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上
京
区
の
千
本
通
の
北
端
は
鞍
馬
口
、

南
端
は
出
世
稲
荷
神
社
の
南
の
道
ま
で

で
す
。
全
長
二
・
三
五
キ
ロ
、
区
内
の

縦
通
り
の
中
で
も
最
も
長
い
の
で
す
が
、

千
本
通
の
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
ほ
ん
の

一
部
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
区
内
の
北

端
で
海
抜
七
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
端
で
三

九
メ
ー
ト
ル
で
す
か
ら
、
そ
の
標
高
差

は
三
一
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
ま
す
。
北

の
方
で
は
、
自

転
車
で
も
徒
歩

で
も
、
か
な
り

の
傾
斜
を
も
つ

道
で
あ
る
こ
と

を
足
が
感
じ
さ

せ
ま
す
。
千
本

通
と
交
わ
る
横

通
り
の
道
に
も

坂
が
目
立
ち
ま

す
。
こ
れ
が
何

を
意
味
す
る
か

は
、
追
々
わ
か

っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

千
本
通
は
平
安
京
の
朱
雀
大
路
と
重

な
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
二
条

大
路
か
ら
南
へ
、
九
条
大
路
ま
で
の
間

の
こ
と
で
、
二
条
大
路
よ
り
北
は
朱
雀

門
を
入
れ
ば
一
条
大
路
ま
で
の
六
町
の

間
は
官
庁
街
で
、
ほ
と
ん
ど
道
路
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
上
京

区
内
に
は
朱
雀
大
路
が
存
在
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
す
。
と
は
い
う
も
の

の
今
の
千
本
通
は
平
安
京
の
中
軸
線
で

あ
っ
た
の
で
す
。

現
在
の
千
本
一
条
の
少
し
南
に
平
安

宮
の
北
門
で
あ
る
偉

�� ��

門
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
南
は
通
路
の
両
側
に
二
町
四

方
の
大
蔵
省
、
上
長
者
町
通
か
ら
下
立

売
通
と
椹
木
町
通
の
中
間
あ
た
り
ま
で

に
、
内
蔵
く

ら

寮
、
采
女
う
ね
め

町
・
内
膳
司

な
い
ぜ
ん
し

、
中

和
院
が
配
置
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
南
は

朝
堂
院

ち
ょ
う
ど
う
い
ん(

大
極
殿
院)

と
な
り
ま
す
。

平
安
京
の
北
端
の
一
条
大
路
か
ら
二

条
大
路
、
大
宮
大
路
か
ら
西
大
宮
大
路

(

現
在
の
御
前
通)

に
囲
ま
れ
た
一
廓

が
大
内
裏

だ
い
だ
い
り

で
平
安
宮
と
い
い
ま
し
た
。

こ
こ
は
大
極
殿

だ
い
ご
く
で
ん

を
は
じ
め
政
治
と
儀
式

の
中
枢
の
場
で
、
内
裏
は
天
皇
の
住
居
、

豊
楽
殿

ぶ
ら
く
で
ん

は
宴
会
場
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

壮
大
な
平
安
宮
も
律
令
政
治
の
崩
壊
と

と
も
に
少
し
ず
つ
無
用
の
宮
殿
と
化
し

ま
す
。
や
が
て
再
三
の
火
災
な
ど
で
建

物
は
消
失
し
、
平
安
時
代
も
後
期
と
も

な
る
と
朝
廷
の
政
治
も
儀
式
化
し
、
個
々

の
執
務
は
役
所
の
長
官
の
里
亭
り
て
い(

自
宅)

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
で

い
う
在
宅
勤
務
で
す
。
そ
の
た
め
に
甍
い
ら
か

を
連
ね
た
建
物
も
朽
ち
果
て
、
鬼
が
住

む
よ
う
な
廃
屋
と
化
し
ま
す
。
中
世
に

は
荒
野
と
な
り
、
内
裏
の
野
―
内
野
う
ち
の

と

い
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
そ
の

名
は
千
本
丸
太
町
の
北
西
に
大
極
殿
遺

阯
の
碑
が
立
つ

｢

内
野
児
童
公
園｣

に

の
み
、
そ
の
名
を
残
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
あ
た
り
は
山
城
盆
地
の
北
部
に

形
成
さ
れ
た
緩
や
か
な
扇
状
地
で
、
起

伏
の
あ
る
土
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
格
子
状
の
市
街
地
に
は
不
向
き
な

地
勢
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
宮
殿
地

に
向
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
低
差
を
利
用
し
て
建
物
を
配
置
し
た

の
で
し
ょ
う
。
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千
本
通
の
北
は
鷹
ヶ
峯
街
道
、
南
は

