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京
都
に
は
難
読
地
名
が
多
い
と
い
わ

れ
ま
す
。｢

烏
丸｣
も
そ
の
一
つ
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
京
都
の
人
で
あ
れ

ば
難
読
と
は
思
え
な
い
の
で
す
が
、
案

外
正
確
に
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

そ
の
一
つ
は

｢

か
ら
す
ま
る｣

、
時
に

は

｢

と
り
ま
る｣

と
い
わ
れ
て
驚
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
地
名
は

｢

か
ら
す

ま｣

で
も
、
公
家
の
烏
丸
家
は

｢

か
ら

す
ま
る｣

と
読
む
の
が
正
し
い
の
で
す
。

現
在
の
烏
丸
通
の
北
端
は
今
宮
通
、

南
端
は
京
都
駅
を
越
え
て
久
世
橋
通
ま

で
八
・
五
キ
ロ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
大
正

初
年
頃
の
地
図
を
見
ま
す
と
、
今
の
幅

の
烏
丸
通
は
今
出
川
通
か
ら
京
都
駅
ま

で
で
、
そ
れ
よ
り
南
に
は
道
路
が
あ
り

ま
せ
ん
。
昭
和
初
年
の
区
画
整
理
に
よ

り
市
街
地
の
縦
通
り
を
南
へ
延
長
し
て

格
子
状
の
道
路
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
地
下
鉄
烏
丸
線
の
工
事
に
よ

り
狭
い
烏
丸
通
を
久
世
橋
通
ま
で
拡

幅
し
て
幹
線
道
路
と
な
っ
た
の
で
す
。

京
都
駅
か
ら
丸
太
町
通
ま
で
は

明
治
四
十
五
年
六
月
に
京
都
市
電

と
し
て
最
初
に
開
通
し
た
部
分
で
、

丸
太
町
通
か
ら
今
出
川
通
ま
で

は
、
つ
づ
い
て
大
正
二
年
五
月

に
開
通
、
今
の
北
大
路
通

(

烏
丸

車
庫)

ま
で
は
大
正
十
二
年
十
月
に
開

通
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
頃
に
三
間

幅
を
十
間

(

一
八
メ
ー
ト
ル)

に
拡
幅

し
た
り
、
新
設
し
た
の
で
す
。
京
都
駅

か
ら
丸
太
町
通
は
東
側
を
二
七
メ
ー
ト

ル
に
拡
幅
し
、
丸
太
町
通
か
ら
今
出
川

通
ま
で
は
西
側
を
拡
幅
し
た
た
め
に
烏

丸
丸
太
町
で
喰
い
違
っ
て
い
る
の
で
す
。

今
出
川
通
か
ら
北
は
大
正
四
年
の
地
図

で
も
上
御
霊
前
通
ま
で
、
江
戸
時
代
の

地
図
で
は
相
国
寺
境
内
の
籔
地
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
真
下
を
地
下
鉄
が
走

る
な
ど
と
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
こ
の
広
い
烏
丸
通
の
完

成
が
大
正
四
年
の
御
大
典
に
間
に
合
い
、

京
都
駅
か
ら
丸
太
町
通
を
経
て
堺
町
御

門
へ
と
馬
車
を
連
ね
た
大
行
列
が
進
み
、

明
治
天
皇
の
東
遷
以
来
五
十
年
ぶ
り
に

天
皇
が
京
都
へ
帰
っ
て
来
ら
れ
た
姿
を

拝
ん
だ
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
昔
の
烏
丸
通
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
平
安
京
で
は
幅
四

丈

(

約
一
二
メ
ー
ト
ル)

