
　

「
御ご

し

ょ所
」
と
言
え
ば
、
天
皇
が
江
戸
時

代
ま
で
住
ん
で
い
た
京
都
の
「
京
都
御

所
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
高
貴
な
人

が
住
む
建
物
と
そ
の
場
所
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。
さ
ら
し
な
の
里
の
羽
尾
地
区
（
旧

更
級
村
）
に
も
「
築つ

い

じ

ご

し

ょ

地
御
所
」
と
も
呼
ば

れ
た
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
扇
状
地
の

当
地
を
流
れ
下
る
主
要
河
川
の
雄
沢
川
沿

い
、
現
在
は
畑
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

二
十
数
年
前
ま
で
は
、
土
塀
を
載
せ
た
と

み
ら
れ
る
石
垣
（
築
地
）
が
畑
の
周
囲
を

め
ぐ
ら
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
当
時

の
畑
の
所
有
者
で
あ
る
羽
尾
在
住
の
郷
土

史
研
究
家
、
北き

た
む
ら
・
か
ず
え

村
主
計
さ
ん
に
覚
え
て
い

る
こ
と
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
畑
の
中
に
は
直
径
三
十
㌢

く
ら
い
の
柱
を
載
せ
る
礎
石
（
下
の
写
真
）

が
い
く
つ
も
あ
っ
た
そ
う
で
、
こ
れ
は
上

に
屋
根
瓦
を
載
せ
た
立
派
な
建
物
が
あ
っ

た
証
拠
で
す
。
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そ
の
場
所
は
明
治
新
道
と
雄
沢
川
が
湾

曲
す
る
間
、「
つ
い
じ
」
と
い
う
地
籍
名

が
伝
わ
る
所
で
す
。
左
下
の
写
真
は
国
土

地
理
院
が
一
九
六
五
年
に
撮
影
し
た
当
地

の
航
空
写
真
で
、
ま
だ
圃
場
整
備
の
前
な

の
で
、
伝
来
の
畑
割
り
が
よ
く
残
っ
て
お

り
、
緑
色
の
部
分
が
築
地
御
所
の
ス
ポ
ッ

ト
の
有
力
候
補
地
で
す
。「
つ
い
じ
」
は
漢

字
に
す
る
と
築
地
で
、
土
で
塗
り
固
め
、

屋
根
を
瓦
で
葺
い
た
塀
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。
明
治
時
代
の
初
め
に
編
ま
れ
た
羽
尾

村
誌
に
は
築
地
御
所
の
ス
ケ
ッ
チ
（
左
上

の
写
真
）
が
載
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
確
か
に
石
組
の
区
画
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
石
組
の
上
部
に
描

か
れ
た
線
は
雄
沢
川
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
由
来
の
解
説
は
「
高

貴
な
人
が
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
言
い
伝
え
を
失
う
」
と

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
村
誌

は
古
老
の
話
を
も
と
に
作
ら
れ
た

で
し
ょ
う
か
ら
、
江
戸
時
代
の
後

半
に
は
、
実
際
ど
の
よ
う
に
こ
の

石
垣
一
帯
が
使
わ
れ
た
の
か
分
か

ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

と
な
る
と
、
石
垣
の
建
設
は
江
戸
前
期

よ
り
古
く
な
り
ま
す
。
御
所
と
い
う
と
京

都
御
所
に
な
じ
み
が
あ
る
の
で
、
南
北
朝

時
代
の
南
朝
側
の
後
醍
醐
天
皇
の
八
番
目

の
子
、
宗む

ね
よ
し
し
ん
の
う

良
親
王
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま

い
ま
す
。
数
年
の
間
、
当
地
に
滞
在
し
た

と
の
説
も
あ
り
、
だ
と
す

る
と
、
小
さ
く
と
も
京
都

御
所
並
み
の
館

や
か
た

を
作
っ
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
（
宗
良
親
王
に

つ
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
75
、

128
な
ど
参
照
）。

　

畑
の
石
垣
と
聞
く
と
、

段
差
を
つ
け
て
上
の
土
が

落
ち
な
い
よ
う
に
土
留
め

す
る
姿
を
思
い
浮
か
べ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ

の
「
築
地
御
所
」
の
石
垣

は
違
い
ま
す
。
田
畑
の
畔

に
あ
た
る
部
分
だ
け
石
組
を
施
し
、
凸と

つ

状

に
石
を
組
み
上
げ
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
上
に
屋
根
瓦
の
載
る
土
塀
が
あ
っ
た

の
は
ま
ず
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

北
村
さ
ん
は
幼
少
時
、
石
垣
を
見
な
が

ら
畑
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
昔
の
写
真
を
探
し
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
、
三
十
年
近
く
前
、
お
子
さ
ん
が
築
地

御
所
と
呼
ば
れ
た
畑
で
遊
ん
で
い
る
様
子

を
撮
っ
た
写
真
に
そ
の
石
垣
が
映
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
写
真
が
中
央
最
上
部
で
す
。

二
人
の
お
子
さ
ん
の
後
方
、
左
右
に
石
組

が
走
っ
て
い
ま
す
。
黄
土
色
っ
ぽ
く
見
え

る
の
は
枯
れ
草
の
せ
い
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

後
ろ
の
山
は
千
曲
川
対
岸
の
五
里
ケ
峯
な

ど
。
石
組
の
向
こ
う
側
は
一
段
低
く
な
っ

た
畑
で
し
た
。

　

