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旧
田
中
村
は
、
北
を
一
乗
寺
村
と
山や
ま

端ば
な

村
、
南
は
吉
田
村
、
東
は
白
川

村
、
西
は
高
野
川
に
接
し
た
集
落
で
す
。
古
代
は
蓼た
で
く
ら倉
郷
に
含
ま
れ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
下
鴨
神
社
の
社
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　

下
っ
て
十
五
、六
世
紀
に
は
、
田
中
の
産う
ぶ

土す
な

神が
み

で
あ
る
田
中
神
社
を
中
心

と
し
て
「
田
中
構
か
ま
え

」
と
い
う
環
濠
集
落
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
郷
民
は

団
結
し
て
自
主
防
衛
の
た
め
構
を
形
成
し
て
、
生
活
圏
を
守
っ
た
の
で
し

た
。
そ
の
遺
構
は
明
治
時
代
末
期
ま
で
残
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
田
中

郷
の
地
侍
で
あ
っ
た
渡
辺
氏
は
、
田
中
か
ら
一
乗
寺
辺
り
に
か
け
て
勢
力

を
も
っ
て
い
た
ら
し
く
、
構
の
造
成
に
手
腕
を
振
る
い
、
田
中
郷
の
自
衛

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
田
中
構
も
天
文
五

年
（
一
五
三
六
）、
天
文
法
華
の
乱
の
時
、
法
華
衆
徒
に
放
火
さ
れ
、
ま
た

そ
の
後
も
焼
失
な
ど
に
よ
っ
て
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
以
降
は
記
録

に
あ
ら
わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
渡
辺
氏
自
身
は
と
い
え
ば
、
将
軍
足
利
義
昭

に
与く
み

す
る
よ
う
に
な
り
、
織
田
信
長
に
対
抗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
田
中
か

ら
追
わ
れ
ま
す
が
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
は
、
田
中
の
庄
屋
と

し
て
渡
辺
弥
十
郎
の
名
前
が
う
か
が
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
渡
辺
一
族

田中神社�本殿と拝殿

田
中 

〈
里
か
ら
都
市
へ
〉
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は
田
中
郷
で
の
指
導
的
立
場
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
田
中
の
村
高
は
お
よ
そ
九
五
〇
石
で
、
三
十
五
領
主
も
の
入

組
支
配
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
耕
作
に
お
い
て
は
、
そ
の
核
と
な
る
高
野

川
の
水
を
太
田
井
堰
（
一
乗
寺
村
）
か
ら
分
流
さ
せ
て
、
一
乗
寺
・
田
中
・

松
ヶ
崎
・
下
鴨
の
各
村
が
用
水
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
で
す
が
、
村
同

士
の
度
重
な
る
用
水
争
論
は
何
と
明
治
時
代
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

寺
院
で
は
百
万
遍
念
仏
で
知
ら
れ
た
知
恩
寺
や
、
六
斎
念
仏
が
盛
大
に
催

さ
れ
た
干
菜
寺
の
存
在
は
、
市
中
に
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
田
中
は

近
郊
農
村
と
し
て
静
閑
な
集
落
で
し
た
が
、
明
治
以
降
は
工
場
地
帯
と
し

て
変
貌
し
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
は
京
都
電
燈
叡
山
線
（
現
叡

山
電
鉄
）
出
町
柳
駅
を
基
点
と
し
て
市
街
化
が
一
気
に
進
み
ま
し
た
。
す
っ

か
り
都
会
と
な
っ
た
田
中
で
す
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
往
時
の
面
影
は
残
っ

て
い
ま
す
。

往時の面影を思わせる田中神社境内
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下
鴨
神
社
（
賀か

茂も

御み

祖お
や

神
社
）
の
神
域
に
位
置
し
た
集
落
が
下
鴨
村
で

す
。
都
の
近
郊
農
村
と
し
て
発
展
し
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
下
鴨
神
社