の
烏
丸
小
路

で
、
左
京
三
坊
に
あ
た
り
、
東
洞
院
大

路
の
一
本
西
の
小
路
で
し
た
。
大
内
裏

だ
い
だ
い
り

の
東
側
の
左
京
は
平
安
時
代
で
も
地
価

が
高
く
、
上
流
の
公
家
の
屋
敷
が
建
ち

並
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
に
今

の
京
都
御
所
の
母
体
と
な
っ
た
里
内
裏

さ
と
だ
い
り

も
あ
っ
た
の
で
す
。

今
の
丸
太
町
以
北
の
烏
丸
通
の
中
央

部
を
烏
丸
小
路
が
貫
い
て
い
た
よ
う
で
、

幸
い
に
も
地
下
鉄
烏
丸
線
や
西
側
の
ビ

ル
工
事
で
は
、
か
な
り
の
遺
物
が
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
京
都
の
市
街
地
は
千
年

余
に
わ
た
り
住
宅
や
宮
殿
が
建
設
さ
れ

て
き
ま
し
た
か
ら
、
地
下
の
遺
構
は
撹

乱
し
、
広
い
遺
跡
の
発
見
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
烏
丸
小
路
の
西
側
に
は
歴
史
に

残
る
公
家
屋
敷
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

鳥
羽
・
崇
徳
・
近
衛
天
皇
三
代
に
わ
た
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る
里
内
裏
で
あ
る
土
御
門
殿

つ
ち
み
か
ど
ど
の(

土
御
門

烏
丸
内
裏)

や
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌

倉
・
室
町
時
代
を
通
じ
て
藤
原
氏
直
系

の
近
衛
家
の
本
邸
と
な
っ
た
近
衛
殿

こ
の
え
ど
の

の

ほ
か
、
枇
杷
殿

び

わ
ど
の

、
菅
原
院
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
が
、
大
形
の
井
戸
や
当
時
の
陶

磁
器
類
の
発
見
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
烏
丸
通
を
北
の
方
か
ら
歩
い

て
み
ま
し
ょ
う
。
上
京
区
の
北
端
は
鞍

馬
口
通
の
少
し
南
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
地
下
は
鞍
馬
口
駅
で
す
。
地
下
鉄

の
計
画
当
時
、
こ
の
駅
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
地
元
の
熱
意
に
よ
っ
て
追
加

さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
駅

の
南
端
あ
た
り
か
ら
上
御
霊
前
通
と
交

叉
し
ま
す
。

御
霊
ご
り
ょ
う

神
社

(

上
御
霊
神
社)

は
政
争

に
よ
る
無
実
の
罪
に
殉
じ
た
怨
霊

お
ん
り
ょ
う
を
祀

る
平
安
時
代
の
御
霊
社
の
一
つ
で
す
。

長
岡
京
造
営
で
犠
牲
に
な
っ
た
早
良
さ
わ
ら

親

王

(

追
尊
崇
道
す
ど
う

天
皇)

ら
の
霊
を
上
出

雲
路
の
地
に
鎮
め
ら
れ
た
の
が
創
祀
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
位
置
は
今
も
変

り
な
く
、
賀
茂
川
を
背
景
に
し
た
御
霊

の
森
と
い
い
ま
し
た
。

室
町
時
代
の
末
、
文
正
二
年

(

一
四

六
七)

に
畠
山
政
長
が
、
こ
の
御
霊
の

森
で
戦
火
を
仕
掛
け
、
そ
れ
が
広
が
っ

て
応
仁
の
乱
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
細

川
方
の
西
陣
に
対
し
て
東
陣
と
い
わ
れ

ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
南
の
烏
丸
中
学
校
か
ら
京

都
市
産
業
技
術
研
究
所
繊
維
技
術
セ
ン

タ
ー
に
か
け
て
は
相
国
寺
の
籔
と
い
わ

れ
る
大
き
な
籔
地
で
し
た
。
上
御
霊
前

通
が
西
へ
伸
び
る
あ
た
り
を
内
構
町

う
ち
か
ま
え
ち
ょ
うと

い
い
、
室
町
幕
府
の
管
領
か
ん
れ
い

で
あ
っ
た
細

川
勝
元
邸
の
内
構
に
由
来
す
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
南
西
一

帯
に
は
室
町
幕
府
や
、
そ
の
武
将
た
ち

に
因
ん
だ
町
名
を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。

烏
丸
通
の
東
側
の
相
国
寺

し
ょ
う
こ
く
じ

は
、
大
相

だ
い
し
ょ
う

国こ
く(

太
政
大
臣)