大
坂
街
道
に
続
き
、
近
世
に
は
す
べ
て

を
千
本
通
と
呼
び
、
二
条
大
路
以
南
で

も
朱
雀
大
路
の
異
称
の
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
鷹
ヶ
峯
か
ら
北
は
長
坂
越
と
し

て
北
桑
田
郡
へ
、
南
は
大
坂
へ
の
重
要

な
街
道
と
結
ん
で
い
ま
し
た
。

千
本
通
の
名
称
の
由
来
は
い
ろ
い
ろ

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
有
力

な
の
は
墓
地
が
多
か
っ
た
今
の
千
本
北

大
路
あ
た
り
に
、
千
本
の
卒
塔
婆

そ

と

ば

が
立
っ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
い
ま
す
。
お

そ
ら
く
千
本
の
名
は
朱
雀
大
路
と
は
か

か
わ
り
な
く
、
長
坂
口
と
い
わ
れ
た
あ

た
り
か
ら
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

千
本
頭
か
ら
始
ま
っ
て
南
へ
、
大
坂
街

道
に
ま
で
広
が
っ
て
行
っ
た
の
で
し
ょ

う
。現

在
も
五
月
の
今
宮
祭
に
は
、
千
本

今
出
川
か
ら
北
へ
沢
潟
お
も
だ
か

・
龍
り
ゅ
う
・
牡
丹
ぼ
た
ん

・

柏か
し
わ・
枇
杷
び

わ

の
五
本
の
剣
鉾
け
ん
ぼ
こ

が
出
ま
す
が
、

こ
れ
は
寺
之
内
大
宮
あ
た
り
の
三
本
の

京
鉾
に
対
し
て
千
本
鉾
と
称
し
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
千
本
頭
は
、
す
で
に

剣
鉾
を
出
せ
る
よ
う
な
経
済
力
を
有
す

る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
千
本
頭
の

西
側
は
紙
屋
川
ま
で
籔
地
な
ど
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
東
側
は
西
陣
の

市
街
地
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
今

も
材
木
商
や
鍛
冶
屋
が
あ
る
の
も
街
道

の
名
残
り
と
い
え
ま
す
。

千
本
通
の
上
京
区
の
北
端
は
引
接
寺

い
ん
じ
ょ
う
じ

に
始
ま
り
ま
す
。
引
接
寺
は
千
本
閻
魔
え
ん
ま

堂
と
呼
ば
れ
、
五
月
の
初
め
に
境
内
で

演
じ
ら
れ
る
狂
言
は
京
都
に
数
あ
る
念

仏
狂
言
の
一
つ
で
す
が
、
壬
生
狂
言
の

よ
う
な
無
言
劇
で
は
な
く
、
科
白
せ
り
ふ

を
伴

う
の
が
特
色
で
す
。
狂
言
堂
の
脇
に
あ

る
普
賢
象
桜

ふ
げ
ん
ぞ
う
ざ
く
ら

が
咲
く
と
狂
言
が
演
じ
ら

れ
る
と
い
う
由
緒
は
、
折
か
ら
通
り
か

か
ら
れ
た
孝
明
天
皇
の
勅
命
に
よ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
に
閻
魔
大
王
宮
に
な
ぞ
ら
え

た
寺
が
あ
る
と
い
う
の
も
葬
送
の
地
と

の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

普
賢
象
桜
の
背
後
に
は
十
重
の
名
塔
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
重
の
宝
塔
の
上

に
十
三
重
の
塔
の
八
層
分
を
重
ね
た
特

異
な
も
の
で
、
南
北
朝
時
代
の
至
徳
三

年

(

一
三
八
六)

に
円
阿
弥

え
ん
あ

み

が
勧
進
し

た
と
い
う
刻
銘
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

重
要
文
化
財
に
指
定
し
て
お
り
、
古
く

か
ら
紫
式
部
の
供
養
塔
と
称
さ
れ
、
廃

寺
と
な
っ
た
紫
野
の
白
亳
院

び
ゃ
く
ご
う
い
ん
か
ら
移
さ

れ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
鐘
楼
に

懸
か
る
梵
鐘

ぼ
ん
し
ょ
う
は
康
暦

こ
う
り
ゃ
く
元
年(

一
三
七
九)

に
同
じ
円
阿
弥
の
勧
進
に
よ
り
大
工
藤

原
国
安
が
製
作
し
た
と
い
う
銘
文
が
あ
っ

て
、
京
都
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

本
堂
の
中
に
は
丈
六
の
閻
魔
王
の
坐

像
や
司
命
し
め
い

・
司
禄
し
ろ
く

の
像
、
地
蔵
菩
薩
像

が
安
置
さ
れ
、
壁
画
に
は
冥
府
め
い
ふ

の
有
様

が
描
か
れ
、
死
後
の
世
界
を
想
像
さ
せ

た
の
で
し
ょ
う
。

千
本
閻
魔
堂
か
ら
南
へ
二
五
〇
メ
ー
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ト
ル
、
寺
之
内
通
の
先
に
、
釘
抜
く
ぎ
ぬ
き

