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第
2
回

醒
ヶ
井
通
を
歩
く

■

水
の
都
・
京
都

京
都
が
い
か
に
広
く
観
光
都
市
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
か
は
、
J
R
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
そ
う
だ
京
都
へ
行
こ
う
」
が
、
な
ん
の
説
明
も
な
く
単

独
で
成
り
立
つ
こ
と
か
ら
如
実
に
わ
か
り
ま
す
。
た
め
し
に
「
京
都
」
を

わ
た
し
が
現
在
す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
か
え
て
、「
そ
う
だ
足
柄
へ
行
こ
う
」

な
ど
と
し
て
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
あ
き
ら
か
で
す
。

観
光
都
市
京
都
の
重
要
な
要
素
が
、
千
年
余
り
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
要
素
が
「
水
」
で
す
。
上

流
に
ダ
ム
の
な
い
、
し
た
が
っ
て
水
量
の
豊
富
な
鴨
川
、
桂
川
が
市
の
東
西

を
流
れ
て
お
り
、
山
紫
水
明
の
景
観
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
地

上
か
ら
は
み
え
な
い
け
れ
ど
も
、
豊
富
な
地
下
水
が
あ
り
ま
す
。『
改
訂
京

都
民
俗
志
』〔
井
上
頼
寿
、
ワ
イ
ド
版
東
洋
文
庫
一
二
九
、
平
凡
社
、
一
九

六
八
〕
の
「
井
」
の
項
に
は
、
京
都
の
名
水
と
し
て
、
驚
く
な
か
れ
、
一
九

〇
件
以
上
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
井
」
と
い
う
項
目
を
立
て
う
る
こ
と

自
体
、
京
都
に
井
戸
や
湧
き
水
が
多
い
こ
と
の
の
あ
ら
わ
れ
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
井
戸
や
湧
き
水
は
、『
ア
ジ
ア
古
都
物
語
京
都
千
年
の
水
脈
』

〔
井
上
勝
弘
、
楠
見
晴
重
、
山
田
邦
和
、
N
H
K
出
版
協
会
、
二
〇
〇
二
〕

に
よ
っ
て
「
京
都
水
盆
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
地
下
の
天
然
ダ
ム
に
よ
る
も
の

で
、
京
都
の
地
下
に
は
琵
琶
湖
に
匹
敵
す
る
量
の
地
下
水
が
貯
蔵
さ
れ
て
い

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
醒
ヶ
井
通
の
四
条
か
ら
松
原
ま
で
）

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
豊
富
な
地
下
水
は
、
琵
琶
湖
疏
水
に
よ
る
上

水
道
の
整
備
に
よ
っ
て
、
か
っ
て
飲
料
水
と
し
て
生
活
基
盤
を
支
え
て
き
た

役
割
を
終
え
て
い
ま
す
が
、
今
な
お
、
京
友
禅
、
京
湯
葉
、
京
菓
子
、
酒
醸

造
な
ど
の
伝
統
産
業
を
支
え
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
京
都
三
名
水
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
の
は
、
　そ
め
の
い

染
井　
（
京
都

御
苑
の
東
、
　な
し
の
き
じ
ん
じ
ゃ

梨
木
神
社　
内
、
三
名
水
の
う
ち
、
も
と
の
井
戸
が
残
っ
て
い
る

唯
一
の
も
の
）、
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　
（
も
と
は
、
醒
ヶ
井
六
条
、
同
じ
水
脈
で
掘
り
直

し
た
も
の
が
、
醒
ヶ
井
四
条
に
あ
る
）、
　あ
が
た
い

県
井　
（
京
都
御
苑
管
理
事
務
所
の

そ
ば
。
長
く
枯
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
復
活
）。
今
回
は
、
醒
ヶ
井

通
を
歩
い
て
、
醒
ヶ
井
〔
　さ

め

が

い

佐
女
牛
井　
〕
の
今
昔
を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
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■

名
水
と
和
菓
子
、
そ
し
て
仁
丹
町
名
看
板

今
回
の
京
め
ぐ
り
の
出
発
点
は
、
四
条
醒
ヶ
井
。
醒
ヶ
井
通
は
、
堀
川
通

の
東
一
つ
隣
、
南
北
の
通
り
で
す
。
こ
の
十
字
路
の
東
北
の
角
、
老
舗
の
和

菓
子
屋
亀
屋
良
長
の
西
壁
に
、
仁
丹
町
名
看
板
「
下
京
区
・
醒
ヶ
井
通
四
条

上
ル
藤
西
町
」
1©
が
額
入
り
で
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
並
ん
で
右
に
、
別

の
町
名
看
板
「
中
京
区
・
醒
ヶ
井
通
四
条
上
ル
藤
西
町
」
も
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、「
　し
も
ぎ
ょ
う
く

下
京
区　
」
が
「
　な
か
ぎ
ょ
う
く

中
京
区　
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。

看
板
の
劣
化
か
ら
判
断
し
て
、「
下
京
区
」
の
看
板
が
新
し
く
て
、「
中
京

区
」
の
看
板
が
古
い
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
が
、
さ
に
あ
ら
ず
。
一
九
二
九

年
〔
昭
和
四
年
〕
に
、
上
京
区
か
ら
左
京
区
を
分
区
。
同
時
に
、
上
京
区
と

下
京
区
の
隣
接
部
分
を
按
分
し
、
中
京
区
と
東
山
区
を
分
区
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、「
下
京
区
」
の
仁
丹
町
名
看
板
は
、
一
九
二
九
年
〔
昭
和
四

年
〕
以
前
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
保
存
状
態
の
良
さ
は
格
別
で
す
。

こ
の
看
板
に
限
ら
ず
、
か
な
り
の
数
が
新
品
と
み
ま
が
う
く
ら
い
に
保
存
さ

れ
て
お
り
、
手
を
抜
か
ず
に
　ほ
う
ろ
う

琺
瑯　
を
引
い
て
、
し
っ
か
り
と
焼
き
付
け
て
い

る
職
人
の
腕
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

額
装
の
町
名
看
板
の
左
奥
に
、
醒
ヶ
井
の
井
筒
が
し
つ
ら
え
て
あ
り
、
飲

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
三
七
年
の
阪
急
地
下
鉄
工
事
で
涸
れ
た

井
戸
を
、
平
成
三
年
に
掘
り
直
し
て
、「
醒
ヶ
井
水
」
と
名
づ
け
て
菓
子
作

り
に
用
い
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
藤
原
俊
成
が
玉
津
島
神
社
を
勧
請
し
た

際
に
、
　に
い新　
　た
ま
つ
し
ま

玉
津
島　
　じ
ん
じ
ゃ

神
社　
と
称
し
た
ひ
そ
み
に
倣
い
（
第
5
回
で
取
り
上
げ
ま

す
。
お
楽
し
み
に
）、
こ
こ
で
は
、
　に
い新　
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　
と
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
亀

屋
良
長
の
創
業
〔
一
八
〇
三
年
、
享
和
三
年
〕
以
来
の
名
物
は
、
　う
ば
た
ま

烏
羽
玉　
。

黒
砂
糖
と
漉
し
餡
を
ね
り
固
め
、
寒
天
で
く
る
ん
で
芥
子
粒
を
振
り
か
け
た

　さ
め
が
い
ど
お
り

醒
ヶ
井
通　
　し
じ
ょ
う

四
条　
　あ
が上　
ル
　
ふ
じ
に
し
ち
ょ
う

藤
西
町　
1©

醒
ヶ
井
水—

　に
い新　
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　

も
の
。

■

地
下
水
と
伝
統
産
業
、
そ
し
て
仁
丹
町
名
看
板

京
都
の
町
名
は
、
両
側
町
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
性
格
上
、
二
つ
の

町
の
境
界
の
と
り
方
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
変
り
種
が
あ
り
ま
す
。
四
条
通
の
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琺
瑯
製
の
仁
丹
町
名
看
板
（
と
く
に
京
都
に
設
置
さ
れ
た
も
の
）

が
ど
こ
で
製
造
さ
れ
、
い
つ
設
置
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
。「
下
京
区
」「
上
京
区
」
の
表
示
か
ら
、
一
九
二

九
年
〔
昭
和
四
年
〕
以
前
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

京
都
博
覧
会
が
ほ
ぼ
、
毎
年
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
道
案
内
と

し
て
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
一
九
一
五

年
〔
大
正
四
年
〕（
大
正
天
皇
即
位
大
礼
を
記
念
し
た
大
典
記
念
京

都
博
覧
会
）、
一
九
二
四
年
〔
大
正
十
三
年
〕（
昭
和
天
皇
（
当
時

は
皇
太
子
）
の
成
婚
奉
祝
万
国
記
念
博
覧
会
参
加
五
十
周
年
記
念

博
覧
会
）、
一
九
二
八
年
〔
昭
和
三
年
〕（
昭
和
天
皇
即
位
大
礼
を

記
念
し
た
大
礼
記
念
京
都
博
覧
会
）
の
博
覧
会
が
大
き
な
催
し
で

す
の
で
、
こ
れ
ら
が
契
機
に
な
っ
て
い
る
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

つ
い
で
に
、
本
文
で
述
べ
た
ほ
か
、
京
都
十
一
区
の
残
り
の
誕

生
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
一
年
〔
昭
和
六
年
〕
に
右
京
区
と
伏
見

