
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
し
て
の
六
条
河
原
院

　

六
条
河
原
院
は
、
源
融
が
、
塩
竈
の
景
物
と
景
観
を
そ
の
ま
ま
人
工
的
に

う
つ
し
て
河
原
院
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
風
に
言
え
ば
、
ラ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ
と
し
て
の
河
原
院
を
都
に
出
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
壮
大

で
あ
り
、
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
誇
っ
て
い
た
。
源
氏
物
語
の
六
条
院
と
も
比

肩
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
と
も
さ
れ
る
。
し
か
も
、

塩
竈
の
塩
焼
を
復
元
し
て
、
三
十
石
の
塩
を
難
波
津
か
ら
運
ば
せ
て
池
の
水

を
海
水
と
し
て
、
そ
こ
で
塩
汲
み
の
生
業
を
な
し
、
塩
焼
き
の
煙
を
そ
の
ま

ま
立
ち
上
ら
せ
た
と
い
う
。
京
都
は
海
の
な
い
都
市
で
あ
り
、
三
方
四
方
を

山
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
京
都
に
、
塩
焼
が
で
き
る
だ
け
の
海
水
を
池
一

面
に
張
り
、
塩
焼
の
煙
を
立
て
さ
せ
た
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
光
景
と
し
て

都
の
貴
族
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
を
瞠
目
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
後
に

触
れ
る
が
、
近
世
の
作
品
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
壮
大
華
麗
な
六
条
河
原
院

の
塩
竈
の
浦
に
人
々
は
貴
賤
群
衆
し
た
と
語
ら
れ
る
。

　

そ
の
贅
を
尽
く
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
対
し
て
尋
常

な
ら
ざ
る
執
着
を
抱
く
源
融
が
、
荒
れ
果
て
た
庭
園
に
昔
の
風
雅
な
「
遊
楽

の
庭
」
を
求
め
て
憧
れ
出
て
も
何
の
不
思
議
も
あ
る
ま
い
。
い
わ
ゆ
る
複
式

夢
幻
能
の
範
疇
に
お
さ
ま
ら
な
い
背
景
に
は
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
か
。

　
『
融
』
に
は
、
六
条
河
原
院
に
ま
つ
わ
る
説
話
的
な
幽
霊
譚
の
装
い
は
ま
っ

た
く
な
い
。『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
江
談
抄
』
等
の
説
話
的
な

執
念
や
恨
み
が
ま
し
さ
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
し
た
詩
的

な
凛
と
し
た
律
動
が
感
じ
ら
れ
る
。
説
話
的
、
散
文
的
な
執
着
執
心
と
は
次

元
の
異
な
る
、
和
歌
、
物
語
、
漢
詩
等
の
典
拠
や
素
材
を
組
み
込
ん
だ
典
雅

月
の
都
に
い
り
に
け
り 

―
『
融
』
の
世
界
と
そ
の
享
受
―

山
田
　
和
人

　
『
融
』
は
、
秋
の
仲
秋
の
名
月
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
六
条
河
原
院
を
舞
台
に

繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
優
美
に
し
て
典
雅
な
能
で
あ
る
。
後
シ
テ
と
し
て
現
わ

れ
る
源
融
の
至
福
の
舞
は
、
漢
詩
の
清
澄
さ
と
晴
れ
や
か
な
興
趣
が
何
よ
り

の
魅
力
で
あ
ろ
う
。
月
の
都
の
住
人
が
、
都
の
塩
竈
の
月
の
美
し
さ
に
惹
か

れ
て
憧
れ
出
た
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
幻
想
的
な
世
界
で
あ
る
。

演
出
装
置
と
し
て
の
「
月
」

　