地
蔵

と
呼
ば
れ
る
石
像
寺

し
ゃ
く
ぞ
う
じ

が
あ
り
ま
す
。
お

堂
の
前
に
大
き
な
釘
抜
が
立
っ
て
お
り
、

よ
く
見
る
と

｢
仏
子
印
象

ぶ
っ
し
い
ん
し
ょ
う｣

の
刻
銘
が

あ
り
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
堂
本
印

象
画
伯
が
自
ら
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
奉
納

さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
お
堂
に
は
周
囲

の
壁
全
体
に
釘
と
釘
抜
を
打
ち
つ
け
た

絵
馬
が
懸
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
室

町
時
代
末
期
の
弘
治
こ
う
じ

年
間

(

一
五
五
五

〜
五
八)

に
油
小
路
上
長
者
町
に
住
む

紀
国
屋
道
林
と
い
う
人
が
両
手
を
激
痛

に
襲
わ
れ
、
医
師
の
治
療
で
も
お
さ
ま

ら
な
い
の
で
、
石
像
寺
の
地
蔵
尊
に
願

を
掛
け
た
と
こ
ろ
、
満
願
の
日
の
夢
に

八
寸
釘
二
本
を
手
に
し
た
地
蔵
尊
が
出

現
し
、
前
世
に
人
を
呪
い
八
寸
釘
を
打

ち
こ
ん
だ
応
報
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
ま

す
。
目
覚
め
た
道
林
の
痛
み
は
消
え
、

地
蔵
尊
の
前
に
は
血
の
つ
い
た
八
寸
釘

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で｢

苦
を
抜
く｣

に
掛
け
て
釘
抜
と
八
寸
釘
の
絵
馬
を
奉

納
し
て
病
気
平
癒
を
祈
る
よ
う
に
な
っ

た
と
伝
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
背
後
の
小
堂
に
は
石
像
寺

の
名
と
な
っ
た
石
造
の
阿
弥
陀
如
来
三

尊
像
が
あ
り
ま
す
。
何
の
変
哲
も
な
い

石
仏
と
思
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
京
都
で

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
石
仏
は
こ

れ
一
つ
な
の
で
す
。
こ
の
像
に
は
鎌
倉

時
代
の
元
仁
げ
ん
に
ん

元
年

(

一
二
二
四)