区
誕
生
。
一
九
五
五
年
〔
昭
和
三
十
年
〕
に
上
京
区
か
ら
北
区
、
下

京
区
か
ら
南
区
を
分
区
。
一
九
七
六
年
〔
昭
和
五
一
年
〕
に
右
京

区
か
ら
西
京
区
が
分
区
、
さ
ら
に
に
東
山
区
か
ら
山
科
区
が
分
区

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
伏
見
区
の
町
名
看
板
に
は
、「
伏
見
市
」
と
な
っ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
伏
見
市
の
誕
生
は
一
九
二
九
年
で
、
京
都
市

に
伏
見
区
と
し
て
併
合
さ
れ
た
の
は
一
九
三
一
年
で
す
か
ら
、
こ

れ
ら
の
看
板
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
九
年
〜
一
九
三

一
年
の
間
で
あ
る
と
特
定
で
き
ま
す
。

一
つ
南
の
東
西
の
通
り
は
、
　
あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　
で
す
が
、
醒
ヶ
井
綾
小
路
の
十
字
路

か
ら
東
へ
い
っ
た
と
こ
ろ
、
東
西
に
隣
り
合
っ
た
家
に
、
町
名
の
異
な
る
仁

丹
看
板
を
見
つ
け
ま
し
た
。

　
あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　
　
ひ
が
し
い
る

東
入　

　
に
し
あ
や
の
こ
う
じ
に
し
は
ん
ち
ょ
う

西
綾
小
路
西
半
町　
2©

　
あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　
あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ

油
小
路　
　に
し
い
る

西
入　

　に
し
あ
や
の
こ
う
じ
ひ
が
し
は
ん
ち
ょ
う

西
綾
小
路
東
半
町　
3©

二
つ
の
看
板
「
綾
小
路
通
醒
ヶ
井
東
入
西
綾
小
路
西
半
町
」
2©
と
「
綾
小

路
通
油
小
路
西
入
西
綾
小
路
東
半
町
」
3©
と
を
比
べ
る
と
、
基
点
の
十
字

路
の
取
り
方
が
違
う
こ
と
（
し
た
が
っ
て
東
入
ル
と
西
入
ル
に
な
る
）
と
、

町
名
が
違
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。「
西
半
町
」、「
東
半
町
」
と
い
う
町
名

の
付
け
方
か
ら
、
も
と
も
と
、
西
綾
小
路
町
が
二
つ
に
分
か
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
今
は
、
も
と
に
戻
っ
て
、

一
つ
の
町
内
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
あ
た
り
は
、
元
の
格
致
小
学
校
（
今
は
、
建
物
を
利
用
し
、
一
部
は

「
ユ
ー
ス
ス
ク
ェ
ア
高
辻
」
と
し
て
、
青
少
年
活
動
の
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て

い
ま
す
）
の
学
区
で
、
中
世
か
ら
染
物
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
。
堀
川
や
西
洞
院
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川
に
挟
ま
れ
（
両
方
と
も
、
今
は
、
暗
渠
に
な
っ
て
い
て
往
時
を
し
の
ぶ
こ

と
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
す
）、
醒
ヶ
井
通
の
名
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
伏

流
水
が
豊
富
な
た
め
、
つ
い
半
世
紀
前
ま
で
は
、
友
禅
染
屋
な
ど
が
軒
を
連

ね
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
蒸
し
工
場
、
し
み
抜
き
、
手
書
き
友
禅
、
型
友
禅
、

　し
っ
か
い
や

悉
皆
屋　
な
ど
の
工
房
が
、
次
第
に
郊
外
（
西
京
区
、
山
科
区
な
ど
）
へ
流

出
し
、
そ
の
あ
と
は
集
合
住
宅
（
い
わ
ゆ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
）
が
立
ち
並
ぶ
、

ご
時
勢
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
、
職
人
の
町
は
健

在
な
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
の
仁
丹
町
名
看
板
2©
の
お
宅
に
は
、

「
模
様
引
黒
染
」
の
看
板
が
懸
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　く
ろ
ぞ
め

黒
染　
と
は
な
ん
ぞ
や
。
こ
の
詮
索
は
、
室
町
将
軍
家
の
兵
法
指
南
と
し

て
し
ら
れ
た
吉
岡
一
門
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
宮
本
武
蔵
と
決
闘
し
た
と
い

う
吉
岡
清
十
郎
も
そ
の
一
人
（
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
の
類
で
す
）。

当
主
は
、
代
々
、
吉
岡
憲
法
を
名
乗
っ
た
と
い
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な
っ

て
、
剣
法
を
す
て
、
四
条
西
洞
院
で
染
物
業
を
専
業
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
開
発
し
た
黒
染
は
、「
吉
岡
染
」
あ
る
い
は
「
憲
法
染
」
と
し
て
有

名
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
で
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
濃
く
煎
じ
た
楊
梅
を
使

い
、
　か

ね

鉄
漿　
に
よ
る
鉄
媒
染
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
茶
が
か
っ
た
黒
を
発
色

す
る
技
法
で
、
そ
の
色
は
、
　け
ん
ぽ
う
ぐ
ろ

憲
法
黒　
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
日
本
の
伝
統
色
に
興
味
の
あ
る
方
は
、『
日
本
の
色
辞
典
』〔
吉
岡

幸
雄
、
紫
紅
社
、
二
〇
〇
〇
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■

住
吉
神
社

醒
ヶ
井
通
を
南
へ
、
元
格
致
小
学
校
を
す
ぎ
て
、
醒
ヶ
井
高
辻
ま
で
く
る

と
、
そ
の
十
字
路
の
東
南
か
ど
に
、
住
吉
神
社
（
醒
ヶ
井
通
高
辻
下
ル
住
吉

町
）
が
あ
り
ま
す
。
醒
ヶ
井
通
を
挟
ん
で
、
そ
の
向
か
い
側
、
民
家
の
車
庫

の
そ
ば
に
、
仁
丹
町
名
看
板
「
醒
ヶ
井
通
高
辻
下
ル
住
吉
町
」
4©
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
町
名
「
住
吉
町
」
は
、
住
吉
神
社
に
ち
な
ん
だ
も
の
。

　さ
め
が
い
ど
お
り

醒
ヶ
井
通　
　た
か
つ
じ

高
辻　
　さ
が下　
ル
　
す
み
よ
し
ち
ょ
う

住
吉
町　
4©

住
吉
神
社
は
、
　
ふ
じ
わ
ら
の
と
し
な
り

藤
原
俊
成　
〔
一
一
一
四
〜
一
二
〇
四
、「
し
ゅ
ん
ぜ
い
」
と

も
読
む
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
の
歌
人
。
千
載
和
歌
集
の
選
者
〕
の

　
か
ん
じ
ょ
う

勧
請　
し
た
三
つ
の
神
社
〔
和
歌
三
神
〕
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
和
歌
の

神
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
摂
津
の
住
吉
明
神
を
分
祀
し
た
も
の
。
住
吉
神
社

由
来
に
は
、「
も
と
も
と
は
、
五
条
室
町
に
あ
っ
た
が
、
応
仁
の
乱
の
兵
火

に
か
か
っ
て
、
社
殿
を
焼
失
。
一
五
六
八
年
〔
永
禄
十
一
年
〕
に
　お
お
ぎ
ま
ち

正
親
町　
天

皇
の
勅
に
よ
り
現
在
の
地
の
遷
座
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
都
名
所

図
会
』
巻
之
二
に
は
、「
　に
い
す
み
よ
し
の
や
し
ろ

新
住
吉
社　
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
社

殿
は
、
一
八
九
九
年
〔
明
治
三
二
年
〕
の
建
立
。
こ
の
神
社
の
外
観
で
お
も

し
ろ
い
の
は
、
神
社
の
塀
に
つ
け
て
あ
る
球
形
の
街
灯
。
掲
載
し
た
写
真
に

も
二
個
写
っ
て
い
ま
す
が
、
醒
ヶ
井
通
と
高
辻
通
に
面
し
た
板
塀
に
取
り
付

け
て
あ
り
ま
す
。
街
灯
の
一
つ
一
つ
に
、
寄
付
者
の
名
前
が
記
し
て
あ
り
、

市
街
地
の
神
社
と
し
て
は
、
秀
逸
な
や
り
方
で
す
。
通
常
の
神
社
で
は
、
石

の
柵
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
寄
付
者
の
名
前
が
記
し
て
あ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
。

藤
原
俊
成
が
編
ん
だ
『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
二
十
・
神
祇
歌
に
は
、
住
吉
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住
吉
神
社
（
奥
に
人
丸
神
社
の
祠
が
見
え
る
）

の
社
の
　
う
た
あ
わ
せ

歌
合　
に
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
四
首
採
択
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中

に
は
、
俊
成
自
身
の
歌
と
し
て
、
次
の
歌
が
載
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
歌
合
に

