福
生
寺
を
建
立
し

だ
い
か
く
じ
　

ふ
く
お
　
じ
　

て
地
蔵
尊
を
祀
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
寺
は
廃
寺
に
な
り
ま
し
た
が
、

地
蔵
尊
は
薬
師
寺
（
右
京
区
嵯
峨
釈
迦
堂
藤
ノ
木
町
）
に
伝
え
ら
ま
し
た
。
現

在
こ
の
薬
師
寺
に
は
福
生
寺
の
跡
を
示
す
「
生
の
六
道

小
野
篁
公
遺
跡
」
の

石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
六
道
の
辻

東
山
区
松
原
通
東
大
路
西
入
轆
轤
町
（
珍
皇
寺
前
）

ろ
く
ど
う

六
道
と
は
、
仏
語
で
衆
生
が
生
前
の
業
因
に
よ
り
生
死
を
繰
り
返
す
六
つ
の

迷
い
の
世
界
。
す
な
わ
ち
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
上
の

あ
　
し
ゆ
ら
　

こ
と
で
す
。

六
道
の
辻
は
、
六
道
へ
通
じ
る
道
の
分
か
れ
る
所
の
意
で
、
一
般
的
に
珍
皇

寺
門
前
の
Ｔ
字
路
を
さ
し
ま
す
。
小
野
篁
が
冥
府
と
の
往
復
を
果
た
し
た
と
い

う
伝
説
か
ら
、
こ
の
辺
り
が
冥
界
へ
の
入
口
「
六
道
の
辻
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

珍
皇
寺
内
と
西
福
寺
前
に
六
道
の
辻
を
示
す
石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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西
福
寺
は
、
空
海
が
鳥
辺
野
の
無
常
所
の
入
口
に
あ
た
る
地
に
地
蔵
堂
を
建

さ
い
ふ
く
じ
　

て
、
自
作
の
土
仏
地
蔵
尊
（
六
道
の
地
蔵
尊
）
を
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
六
波
羅
蜜
寺

東
山
区
松
原
通
大
和
大
路
東
入
二
丁
目
下
る
轆
轤
町

ろ
く
は
　
ら
　
み
つ
じ
　

真
言
宗
智
山
派
。
西
国
三
十
三
番
霊
場
第
十
七
番
札
所
。
応
和
三
（
九
六
三
）

年
、
空
也
が
建
立
し
た
西
光
寺
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
貞
元
二
（
九
七
七
）
年
六

く
う
や
　

さ
い
こ
う
じ
　

波
羅
蜜
寺
と
改
称
、
天
台
別
院
と
な
り
ま
し
た
。

空
也
が
は
じ
め
た
と
伝
え
る
踊
念
仏
の
本
縁
地
と
し
て
、
こ
の
寺
は
庶
民
の

お
ど
り
ね
ん
ぶ
つ

信
仰
を
集
め
ま
し
た
。
近
年
の
発
掘
調
査
で
は
、
康
治
元
（
一
一
四
二
）
年
沙

弥
西
念
が
埋
納
し
た
「
仏
教
供
養
目
録
」
や
、
五
輪
塔
を
か
た
ど
っ
た
泥
塔
二

千
点
余
が
出
土
し
、
平
安
後
期
の
庶
民
信
仰
を
知
る
大
変
貴
重
な
資
料
と
し
て

国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

本
堂
は
承
安
三
（
一
一
七
三
）
年
に
炎
上
、
す
ぐ
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
も
た
び
た
び
焼
失
。
貞
治
年
間
（
一
三
六
二
～
六
八
）
、
室
町
将
軍
足
利

義
詮
の
命
で
大
修
理
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
本
堂
は
貞
治
二
（
一
三
六

よ
し
あ
き
ら

三
）
年
建
立
（
重
要
文
化
財
）
。

文

禄

四

（

一

五

九

五

）

年

青
蓮
院
に
属
し
、
真
言
宗
寺
院

し
よ
う
れ
ん
い
ん

と
な
り
ま
し
た
。

本
尊
の
十
一
面
観
音
像
は
空

也
作
と
伝
え
ら
れ
、
空
也
上
人

立
像
は
運
慶
の
子
康

勝
作
（
い

う
ん
け
い

こ
う
し
よ
う

ず
れ
も
重
要
文
化
財
）
。
口
か
ら

吹
き
出
す
六
体
の
小
仏
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
名
号
に
ち
な
み
ま
す
。
ま

な
　
む
　
あ
　
み
　
だ
　
ぶ
つ

ろ
く
じ
み
よ
う
ご
う

た
、
平
清
盛
像
と
伝
え
る
運
慶
派
仏
師
の
手
に
な
る
彫
刻
が
あ
り
ま
す
。
正
月

の
皇
福
茶
、
八
月
七
～
十
日
の
盂
蘭
盆
行
事
、
万
灯
会
、
十
二
月
十
三
～
三
十

お
う
ぶ
く
ち
や

ま
ん
と
う
え
　

一
日
の
か
く
れ
念
仏
（
空
也
踊
念
仏
）
な
ど
の
行
事
は
有
名
。

く
う
や
お
ど
り
ね
ん
ぶ
つ

■
平
氏
六
波
羅
第
・
六
波
羅
探
題
府
址

六
波
羅
蜜
寺
内

へ
い
し
　
ろ
く
は
ら
て
い

ろ
く
は
ら
た
ん
だ
い
ふ
　
あ
と

現
在
「
平
氏
六
波
羅
第
・
鎌
倉
幕
府
六
波
羅
探
題
址
」
の
石
標
が
建
て
ら
れ

て
い
る
付
近
一
帯
に
は
、
都
落
ち
の
際
に
焼
失
し
た
平
氏
一
門
の
邸
宅
六
波
羅

第
と
、
そ
の
後
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
六
波
羅
探
題
が
あ
り
ま
し

た
。五

条
末
（
現
松
原
通
）
か
ら
六
条
坊
門
末
（
現
五
条
通
）
に
は
六
波
羅
探
題

の
北
方
が
、
六
条
坊
門
末
か
ら
六
条
末
（
現
正
面
通
）
に
は
南
方
が
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。

■
愛
宕
念
仏
寺
跡

東
山
区
松
原
通
大
和
大
路
東
入
北
側
弓
矢
町

お
た
ぎ
　
ね
ん
ぶ
つ
じ
　
あ
と

天
台
宗
延
暦
寺
派
で
、
本
尊
は
六
波
羅
観
音
の
名
で
庶
民
の
信
仰
を
集
め
た

千
手
観
音
。

念
仏
寺
は
、
醍
醐
天
皇
の
勅
願
で
、
延
喜
十
一
（
九
一
一
）
年
建
立
さ
れ
た

と
伝
え
ま
す
。
開
基
の
千
観
は
空
也
の
教
え
を
受
け
熱
心
に
念
仏
を
勧
め
、
念

せ
ん
か
ん

仏
上
人
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
念
仏
寺
の
称
が
生
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
嵯
峨
鳥
居
本
（
現
右
京
区
）
に
移
転
し
ま
し
た
。

と
り
い
　
も
と

六
波
羅
に
は
旧
地
を
示
す
石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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