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京
都
で

｢
立
売
た
ち
う
り｣

と
名
の
つ
く
地
名

は
、
上
京
区
内
で
の
上
・
中
・
下
の
立

売
通
、
下
京
区
で
は
四
条
通
の
麩
屋
町
―

東
洞
院
間
の
立
売
東
町
・
立
売
中
之
町
・

立
売
西
町
が
あ
り
ま
す
。
固
定
し
た
商

い
の
場
所
で
あ
る
店た
な

・
棚
に
対
し
て
、

店
を
構
え
な
い
物
売
を
立
売
と
い
い
ま

し
た
。
室
町
時
代
以
来
、
今
の
御
苑
内

に
あ
っ
た
公
家
町
や
そ
こ
へ
出
入
り
す

る
商
人
た
ち
へ
の
立
売
に
始
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

現
在
の
下
立
売

し
も
だ
ち
ゅ
う
り

通
に
あ
た
る
勘
解
か

げ

由ゆ

小
路
は
、
平
安
京
の
北
端
で
あ
る
一
条

大
路
か
ら
数
え
て
六
本
目
の
道

に
あ
た
り
、
幅
十
丈
の
近
衛
大

路
と
中
御
な
か
み

門か
ど

大
路
に
挟
ま
れ
た

四
丈
の
小
路
で
し
た
。
勘
解
か

げ

由ゆ

小
路
の
名
は
、
こ
の
あ
た
り
に

勘か

解
由
げ

ゆ

使し

と
い
う
役
所
が
あ
っ

た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の

役
所
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
臨

時
に
設
置
さ
れ
た
令り
ょ
う

外
官
げ
の
か
ん

の
一

つ
で
、
国
司
こ
く
し

が
転
任
の
際
に
作

製
す
る
事
務
引
継
書
で
あ
る
解
由
げ

ゆ

状
の

不
正
を
勘し
ら

べ
る
役
所
で
し
た
。
今
も
室

町
下
立
売
上
る
に
勘
解
由
小
路
町
の
名

が
残
っ
て
い
ま
す
。

東
京
極
大
路
に
あ
た
る
京
都
御
苑
の

東
端
、
寺
町
御
門
か
ら
仙
洞
御
所
の
築

地
塀
の
南
側
を
経
て
、
烏
丸
通
で
下
立

売
通
に
つ
づ
き
ま
す
が
、
そ
の
間
は
公く

家げ

町
で
中
断
し
て
い
ま
す
。
下
立
売
御

門
も
現
在
地
に
移
さ
れ
た
の
は
、
明
治

初
年
に
石
垣
で
囲
っ
た
時
で
、
そ
れ
ま

で
は
も
う
少
し
東
方
に
あ
り
ま
し
た
。

烏
丸
下
立
売
の
西
北
の
角
に
二
つ
の

大
き
な
門
を
構
え
た
屋
敷
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
戦
後
、
京
都
地
方
裁
判
所
長
の

官
舎
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
こ
こ

に
住
ま
わ
れ
た
所
長
が
取
毀
さ
れ
る
運

命
に
あ
っ
た
門
を
移
築
し
た
の
だ
そ
う

で
す
。烏
丸
通
側
は
平
唐
門

ひ
ら
か
ら
も
ん

、下
立
売
側

は
長
屋
門

な
が
や
も
ん

、
今
と
な
っ
て
は
失
わ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
文
化
財
を
残
さ
れ
た

当
時
の
司
法
官
の
見
識
に
あ
ら
た
め
て

敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
反
対
側
の
南
西
角
に
目
立
つ
の

は
、
赤
煉
瓦
造
の
聖
ア
グ
ネ
ス
教
会
の

聖
堂
で
す
。
明
治
二
十
八
年
に
平
安
女

学
院
が
大
阪
か
ら
移
っ
て
き
た
時
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
。
設
計
者
は
円
山
公
園

の
長
楽
館
や
、
明
治
村
に
移
さ
れ
た
聖

ヨ
ハ
ネ
教
会
な
ど
を
手
が
け
た
Ｊ
・
Ｍ
・

ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
で
す
。
全
体
に
ず
ん
ぐ

り
と
し
た
感
じ
が
し
ま
す
が
、
こ
れ
は

地
震
に
配
慮
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
三

廊
式
バ
ジ
リ
カ
型
の
典
型
的
な
聖
堂
で
、

北
東
隅
の
三
層
の
鐘
塔
は
一
階
を
縦
長

窓
、
二
階
を
ば
ら
窓
、
三
階
を
ト
レ
サ

リ
ー
窓
と
い
う
よ
う
に
開
口
部
に
変
化

を
も
た
せ
て
単
調
さ
を
避
け
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
一
年
に
献
堂
式
が
行
わ
れ
て