に
な
っ
た
征
夷
大
将

軍
足
利
義
満
が
、
永
徳
三
年

(

一
三
八

三)

に
萬
年
山
相
国
承
天
禅
寺

ま
ん
ね
ん
さ
ん
し
ょ
う
こ
く
じ
ょ
う
て
ん
ぜ
ん
じ
と
し
て

創
建
し
ま
し
た
。
高
さ
一
〇
〇
メ
ー
ト

ル
に
も
及
ぶ
七
重
の
大
塔
な
ど
伽
藍
も

整
い
、
京
都
五
山
の
第
二
に
列
せ
ら
れ

る
大
寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
応
仁
の
乱

以
来
、
度
々
の
大
火
に
遭
い
、
重
要
文

化
財
の
法
堂
は
っ
と
う

の
み
を
残
し
、
そ
の
後
に

復
興
さ
れ
た
諸
堂
や
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う
を
も
っ
て
上

京
区
を
代
表
す
る
禅
刹
ぜ
ん
さ
つ

の
偉
容
を
残
し

て
い
ま
す
。

相
国
寺
の
西
側
に
は
観
世
流
の
河
村

能
舞
台
、
京
菓
子
資
料
館
や
、
最
近
新

築
さ
れ
た
同
志
社
大
学
の
寒
梅
館
と
い

う
よ
う
な
文
化
的
な
香
り
高
い
施
設
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。
京
菓
子
資
料
館
は

京
菓
子
の
老
舗
で
あ
る
俵
屋
吉
富
が
伝

え
て
き
た
江
戸
時
代
か
ら
の
古
文
書
や

菓
子
の
木
型
を
は
じ
め
、
菓
子
で
こ
し

ら
え
た
生
け
花
そ
の
も
の
の
よ
う
な
糖

芸
菓
子
な
ど
、
そ
の
歴
史
を
語
る
貴
重

な
資
料
が
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

そ
の
南
に
あ
る
勝
間
家
住
宅
は
京
都

市
の
歴
史
的
意
匠
建
造
物
に
選
定
さ
れ

て
お
り
、
い
か
に
も
大
正
期
の
京
都
の

町
家
と
い
う
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。
さ
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ら
に
そ
の
南
隣
に
大
き
な
石
碑
が
見
え

ま
す
。
こ
こ
に
立
て
ら
れ
た
説
明
板
に

よ
れ
ば
、
江
戸
中
期
の
尊
王
論
者
藤
井

大
和
守
忠
明

(

右
門)

の
宅
跡
を
顕
彰

し
た
も
の
で
す
。
右
門
は
京
都
や
江
戸

で
尊
王
論
や
兵
学
を
講
義
し
ま
し
た
が
、

明
和
三
年

(

一
七
六
六)

幕
府
に
よ
っ

て
捕
わ
れ
、
山
縣
大
貮

や
ま
が
た
だ
い
に

と
と
も
に
処
刑

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
明
和
事
件
と
い

い
ま
す
が
、
そ
の
子
孫
は
右
門
の
旧
宅

に
住
み
、
明
治
維
新
に
勤
王
家
と
し
て

活
躍
し
ま
し
た
。
近
く
に
あ
っ
た
薩
摩

藩
の
屋
敷
の
関
係
か
ら
志
士
た
ち
の
会

議
連
絡
の
場
所
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
旧
宅
は
大
正
十
一
年
に
今
出
川
通

の
区
画
整
理
に
よ
り
取
り
こ
わ
さ
れ
、

跡
地
に
こ
の
顕
彰
碑
が
立
て
ら
れ
た
の

で
す
。

上
立
売
通
の
角
に
あ
る
大
聖
寺

だ
い
し
ょ
う
じ

は
上

京
区
内
に
多
い
尼
門
跡

あ
ま
も
ん
ぜ
き

の
一
つ
で
、
足

利
義
満
が
光
厳
天
皇
の
妃
で
あ
っ
た
無

相
定
円
尼
の
た
め
に
室
町
第
の
中
に
建

て
た
岡
松
殿

お
か
ま
つ
ど
の

に
始
ま
り
、
歿
後
、
寺
に

改
め
ま
し
た
。
度
々
の
戦
火
に
寺
地
は

転
々
と
し
、
元
禄
十
年

(

一
六
七
九)