が
村
里
を
統
括
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
建
物
が
密
集
し
た
都
会
で
す
が
、

神
社
が
鎮
座
す
る
一
角
は
糺
た
だ
す
の
も
り森
と
呼
ば
れ
、
昔
さ
な
が
ら
の
景
観
と
静

寂
さ
を
伝
え
て
い
ま
す
。
賀
茂
川
と
高
野
川
の
合
流
付
近
は
糺
河
原
と
も

い
い
ま
す
が
、
往
古
は
平
安
京
復
元
模
型
（
写
真
）
を
ご
覧
い
た
だ
い
た

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
現
代
と
は
全
く
異
な
っ
た
姿
で
し
た
。
合
流
し
て
鴨

川
と
な
る
上
流
部
、
す
な
わ
ち
賀
茂
・
高
野
両
川
に
水
流
は
な
く
、
降
雨

時
以
外
は
地
表
流
の
存
在
し
な
い
河
原
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
川
床
の
道
を
利
用
し
、
橋
は
あ
っ
て
も
粗
末
な
仮
橋
程
度
で
し
た
。

当
然
増
水
の
時
は
、
川
を
渡
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
ま
た
両
川
岸
は
洪

水
時
の
堆
積
に
よ
っ
て
で
き
た
微
高
地
で
し
た
か
ら
、
治
水
と
は
ほ
ど
遠

い
状
態
で
し
た
。

　

中
世
に
は
、
若
狭
街
道
へ
の
出
入
口
と
い
っ
た
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
合
戦
の
陣
地
と
な
っ
た
り
、
ま
た
芸
能
興
業
も
催
さ
れ
る
遊
楽

地
と
も
な
り
ま
し
た
。
な
お
河
原
は
下
鴨
神
社
の
神
域
に
は
属
さ
ず
、
誰

の
私
領
で
も
な
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
多
く
の
石
塔
が

平安時代の糺河原〈北側から遠望〉（平安京復元模型）

下
鴨 

〈
神
域
の
集
落
〉
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立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
豊
臣
秀
吉
の
甥
秀
次
の
家
来
が
斬
殺
さ
れ
た
事

件
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
至
る
と
、
下
鴨
村
の
村
高
の
約
七
割
は
下
鴨
神
社
と
上
賀

茂
神
社
の
社
領
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
村
人
の
居
住
地
は

下
鴨
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
た
め
、
集
落
の
統
制
は
神
社
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
の
で
し
た
。
村
は
東
町
と
西
町
に
区
別
さ
れ
、
庄
屋
に
相
当
す
る
役

職
の
年
寄
と
そ
の
年
寄
を
補
佐
す
る
脇
年
寄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
村
内
は
十
六
町
に
分
け
ら
れ
、
各
町
に
は
組
頭
が
置
か
れ
ま
し
た
。

と
も
あ
れ
神
社
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
神
社
の
行
事
に
は
人
夫

と
し
て
の
割
当
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
賀
茂
祭
（
葵
祭
）
に
は
、
仮
橋
の

架
設
な
ど
が
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
賀
茂
祭
関
係
で
は
、
御み

蔭か
げ

祭

当
日
は
農
事
に
携
わ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
勅
使
道
の
整
備
や
祭
礼
関
連

の
掃
除
が
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
祭
の
期
間
は
、
念
仏
を
唱
え
た
り
寺

参
り
や
墓
参
り
な
ど
も
禁
じ
ら
れ
た
の
で
し
た
。
一
方
糺
森
は
と
い
え
ば
、

洛
中
の
人
々
の
遊
楽
の
場
と
も
な
っ
て
い
て
、
夏
場
は
納
涼
の
地
と
し
て

四
条
河
原
と
と
も
に
名
所
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
、
河
原
や

両
河
川
一
帯
の
護
岸
工
事
は
き
れ
い
に
仕
上
が
り
、
ま
さ
に
都
会
の
な
か

の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
市
民
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
場
と
な
り
ま
し
た
。