そ
し
て
、そ
の
背
後
に
あ
る
の
が「
月
」の
存
在
で
あ
る
。「
月
」に
惹
か
れ
て
、

前
シ
テ
も
、
後
シ
テ
も
現
れ
る
。「
月
」
は
「
今
」
と
「
昔
」
を
つ
な
ぐ
最
も

重
要
な
演
出
装
置
で
あ
る
。
今
で
言
え
ば
、
さ
な
が
ら
タ
イ
ム
マ
シ
ン
と
い

う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
月
を
媒
介
に
し
て
、
塩
竈
も
六
条

河
原
院
も
、
京
の
名
所
も
、
次
々
と
展
開
し
て
い
く
。
シ
テ
は
、
そ
こ
に
次
々

と
展
開
さ
れ
て
い
く
シ
ー
ン
を
自
在
に
超
越
し
て
渡
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た

ど
こ
か
晴
れ
や
か
で
自
在
な
雰
囲
気
が
、
こ
の
能
に
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
支
え
て
い
る
の
が
、「
月
」
で
あ
り
、「
月
」
が
漢
詩
的
な
清
澄
な
清
々

し
い
風
趣
の
充
満
し
た
六
条
河
原
院
を
、
も
う
ひ
と
つ
の
観
念
的
な
小
宇
宙

と
し
て
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
小
宇
宙
に
は
、
時
間
と
空
間

を
越
え
た
六
条
河
原
院
が
、
う
ら
寂
し
い
荒
涼
と
し
た
廃
墟
で
あ
り
な
が
ら

も
、
栄
華
を
極
め
た
遊
楽
の
宴
で
も
あ
り
え
る
不
思
議
な
空
間
と
し
て
出
現

す
る
。
こ
こ
は
、
比
喩
的
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
月
光
に
照
ら
し

出
さ
れ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
空
間
で
あ
り
、「
月
」
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
る

空
間
で
も
あ
っ
た
。

同
志
社
大
学
教
授



な
趣
き
が
あ
る
の
は
、
自
ら
造
営
し
た
六
条
河
原
院
へ
の
融
の
並
々
な
ら
ぬ

月
下
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
へ
の
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

人
形
浄
瑠
璃
と
『
融
』

　

さ
て
、
こ
う
し
た
『
融
』
の
世
界
は
、
近
世
の
芸
能
・
演
劇
に
ど
の
よ
う

に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
、
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

近
松
に
は
、『
融
大
臣
』
が
あ
る
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
正
月
以
前
、

竹
本
座
上
演
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
近
松
全
集
』
解
説
）。
物
部
春
主
の
謀

反
を
鎮
め
る
と
い
う
縦
筋
に
融
大
臣
の
恋
を
絡
め
る
展
開
で
あ
る
。
融
大
臣

は
、
最
愛
の
青
柳
に
瓜
二
つ
の
陸
奥
の
笆ま
が
き長
者
の
娘
台う
て
なの
前
を
慕
っ
て
塩
竈

に
下
り
、
桂
と
呼
ば
れ
潮
汲
み
奉
公
す
る
。
総
領
の
郡
司
に
隠
し
男
と
疑
わ
れ
、

二
人
は
美
濃
の
国
へ
と
落
ち
延
び
る
。
大
江
の
千
里
ら
忠
臣
と
土
地
の
馬
方

に
助
け
ら
れ
、
春
主
ら
を
捕
縛
し
、
無
事
、
国
が
お
さ
ま
る
。

　

五
段
目
で
は
、
陸
奥
塩
竈
の
景
を
う
つ
す
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
、

後
半
は
『
融
』
の
世
界
と
な
っ
て
大
団
円
を
迎
え
る
。
淳
和
天
皇
に
陸
奥
の

歌
枕
名
所
古
跡
の
物
語
を
す
る
と
、
帝
や
人
々
は
絵
に
写
し
て
ほ
し
い
と
興

が
る
。
融
大
臣
は
、
そ
れ
な
ら
ば
、
歌
や
絵
で
は
な
く
、
海
人
乙
女
の
潮
汲

み
の
有
り
様
を
見
聞
し
て
民
の
暮
ら
し
に
目
を
向
け
て
ほ
し
い
と
言
上
し
、

塩
竈
の
景
を
う
つ
し
て
六
条
河
原
院
を
造
営
す
る
こ
と
に
す
る
。
方
八
丁
に

江
を
掘
り
、
松
島
雄
島
籬
が
島
八
十
八
島
を
象
り
、
毎
日
摂
州
よ
り
潮
を
運

ば
せ
完
成
し
た
河
原
院
に
主
上
を
は
じ
め
多
く
の
見
物
衆
が
詰
め
か
け
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
能
『
融
』
の
世
界
と
な
っ
て
、
海
人
乙
女
が
汐
汲
み
の
様