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

い
た
づ
ら
に
ふ
り
ぬ
る
身
を
も
住
吉
の

松
は
さ
り
と
も
あ
は
れ
し
る
ら
む

千
載
和
歌
集
巻
第
二
十
・
神
祇
歌
・
一
二
六
三

こ
の
歌
合
は
、
一
一
七
〇
年
〔
嘉
応
二
年
〕
に
住
吉
の
社
頭
に
お
い
て
お
こ

な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
頃
に
は
、
住
吉
明
神
が
和
歌

の
神
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

住
吉
明
神
が
和
歌
の
神
様
と
し
て
、
広
く
歌
人
の
崇
拝
を
あ
つ
め
て
い
た

こ
と
は
、
少
し
時
代
は
下
が
り
ま
す
が
、
能
の
「
雨
月
」
な
ど
に
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
西
行
法
師
が
住
吉
大
社
に
参
詣
し
た
と
き
に
、
老
夫
婦
の
住
む
家

に
一
夜
の
宿
を
求
め
る
と
、
シ
テ
の
老
人
は
「
村
時
雨
の
音
を
聞
く
た
め
に

軒
を
　ふ葺　
く
」、
そ
の
　う
ば姥　
は
「
月
を
見
る
た
め
に
軒
を
　ふ葺　
か
ず
」
と
、
二
人
が

雨
音
と
月
光
を
め
ぐ
る
風
雅
な
争
い
を
し
て
い
る
最
中
。
老
人
が
詠
ん
だ
下

の
句
「
　し
ず賤　
が
軒
端
を
葺
き
ぞ
わ
ず
ら
ふ
」
に
、
西
行
が
上
の
句
「
月
は
洩
れ

雨
は
た
ま
れ
と
と
に
か
く
に
」
を
つ
け
る
と
、
老
夫
婦
は
よ
ろ
こ
ん
で
招
き

い
れ
る
。
夜
が
更
け
て
、
住
吉
明
神
が
禰
宜
に
乗
り
　う
つ憑　
り
、
風
雅
を
め
で
て

舞
う
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
す
。

■

藤
原
俊
成
と
和
歌
三
神

住
吉
神
社
の
境
内
に
は
、
人
丸
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
俊

成
の
勧
請
し
た
和
歌
三
神
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
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人
丸
神
社

巻
之
一
に
は
、「
　ひ
と
ま
ろ
ご
り
ょ
う
の
や
し
ろ

人
麿
御
霊
社　
」
と
し
て
、
こ
の
神
社
が
祀
ら
れ
た
経
緯

が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
明
和
六
年
〔
一
七
六
九
年
〕
に
、

　れ
い
ぜ
い
た
め
む
ら

冷
泉
為
村　
〔
一
七
一
二
〜
一
七
七
四
〕
が
、
和
歌
三
神
の
う
ち
、
新
玉
津

島
神
社
と
新
住
吉
神
社
が
あ
る
の
に
、
人
麿
神
社
が
な
い
の
は
惜
し
い
と
、

こ
の
近
辺
を
さ
が
し
た
。
町
内
で
御
霊
祠
と
呼
ば
れ
て
い
た
祠
が
、
ち
ょ
う

ど
故
地
に
あ
た
る
の
を
見
つ
け
尊
敬
し
は
じ
め
た
。
こ
の
こ
と
を
町
中
が
知

り
、
社
殿
を
修
造
し
、
祭
事
を
改
め
て
三
月
十
八
日
に
し
た
」
と
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
お
、
冷
泉
為
村
は
、
藤
原
俊
成
・
定
家
の
子
孫
。
冷
泉
家
は
、

和
歌
の
宗
家
と
し
て
、
平
成
の
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。

こ
の
顛
末
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
俊
成
が
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
三

つ
の
神
社
も
、
全
部
を
俊
成
自
身
が
勧
請
し
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
も
と
も

と
、
藤
原
俊
成
の
時
代
に
「
和
歌
三
神
」
と
し
て
、
現
在
の
形
で
確
定
し
て

い
た
か
ど
う
か
も
確
証
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

■

　に
い新　
和
歌
三
神

　き
の
つ
ら
ゆ
き

紀
貫
之　
が
、
古
今
和
歌
集
　か仮　
　な名　
　じ
ょ序　
で
、
う
た
の
ひ
じ
り
〔
歌
仙
〕
と
し
て

あ
げ
て
い
る
の
は
た
だ
一
人
、
柿
本
人
麻
呂
。
古
今
和
歌
集
の
本
文
だ
け
で

な
く
、
仮
名
序
で
も
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
あ
さ
霧
に

島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

を
引
用
し
て
い
ま
す
。
仮
名
序
の
別
の
と
こ
ろ
で
、
日
本
書
紀
に
載
っ
て
い

る
　そ
と
お
り
ひ
め

衣
通
姫　
（
和
歌
の
浦
に
あ
る
玉
津
島
神
社
の
祭
神
）
の
歌

わ
が
背
子
が
く
べ
き
宵
な
り
さ
さ
が
に
の

く
も
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し
も

が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
丸
神
社
と
玉
津
島
神
社
が
、
後

世
、
和
歌
三
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
異
存
の
な
い
と

こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
住
吉
明
神
が
和
歌
三
神
の
一
柱
と
な
っ
た
経
過
は
こ

れ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

容
易
に
思
い
つ
く
こ
と
は
、
　す
み
の
え

住
之
江　
の
浦
が
、
明
石
の
浦
や
和
歌
の
浦
と

な
ら
ん
で
、
　
う
た
ま
く
ら

歌
枕　
と
し
て
有
名
だ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
人
丸
神
社
（
柿
本
人
麻
呂
）
と

玉
津
島
明
神
（
衣
通
姫
）
が
歌
人
を
神
格
化
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
住
吉
明
神
は
も
と
も
と
が
抽
象
的
な
航
海
の
神
で
す
。
理
屈
を
こ
ね
て

も
仕
様
が
な
い
と
い
え
ば
そ
の
と
お
り
で
す
が
、
和
歌
三
神
は
、
カ
テ
ゴ
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リ
ー
が
違
う
こ
と
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
と
に
な
り
、
理
科
系
の
わ
た
し
か

ら
み
る
と
ど
う
も
す
わ
り
が
わ
る
い
。

そ
こ
で
わ
た
し
の
提
案
（
改
竄
）。
古
今
和
歌
集
の
仮
名
序
で
は
、
柿
本

人
麻
呂
と
甲
乙
つ
け
が
た
い
歌
人
と
し
て
、
　や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

山
部
赤
人　
を
あ
げ
、
さ
ら
に
万

葉
集
に
あ
る
歌

和
歌
の
浦
に
潮
満
ち
く
れ
ば
潟
を
無
み

あ
し
べ
を
さ
し
て
　た
づ鶴　
鳴
き
わ
た
る

を
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
山
部
赤
人
が
、
聖
武
天
皇
の
和
歌
の
浦

へ
の
御
幸
に
随
行
し
た
と
き
の
も
の
。
わ
た
し
の
提
案
は
、
和
歌
の
浦
に
も

う
一
つ
、
赤
人
神
社
を
創
建
し
た
う
え
で
、
和
歌
三
神
と
し
て
、
人
丸
明
神

（
柿
本
人
麻
呂
）
と
玉
津
島
明
神
（
衣
通
姫
）
の
ほ
か
に
、
赤
人
明
神
（
山

部
赤
人
）
を
加
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
典
拠
は
、
古
今
和
歌
集
の
仮
名

序
と
く
れ
ば
、
こ
の
改
竄
も
完
璧
な
は
ず
で
す
。
も
っ
と
も
、
山
部
赤
人
を

和
歌
三
神
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
は
す
で
に
例
の
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
新

し
い
と
こ
ろ
は
、
和
歌
の
浦
に
赤
人
神
社
を
創
建
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け

で
す
。

と
は
い
え
、
私
的
な
　か
い
ざ
ん

改
竄　
は
、
も
は
や
遅
き
に
失
し
お
り
、
し
か
も
和
歌

の
浦
が
二
重
に
勘
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
不
都
合
。
そ
こ
で
、
別
の
観
点
か

ら
、
住
吉
明
神
が
航
海
の
神
か
ら
、
和
歌
の
神
へ
変
身
し
た
こ
と
を
詮
索
し

て
み
ま
し
ょ
う
。『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
九
〇
五
に
詠
み

人
知
ら
ず
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
が
、
脚
色
さ
れ
て
『
伊
勢
物
語
』
の

一
一
七
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。

む
か
し
、
み
か
ど
、
住
吉
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
り
。

わ
れ
見
て
も
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
住
の
江
の

岸
の
ひ
め
松
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん

お
ほ
ん
神
、
　
げ
ん
ぎ
ょ
う

現
形　
し
給
ひ
て
、

む
つ
ま
し
と
君
は
白
波
　み
づ
が
き

瑞
垣　
の

久
し
き
世
よ
り
い
は
ひ
そ
め
て
き

あ
と
の
歌
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
九
・
神
祇
歌
・
一
八
五
七
に
、

「
伊
勢
物
語
に
、
住
吉
に
行
幸
の
と
き
、
お
ほ
ん
神
げ
ん
ぎ
や
う
し
た
ま
ひ

て
と
し
る
せ
り
」
と
注
記
し
て
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
伝
承
を
組
織
的
に
利
用
し
て
、
平
安
時
代
の
終
わ
り
に
、
住
吉
明
神

を
和
歌
の
神
に
仕
立
て
た
の
は
、
住
吉
大
社
第
三
九
代
神
主
　つ
も
り
の
く
に
も
と

津
守
国
基　
〔
一

〇
二
三
〜
一
一
〇
二
〕
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
れ
は
、
歌
人
と