十
二

月
二
日
に
造
り
始
め
て
翌
二
年
四
月
十

五
日
に
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
た
と
い
う

刻
銘
が
あ
り
ま
す
。
実
は
元
仁
の
元
号

は
天
変
に
よ
っ
て
、
十
一
月
二
十
日
に

貞
応
じ
ょ
う
お
う三
年
を
改
元
し
、
翌
年
の
四
月
二

十
日
に
は
疫
病
に
よ
り
嘉
禄
か
ろ
く

元
年
と
な
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
わ
ず
か
五
ヶ
月
間
し

か
存
在
し
な
か
っ
た
最
も
短
い
元
号
の

一
つ
で
す
。
お
ま
け
に
歴
史
的
な
出
来

事
も
な
か
っ
た
時
期
で
す
か
ら
、
ま
っ

た
く
こ
の
石
仏
の
た
め
の
元
号
で
あ
っ

た
よ
う
に
さ
え
思
え
ま
す
。

千
本
通
の
一
条
か
ら
南
の
一
帯
は
、

か
つ
て
西
陣
織
華
や
か
な
頃
、
京
都
で

も
比
類
な
い
夜
の
歓
楽
街
で
し
た
。
土

屋
町
通
を
中
心
に
一
条
か
ら
中
立
売
の

間
の
一
郭
は
、｢

西
陣
京
極｣

と
い
わ

れ
、
映
画
館
や
飲
食
店
を
中
心
と
し
て

西
陣
界
隈
の
織
工
さ
ん
た
ち
の
い
や
し

の
場
で
し
た
。
か
つ
て
は｢

西
陣
京
極｣

と
い
う
市
電
の
停
留
所
も
あ
り
、
今
の

さ
び
れ
よ
う
か
ら
す
る
と
嘘
の
よ
う
な

話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

西
陣
京
極
に
は
七
つ
も
の
映
画
館
が

ひ
し
め
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は

｢

シ
ネ
フ
レ
ン
ズ
西
陣｣

だ
け
と
な
り
、

五
番
町
の

｢

千
本
日
活｣
と
と
も
に
西

陣
の
映
画
館
の
命
脈
を
保
っ
て
い
ま
す
。

映
画
館
の
跡
地
は
駐
車
場
や
パ
チ
ン
コ

店
に
な
り
、
そ
れ
も
廃
業
し
て
空
家
と

な
っ
て
い
ま
す
。
千
本
通
な
ど
に
面
し

た

｢

西
陣
京
極｣

の
看
板
だ
け
が
昔
を

語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

五
番
町
遊
郭
も
往
年
の
姿
は
見
る
か

げ
も
な
く
、
二
階
に
手
摺
り
の
あ
る
家

を
見
る
と
、
こ
の
辺
り
が
昭
和
三
十
三

年
に
、
水
上
勉
の
原
作
で
佐
久
間
良
子

が
主
演
し
た
映
画

｢

五
番
町
夕
霧
楼｣

の
舞
台
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
世
の

中
と
な
り
ま
し
た
。
西
陣
の
織
物
産
業

の
支
え
が
あ
っ
て
の
遊
郭
は
公
的
な
規

則
も
あ
っ
て
急
激
に
衰
え
ま
し
た
。
も

と
も
と
遊
郭
と
し
て
栄
え
た
の
は
休
日

や
夜
に
な
だ
れ
こ
ん
だ
織
工
さ
ん
た
ち

の
お
蔭
で
し
た
。
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千
本
丸
太
町
の
交
差
点
付
近
に
は
、

往
時
の
平
安
宮
を
偲
ば
せ
て
く
れ
る
標

示
が
目
に
つ
き
ま
す
。
東
北
と
西
南
角

の
歩
道
に
は｢

大
極
殿
跡｣
の
タ
イ
ル
、

東
北
隅
の
植
込
み
に
は
、
平
安
時
代
の

大
極
殿
、
東
南
隅
の
植
込
に
朝
堂
院
の

絵
が
配
置
し
て
あ
り
、
こ
の
絵
に
は
厳

密
な
考
証
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

千
本
通
の
西
側
、
丸
太
町
を
上
が
っ
た

と
こ
ろ
の
歩
道
の
縁
石
に｢
大
極
殿
跡｣

｢

小
安
殿

し
ょ
う
あ
ん
で
ん
跡｣

｢

昭
慶
門

し
ょ
う
け
い
も
ん
跡｣
と
彫
ら
れ

た
小
さ
な
標
石
が
置
か
れ
て
い
る
の
に

気
付
い
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
る
で
し
ょ

う
。内

野
児
童
公
園
に
あ
る

｢

大
極
殿
遺

阯｣

の
石
碑
は
明
治
二
十
九
年
の
平
安

遷
都
千
百
年
記
念
と
し
て
立
て
ら
れ
ま

し
た
が
、
実
際
の
大
極
殿
は
こ
の
碑
よ

り
南
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
近

年
の
水
道
や
ガ
ス
工
事
な
ど
に
よ
る
立

会
調
査
で
発
掘
さ
れ
た
点
の
よ
う
な
遺

構
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
標

石
に
示
さ
れ
た
位
置
が
確
認
さ
れ
は
じ

め
た
の
で
し
た
。

朝
堂
院
に
は
平
安
宮
内
の
最
も
重
要

な
施
設
で
、
北
方
に
は
東
西
十
一
間
、

南
北
四
間
の
大
極
殿
、
そ
の
北
に
小
安

殿
、
さ
ら
に
北
に
昭
慶
門
が
あ
っ
た
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
ま
だ
遺
構
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
に
接
続
す
る
廻
廊
の

遺
構
が
千
本
通
の
東
で
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
位
置
が
推
測
で
き
る

の
で
す
。

は
る
か
千
二
百
年
の
昔
、
こ
の
あ
た

り
で
即
位
の
礼
が
行
わ
れ
た
り
、
外
国

使
節
が
行
き
来
し
た
り
し
た
様
子
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
散
歩
す
る
の
も
、
ま

た
一
興
で
し
ょ
う
。
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京
都
に
残
る
町
の
名
前
は
、
そ
の
昔

そ
こ
に
何
が
あ
っ
た
か
を
知
る
手
が
か

り
の
ひ
と
つ
と
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば

｢

百
万
遍｣

と
い
え
ば
、
今
は
東
大
路

通
り
今
出
川
に
あ
る
の
は
京
都
に
住
む

人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
が
、
現

在
地
に
移
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
寛
文

二
年

(

一
六
六
二)