以
来
、
百
年
に
わ
た
る
現
役
の
教
会
堂

と
し
て
の
使
命
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
会
堂
か
ら
下
立
売
通
に
面
し
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て
西
へ
、
平
安
女
学
院
の
大
正
館
が
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
す
で
に
建
て
替

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
室
町
通
へ

折
れ
曲
が
っ
て
昭
和
館
が
そ
の
時
代
の

建
築
様
式
を
誇
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

校
庭
の
東
側
、
教
会
堂
の
背
後
に
は
明

治
二
十
七
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
Ｎ

・
ハ
ン
セ
ル
の
設
計
に
な
る
煉
瓦
造
二

階
建
の
明
治
館
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ハ
ン
セ
ル
は
明
治
二
十
一
年
に
来
日
し

た
イ
ギ
リ
ス
人
の
建
築
設
計
技
師
で
、

京
都
で
は
同
志
社
の
ハ
リ
ス
理
化
学
館

を
、
神
戸
で
は
多
く
の
異
人
館
を
手
が

け
ま
し
た
。
屋
根
は
ダ
ッ
チ
・
ゲ
イ
ブ

ル

(

オ
ラ
ン
ダ
風
の
壁)

と
い
う
段
状

の
破
風
は

ふ

に
な
っ
て
お
り
、
十
九
世
期
末

の
イ
ギ
リ
ス
の
流
行
だ
そ
う
で
す
。

下
立
売
通
は
烏
丸
か
ら
東
堀
川
間
だ

け
が
広
く
、
し
か
も
東
堀
川
通
と
の
北

と
南
の
角
は
大
き
く
広
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
反
し
て
堀
川
を
越
え
る
と

急
に
狭
い
道
に
な
り
ま
す
。
そ
の
理
由

は
か
つ
て
こ
こ
に
電
車
が
走
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
る
の
で
す
。

明
治
二
十
八
年
の
二
月
か
ら
四
月
に

か
け
て
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
岡

崎
で
開
催
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
伏

見
の
下
油
掛

し
も
あ
ぶ
ら
か
け

の
舟
乗
場
か
ら
竹
田
街
道
・

木
屋
町
・
二
条
通
を
経
て
会
場
ま
で
、

京
都
電
気
鉄
道
に
よ
る
狭
軌
き
ょ
う
き

の
電
車
の

営
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
さ
ら

に
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
木
屋
町
二

条
か
ら
分
岐
し
て
、
寺
町
二
条
・
寺
町

丸
太
町
・
烏
丸
丸
太
町
を
経
由
し
て
、

下
立
売
通
か
ら
堀
川
中
立
売
ま
て
延
長

さ
れ
ま
す
。

明
治
四
十
五
年
に
は
、
京
都
市
営
で

広
軌
の
電
車
が
京
都
駅
か
ら
烏
丸
丸
太

町
・
千
本
丸
太
町
・
壬
生
車
庫
間
な
ど

が
開
業
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
下
立
売
線

は
大
正
十
五
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
運

転
を
続
け
、
府
庁
前
に
止
ま
っ
て
い
た

の
で
す
か
ら
、
当
時
い
か
に
京
都
府
知

事
の
権
力
が
大
き
か
っ
た
か
が
、
う
か

が
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
京
都
府
庁
の
旧
本
館
は
と
い
う

と
、
鉄
柵
の
表
門
を
通
し
て
、
明
治
三

十
七
年
に
京
都
府
技
師
の
松
室
重
光
が

設
計
し
た
ネ
オ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の

特
色
あ
る
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
周
囲

に
は
岡
田
新
一
氏
の
設
計
に
な
る
第
一

号
館
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
建
築
の
新

庁
舎
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
格

調
の
高
さ
は
周
囲
を
圧
倒
し
て
い
ま
す
。

ロ
の
字
型
の
平
面
は
各
室
に
自
然
光
を

取
り
入
れ
、
煉
瓦
造
二
階
建
、
天
然
ス

レ
ー
ト
葺
の
屋
根
、
擬
石
モ
ル
タ
ル
塗

と
い
う
よ
う
に
念
の
入
っ
た
施
工
は
当

時
の
最
高
技
術
に
よ
っ
た
も
の
で
し
ょ

う
。
今
も
現
役
最
古
の
府
県
庁
舎
と
し

て
京
都
府
の
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ

て
い
ま
す
。

京
都
府
庁
の
地
は
元
は
民
家
で
し
た

が
、
幕
末
の
文
久
二
年(
一
八
六
二)

に

会
津
藩
主
の
松
平
容
保
か
た
も
り

が
京
都
守
護
職

に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
下
立

売
―
下
長
者
町
、
新
町
―
西
洞
院
に
囲

ま
れ
た
一
廓
を
買
収
し
て
そ
の
役
宅
と

な
り
、
薮
之
内
町
と
し
ま
し
た
。
正
面

の
釜
座
通
が
広
い
の
も
、
そ
の
た
め
で

し
た
。
慶
応
三
年(

一
八
六
七)