し
て
後
拾
遺
和
歌
集
な
ど
に
選
ば
れ
て
い
る
ほ
か
、
神
社
経
営
に
辣
腕
を
振

る
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
孫
引
き
で
す
が
、
川
井
純
郎
は
、

「
和
歌
神
と
し
て
の
住
吉
社
」(

『
神
道
史
研
究
』
18–

4
、
神
道
史
学
会
、

昭
和
四
五
年
）
で
、「
津
守
国
基
が
和
歌
浦
の
玉
津
島
明
神
祭
神
（
衣
通
姫
）

を
住
吉
大
社
の
第
四
社
へ
勧
請
し
た
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

祭
壇
に
使
う
　
か
づ
ら
い
し

葛
石　
を
探
し
に
玉
津
島
神
社
に
た
づ
ね
た
と
き
、
夢
の
中
に
女

房
が
で
て
き
て
、
採
る
べ
き
石
を
お
し
え
ら
れ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の

あ
た
り
の
は
な
し
も
、
結
構
よ
く
で
き
て
い
ま
す
の
で
、
す
こ
し
ず
つ
、
和

歌
の
神
と
し
て
の
住
吉
明
神
の
伝
承
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

■

落
語
の
和
歌
三
神

興
味
の
な
い
人
に
は
、
退
屈
な
詮
索
が
つ
づ
き
ま
し
た
の
で
、
話
題
を
、

落
語
に
転
じ
ま
し
ょ
う
。
古
今
亭
志
ん
生
の
落
語
に
「
　わ
か
さ
ん
じ
ん

和
歌
三
神　
」
と
い
う
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の
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
時
勢
に
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
を
修
正
し
て
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。

風
流
人
の
ご
隠
居
に
雪
見
酒
を
振
る
舞
わ
れ
た
お
　こ
も菰　
さ
ん
の
名
前
が
、
犬

の
　く
そ糞　
の
掃
除
し
て
近
在
の
百
姓
に
売
っ
て
い
る
安
兵
衛
、
通
称
秀
こ
と
「
　ふ
ん
や

糞
屋　

の
安
秀
」、
寒
さ
に
ち
ぢ
こ
ま
っ
て
垣
根
の
下
で
丸
く
な
っ
て
い
る
人
で
「
垣

の
本
の
人
丸
」、
す
き
っ
腹
を
か
こ
つ
境
遇
に
な
り
さ
が
っ
た
平
吉
こ
と
「
す

き
は
ら
の
な
り
　ひ
ら平　
」。
振
る
舞
い
酒
の
お
礼
に
詠
ん
だ
歌
が
お
も
し
ろ
い
。

糞
屋
の
安
秀

吹
く
か
ら
に
秋
の
く
さ
め
を
と
め
か
ね
て

む
べ
鼻
か
ぜ
を
　ふ
う
じ
ゃ

風
邪　
と
い
ふ
ら
ん

垣
の
本
の
人
丸

ほ
の
ぼ
の
と
あ
か
し
か
ね
た
る
冬
の
夜
に

震
え
こ
ら
え
て
舟
さ
え
こ
げ
ず

す
き
は
ら
の
な
り
平

千
早
ふ
る
神
や
仏
に
見
離
さ
れ

か
ら
　め
し
び
つ

飯
櫃　
で
水
す
す
る
と
は

上
の
句
の
ま
じ
め
な
調
子
に
く
ら
べ
て
、
下
の
句
の
ふ
ざ
け
が
き
い
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
外
見
は
重
要
で
、
　ざ戯　
れ
歌
も
形
を
整
え
て
載
せ
る

と
、
も
っ
と
も
ら
し
く
み
え
る
も
の
で
す
な
。
そ
し
て
、
下
げ
は
、
風
流

人
の
ご
隠
居
「
お
ま
え
さ
ん
が
た
は
、
　
う
ん
じ
ょ
う
び
と

雲
上
人　
。
雲
の
上
の
和
歌
三
神
で
す

な
。」、
乞
食
達
「
い
え
、
　こ
も菰　
の
上
の
馬
鹿
三
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

和
歌
の
流
派
に
よ
っ
て
は
、
和
歌
三
神
を
い
ろ
い
ろ
に
選
ん
で
い
ま
す

が
、
こ
の
落
語
で
は
、
　ふ
ん
や
の
や
す
ひ
で

文
屋
康
秀　
、
　か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

柿
本
人
麻
呂　
、
　
あ
り
は
ら
の
な
り
ひ
ら

在
原
業
平　
の
三
人
に
当

て
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
　ざ戯　
れ
歌
の
　も
と
う
た

本
歌　
は
、
古
今
和
歌
集
の
載
っ
て
お

り
ま
す
。

是
貞
の
み
こ
の
家
の
歌
合
の
う
た

文
屋
康
秀

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
ほ
る
れ
ば

む
べ
山
か
ぜ
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
ん

古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
二
四
九

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
あ
さ
霧
に

島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
い
は
く
か
き
の
も
と
の
人
丸
が
也

古
今
和
歌
集
巻
第
九
・
羇
旅
歌
・
四
〇
九

在
原
業
平

ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
立
田
川

か
ら
紅
に
水
く
く
る
と
は

古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
秋
歌
下
・
二
九
四

文
屋
康
秀
と
在
原
業
平
の
歌
は
、
百
人
一
首
に
も
採
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
ち
な
み
に
、
　き
の
つ
ら
ゆ
き

紀
貫
之　
に
よ
る
古
今
和
歌
集
　か仮　

　な名　
　じ
ょ序　
で
は
、「
ち
か
き
世
に
そ
の
名
を
き
こ
え
た
る
人
」
と
し
て
、
僧
正
遍

正
、
在
原
業
平
、
文
屋
康
秀
、
喜
撰
法
師
、
小
野
小
町
、
大
伴
黒
主
の
六
名

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
辛
口
の
批
評
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
の
ち

に
「
六
歌
仙
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
中
の
二
人
だ
け
を

特
別
に
取
り
出
し
て
、
和
歌
三
神
の
う
ち
の
二
柱
と
す
る
の
に
は
無
理
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
こ
は
落
語
。
落
語
作
者
の
立
場
に
た
っ
て
推
測
し
ま
す
と
、

百
人
一
首
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
男
で
抹
香
臭
く
な
い
歌
人
を
、
和
歌
三

神
に
で
っ
ち
あ
げ
て
、
は
な
し
を
通
じ
や
す
く
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
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■

落
語
「
鼓
ヶ
滝
」
と
和
歌
三
神

上
方
落
語
に
も
、
和
歌
三
神
を
題
材
に
し
た
も
の
と
し
て
、「
　つ
づ
み
が
た
き

鼓
ヶ
滝　
」
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
か
な
り
の
　う
ん
ち
く

薀
蓄　
も
の
。
西
行
法
師
が
、
鼓
ヶ
滝
を
訪

ね
て
、伝

え
聞
く
鼓
　ヶ　
滝
に
来
て
み
れ
ば

沢
辺
に
咲
き
し
た
ん
ぽ
ぽ
の
花

と
い
う
和
歌
を
詠
み
、
わ
れ
な
が
ら
、
よ
い
歌
が
で
き
た
と
　え
つ悦　
に
い
っ
て
お

り
ま
す
。
　た
ん
ぽ
ぽ

蒲
公
英　
は
、
別
名
　
つ
づ
み
ぐ
さ

鼓
草　
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
」
を
、
　つ
づ
み
が
た
き

鼓
ヶ
滝　
に
掛

け
て
、
こ
と
さ
ら
に
詠
み
込
む
な
ど
は
、
落
語
ら
し
い
凝
っ
た
趣
向
。
老
夫

婦
の
家
に
一
夜
の
宿
を
借
り
、
自
慢
げ
に
こ
の
歌
を
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
宿

の
爺
、
婆
、
孫
娘
の
そ
れ
ぞ
れ
に
指
摘
さ
れ
て
、
散
々
に
直
さ
れ
た
挙
句
、

結
局
、音

に
聞
く
鼓
　ヶ　
滝
に
う
ち
み
れ
ば

川
辺
に
咲
け
る
姫
　し
や射　
　が干　
の
花

と
い
う
歌
に
変
わ
り
ま
す
。
三
者
三
様
の
指
摘
が
、
も
っ
と
も
ら
し
く
て
、

感
心
い
た
し
ま
す
（
試
み
に
、
三
人
が
ど
う
指
摘
し
た
か
、
考
え
て
ご
覧
な

さ
い
）。
西
行
法
師
、
内
心
は
お
も
し
ろ
く
な
い
が
、
も
と
の
自
分
の
歌
よ

り
も
よ
く
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
な
の
で
、
し
ぶ
し
ぶ
三
人
の
指
摘
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
が
夢
。
連
れ
の
僧
に
起
こ
さ

れ
る
と
、
そ
こ
は
鼓
ヶ
滝
の
前
。「
そ
の
三
人
は
、
人
丸
明
神
、
住
吉
明
神
、

玉
津
島
明
神
の
和
歌
三
神
の
化
身
で
あ
っ
た
」
と
あ
と
で
気
づ
く
と
い
う
お

は
な
し
。
上
方
落
語
で
す
か
ら
、
和
歌
三
神
に
、
住
吉
明
神
は
必
須
。
下
げ

は
、
西
行
「
拙
僧
の
反
省
が
足
り
な
い
と
い
っ
て
、
和
歌
三
神
の
　ば
ち罰　
が
当
た

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」、
連
れ
の
僧
「
い
や
、
こ
の
滝
の
名
は
　
つ
づ
み鼓　
、
　は最　
　な初　