を
見
せ
、
娘
の
求
め
に
応
じ
て
塩
木
の
翁
が
都
の
名
所
を
語
り
、
汐
を
汲
む

所
作
を
す
る
。
こ
の
場
面
は
「
ち
か
の
し
ほ
が
ま
」
と
い
う
節
事
と
し
て
取

り
込
ま
れ
て
い
る
。
塩
竈
の
浦
を
都
に
う
つ
し
た
謂
れ
を
物
語
る
場
面
は
簡

略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
名
所
教
え
の
場
面
は
ほ
ぼ
『
融
』
を
踏
襲
し
て
お
り
、

こ
の
名
所
尽
く
し
が
人
気
を
博
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
太
夫
、
ワ

キ
、
ツ
レ
の
掛
け
合
い
の
語
り
に
よ
る
聞
か
せ
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

能
の
後
場
の
早
舞
の
場
面
が
展
開
さ
れ
、「
月
の
都
に
入
給
ふ
御
よ
そ
ほ
ひ
こ

そ
め
で
た
け
れ
」
と
な
っ
て
御
代
を
寿
い
で
千
秋
万
歳
楽
と
な
る
。『
融
』
が

祝
言
の
意
味
を
持
つ
曲
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
で
大
団
円
と
す
る

意
図
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
近
松
以
後
の
浄
瑠
璃
と
し
て
は
、
菅
専
助
ら
の
『
融
大
臣
塩
竈
桜

花
』
が
あ
る
。
本
作
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
八
月
十
五
日
、
大
坂
豊

竹
此
吉
座
に
て
初
演
さ
れ
た
。
融
大
臣
は
謀
反
の
張
本
人
と
し
て
登
場
す
る

が
、
実
は
、
父
左
大
将
秀
盛
の
悪
逆
を
我
が
身
が
引
受
け
謀
反
の
張
本
人
と

な
る
こ
と
で
、
父
を
救
お
う
と
し
て
い
た
。
融
大
臣
は
、
大
坂
に
別
邸
を
構

え
て
、
塩
竈
の
塩
焼
く
風
景
を
う
つ
し
て
歓
楽
を
き
わ
め
て
い
た
。
塩
竈
で

夫
婦
と
な
っ
て
子
ま
で
な
し
た
仲
の
、
塩
焼
を
生
業
と
す
る
舅
松
兵
衛
、
妻

千
賀
、
子
大
吉
と
の
再
会
に
よ
り
、
そ
の
本
心
を
明
か
す
。
一
方
、
融
大
臣
は
、

壱
岐
に
流
罪
と
さ
れ
た
光
孝
天
皇
を
密
か
に
都
に
匿
っ
て
い
た
。
そ
の
忠
孝

に
免
じ
て
、
帝
は
融
大
臣
の
非
道
を
赦
し
、
融
を
六
条
河
原
院
に
流
罪
と
し
、

塩
竈
を
う
つ
し
た
河
原
院
で
生
涯
を
終
え
る
ま
で
遊
興
の
種
と
せ
よ
と
勅
命

が
下
る
。
そ
し
て
、
こ
の
別
邸
に
は
息
子
大
吉
を
住
侶
と
し
て
、
大
吉
と
融

の
一
字
を
と
っ
て
大
融
寺
を
建
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
最
後
に
、
父
秀