に
至
り
、
岡
松
殿
の
旧
址
に
戻
り
ま
し

た
。
一
方
、
鎌
倉
幕
府
の
金
沢
実
時

か
な
ざ
わ
さ
ね
と
き

の

妻
と
さ
れ
る
無
外
如
大

む
が
い
に
ょ
だ
い

尼
を
開
祖
と
す

る
景
愛
寺

け
い
あ
い
じ

の
伝
統
も
受
け
つ
い
で
お
り
、

門
跡
寺
院
と
し
て
の
格
式
を
固
く
護
り

つ
づ
け
て
い
ま
す
。
歴
代
の
尼
門
跡
遺

愛
の
雛
人
形
な
ど
を
伝
え
て
お
り
、
明

正
天
皇
の
河
原
御
殿
の
石
を
移
し
て
造

ら
れ
た
枯
山
水
庭
園
は
京
都
市
指
定
の

名
勝
で
す
。

今
出
川
通
の
一
筋
北
の
小
道
を
西
へ

入
る
と
、
京
都
保
護
観
察
所
の
向
か
い

の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
内
に
大
き
な
石

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
石
は
発
掘

調
査
の
時
に
出
土
し
た
も
の
で
、
花
の

御
所

(

室
町
幕
府)

の
庭
の
景
石
と
推

定
さ
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
烏
丸

今
出
川
の
東
北
部
は
、
文
久
二
年

(

一

八
六
二)

に
薩
摩
藩
邸
と
な
り
ま
し
た
。

明
治
に
な
っ
て
そ
の
跡
地
に
同
志
社
が

創
立
さ
れ
、
公
家
屋
敷
跡
や
相
国
寺
の

旧
境
内
へ
と
校
地
が
広
が
っ
て
行
っ
た

の
で
す
。

今
出
川
通
か
ら
丸
太
町
通
ま
で
の
一
・

三
キ
ロ
の
東
側
は
京
都
御
苑
の
石
垣
が

連
続
し
て
い
ま
す
。
明
治
以
前
の
京
都

御
苑
に
は
百
八
十
軒
ほ
ど
の
公
家
屋
敷

が
密
集
し
、
烏
丸
通
の
西
側
に
ま
で
広

が
っ
て
お
り
、
築
地
塀
が
連
続
し
て
い

た
の
で
し
た
。
石
垣
の
間
に
は
北
か
ら

乾
御
門

い
ぬ
い
ご
も
ん

・
中
立
売
御
門
・
蛤
は
ま
ぐ
り御
門
・
下

立
売
御
門
の
四
つ
の
高
麗
門

こ
う
ら
い
も
ん

が
開
い
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
現
在
と
は
位
置

が
異
っ
て
い
ま
し
た
。

一
条
通
よ
り
中
立
売
通
あ
た
り
を
烏

丸
頭
が
し
ら
と
い
い
、
公
家
町
で
し
た
が
、
明

治
以
降
は
皇
居
の
前
と
い
う
意
味
で
龍た
つ

前
町
ま
え
ち
ょ
うと
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
世
に
は

烏
丸
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
応
仁
の
乱
後
に
廃
川
と
な
っ
た
よ
う