蚕
を
育
て
る
た
め
の
桑
か
ら
り
ん
ご
畑

に
代
わ
る
時
代
、
北
村
さ
ん
も
祖
父
吉よ

し
た
か堯

さ
ん
、
父
章ふ

み

お夫
さ
ん
ら
と
一
緒
に
苗
木
を

植
え
る
た
め
に
畑
を
掘
る
手
伝
い
を
し
た

の
で
す
が
、
そ
の
と
き
、
太
い
木
の
柱
を

載
せ
る
た
め
に
削
っ
て
窪
み
を
設
け
た
と

考
え
ら
れ
る
礎
石
が
い
く
つ
も
出
て
き
ま

し
た
。
畑
仕
事
を
す
る
に
は
石
組
も
礎
石

も
じ
ゃ
ま
だ
っ
た
た
め
、
業
者
に
頼
ん
で

大
半
を
撤
去
し
、
礎
石
は
業
者
が
持
っ
て

帰
っ
た
そ
う
で
す
。
一
つ
だ
け
を
記
念
と

し
て
畑
の
隅
っ
こ
に
置
い
て
あ
っ
た
の

を
、
後
日
、
北
村
家
の
庭
に
運
び
ま
し
た
。

そ
れ
が
上
の
写
真
で
す
。

　

雄
沢
川
の
河
床
や
川
沿
い
の
畑
に
は
死

者
を
供
養
す
る
墓
標
の
五
輪
塔
の
部
分
が

た
く
さ
ん
転
が
っ
て
お
り
、
ワ
ン
セ
ッ
ト

だ
け
家
に
持
ち
帰
り
組
み
立
て
ま
し
た
。

そ
れ
が
右
の
写
真
で
す
。
五
輪
塔
を
は
じ

め
地
中
か
ら
出
た
石
は
雄
沢
川
に
よ
く
投

げ
込
ま
れ
ま
し
た
。
ほ
ぼ
す
べ
て
が
大
水

の
と
き
に
流
れ
下
り
、
今
は
下
流
の
千
曲

川
の
河
床
に
沈
ん
で
い
る
の
で
は
と
北
村

さ
ん
は
推
測
し
ま
す
。

　

現
在
は
新
し
い
農
道
建
設
と
集
落
排
水

事
業
に
よ
る
換
地
で
土
地
の
所
有
者
は
別

の
人
に
移
っ
て
い
ま
す
が
、
今
も
礎
石
に

な
る
よ
う
な
大
き
な
石
が
掘
る
と
出
て
く

る
そ
う
で
す
。
堂

ど
う
じ
ょ
う
さ
ん

城
山
に
上
る
と
、
明
治

時
代
ま
で
は
石
組
が
全
部
見
え
た
と
い
う

話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
が
村
誌
に

刻
印
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
明
治
初
期
に
は
も
う
由
来
が
分

か
ら
な
く
な
っ
た
築
地
御
所
。
時
代
は
相

当
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
は
確
実
で
す
。
先
に

宗
良
親
王
と
書
き
ま
し
た
が
、
必
ず
し
も

彼
の
館
の
た
め
だ
け
の
石
垣
で
は
な
く
、

宗
良
親
王
の
後
の
時
代
で
す
が
、
戦
国
時

代
に
当
地
を
治
め
た
と
の
説
も
あ
る
羽
尾

入
道
な
ど
の
豪
族
の
館
だ
っ
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
土
塀
が
載
っ
た
石
垣
は
、
住

む
人
の
相
当
な
高
貴
さ
を
背
景
に
し
て
作

ら
れ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
（
な
お

羽
尾
入
道
と
宗
良
親
王
が
滞
在
し
た
場
所

と
し
て
は
現
在
の
明
徳
寺
の
敷
地
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
期
間
限
定

の
滞
在
な
の
で
、
両
方
に
住
ん
だ
と
し
て

も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
）。

　

雄
沢
川
沿
い
に
つ
く
ら
れ
た
の
も
興
味

深
い
で
す
。
川
沿
い
な
の
で
大
雨
が
降
れ

ば
危
険
で
す
が
、
掘
り
割
り
と
考
え
れ
ば

敵
の
侵
入
を
防
げ
ま
す
。
ま
た
、
す
ぐ
下

流
に
は
「
申さ

る
が
く楽

」
と
い
う
地
籍
名
の
畑
が

あ
り
ま
す
。
申
楽
は
平
安
時
代
の
芸
能
で
、

こ
っ
け
い
な
物
ま
ね
や
言
葉
芸
を
意
味
す

る
言
葉
で
す
。
都
か
ら
信
濃
の
国
を
通
り

日
本
海
側
に
通
じ
る
当
時
の
国
道
、
東
山

道
の
支
道
と
し
て
雄
沢
川
沿
い
も
使
わ
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、「
築
地
御
所
」

一
帯
も
人
と
情
報
が
交
差
す
る
一
つ
の
拠

点
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
冠
着
山
と
の
関
係
で
す
。
こ
こ

か
ら
の
眺
め
は
と
て
も
良
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
背
景
に
は
堂
城
山
、
前
方
に
は
千

曲
川
と
鏡

き
ょ
う
だ
い
さ
ん

台
山
、
雄
沢
の
せ
せ
ら
ぎ
、
戦

乱
の
時
代
の
中
世
に
あ
り
な
が
ら
も
文
化

を
楽
し
ん
だ
都
人
が
こ
の
ス
ポ
ッ
ト
に
身

を
浸
せ
ば
、
い
っ
と
き
は
戦
い
を
忘
れ
ら

れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

明
治
の
村
誌
に
記
さ
れ
た
大
規
模
な
石
垣
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更
級
村
）

に
な
り
ま
す
。

る
の
は
枯
れ
草
の
せ
い
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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