の
こ
と
で
、
も
と

は
小
川
通
一
条
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
が

室
町
時
代
後
期
に
描
か
れ
た
洛
中
洛
外

図
屏
風
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
証
拠

に
、
そ
の
地
に
は
今
も｢

元
百
万
遍

も
と
ひ
ゃ
く
ま
ん
べ
ん
町｣

の
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
同

志
社
大
学
歴
史
資
料
館
が
発
掘
調
査
を

行
っ
た
の
は
、
今
出
川
通
新
町
上
る
の

新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
南
を
は
し
る
道
路
―

そ
の
昔
、｢

御
霊
の
辻
子
づ

し｣

と
呼
ば
れ

た
―
を
西
に
入
っ
た

｢

元
本
満
寺
町｣

の
一
角
で
、
町
の
名
は
そ
の
名
の
通
り
、

昔
こ
の
地
に
本
満
寺
と
い
う
法
華
宗
の

寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
み
ま
す
。

◇
中
世
京
都
と
本
満
寺

中
世
の
京
都
は
、
経
済
活
動
の
発
展

と
と
も
に
町
衆
が
台
頭
し
て
き
た
時
代

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
町
衆
た
ち

が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
が
、
鎌

倉
時
代
に
日
蓮
が
唱
え
た
法
華
宗
で
す
。

町
衆
の
伸
張
と
と
も
に
法
華
宗
は
勢
力

を
拡
大
し
て
い
き
、
総
本
山
は
二
十
一

ヶ
寺
に
及
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
本
満
寺

も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
勢
力
を

誇
っ
た
寺
院
で
し
た
。

室
町
時
代
も
後
半
に
な
る
と
、
畿
内

で
は
山
城
国
一
揆
を
は
じ
め
と
し
、
民

衆
が
自
治
を
求
め
て
土
地
の
有
力
者
と

対
峙
た
い
じ

す
る
土
一
揆
が
各
地
で
勃
発
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
洛
中
で
は
法
華

宗
徒
と
な
っ
た
町
衆
が
法
華
一
揆
を
お

こ
し
、
京
都
を
自
治
都
市
に
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
天
文
五
年

(

一
五
三
六)

、
法
華
宗
の
隆
盛
を
こ
こ

ろ
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
古
く
か
ら

の
仏
教
勢
力
・
天
台
宗
比
叡
山
が
六
角

氏
な
ど
の
武
家
勢
力
と
と
も
に
、
法
華

一
揆
と
争
っ
た
天
文
法
華
の
乱
を
起
こ

し
ま
す
。
本
満
寺
を
は
じ
め
と
す
る
法

華
宗
寺
院
に
は
、
町
衆
が

｢

構か
ま

え｣

と

呼
ば
れ
る
防
御
施
設
を
築
い
て
立
て
こ

も
り
応
戦
し
ま
し
た
が
、
一
揆
は
敗
北
。

洛
中
に
応
仁
・
文
明
の
乱

(

一
四
六
七

〜
一
四
七
七)

を
上
回
る
罹
災
を
出
し

た
こ
の
乱
で
、
二
十
一
ヶ
寺
総
本
山
は

全
て
焼
き
討
た
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

三
年
後
の
天
文
八
年
、
後
奈
良
天
皇

の
勅
許
が
下
り
て
、
各
地
に
散
っ
て
い

た
法
華
宗
寺
院
が
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
本
満
寺
は
こ

の
時
、
現
在
地
の
今
出
川
通
寺
町
上
る

鶴
山
町
へ
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
再
建
後

は
後
奈
良
天
皇
の
祈
願
寺
と
な
り
、
ま

た
江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
後
ろ
盾
も
あ
っ

て
塔
中
・
子
院
合
わ
せ
て
三
十
の
堂
宇

を
超
え
る
大
寺
院
に
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
の
あ
お
り

も
あ
っ
て
規
模
は
縮
小
さ
れ
ま
し
た
が
、

現
在
も
静
か
に
寺
勢
を
保
っ
て
お
ら
れ
、

境
内
に
は
戦
国
の
世
、
山
陰
の
麒
麟
児

と
し
て
勇
猛
の
名
を
馳
せ
た
山
中
鹿
之

助
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

◇
近
衛
家
と
本
満
寺

と
こ
ろ
で
、
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
立

つ
辺
り
は
町
名
で
言
う
と
近
衛
殿
表
町

で
す
が
、
こ
こ
に
は
藤
原
氏
の
一
流
で

摂
関
家
の
筆
頭
で
あ
っ
た
近
衛
家
の
別

宅
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
邸
宅
は
別
名

｢

桜
の
御
所｣

と
も
呼
ば
れ
、
時
の
室

町
将
軍
が
分
木
を
ね
だ
る
ほ
ど
の
美
し

い
し
だ
れ
桜
で
有
名
で
し
た
。

近
衛
家
も
、
法
華
宗
に
深
く
帰
依
し

て
い
た
貴
族
で
し
た
。
発
掘
現
場
の
あ
っ

た
元
本
満
寺
町
は
近
衛
殿
表

こ
の
え
で
ん
お
も
て

町
の
南
隣

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
満
寺

町
は
近
衛
殿
の
南
隣
に
立
っ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

本
満
寺
が
近
衛
殿
に
隣
接
し
た
の
は
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偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
伝
に
よ
る