で
す
。

今
も
公
家
屋
敷
の
名
残
り
と
し
て
、

府
民
ホ
ー
ル
ア
ル
テ
ィ
の
片
隅
に
あ
る

エ
ノ
キ
の
大
木
は
、
高
さ
二
五
・
五
メ
ー

ト
ル
、
枝
張
は
二
七
・
七
メ
ー
ト
ル
、

胸
高
幹
周
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う

老
巨
木
で
、
東
園

ひ
が
し
そ
の
家
の
邸
内
に
あ
っ
た

も
の
で
す
。
御
苑
か
ら
こ
の
あ
た
り
に

は
多
く
の
巨
樹
が
あ
り
ま
す
が
、
中
で

も
よ
く
目
立
ち
、
地
上
四
メ
ー
ト
ル
あ

た
り
で
六
本
に
分
か
れ
、
主
幹
の
表
面
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に
は
深
い
縦
溝
が
あ
っ
て
断
面
は
星
形

を
し
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
元
気
な
京
都

府
指
定
の
天
然
記
念
物
で
、
上
京
区
民

の
誇
り
の
木
に
も
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
北
側
に
は
金
剛
能
楽
堂
が
移
転

新
築
さ
れ
、
上
京
区
内
の
新
し
い
文
化

の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ

の
南
、
平
安
会
館
に
は
立
派
な
日
本
庭

園
が
残
さ
れ
、
さ
す
が
京
都
の
宿
泊
施

設
だ
と
観
光
客
の
注
目
を
浴
び
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
も
醍
醐
家
の
邸
跡
な
の
で

す
。下

長
者
通
の
南
東
角
に
は
猪
の
石
像

で
知
ら
れ
る
護
王
神
社
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
中
院

な
か
の
い
ん
家
の
址
で
、
和
気
清
麻
呂

わ
け
の
き
よ
ま

ろ

と
そ
の
姉
広
虫
ひ
ろ
む
し

を
祀
っ
て
い
ま
す
。
清

麻
呂
は
奈
良
時
代
の
末
、
宇
佐
八
幡
宮

の
託
宣
に
よ
っ
て
天
皇
に
な
ろ
う
と
し

た
道
鏡
の
野
望
を
く
じ
い
た
た
め
に
大

隅
国
へ
流
さ
れ
る
途
中
、
猪
の
大
群
が

あ
ら
わ
れ
、
そ
の
命
を
守
っ
た
と
い
う

故
事
に
よ
っ
て
狛
犬
の
代
り
に
猪
像
が

置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
戦
前
の
十
円

札
に
は
和
気
清
麻
呂
の
肖
像
と
と
も
に

猪
像
が
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
高

額
紙
幣
の
十
円
札
を
イ
ノ
シ
シ
と
呼
ん

で
い
た
こ
と
を
覚
え
て
お
ら
れ
る
方
も

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
境
内
に
は
イ

ノ
シ
シ
に
因
む
数
々
の
品
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
清
麻
呂
は
平
安

京
の
造
宮
大
夫

ぞ
う
ぐ
う
だ
い
ぶ

と
な
り
、
平
安
遷
都
の

功
労
者
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
気

氏
の
氏
寺
の
高
雄
の
神
護
寺
の
小
祠
に

祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
孝
明
天
皇
か

ら
護
王
大
明
神
の
神
号
を
受
け
、
明
治

十
九
年
に
は
別
格
官
幣
社
と
し
て
現
在

地
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。

蛤
御
門
は
も
と
新
在
家

し
ん
ざ
い
け

御
門
と
い
い
、

普
段
は
扉
が
閉
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
天
明
八
年

(

一
七
八
八)

の
大
火
の

時
、
避
難
の
た
め
に
扉
が
開
か
れ
ま
し

た
の
で

｢

焼
い
て
口
あ
く
蛤｣

に
な
ぞ

ら
え
て
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

勿
論
そ
の
時
の
門
は
焼
失
し
て
い
ま
す
。

こ
の
門
を
有
名
に
し
た
の
は
元
治
元
年

(

一
八
六
四)