か
ら
、
　ば
ち撥　
は
な
い
」。
こ
の
下
げ
の
か
わ
り
に
、
和
歌
三
神
の
う
ち
の
住
吉

明
神
の
霊
が
現
れ
て
、
西
行
法
師
の
和
歌
へ
の
精
進
を
　
こ
と
ほ寿　
い
で
舞
う
と
い
う

こ
と
に
す
れ
ば
、「
鼓
ヶ
滝
」
は
能
と
し
て
も
十
分
通
用
し
ま
す
。
落
語
と

い
え
ど
も
、
教
養
が
溢
れ
た
話
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
落
語
で
は
、

「
た
ん
ぽ
ぼ
の
花
」
を
そ
の
ま
ま
残
す
案
や
、「
白
百
合
の
花
」
と
す
る
案
な

ど
が
話
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
わ
た
く
し
め
の
改
竄
の
結
果
新

た
に
加
わ
っ
た
「
赤
人
明
神
」
が
、
さ
ら
に
手
を
く
わ
え
て
、「
姫
し
ゃ
が

の
花
」
と
い
う
具
合
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

「
鼓
草
」
は
、
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
を
二
つ
、
茎
で
つ
な
げ
る
と
鼓
の
形
に
な

る
の
で
、
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
は
肯
け
ま
す
ね
。
こ
の
植
物
が
、
な
ぜ
「
た

ん
ぽ
ぽ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
語
源
に
は
、
諸
説
あ
り

ま
す
。
鼓
の
音
を
幼
児
語
で
「
た
ん
た
ん
ぽ
ん
ぽ
ん
」
と
ま
ね
た
こ
と
か
ら

き
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
小
鼓
の
奏
法
（
高
橋
喜
一

校
注
『
新
撰
狂
歌
集
』
の
注
3
）
に
は
、
強
く
打
つ
「
た
」
あ
る
い
は
「
た

ん
」
と
擬
音
表
記
す
る
打
ち
方
、
軽
く
皮
の
周
辺
を
　こ
き
ざ

小
刻　
み
に
打
つ
「
ち
」

と
表
記
す
る
打
ち
方
、
調
べ
緒
を
締
め
て
打
ち
す
ぐ
に
緩
め
る
「
と
」「
ぽ
」

と
表
記
す
る
打
ち
方
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
「
た
ん
ぽ

ぽ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
注
が
付
さ
れ
て

い
る
狂
歌
（『
新
撰
狂
歌
集
巻
上
』、
寛
永
年
間
〔
一
六
二
九
〜
一
六
四
四
〕

刊
行
）
が
、
落
語
「
　つ
づ
み
が
た
き

鼓
ヶ
滝　
」
の
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

摂
津
国
　
つ
ゞ
み
鼓　
の
滝
に
て
よ
め
る

　を
と音　
に
き
く
　
つ
ゞ
み
鼓　
の
滝
を
う
ち
み
れ
ば

　さ
は沢　
　べ辺　
に
ち
　ゝ　
と
た
ん
ぽ
　ゝ　
の
花

『
新
撰
狂
歌
集
巻
上
』・
春
・
三
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岩
崎
佳
枝
、
網
野
喜
彦
、
高
橋
喜
一
、
塩
村
耕
校
注
、

『
七
十
一
番
職
人
歌
合
・
新
撰
狂
歌
集
・
古
今
夷
曲
集
』

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
六
一
〔
一
九
九
三
〕

こ
こ
ま
で
知
れ
ば
、『「
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
」
を
、
　つ
づ
み
が
た
き

鼓
ヶ
滝　
に
掛
け
て
、
こ
と

さ
ら
に
詠
み
込
む
な
ど
は
、、　落
、　語
、　ら
、　し
、　い
凝
っ
た
趣
向
。』
と
書
い
た
の
は
、

早
々
に
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
さ
ら
に
は
、『「
姫
し
ゃ
が
の
花
」

と
い
う
具
合
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。』
と
し
た
改
竄
も
も
っ
て
の
ほ
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
、
こ
の
狂
歌
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
収
録

さ
れ
た
　こ
と
や
う

異
様　
な
る
法
師
の
歌
の
本
歌
取
り
で
す
。
こ
の
歌
の
詞
書
で
は
、
鼓

の
滝
は
肥
後
の
国
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

清
原
元
輔
肥
後
守
に
侍
け
る
時
、
か
の
く
に
の
　
つ
ゞ
み
鼓　
の
滝
と
い
う
所
を

み
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
こ
と
や
う
な
る
　ほ
う
し

法
師　
の
よ
み
侍
け
る

を
と
に
き
く
つ
　ゞ　
み
の
滝
を
う
ち
み
れ
ば

た
　ゞ　
山
川
の
な
る
に
ぞ
　あ
り有　
け
る

拾
遺
和
歌
集
巻
第
九
・
雑
下
・
五
五
六

上
記
狂
歌
の
本
歌
取
り
の
眼
目
は
、「
鼓
の
滝
」
か
ら
「
鼓
草
」（
つ
ま
り
、

た
ん
ぽ
ぽ
）
を
連
想
し
、「
　さ
は沢　
　べ辺　
」
の
「
　べ辺　
」
で
小
鼓
の
皮
の
周
辺
を
ほ
の

め
か
し
、「
ち
　ゝ　
」
で
皮
の
周
辺
を
打
つ
奏
法
を
読
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
。「
ち
　ゝ　
」
は
少
し
だ
け
の
意
味
を
掛
け
て
い
ま
す
。

狂
歌
に
は
、
た
ん
ぽ
ぽ
と
鼓
の
連
想
で
読
ま
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
。
次
の
狂
歌
は
『
古
今
夷
曲
集
』（
寛
文
五
年
〔
一
六
六
五
〕
刊
行
）
に

載
っ
て
い
る
も
の
で
す
。「
ち
　ゝ　
つ
と
」
は
「
少
し
だ
け
」
と
小
鼓
の
奏
法

「
ち
」
を
掛
け
た
も
の
。
こ
の
掛
詞
に
呼
応
し
て
、「
は
や
し
」
は
「
林
」
と

「
囃
子
」
を
掛
け
て
い
ま
す
。

春
草

行
順

た
む
ぽ
　ゝ　
の
は
な
の
ち
　ゝ　
つ
と
　さ
く咲　
　こ
ろ比　
の

野
山
は
や
し
は
お
も
し
ろ
　
（
い
）ひ　
な
　
（
う
）ふ　

『
　こ
こ
ん
い
き
よ
く
し
う

古
今
夷
曲
集　
』
巻
第
一
・
春
歌
・
四
八

岩
崎
佳
枝
、
網
野
喜
彦
、
高
橋
喜
一
、
塩
村
耕
校
注
、

『
七
十
一
番
職
人
歌
合
・
新
撰
狂
歌
集
・
古
今
夷
曲
集
』

岩
波
書
店
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
六
一
〔
一
九
九
三
〕

と
こ
ろ
で
、「
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
呼
称
と
「
鼓
草
」
の
呼
称
と
は
、
ど
ち
ら

が
先
な
の
で
し
ょ
う
か
。
狂
歌
に
、
た
ん
ぽ
ぽ
と
鼓
の
連
想
で
読
ま
れ
た
も

の
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、「
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
呼
称
の
ほ
う
が
先
の
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。「
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
呼
称
が
先
に
あ
っ
て
、
鼓
の
奏
法
と
の

連
想
が
新
鮮
だ
っ
た
の
で
、
狂
歌
な
ど
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
に

「
鼓
草
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
推
測
で
す
。
さ
ら
に
は
種
子
の

綿
帽
子
の
形
状
か
ら
推
測
す
る
に
、「
た
ん
ぽ
ぽ
」
は
「
　た田　
の
　ほ穂　
」
か
ら
転

じ
た
も
の
で
は
な
い
か
。「
の
」
が
「
ん
」
に
転
じ
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
。

し
か
し
、「
　ほ穂　
」
が
口
調
か
ら
「
ぽ
ぽ
」
に
変
わ
っ
た
と
い
う
は
、
ち
ょ
っ
と

苦
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
私
の
単
な
る
当
て
推
量
な
の
で
、

文
献
で
き
ち
っ
と
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、「
鼓
草
」
の
呼

称
が
先
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
論
理
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
当
て
推
量
は
話
半
分
以
下
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。
そ
れ
に
し
て

も
、
万
葉
集
や
平
安
時
代
の
文
献
に
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
が
出
て
こ
な
い
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
の
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
語
源
の
諸
説
に
も
、
満
足
で
き
る
答
え
は
あ
り

ま
せ
ん
。
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仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
醒
ヶ
井
通
・
堀
川
通
の
松
原
か
ら
六
条

ま
で
）

■

三
善
清
行
の
屋
敷
跡

さ
ら
に
南
に
ゆ
き
、
醒
ヶ
井
松
原
の
十
字
路
を
こ
え
る
と
、
　せ
い
せ
ん

醒
泉　
小
学
校

に
出
ま
す
。
校
名
の
「
醒
泉
」
は
、「
醒
ヶ
井
」
を
漢
語
に
置
き
換
え
た
も

の
。
醒
泉
小
学
校
の
構
内
の
醒
ヶ
井
通
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
、「
三
善
清
行