と
、
寺
は
応
永
十
七
年

(

一
四
一
〇)

、

関
白
・
近
衛
道
嗣

こ
の
え
み
ち
つ
ぐ

の
長
子
・
日
秀
が
、

父
の
こ
の
別
邸
を
得
て
開
山
し
た
と
あ

り
ま
す
。
資
料
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
は

近
衛
殿
の
敷
地
内
に
建
立
さ
れ
、
や
が

て
近
衛
殿
の
外
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
、

そ
の
寺
域
は
元
本
満
寺
町
の
北
側
全
体

を
占
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
開
山
当
初
か
ら
近
衛
家
と
深

い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
本
満
寺
で
す
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱

以
降
に
公
家
社
会
で
活
躍
し
た
近
衛
家

の
政
家
・
尚
通
親
子
の
書
き
残
し
た
日

記
に
は
、
実
際
に
本
満
寺
が
近
衛
家
と

深
い
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
様
子
を
表

す
記
事
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

中
世
、
近
衛
家
の
本
来
の
邸
宅
は
、

現
在
の
上
京
区
室
町
通
中
立
売
下
る
近

衛
町
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
応
仁
の
乱
以
後
、
政
家
・
尚
通
親

子
の
時
代
は
、
別
宅
で
あ
る
新
町
の
近

衛
殿
を
本
宅
と
し
て
使
用
し
て
い
た
よ

う
で
す
。

日
記
に
よ
れ
ば
、
本
満
寺
住
職
が
年

末
年
始
の
他
た
び
た
び
政
家
を
た
ず
ね
、

政
家
も
ま
た
足
し
げ
く
本
満
寺
を
参
詣

し
て
い
ま
す
。
政
家
の
父
や
政
家
自
身

が
死
ん
だ
際
に
は
、
葬
儀
は
東
福
寺
海

蔵
院
に
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
以
後

の
毎
年
の
法
会
は
本
満
寺
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
政
家
の
姉
二
人
と
娘
が
そ
れ

ぞ
れ
死
に
臨
ん
だ
折
は
息
を
引
き
取
る

前
に
当
寺
に
そ
の
身
を
移
し
た
こ
と
も

見
え
ま
す
。
さ
ら
に
文
亀
三
年

(

一
五

〇
三)

十
月
、
本
満
寺
で
住
職
と
寺
僧

が
争
っ
た
時
に
は
政
家
が

｢

家
門
の
た

め
に｣

調
停
に
立
っ
た
こ
と
や
、
尚
通

の
代
に
は
、
当
寺
の
敷
地
に
つ
い
て
の

相
談
の
た
め
寺
僧
が
近
衛
家
を
訪
れ
た

こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
政
家
が
大
酒
を
飲
ん
だ
帰
り

に
茶
を
所
望
し
に
寺
へ
寄
り
道
し
た
こ

と
や
、
本
満
寺
で
藤
の
花
が
咲
い
た
の

で
、
家
族
そ
ろ
っ
て
花
見
に
出
か
け
た

こ
と
な
ど
も
書
き
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
本
満
寺
は
後
に
天
文

法
華
の
乱
で
町
衆
が
構
え
を
築
き
立
て

こ
も
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
町
衆
と
の

つ
な
が
り
と
と
も
に
、
近
衛
家
の
よ
う

な
貴
族
と
も
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

◇
本
満
寺
と

｢

構
え｣

政
家
の
日
記
か
ら
、
本
満
寺
に
は
法

会
が
行
わ
れ
た
本
堂
や
、
様
々
な
坊
舎

(｢

教
林
坊｣

｢

住
持
坊｣

｢

大
坊｣

と
見

え
ま
す)

、
そ
し
て

｢

三
十
番
神｣

と

｢

十
羅
刹
堂｣

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。｢

三
十
番
神｣

と
は
法
華
経

守
護
を
目
的
と
し
た
一
種
の
鎮
守
神
を

さ
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

本
満
寺
の
伽
藍
配
置
は
、
政
家
の
頃

の
本
満
寺
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
当
た
る
大

永
年
間

(

一
五
二
一
〜
二
八)

の
景
観

を
描
い
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
・
歴
博
甲

本

(

千
葉
県
佐
倉
市
の
歴
史
民
族
博
物

館
所
蔵)