七
月
十
九
日
、
御
所
の

門
を
警
備
し
て
い
た
薩
摩
・
会
津
の
藩

兵
と
長
州
藩
兵
の
間
に
起
き
た
蛤
御
門

の
変
で
、
今
も
門
柱
や
扉
に
弾
丸
の
痕

を
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
最
近

は
人
々
が
指
で
な
ぞ
る
た
め
に
白
く
な

り
、
穴
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。昭

和
四
十
九
年
頃
、
地
下
鉄
烏
丸
線

の
工
事
中
に
出
水
・
下
立
売
・
椹
木
町
・

丸
太
町
の
四
箇
所
で
濠
と
石
垣
が
発
見

さ
れ
、
こ
れ
が
旧
二
条
城
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
石

垣
に
石
仏
や
石
塔
な
ど
が
使
わ
れ
て
い

た
か
ら
な
の
で
す
。
室
町
時
代
末
の
永

禄
十
一
年

(

一
五
六
八)

に
織
田
信
長

は
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
入
洛
し
最
後
の

足
利
将
軍
と
し
ま
す
。
そ
の
時
、
義
昭

の
た
め
に
二
条
城

(

武
家
屋
敷)

を
突

貫
工
事
で
造
営
し
ま
す
が
、
宣
教
師
の

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
記
録
の
中
に
、

石
が
欠
乏
し
た
の
で
石
仏
に
縄
を
か
け

て
運
ば
せ
た
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
す
。
こ

の
石
垣
は
椹
木
町
口
を
入
っ
た
北
側
に

復
原
さ
れ
て
お
り
、
石
仏
は
京
都
文
化

博
物
館
や
竹
林
公
園
で
保
管
さ
れ
て
い

ま
す
。(

本
誌
第
二
二
号
、
上
京
の
埋

蔵
文
化
財
―
旧
二
条
城
の
発
掘
調
査
―

参
照)
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下
立
売
通
の
西
南
角
に
は
前
に
も
紹

介
し
た
煉
瓦
造
の
聖
ア
グ
ネ
ス
教
会
の

聖
堂
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
南
隣
は
菅
原

院
天
満
宮
で
す
。
入
口
に
は

｢

菅
家
邸

址｣

と
い
う
石
標
が
あ
り
、
こ
こ
が
菅

原
氏
の
邸
宅

｢

菅
原
院｣
の
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
祭
神
菅
原
道
真
の
父
是
善
ら

祖
父
以
来
三
代
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

道
真
も
こ
こ
で
生
ま
れ
た
と
伝
え
て
い

ま
す
。
こ
の
境
内
に
接
し
て
北
側
は
聖

ア
グ
ネ
ス
教
会
、
西
側
は
平
安
女
学
院

の
明
治
館
が
見
え
ま
す
。
明
治
館
は
平

成
十
六
年
六
月
に
国
の
登
録
有
形
文
化

財
に
登
録
さ
れ
て
保
存
が
一
歩
進
む
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

上
京
の
最
南
端
、
丸
太
町
通
の
手
前

に
は
大
丸
ヴ
ィ
ラ
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
風

の
洋
館
が
木
立
の
中
に
見
え
ま
す
。
こ

の
建
物
は
昭
和
五
年
に
大
丸
百
貨
店
主

の
下
村
家
の
居
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
洋
館
が
日
本
化
し
つ
つ
あ
る
頃

に
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ュ
ー
ダ
ー

(

チ
ュ
ー

ド
ル)

様
式
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
中
道
軒

ち
ゅ
う
ど
う
け
ん
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
り
な

が
ら
木
造
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
急

勾
配
の
屋
根
、
妻
面
に
太
い
柱
型
を
見

せ
る
ハ
ウ
ス
テ
ィ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。
設
計
は
ヴ
ォ
ー
リ

ズ
建
築
事
務
所
、
清
水
組
の
施
工
で
、

室
内
に
は
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
計
画
に
な
る

ア
メ
リ
カ
の
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
社
の
家

具
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
家
具
と
も

ど
も
京
都
市
の
登
録
文
化
財
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
南
側
に
あ
る
地
下
鉄
丸

太
町
駅
の
出
入
口
も
表
の
塀
に
合
わ
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
出
入
口
を
通
る
度
、