邸
跡
」
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。

『
今
昔
物
語
集
』
二
十
七
巻
第
三
十
一
に
、
清
行
が
五
条
堀
川
の
化
け

物
屋
敷
に
引
っ
越
す
は
な
し
が
で
て
き
ま
す
が
、
そ
の
屋
敷
跡
が
今
は
小
学

校
。
こ
の
は
な
し
は
、
清
行
が
妖
怪
を
理
詰
め
で
、
退
散
す
る
よ
う
に
説
得

す
る
と
こ
ろ
が
妙
に
お
も
し
ろ
い
。

三
善
清
行
邸
跡
の
碑

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
一
に
は
、「
三
善
清
行
家
」
と
紹
介
さ
れ
て
、

今
昔
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
振
り
が
な
は
「
き
よ
ゆ
き
」

で
な
く
「
き
よ
つ
ら
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
分
、
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎

の
『
　
す
が
わ
ら
で
ん
じ
ゅ
て
な
ら
い
か
が
み

菅
原
伝
授
手
習
鑑　
』
の
影
響
に
よ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、『
和
漢
朗

詠
集
全
注
訳
』〔
川
口
久
雄
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
一
九
八
二
〕
に
よ
れ

ば
、「
き
よ
や
す
」
と
読
む
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　み
よ
し
の
き
よ
ゆ
き

三
善
清
行　
〔
八
四
七
〜
九
一
八
〕
は
、
平
安
中
期
の
漢
学
者
。
　
ぜ
ん
し
ょ
う
こ
う

善
相
公　
と

も
い
い
、
菊
の
花
を
め
で
た
漢
詩
一
首
が
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
採
ら
れ
て

い
ま
す
。
延
喜
格
式
の
制
定
に
携
わ
る
な
ど
の
功
績
が
あ
り
ま
す
が
、
出

世
は
遅
か
っ
た
ら
し
い
。
　
す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

菅
原
道
真　
〔
八
四
五
〜
九
〇
三
〕
と
ほ
ぼ
同
時
代

の
人
で
、
両
者
の
間
に
確
執
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
菅
原
道
真
と

　
ふ
じ
わ
ら
の
と
き
ひ
ら

藤
原
時
平　
〔
八
七
一
〜
九
〇
九
〕
の
権
力
争
い
に
際
し
て
、
三
善
清
行
が
道

真
に
身
を
引
く
よ
う
に
勧
告
し
た
書
状
は
、
親
切
か
中
傷
か
判
断
に
苦
し
む

よ
う
な
文
面
で
、
清
行
の
直
情
径
行
ぶ
り
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ

れ
ま
す
。
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三
善
清
行
の
直
情
径
行
と
い
え
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
二
十
四
巻
第
二
十

五
の
は
な
し
も
、
結
構
あ
ざ
と
い
。
三
善
清
行
が
　き
の紀　
　は

せ

お

長
谷
雄　
〔
八
四
五
〜
九

一
二
〕
と
口
論
し
て
、「
無
才
の
博
士
は
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
世
に
な
い
。

た
だ
し
、
和
主(

あ
な
た)

の
と
き
に
始
ま
る
」
と
　み味　
　そ噌　
　く
そ糞　
に
け
な
し
た
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
、
紀
長
谷
雄
の
漢
詩
の
才
は
抜
群
で
、

二
十
首
あ
ま
り
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
三

善
清
行
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
ち
な
み
に
、
紀
長
谷
雄
は
、
菅
原
道
真
と

と
も
に
、
八
九
五
年
の
　ぼ
っ渤　
　か
い海　
　し使　
を
　こ
う鴻　
　ろ臚　
　か
ん館　
で
接
待
し
て
お
り
、
師
弟
の
関
係

に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
説
話
の
根
底
に
は
、
時
平
側
に
組
し
た
三
善
清
行
・

藤
原
菅
根
と
の
派
閥
あ
ら
そ
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
あ
た
り
に
、
仁
丹
看
板
は
な
い
か
と
さ
が
す
と
、
醒
泉
小
学
校
の
裏

手
、
油
小
路
通
に
面
し
た
門
の
向
か
い
に
、
町
名
看
板
「
油
小
路
通
松
原
下

ル
樋
口
町
」
5©
が
あ
り
ま
し
た
。

　あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ
ど
お
り

油
小
路
通　

　ま
つ
ば
ら

松
原　
　さ
が下　
ル
　ひ
ぐ
ち
ち
ょ
う

樋
口
町　
5©

■

金
仏
？

卜
味
？

醒
泉
小
学
校
の
南
塀
に
沿
っ
て
万
寿
寺
通
を
東
に
向
か
い
ま
す
と
、「
万

寿
寺
通
油
小
路
東
入
上
金
仏
町
」
6©
な
る
町
名
看
板
が
み
つ
か
り
ま
す
。

「
上
金
仏
町
」
と
い
う
の
も
お
も
し
ろ
い
名
前
で
、
さ
ら
に
南
に
は
、「
　ぼ
く
み

卜
味　

　か
な
ぶ
つ
ち
ょ
う

金
仏
町　
」
と
い
う
一
見
で
は
読
め
な
い
地
名
を
ふ
く
ん
だ
看
板
、「
楊
梅
通

油
小
路
西
入
卜
味
金
佛
町
」
7©
も
あ
り
ま
す
。
難
読
を
意
識
し
て
、「
卜
味
」

の
箇
所
の
み
、「
ボ
ク
ミ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。

　ま
ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　

　
あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ

油
小
路　

　
ひ
が
し
い
る

東
入　

　
か
み
か
な
ぶ
つ
ち
ょ
う

上
金
佛
町　
6©

　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　

　
あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ

油
小
路　

　に
し
い
る

西
入　
　ぼ
く
み

卜
味　
　か
な
ぶ
つ
ち
ょ
う

金
佛
町　
7©

「
金
仏
」
の
由
来
を
た
ず
ね
る
と
、
後
白
河
法
皇
〔
一
一
二
七
〜
一
一
九

二
〕
の
「
六
条
殿
」（
東
は
西
洞
院
大
路
、
西
は
油
小
路
、
北
は
楊
梅
小
路
、

南
は
六
条
大
路
に
囲
ま
れ
た
地
域
に
あ
り
、
堀
川
御
所
と
も
い
う
）
の
仏
堂

が
、
の
ち
に
延
寿
寺
と
な
り
、
本
尊
の
金
銅
仏
に
ち
な
ん
で
、
金
仏
寺
と

よ
ば
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
金
仏
寺
の
故
地
と
し
て
、
こ
の
地
名
が
残
っ

た
の
で
す
。
現
在
延
寿
寺
は
、
下
寺
町
（
河
原
町
六
条
上
ル
　も
と
し
お
が
ま
ち
ょ
う

本
塩
竃
町　
）
に

移
っ
て
い
ま
す
が
、
地
名
の
由
来
に
な
っ
た
金
仏
は
ど
ん
ど
ん
焼
で
焼
失
し
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て
し
ま
い
ま
し
た
。
別
に
、
六
条
殿
の
持
仏
堂
が
、
延
寿
寺
の
西
隣
に
長
講

堂
と
し
て
現
存
し
て
い
ま
す
。

卜
味
の
ほ
う
は
、
も
う
一
つ
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
、
卜

味
某
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
未

定
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■

醒
ヶ
井
通
の
名
残

太
平
洋
戦
争
の
末
期
に
、
堀
川
通
を
防
火
帯
と
す
る
た
め
、
沿
道
の
家
屋

の
強
制
疎
開
が
実
施
さ
れ
、
敗
戦
後
、
拡
幅
し
た
堀
川
通
と
し
て
、
南
北

の
幹
線
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
京
め
ぐ
り
で
は
、
醒
ヶ

井
通
を
南
下
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
五
条
堀
川
の
交
差
点
を
こ
え
た
と
こ

ろ
で
、
堀
川
通
が
少
し
東
に
ず
れ
て
、
醒
ヶ
井
通
を
吸
収
す
る
形
に
な
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
形
に
な
っ
た
の
か
、
詮
索
好
き
の

わ
た
く
し
と
し
て
は
、
断
然
、
気
に
な
り
だ
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
も
と
の

　さ

め

が

い

佐
女
牛
井　
の
位
置
に
も
関
係
し
ま
す
の
で
、
避
け
て
は
通
れ
ま
せ
ん
。

明
治
時
代
の
古
地
図(

『
京
都
名
所
図
会
』〔
写
真
化
学
株
式
会
社
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w

w
.

shashin-kagaku.co.jp/
kaisya/

oldm
ap/

m
ap

k7.htm

〕
お
よ
び
『
京
都
時
代M

A
P

幕
末
・
維
新
編
』〔
松
岡
満
、

光
村
推
古
書
院
、
二
〇
〇
三
〕
参
照)

を
み
る
と
、
堀
川
の
東
西
の
河
岸
に

道
が
あ
る
の
は
万
寿
寺
通
り
ま
で
。
万
寿
寺
通
か
ら
南
は
、
町
家
が
建
て
込

ん
で
い
て
堀
川
の
東
岸
に
は
道
が
な
く
、
西
岸
は
本
國
寺
（
移
転
。
現
在

は
、
京
都
東
急
ホ
テ
ル
が
建
っ
て
い
ま
す
）
の
境
内
で
や
は
り
道
が
な
い
よ

う
に
読
み
取
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
万
寿
寺
通
よ
り
南
に
ゆ
く
に
は
、
堀