の
右
隻
に
見
え
る
、
法
華
宗

― 9―

溝18全景 (南より撮影)

溝18北端部

溝11､ 右に隣接するのが掘削前の溝21

溝21 (南より撮影)

�����������

����



寺
院
・
妙
覚
寺

(

こ
の
寺
も
洛
中
法
華

二
十
一
ヶ
寺
総
本
山
の
一
つ
で
し
た)

が
参
考
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、

本
堂
を
中
心
に
左
に
僧
坊
、
右
に
釣
鐘

と
鎮
守
社
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
本
満
寺
に
あ
っ
た
施
設
と
ほ
ぼ
同
様

で
、
お
そ
ら
く
本
満
寺
も
こ
の
よ
う
な

姿
を
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

天
文
法
華
の
乱
の
際
、
本
満
寺
に

｢

構
え｣

や

｢

堀｣

が
築
か
れ
た
こ
と

か
ら
、
今
回
の
発
掘
調
査
地
点
が

｢

本

満
寺
構
え
跡｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
政
家
の
日
記
は
、
そ
の

｢

構

え｣

が
明
応
八
年

(

一
四
九
八)

に
も

築
か
れ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

｢

本
満
寺
に
詣
る
、
物
騒
に
よ
り
要
害

有
り
、
よ
り
て
門
前
に
輿
を
立
て
念
誦

せ
し
む｣

と
あ
る
、｢

要
害｣

が
そ
れ

を
示
し
ま
す
。
こ
の
年
は
京
中
が
土
一

揆
な
ど
で
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
て
い

た
ら
し
く
、
同
じ
年
に
、
室
町
幕
府
管か
ん

領れ
い

の
細
川
政
元
も
鷹
司
か
ら
堀
川
に
至

る
禁
裏
守
護
の
た
め
の
要
害
の
濠
を
築

か
せ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
時
の

｢

構
え｣

が
そ
の
ま
ま
天

文
法
華
の
乱
の
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
三
條
西
実
隆

と
い
う
貴
族
が
残
し
た
日
記
か
ら
、
文

明
六
年

(

一
四
七
四)

に
も
、
調
査
区

の
東
隣
に
あ
た
る
現
在
の
元
新
在
家
町

一
帯
を

｢

白
雲
構｣

が
囲
ん
で
い
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
こ
の
付

近
は
そ
の
よ
う
な
構
え
や
堀
が
頻
繁
に

築
か
れ
る
よ
う
な
、
町
境
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◇
発
掘
調
査
よ
り

今
回
の
調
査
で
は
、
特
に
中
世
の
溝

状
遺
構
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
調
査
区
の

中
央
で
み
つ
か
っ
た
南
北
に
は
し
る
溝

21
は
、
幅
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
、
深

さ
平
均
八
七
セ
ン
チ
前
後
で
、
南
端
は

ト
レ
ン
チ
外
に
の
び
る
た
め
不
明
で
す

が
長
さ
二
三
・
七
メ
ー
ト
ル
を
計
り
ま

す
。そ

の
溝
21
に
北
接
し
て
、
東
西
に
は

し
る
溝
11
は
、
幅
一
・
二
六
メ
ー
ト
ル
、

深
さ
一
・
一
八
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
長
さ

は
一
・
八
五
メ
ー
ト
ル
以
上
。
ま
た
調

査
区
の
南
で
検
出
さ
れ
た
南
北
方
向
の

溝
18
は
幅
一
・
三
メ
ー
ト
ル
、
両
端
は

ト
レ
ン
チ
外
に
の
び
る
た
め
不
明
で
す

が
、
南
北
に
二
四
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

を
計
り
ま
す
。
深
さ
は
場
所
に
よ
っ
て

異
な
り
北
側
が
二
〇
セ
ン
チ
前
後
、
南

へ
下
る
に
し
た
が
っ
て
六
〇
セ
ン
チ
ほ

ど
の
深
さ
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
溝
11
と
18
は
Ｌ
字
型
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
溝
は
、
溝
21
が
埋
没
後
、

溝
11
・
18
が
埋
没
し
た
と
い
う
関
係
に

あ
り
、
最
終
的
に
は
十
六
世
紀
前
半
に

全
て
埋
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
ず
応
仁
・
文
明
の

乱
の
頃
に
溝
21
が
掘
ら
れ
、
乱
の
終
結

と
と
も
に
埋
め
ら
れ
、
そ
し
て
少
し
の

後
の
時
代
、
す
な
わ
ち
天
文
法
華
の
乱

を
前
後
す
る
頃
に
溝
11
・
18
が
相
前
後

し
て
作
ら
れ
、
そ
の
後
埋
め
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

こ
の
溝
は
本
満
寺
が
建
っ
て
い
た
時

代
に
相
当
す
る
も
の
で
す
が
、
史
料
な

ど
が
言
う
と
こ
ろ
の
本
満
寺
の
防
御
施

設｢

構
え｣

跡
で
あ
る
か
ど
う
か
は
は
っ
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き
り
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
何
ら
か
の