と
か
く
無
味
乾
燥
な
感
じ
を
受
け
や
す

い
駅
施
設
に
や
す
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ

る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
真
南
へ
、
幅
広
い
烏
丸
通

は
下
を
走
る
電
車
と
と
も
に
一
直
線
に

竹
田
駅
へ
向
か
う
の
で
す
。
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上
京
の
一
角
に
位
置
す
る
同
志
社
大

学
の
な
か
で
も
、
今
出
川
通
新
町
上
る

の
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
一
帯
は
、
藤
原
氏

後
継
の
五
摂
家
筆
頭
で
あ
る
近
衛
家

こ
の
え

け

の

別
邸

(

通
称
近
衛
殿
桜
御
所)

跡
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
は
、

近
衛
文
麿
ふ
み
ま
ろ(

一
八
九
一
〜
十
九
四
五)

の
筆
に
よ
る

｢

近
衛
家
舊
邸
址｣

の
石

碑
も
た
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
志
社
大
学
で
は
、
こ
の
新
町
キ
ャ

ン
パ
ス
内
に
あ
る
臨
光
館

り
ん
こ
う
か
ん

の
改
築
に
と

も
な
う
発
掘
調
査
を
、
二
〇
〇
四
年
の

四
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
実
施
し
ま
し

た
。こ

の
近
衛
家
の
別
邸
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
文
献
史
上
で
は
す
く
な
く
と
も

十
五
世
紀
半
ば
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
頃
は

｢

御
霊
殿｣

と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
草
創
に
つ
い
て
は
室
町
時
代
、

将
軍
家
よ
り
輿
入
れ
を
望
ま
れ
た
近
衛

家
の
姫
が
、
姫
と
将
軍
家
と
の
縁
談
に

反
対
す
る
近
衛
家
家
臣
に
よ
っ
て
髪
を

切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
尼
と
し
て

住
ま
わ
せ
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
い

う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
邸
宅
の
性

格
は
、
鳥
居
を
と
も
な
っ
た
施
設
の
あ

る
近
衛
家
の

｢

御
影｣

を
祀
っ
た
一
種

の
祭
殿
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の

｢

御
影｣

を
祀
る
祭
祀
者
と
し
て

こ
こ
に
住
ん
だ
の
が
、
近
衛
家
代
々
の

嫡
女
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た｢

御
霊
殿｣

と
号
さ
れ
る
女
性
で
、
彼
女
た
ち
は
一

生
を
独
身
で
過
ご
し
た
よ
う
で
す
。
近

衛
家
の
家
格
は
高
く
、
同
じ
五
摂
家
か

天
皇
家
以
外
と
の
縁
談
は
よ
し
と
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
嫁
ぐ
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
姫
達
の
住
む
邸
宅
だ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
御
霊
殿
の
名
称
は
こ

れ
に
由
来
し
ま
す
。

中
世
を
通
じ
て
主
に
室
町
通
下
長
者

町
下
る

(

現
在
の
京
都
市
上
京
区
近
衛

町
付
近)

の
地
に
あ
っ
た
近
衛
家
の
本

宅
が
、
応
仁
・
文
明
の
乱

(

一
四
六
七

〜
一
四
七
七)

の
際
に
焼
失
す
る
と
、

近
衛
家
の
人
々
は
御
霊
殿
を
た
び
た
び

使
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
乱
の
終

結
間
際
、
こ
の
御
霊
殿
も
炎
上
し
て
し
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ま
い
ま
す
が
、
当
時
の
近
衛
家
当
主
・

政
家
ま
さ
い
え(
一
四
四
四
〜
一
五
〇
五)

は
、

こ
の
御
霊
殿
の
地
に
近
衛
家
の
本
宅
を

再
建
し
ま
し
た
。｢
近
衛
殿｣

と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
た
邸
宅
は
、
洛
中
洛
外

図
屏
風

｢

歴
博
甲
本｣
や

｢
上
杉
本｣

に
も
描
か
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
烏
丸

今
出
川
南
東
の
広
大
な
敷
地
に
移
転
す

る
ま
で
、
近
衛
家
の
本
宅
と
し
て
使
用

さ
れ
ま
し
た
。
近
世
に
入
る
と
こ
こ
は

美
し
い
し
だ
れ
桜
で
著
名
な

｢

近
衛
殿

桜
御
所｣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

桜
を
愛
で
る
宴
の
席
や
、
隠
居
し
た
当

主
な
ど
が
住
ま
い
す
る
近
衛
家
の
別
邸

と
し
て
存
続
し
続
け
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
地
点

(

臨
光
館
地
点)