川
通
か
ら
折
れ
て
、
醒
ヶ
井
通
を
た
ど
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

現
在
、
堀
川
は
、
西
本
願
寺
の
前
で
開
渠
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
北

の
延
長
を
た
ど
る
と
、
堀
川
通
の
西
側
歩
道
の
下
を
、
暗
渠
に
な
っ
た
堀
川

が
流
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
今
の
堀
川
通
の
真
ん
中
が
、
昔
の
町
家

の
撤
去
あ
と
。
東
側
歩
道
が
、
旧
醒
ヶ
井
通
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
実
際
に
、

仁
丹
町
名
看
板
に
そ
の
　な
ご
り

名
残　
が
あ
り
ま
す
。

　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　
　
ひ
が
し
い
る

東
入　
　
せ
ん
す
い
ち
ょ
う

泉
水
町　
8©

　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　

　
ひ
が
し
い
る

東
入　
　さ佐　
　め女　
　ぐ牛　
　い井　
　
ち
ょ
う
町　
9©

五
条
通
の
一
つ
南
の
東
西
の
通
り
は
、
　よ
う
ば
い

楊
梅　
通
と
い
い
ま
す
。
堀
川
通
の

東
側
歩
道
か
ら
そ
の
通
り
へ
は
い
っ
た
、
す
ぐ
北
側
に
「
楊
梅
通
醒
ヶ
井
東

入
泉
水
町
」
8©
、
続
い
て
南
側
に
「
楊
梅
通
醒
ヶ
井
東
入
佐
女
牛
井
町
」
9©

と
、
あ
わ
せ
て
二
つ
の
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。
難
読
の
「
佐
女
牛
井
」
の

部
分
に
は
、「
サ
メ
グ
イ
」
と
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
り
ま
す
。
ル
ビ
に
忠
実
に

読
む
と
、
　さ佐　
　め女　
　ぐ牛　
　い井　
　
ち
ょ
う
町　
で
す
が
、
下
京
区
役
所
の
広
報
等
で
は
、「
さ
め
が

い
ち
ょ
う
」
と
読
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
先
ほ
ど
、
紹
介
し
た
「
楊
梅
通
油
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よ
う
ば
い
ど
お
り

六
条
通　
　さ
め
が
い

醒
ヶ
井　

　
ひ
が
し
い
る

東
入　
　さ佐　
　め女　
　ぐ牛　
　い井　
　
ち
ょ
う
町　
10©

小
路
西
入
卜
味
金
佛
町
」
7©
の
看
板
も
、
こ
の
通
り
を
東
に
歩
い
た
、
す

ぐ
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

堀
川
通
か
ら
東
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、「
楊
梅
通
堀
川
東
入
ル
」

で
あ
る
は
ず
な
の
に
、「
楊
梅
通
醒
ヶ
井
東
入
ル
」。
堀
川
通
に
吸
収
さ
れ
た

醒
ヶ
井
通
の
名
残
で
す
。
南
北
の
通
り
の
醒
ヶ
井
通
の
両
側
町
と
し
て
町
名

を
付
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
二
つ
の
町
名
看
板
か
ら
、
楊
梅
通
を

挟
ん
だ
南
北
で
、
泉
水
町
と
佐
女
牛
井
町
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
た
だ
し
、
両
町
と
も
、
西
側
は
、
堀
川
通
を
通
し
た
た
め
に
、
無
く

な
っ
て
片
側
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

楊
梅
通
の
一
つ
南
の
東
西
の
通
り
は
、
六
条
通
。
六
条
通
を
東
に
は
い
っ

て
、
今
度
は
北
側
の
徳
成
寺
の
門
前
に
、「
六
条
通
醒
ヶ
井
東
入
佐
女
牛
井

町
」
10©
の
看
板
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
、
佐
女
牛
井
町
。
片
側
が
無
く
な
っ

た
両
側
町
の
名
残
で
す
。

京
都
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
先
入
観
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
街
路
に
関

し
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
名
称
が
変
わ
っ
て
ま
す
。
　
よ
う
ば
い
ど
お
り

楊
梅
通　
は
、
平
安
京
の

　や
ま
も
も
こ
う
じ

楊
梅
小
路　
。
東
西
の
通
り
を
覚
え
る
た
め
の
わ
ら
べ
歌
で
は
、
　せ
っ
た
や
ち
ょ
う

雪
踏
屋
町　
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
六
条
通
は
、
平
安
京
の
六
条
大
路
。
わ
ら
べ
歌
で
は
、

六
条
通
の
北
に
　う
を
の
た
な

魚
之
棚　
通
が
あ
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
ま
す
が
、
こ
の
解
釈

は
や
や
強
引
で
す
。
今
の
　
は
な
や
ち
ょ
う
ど
お
り

花
屋
町
通　
は
、
平
安
京
の
　さ佐　
　め女　
　う
し牛　
　こ
う
じ

小
路　
。
わ
ら
べ

歌
に
は
読
み
込
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

■

佐
女
牛
井
跡

旧
醒
ヶ
井
通
（
今
は
堀
川
通
の
東
側
歩
道
）
に
面
し
た
、
楊
梅
通
と
六
条

通
の
間
が
、
　さ佐　
　め女　
　が牛　
　い井　
町
。
堀
川
通
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
、
西
側
歩
道
の

緑
地
帯
に
、「
左
女
牛
井
之
跡
」
の
碑
が
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
の
詮
索
の
結

果
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
は
、
暗
渠
に
な
っ
た
堀
川
の
真
上
で

す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
石
碑
の
東
側
、
今
の
堀
川
通
の
車
道
部
分
か
ら
東
側

歩
道
の
間
（
つ
ま
り
、
佐
女
牛
井
町
の
無
く
な
っ
た
西
側
半
分
）
の
ど
こ
か

が
、
も
と
の
佐
女
牛
井
の
位
置
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
石
碑
の
側
面
に
は
、

醒
泉
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
と
し
て
、
昭
和
四
四
年
建
立
と
あ
り
ま
す
か

ら
、
拡
幅
さ
れ
た
堀
川
通
を
避
け
る
た
め
に
仕
様
が
な
く
、
こ
こ
に
建
て
た

の
で
し
ょ
う
。
か
り
に
中
央
分
離
帯
に
建
て
る
と
、
堀
川
通
（
五
条
堀
川
の

交
差
点
か
ら
南
は
、
国
道
一
号
線
）
の
こ
の
交
通
量
だ
と
横
断
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
、
だ
れ
も
見
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

石
碑
の
北
側
側
面
に
は
、「
源
義
経
堀
川
御
所
用
水
と
伝
え
ら
れ
足
利
時

代
既
に
名
あ
り
元
和
二
年
在
銘
の
井
戸
枠
と
も
第
二
次
世
界
大
戦
に
際
し
昭

和
二
十
年
疎
開
の
為
撤
去
さ
る
当
学
醒
泉
の
名
は
之
に
由
来
す
る
」
と
彫
ら

れ
て
い
ま
す
。
か
た
わ
ら
の
駒
札
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

京
の
名
水
と
し
て
平
安
時
代
よ
り
知
ら
れ
源
氏
の
邸
い
わ
ゆ
る
六

条
堀
川
館
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
。

室
町
時
代
に
は
南
都
の
僧
村
田
珠
光
が
こ
の
畔
に
住
み
茶
道
を
興
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佐
女
牛
井
跡
の
碑

し
足
利
義
政
も
来
遊
し
た
と
い
う
。
江
戸
初
期
元
和
二
年
五
月

織
田
有
楽
斎
は
こ
れ
を
改
修
し
た
。
内
径
二
尺
四
寸
の
円
井
戸

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
天
明
の
大
火
で
埋
も
れ
た
が
、
寛
政
二
年
、

藪
内
家
六
世
竹
陰
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
、
そ
の
碑
が
七
世
竹
猗
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
が
円
井
戸
碑
と
と
も
に
第
二
次
世
界
大

戦
最
末
期
の
民
家
の
強
制
疎
開
と
と
も
に
撤
去
さ
れ
た
。
昭
和
四

十
四
年
醒
泉
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
こ
こ

に
碑
を
た
て
名
水
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
撤
去
さ
れ
た
井
筒
は
ど
こ
に
消
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
都
名
所
図
会
』
巻
之
二
に
は
、
図
入
り
で
、
佐
女
牛
井
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
そ
の
図
を
切
り
取
っ
て
引
用
し
ま
す
。
目
を
凝
ら
す
と
、
そ
の
振
り

が
な
は
、「
さ
め
う
し
の
ゐ
」
と
な
っ
て
い
て
、
説
明
に
は
、「
　さ
め
が
ゐ

醒
井　
五
条
の

南
に
あ
り
、
井
筒
に
銘
あ
り
、
　さ
め
う
し
の

佐
女
牛　
井
、
元
和
二
年
有
楽
再
建
之
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
執
筆
者
が
勘
違
い
し
た
か
と
も
お
も
い
ま
し
た
が
、
こ
の