下鴨社境内の河合社横を流れる泉川では、納涼の床が設けられる
（『都名所図会』安永 9 年〈1780〉刊行）
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修
学
院
は
東
を
比
叡
山
に
、
西
は
高
野
川
に
面
し
た
緩
や
か
な
傾
斜
地

に
発
達
し
た
集
落
で
す
。
修
学
院
と
い
う
名
前
は
、
む
か
し
こ
の
地
に
あ
っ

た
比
叡
山
三
千
坊
の
一
つ
で
あ
る
修
学
院
（
修
学
寺
）
に
由
来
し
ま
す
。
天

台
寺
院
の
修
学
院
は
中
世
中
頃
ま
で
存
在
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
修
学
院

村
に
は
、
鷺
さ
ぎ
の
も
り森
神
社
・
林り
ん

丘
き
ゅ
う

寺じ

・
雲き
ら
ら母
寺じ

・
帰き

命
み
ょ
う

院い
ん

・
赤せ
き

山ざ
ん

禅ぜ
ん

院い
ん

な
ど

の
多
く
の
寺
社
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
参
詣
人
の
往
来
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
風
情
の
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
た
の
が
修
学
院
離
宮

で
し
た
。
修
学
院
離
宮
と
は
後
水
尾
上
皇
の
造
営
に
な
る
江
戸
時
代
初
期

の
代
表
的
山
荘
で
す
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
完
成
し
、
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）
に
は
大
修
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
十
四
万
平
方
㍍
の
な
か
に

あ
る
庭
園
や
建
物
な
ど
は
、
現
在
皇
室
財
産
と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
し
て

い
ま
す
。

　

集
落
の
人
び
と
に
産う

ぶ

土す
な

神が
み

を
祀
る
社
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
の
は
、
鷺
森

神
社
で
し
た
。
当
初
は
赤
山
禅
院
辺
り
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
が
、
応
仁

の
乱
の
時
に
現
在
の
修
学
院
離
宮
の
地
に
移
り
、
さ
ら
に
離
宮
造
営
に
伴

い
現
在
地
へ
移
転
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
拾
し
ゅ
う

遺い

都
み
や
こ

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』

（
一
七
八
七
年
刊
）
に
描
か
れ
た
社
殿
を
見
る
と
（
写
真
参
照
）、
現
在
の

江戸時代の鷺森神社（『拾遺都名所図会』天明 7年〈1787〉刊）

修
学
院 

〈
名
所
旧
跡
の
地
〉
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境
内
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

修
学
院
村
の
江
戸
時
代
中
頃
の
村
高
は
八
七
二
石
余
で
、
禁
裏
御
料
・
仙

洞
御
料
・
林
丘
寺
領
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
北
を
高
野
村
、
南
を
一
乗
寺

村
、
さ
ら
に
東
を
比
叡
山
と
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
前
期
よ

り
延
暦
寺
と
の
山
争
論
、
高
野
村
や
一
乗
寺
村
と
は
境
争
論
に
及
ん
で
い

ま
す
。
し
か
し
集
落
の
歩
み
に
つ
い
て
は
争
論
の
史
料
だ
け
し
か
残
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
俗
行
事
と
し
て
の
盆
踊
り
は
、
現
在
も

「
修
学
院
大
日
踊
・
紅
葉
音
頭
」
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
京
都
市
無
形
民

俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
修
学
院
・
高
野
・
一
乗
寺
の
三
か
村
が

合
併
し
て
修
学
院
村
と
な
り
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
左
京
区
に
編
入
、

村
制
時
の
三
大お
お

字あ
ざ

は
各
町
名
に
分
離
し
ま
し
た
。
現
在
の
修
学
院
は
す
っ
か

り
市
街
化
し
ま
し
た
が
、
往
時
の
面
影
は
そ
こ
な
わ
れ
ず
残
っ
て
い
ま
す
。

現在の鷺森神社本殿