境
界
を
し
め
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
溝
の
西
側
に
、

本
満
寺
の
境
内
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
溝
の
埋
土
か
ら
は
、
十
三

世
紀
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

｢

卍｣

を

あ
し
ら
っ
た
連
弁
文
軒
丸
瓦
と
、
同
時

期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
剣
頭
文
軒
平
瓦

の
一
部
、
そ
し
て
古
代

(

平
安
時
代)

に
さ
か
の
ぼ
る
複
弁
八
弁
蓮
華
文
軒
丸

瓦
の
一
部
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
瓦
が
こ
の
場
所
に
出
土
し
た
こ

と
は
、
平
安
時
代
に
こ
の
周
辺
に
瓦
を

使
っ
た
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

中
世
に
な
っ
て
こ
の
瓦
を
転
用
し
て
使
っ

た
建
物
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
可
能

性
を
示
唆
し
ま
す
。
洛
中
洛
外
図
屏
風

の
表
現
で
は
、
当
時
瓦
葺
の
建
物
は
寺

院
建
築
で
あ
る
場
合
が
多
く
よ
っ
て
こ

の
瓦
を
使
用
し
て
い
た
の
は
本
満
寺
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。京

都
盆
地
に
平
安
京
が
築
か
れ
た
頃
、

一
条
以
北
は
京
外
で
し
た
。
平
安
時
代

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
徐
々

に
発
達
し
て
い
っ
た
こ
の
新
し
い
町
は
、

鎌
倉
時
代
に
は
大
覚
寺
統
と
皇
位
を
争
っ

た
持
明
院
統
の
本
拠
地
と
な
り
、
や
が

て
室
町
時
代
に
は
将
軍
の
邸
宅
・
花
の

御
所
が
築
か
れ
る
な
ど
、
武
士
政
権
の

中
枢
と
な
り
ま
し
た
。
権
力
の
中
枢
が

所
在
し
た
が
た
め
に
、
応
仁
・
文
明
の

乱
の
際
に
は
壊
滅
的
被
害
を
受
け
、
天

文
法
華
の
乱
や
、
織
田
信
長
に
よ
る
上

京
焼
き
討
ち
な
ど
度
重
な
る
災
厄
に
見

舞
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

辺
り
の
景
観
は
、
洛
中
の
お
も
だ
っ
た

寺
院
を
京
極
通
に
配
置
し
て
寺
院
を
作

り
、
京
都
を
二
条
城
と
聚
楽
第
を
中
心

に
し
た
お
土
居
で
囲
む
と
い
う
豊
臣
秀

吉
政
権
時
の
都
市
改
造
を
経
て
、
さ
ら

に
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
昔
の
記
憶
は
あ
ち
ら
こ
ち

ら
の
町
の
名
前
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
、
足
下
に
眠
っ

て
い
る
中
世
の
上
京
に
思
い
を
馳
せ
れ

ば
、
通
り
過
ぎ
た
過
去
の
足
音
が
き
っ

と
聞
こ
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館

渡

辺

悦

子
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複
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し
ら
っ
た
軒
丸
瓦

������������

����



― 12 ―

������������

����



― 13 ―

������������

����



― 14 ―

編

集

後

記

○
山
口
伊
太
郎
氏
を
お
訪
ね
し
た
時
、
あ
ま

り
の
お
達
者
ぶ
り
に
、
編
集
子
も
活
力
を

い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

き
っ
と

｢

源
氏
物
語
錦
織
絵
巻｣

の
完
成

を
見
届
け
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま

す
。
山
口
氏
兄
弟
の

『

織
ひ
と
す
じ
千
年

の
技』

と
い
う
書
物
が
祥
伝
社
か
ら
昨
年

末
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
一
読
さ
れ
る
こ

と
を
お
奨
め
し
ま
す
。

○
同
志
社
大
学
の
構
内
か
ら
ま
た
遺
跡
が
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
新
し
い
発

掘
成
果
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
今
号
は
上
京
区
諸
団
体
の
行
事
が
あ
り
ま

し
た
の
で｢

上
京
の
町
家｣

は
休
み
ま
す
。

(

い)
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― 15 ― 表紙／京都御苑の桃林／桂 俊夫撮影

｢

上
京
史
蹟
と
文
化｣

は
上
京
区
役
所
地
域
振
興
課
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す

(

Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
―
０
１
１
１)
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