盛
が
奮
戦
す
る
と
こ
ろ
に
融
大
臣
が
宙
を
飛
ん
で
駆
け
来
た
り
、
父
を
諌
め

て
出
家
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
御
代
が
無
事
お
さ
ま
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て

い
る
。
融
大
臣
が
陸
奥
塩
竈
に
滞
在
し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
塩

竈
桜
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
能
『
融
』
の
場
面
は
配
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
世
界
設
定
と
し
て
『
融
』
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
左

大
臣
融
が
、
悪
人
と
見
せ
て
、
実
は
忠
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
ど
ん
で
ん
返
し

が
最
大
の
見
せ
場
で
も
あ
り
、『
融
』
が
近
世
の
忠
臣
義
臣
の
語
り
物
世
界
へ

と
変
換
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
人
事
を
捨
て
て
風
雅
に
遊
ぶ
融
の
姿
は

な
い
。
む
し
ろ
、
懊
悩
し
、
葛
藤
す
る
左
大
臣
融
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
『
融
』

の
月
の
庭
で
遊
楽
の
舞
に
遊
ぶ
場
面
を
盛
り
込
む
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
謡
曲
の
詞
章
は
鏤
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
限
り
に
と



ど
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
作
者
は
知
っ
て
い
た
。

　

近
松
の
『
融
大
臣
』
も
そ
う
で
あ
る
が
、
河
原
院
に
塩
竈
を
う
つ
し
た
理

由
を
融
が
当
地
に
赴
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
と
し
て
近
世
の
人
々
は

理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
融
』
の
な
か
に
は
、
な
ぜ
塩
竈
の
景
を
う
つ

し
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。「
融
の
大
臣
陸
奥
の
千
賀
の
塩
竈
の
眺
望
を

き
こ
し
め
し
及
ば
せ
た
ま
ひ
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
古
典
を
翻
案
し
て
い

く
時
の
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
手
法
で
は
あ
る
が
、
登
場
人
物
の
行
動
の
理
由

や
要
因
に
つ
い
て
分
析
的
に
究
明
し
、
そ
こ
に
翻
案
の
ヒ
ン
ト
を
見
い
だ
し

て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
が
融
大
臣
の
奥
州
下
り
と
な
っ

て
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
妻
子
と
と
も
に
暮
ら
す
と
い
う
の

は
、
い
か
に
も
近
世
風
で
は
あ
る
も
の
の
、
原
作
の
融
の
行
動
の
原
理
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
い
う
衝
動
が
、『
融
』
を
翻
案
す
る
時
の
興
味
の
中
心
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

か
ら
く
り
と
『
融
』

　

か
ら
く
り
に
も『
融
』を
素
材
に
し
た
作
品
が
あ
る
。『
融
大
臣
三
日
月
雛
形
』

（
他
に
別
称
も
あ
る
）
と
い
う
演
目
で
あ
る
。
能
の
前
場
後
場
を
取
り
込
ん
で

詞
章
に
あ
わ
せ
て
人
形
の
演
技
、
演
出
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
か
ら
く

り
は
ふ
た
つ
の
か
ら
く
り
台
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
て
お
り
、
メ
イ
ン
の
か
ら

く
り
台
に
は
、
籬ま
が
きが
島
を
模
し
た
松
と
紅
葉
を
配
し
て
お
り
、
も
う
ひ
と
つ

は
、
か
ら
く
り
な
ら
で
は
の
趣
向
で
あ
る
が
、
後
に
水
槽
か
ら
魚
を
湧
き
出

さ
せ
る
た
め
の
水
舟
で
あ
る
。
最
初
は
、
潮
汲
み
の
海
人
乙
女
が
歌
に
合
わ

せ
て
踊
り
の
所
作
を
し
、
そ
の
後
、
台
か
ら
水
舟
に
渡
り
、
潮
汲
み
の
所
作

を
し
て
、
再
び
、
も
と
の
か
ら
く
り
台
に
も
ど
っ
て
く
る
。
そ
の
後
、
娘
人

形
は
、
融
大
臣
に
変
身
し
て
、
切
舞
を
演
じ
る
。
こ
の
切
舞
は
、
お
そ
ら
く

能
の
早
舞
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
木
々
に
か
か
っ
た
雲
間
か