は
、
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
南
端
に
位
置

し
、
京
都
市
上
京
区
近
衛
殿
表
町

こ
の
え
で
ん
お
も
て
ち
ょ
う
ほ
か

に
属
し
ま
す
。
調
査
の
結
果
、
南
北
朝

時
代
の
溝
や
、
室
町
時
代
の
溝
・
土
坑
、

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
の
布
基
礎

ぬ
の
ぎ

そ

(

板
塀)

、
蔵
、
石
敷
、

石
組
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
室
町

時
代
後
半
頃
の
土
坑
で
す
。
と
く
に
調
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査
区
の
西
側
で
検
出
し
た
も
の
は
、
東

西
方
向
に
長
軸
を
も
つ
亜
方
形
の
土
坑

で
、
規
模
は
長
軸
が
三
メ
ー
ト
ル
、
短

軸
が
二
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
が
二
・
五
メ
ー

ト
ル
で
す
。
壁
面
に
は
水
が
滞
留
し
て

い
た
痕
跡
が
み
ら
れ
た
た
め
、
井
戸
の

よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す

(

写
真
①)

。
埋
土
か
ら
は

大
量
の
か
わ
ら
け

(

素
焼
き
の
お
皿)

と
中
国
製
の
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
す
る

十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
ま

で
の
土
器
・
陶
磁
器
が
み
つ
か
っ
て
い

ま
す

(

写
真
②)

。
そ
の
中
に
は
、
中

国
製
の
青
磁
で
碗
か
皿
と
み
ら
れ
る
器

の
外
面
底
部
に
、
朱
書
き
の
文
字
を
記

し
た
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
朱
書
き

の
文
字
は

｢

景｣

と
判
読
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

(

写
真
③)

。

近
衛
家
に
は
、｢

景
陽
軒｣

と
い
う

雅
号
を
も
つ
人
物
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
彼
は
、
前
述
の
近
衛
政
家

の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
、
政
家
の
日
記

『

後
法
興
院
記

ご
ほ
う
こ
う
い
ん
き』

や
、
政
家
の
息
子
・

尚
通
ひ
さ
み
ち(

一
四
七
二
〜
一
五
四
四)

の
日

記

『

後
法
成
寺
関
白
記

ご
ほ
う
じ
ょ
う
じ
か
ん
ぱ
く
き』

の
記
述
な
ど

か
ら
、
洛
北
の
岩
倉
に
住
み
、｢
近
衛

殿｣

と
の
間
を
頻
繁
に
往
来
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。｢

景｣
の

字
は
、
こ
の

｢

景
陽
軒｣

を
指
す
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

近
衛
家
は
、
古
代
よ
り
天
皇
を
中
心

と
す
る
公
家
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
代

表
的
な
家
柄
で
す
。
近
衛
家
と
の
関
連

が
想
定
さ
れ
る
今
回
の
出
土
資
料
は
、

京
都
の
公
家
社
会
の
歴
史
を
考
え
る
う

え
で
も
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
今
後
、
そ
の
実
態
解
明
に

む
け
て
調
査
研
究
活
動
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館

松

田

度

渡

辺

悦

子

― 14 ―

写写写真真真③③③ 室室室町町町時時時代代代ののの土土土坑坑坑かかからららみみみつつつかかかっっったたた青青青磁磁磁ととと朱朱朱書書書のののもももじじじ ｢｢｢景景景｣｣｣
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― 15 ― 表紙／御苑の梅・桜／桂 俊夫撮影

｢

上
京
史
蹟
と
文
化｣

は
上
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
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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