説
明
か
ら
あ
き
ら
か
に
意
識
的
に
「
さ
め
う
し
の
ゐ
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

『
都
名
所
図
会
』
巻
之
二
の
佐
女
牛
井
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ

り
引
用
）

六
条
通
（
平
安
京
の
六
条
大
路
）
の
一
つ
南
の
通
り
、
現
在
の
花
屋
町
通

を
、
平
安
京
で
は
　さ佐　
　め女　
　う
し牛　
　こ
う
じ

小
路　
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
近
く
に
あ

る
こ
と
に
ち
な
ん
で
命
名
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
て
、『
都
名
所
図
会
』
で
は
「
さ
め
う
し
の
ゐ
」
と
称
し
た
の
で
し
ょ

う
。
で
は
、
　さ佐　
　め女　
　う
し牛　
と
は
な
ん
ぞ
や
。
牛
の
毛
色
を
い
う
ら
し
く
、
幸
い
に
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も
、『
　な
ん南　
　そ
う総　
　さ
と里　
　み見　
　は
っ八　
　け
ん犬　
　で
ん伝　
』
第
七
輯
巻
之
七
第
七
十
三
回
に
、「
そ
の
毛
色
も

　い
つ一　
な
ら
ね
ば
、
　あ
め
う
し

黄
牛　
　さ
め
う
し

蒼
牛　
」
云
々
と
で
て
き
ま
す
。
　あ
め
う
し

黄
牛　
の
ほ
う
は
、
座
右

の
古
語
辞
典
に
載
っ
て
い
て
、『
枕
草
子
』
の
用
例
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　さ
め
う
し

蒼
牛　
の
ほ
う
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
沿
っ

た
解
釈
で
、
多
分
大
過
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
な
お
、
佐
女
牛
井
を
「
さ
め
が
い
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の

は
ど
う
し
て
か
と
い
う
疑
問
が
残
っ
て
い
ま
す
。
音
韻
学
か
ら
は
、
荒
唐
無

稽
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
さ
め
が
い
」
と
読
み
た
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ

う
に
読
む
よ
う
に
変
え
た
と
考
え
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
八
坂
神
社
の

祭
神
を
、
　ご牛　
　ず頭　
　て
ん
の
う

天
王　
と
い
う
よ
う
に
、「
牛
」
を
「
ご
」
と
読
む
こ
と
が
あ

る
の
で
、「
さ
め
ご
い
」→

「
さ
め
ぐ
い
」→

「
さ
め
ぐ
ゎ
い
」→

「
さ

め
が
い
」
と
い
う
よ
う
に
強
引
に
変
化
さ
せ
た
と
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も

素
人
の
た
わ
ご
と
で
す
。

■

有
楽
好
み
の
円
井
戸

引
用
し
た
『
都
名
所
図
会
』
の
図
で
は
、
佐
女
牛
井
が
確
か
に
　ま
る円　
　い井　
　ど戸　
で

あ
る
こ
と
は
、
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
有
楽
斎
銘
の
井
筒
が
判
然
と
し
な

い
の
が
残
念
で
す
。
目
を
凝
ら
す
と
、
円
井
戸
の
左
上
の
と
こ
ろ
に
井
筒
ら

し
き
円
弧
が
描
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
実
際
に
ど
う
な
っ
て
い
た
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
有
楽
斎
の
銘
が
一
六
一
六
年
〔
元
和
二
年
〕、『
都
名
所

図
会
』
刊
行
が
一
七
八
六
年
〔
天
明
六
年
〕、
天
明
の
大
火
に
よ
る
埋
没
が

一
七
八
八
年
〔
天
明
八
年
〕、
藪
内
竹
陰
に
よ
る
修
復
が
一
七
九
〇
年
〔
寛

政
二
年
〕
で
す
か
ら
、『
都
名
所
図
会
』
刊
行
の
と
き
に
は
、
こ
の
図
の
程

度
に
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

佐
女
牛
井
の
井
筒
が
ど
ん
な
形
を
し
て
い
た
か
？

つ
い
で
で
す
か
ら
詮

索
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
六
一
六
年
〔
元
和
二
年
〕
の
銘
を
の
こ
し
た
　お織　

　だ田　
　う有　
　ら
く楽　
〔
一
五
四
七
〜
一
六
二
二
〕
は
、
織
田
信
長
の
弟
、
戦
国
末
期
を
生

き
抜
い
て
、
最
後
は
茶
人
と
し
て
大
成
し
た
人
。
東
京
の
「
有
楽
町
」
は
、

有
楽
斎
に
ち
な
む
地
名
。
晩
年
、
有
楽
斎
は
建
仁
寺
の
塔
頭
正
伝
院
に
隠
居

し
、
現
在
国
宝
に
な
っ
て
い
る
茶
室
、
　じ
ょ
あ
ん

如
庵　
を
建
て
ま
し
た
。

寛
政
十
一
年
〔
一
七
九
九
年
〕
に
刊
行
さ
れ
た
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
に

は
、
建
仁
寺
塔
頭
正
傳
院
の
図
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
部
切
り
取
っ
て

引
用
し
ま
し
ょ
う
。
当
時
の
如
庵
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま

す
。
左
手
の
数
奇
屋
造
り
の
茶
室
に
「
如
庵
」
の
額
が
か
か
っ
て
い
る
の
が

見
え
ま
す
。
こ
の
図
の
右
下
隅
に
あ
る
の
が
、
有
楽
好
み
の
井
筒
「
佐
女
牛

井
」。
た
し
か
に
、
円
井
戸
で
す
。

有
楽
斎
の
死
後
、
如
庵
の
あ
っ
た
正
伝
院
は
、
建
仁
寺
塔
頭
と
し
て
存
続

し
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
に
廃
寺
と
な
り
、
永
源
院
と
合
併
し
て
、
正
伝
永

源
院
（
東
山
区
大
和
大
路
四
条
下
ル
小
松
町
、
建
仁
寺
の
北
）
と
な
り
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
正
伝
院
書
院
と
如
庵
の
建
物
は
、
民
間
有
志

の
手
を
経
て
三
井
家
の
所
有
と
な
り
、
東
京
、
神
奈
川
県
大
磯
と
文
字
通
り

転
々
と
移
さ
れ
、
現
在
は
、
愛
知
県
犬
山
市
の
　う
ら
く
え
ん

有
楽
苑　
に
移
築
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
敷
地
内
の
露
地
に
、
有
楽
好
み
の
井
筒
「
佐
女
牛
井
」
が
現
存
し

ま
す
。「
元
和
元
年
九
月
二
日
有
楽
」
の
銘
が
あ
る
と
い
い
ま
す
の
で
、
も

と
の
佐
女
牛
井
の
井
筒
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
作
。
製
作
時
期
か
ら
み
て
、

こ
の
井
筒
と
も
と
の
佐
女
牛
井
と
は
、
　つ
い対　
で
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
も
と
の
佐
女
牛
井
は
、『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
如
庵
の
露
地
（
右

下
隅
）
に
描
か
れ
た
有
楽
好
み
の
井
筒
と
同
形
で
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
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『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
巻
之
一
、
建
仁
寺
塔
頭
正
傳
院
の
図
の

一
部
。
如
庵
の
露
地
（
右
下
）
に
有
楽
好
み
の
井
筒
「
佐
女
牛

井
」
が
見
え
る
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

よ
り
引
用
）

な
い
で
し
ょ
う
。

正
伝
院
に
あ
っ
た
織
田
有
楽
の
墓
は
、
現
在
正
伝
永
源
院
に
移
さ
れ
て
い

ま
す
。
平
成
八
年
に
如
庵
を
復
元
し
た
建
物
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
通
常
は

非
公
開
な
の
で
訪
れ
る
機
会
が
な
く
、
円
井
戸
が
復
元
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ
ど
お
り

油
小
路
通　

　ろ
く
じ
ょ
う

六
条　

　さ
が
る

下
ル　
　に
し
わ
か
ま
つ
ち
ょ
う

西
若
松
町　
11©

橘
屋
の
「
史
菓
・
佐
女
牛
井
」。

六
条
通
を
東
に
歩
く
と
、
六
条
油
小
路
の
十
字
路
に
で
ま
す
が
、
油
小
路

を
下
が
っ
た
と
こ
ろ
の
電
柱
に
、
町
名
看
板
「
油
小
路
通
六
条
下
ル
西
若
松

町
」
11©
が
見
つ
か
り
ま
す
。
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こ
の
十
字
路
か
ら
北
へ
ゆ
く
と
、
東
側
に
和
菓
子
屋
「
橘
屋
」（
油
小
路
六

条
上
ル
卜
味
金
仏
町
）
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
町
名
看
板
の
「
卜

味
金
佛
町
」
と
同
じ
町
内
で
す
。
名
物
は
、「
史
菓
・
佐
女
牛
井
」。
店
主
い

わ
く
、「
三
笠
で
な
く
、
ど
ら
焼
き
で
な
く
、
当
店
で
は
、
　さ佐　
　め女　
　が牛　
　い井　
」。
大

粒
の
栗
が
一
粒
、
粒
餡
も
極
上
。
な
り
よ
り
も
、
包
装
に
円
井
戸
の
井
筒
が

描
か
れ
て
い
る
の
が
う
れ
し
い
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp
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/
x
y
m
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m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
2
回
）2007/11/1

改2007/12/20

、
改2008/12/24
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