ら
三
日
月
が
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
三
日
月
が
釣
針
の
か
た
ち
に
な
り
、
ま
た
、

弓
と
な
り
自
ず
と
弦
を
張
り
矢
を
放
つ
と
、
紅
葉
の
枝
か
ら
雀
が
驚
き
飛
び

去
る
。
そ
し
て
、
紅
葉
の
枝
か
ら
虹
の
掛
け
橋
が
下
が
っ
て
き
て
、
融
大
臣

人
形
が
畳
み
込
ま
れ
て
満
月
と
な
り
、
月
は
掛
け
橋
を
渡
っ
て
い
く
。
そ
の

後
、
満
月
の
な
か
に
月
宮
殿
が
浮
か
び
上
が
る
。
や
が
て
、
三
日
月
は
舟
と

な
り
、
兎
が
現
わ
れ
て
そ
の
舟
を
漕
ぐ
。
舟
は
舞
台
の
上
を
走
っ
て
消
え
る
。

こ
れ
ら
が
早
舞
の
詞
章
に
合
わ
せ
て
次
々
と
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
複
合
連
動
型
の
か
ら
く
り
で
あ
り
、
し
っ
か
り
と
演
出
効
果
を
意
識
し

た
か
ら
く
り
芝
居
と
も
い
う
べ
き
筋
立
て
を
備
え
て
い
る
。

　

基
本
は
能
の
展
開
と
詞
章
に
即
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
前
場
は
娘
の

潮
汲
み
の
所
作
を
中
心
と
し
て
お
り
、
名
所
教
え
は
省
略
さ
れ
た
か
、
簡
略

化
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
後
場
は
、
融
の
早
舞
が
演
じ
ら
れ
、
そ
の

詞
章
に
あ
わ
せ
て
、
月
が
釣
針
と
な
り
、
弓
と
な
り
、
最
後
に
融
が
、
満
月

と
な
っ
て
宙
に
の
ぼ
り
、
月
宮
殿
に
至
っ
た
こ
と
を
満
月
に
映
し
出
し
て

終
わ
る
。
文
字
通
り
「
月
の
都
に
入
り
給
ふ
よ
そ
ほ
ひ　

あ
ら
名
残
惜
し
の

面
影
や
」
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
か
ら
く
り
は
、
能
の
詞
章
を
立
体
的
に
再
現
し
て
い
る
。

　

潮
汲
み
を
海
人
乙
女
と
し
て
い
る
の
は
、
近
松
の
『
融
大
臣
』
に
な
ら
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
場
で
は
、
漢
詩
の
清
澄
に
し
て
闊
達
な
詞
章
に
従
っ
て
、

月
を
具
象
化
し
て
秋
の
夜
に
ふ
い
に
訪
れ
た
遊
楽
の
満
ち
足
り
た
空
間
を
イ

メ
ー
ジ
化
し
て
見
せ
た
。
能
で
は
、
三
日
月
が
浮
か
び
上
が
る
の
だ
が
、
仲

秋
の
名
月
な
れ
ば
こ
そ
、
最
後
に
満
月
を
表
し
、
そ
こ
に
帰
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
即
物
的
な
表
現
で
あ
り
、
能

の
清
澄
さ
と
は
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
い
か
に
も
か
ら
く
り
ら
し
い
展
開
と

言
え
よ
う
。

　

能
『
融
』
の
後
場
の
月
の
様
態
を
次
々
と
展
開
さ
せ
て
い
く
演
技
・
演
出
、

月
の
世
界
に
回
帰
し
て
い
く
シ
テ
融
の
遊
楽
の
さ
ま
を
継
承
し
、
新
た
に
具

象
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
は
、
意
外
に
も
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
と
も
言
え

よ
う
。