に
守
護

職
を
廃
止
し
た
あ
と
は
京
都
裁
判
所
・

京
都
中
学
校
と
な
り
、
明
治
十
八
年
に

は
、
二
条
城
に
あ
っ
た
府
庁
を
こ
こ
へ

移
転
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
周
囲
が
官

庁
街
と
な
っ
た
の
で
す
。

府
庁
の
東
側
に
は
天
正
十
八
年

(

一

五
九
〇)

に
寺
町
丸
太
町
下
る
に
移
っ

た
下
御
霊
神
社
が
あ
り
ま
し
た
。
西
洞

院
西
入
南
側
に
は
都
下
七
名
水
と
い
わ
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れ
た
滋
野
井

し
げ
の

い

が
あ
っ
て
、
今
も
学
区
名

に
残
る

｢
滋
野
し
げ
の｣

は
こ
れ
に
由
来
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
北
側
に
は
重
要
無
形

文
化
財

｢

友
禅｣
の
保
持
者
で
あ
る
羽

田
登
喜
男
氏
の
工
房
と
羽
田
美
術
館
が

あ
り
ま
す
。

堀
川
に
架
か
る
下
立
売
橋
は
堀
川
第

二
橋
と
い
い
、寛
永
三
年(

一
六
二
六)

に
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
に
際
し

て
、
中
立
売
の
堀
川
第
一
橋
と
と
も
に

架
設
さ
れ
ま
し
た
。
木
造
高
欄
擬
宝
珠

こ
う
ら
ん
ぎ

ぼ
し
ゅ

附つ
き

の
石
柱
橋
で
、第
一
橋
を
鶴
橋
、第
二

橋
を
亀
橋
と
称
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。

明
治
六
年
に
第
一
橋
と
と
も
に
石
造

ア
ー
チ
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

第
一
橋
の
欄
干
に
は
長
谷
信
篤
知
事
を

は
じ
め
白
川
村
の
石
工
に
至
る
ま
で
、

建
設
に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
名
が
彫
り

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
第
二
橋

は
の
ち
に
拡
張
さ
れ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

に
覆
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の

下
で
は
今
も
石
造
の
ア
ー
チ
橋
が
支
え

て
い
ま
す
。
橋
の
た
も
と
に
は

｢

堀
川

第
二
橋｣

の
文
字
の
あ
る
親
柱
だ
け
が

残
っ
て
い
ま
す
。

下
立
売
通
の
大
宮
か
ら
御
前
通
ま
で

の
間
は
平
安
京
の
平
安
宮

(

大
内
裏

だ
い
だ
い
り)

に
相
当
し
、
聚
楽
第

じ
ゅ
ら
く
だ
い

の
南
端
で
も
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
豊
臣
秀
吉
が
自

ら
の
権
力
を
誇
示
す
る
た
め
に
造
営
し

た
聚
楽
第
は
、
十
年
余
で
徹
底
的
に
破

却
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
遺
構
も
発

見
さ
れ
に
く
く
、
そ
の
範
囲
も
確
定
し

て
い
ま
せ
ん
。

勘
解
か

げ

由ゆ

小
路
は
陽
明
門(

近
衛
御
門)

と
待
賢
門

(

中
御
門)

と
の
間
に
あ
た

り
、
大
内
裏

だ
い
だ
い
り

で
は
左
近
衛
府

さ
こ
ん
え

ふ

と
東
雅
院

と
う
が
い
ん

と
の
境
界
に
な
り
ま
す
。
大
内
裏

だ
い
だ
い
り

に
は

道
路
が
通
じ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の

あ
た
り
か
ら
下
立
売
通
は
北
へ
ず
れ
て

い
ま
す
。

大
内
裏

だ
い
だ
い
り

は
度
重
な
る
火
災
と
、
平
安

時
代
後
期
の
政
治
形
態
の
変
化
に
よ
っ

て
、
そ
の
機
能
を
停
止
し
て
し
ま
い
ま

す
。
若
き
日
の
藤
原
道
長
が
兄
二
人
と

と
も
に
廃
墟
化
し
た
豊
楽
ぶ
ら
く

殿で
ん

で
肝
試
し

を
し
た
と
い
う
よ
う
な
話
も
残
っ
て
い

ま
す
。
甍
い
ら
か
を
並
べ
て
い
た
官
衙
か
ん
が

で
の
執

務
は
貴
族
の
里
亭
り
て
い(

自
宅)

に
移
り
、

摂
関
政
治
と
の
か
か
わ
り
で
内
裏
は
天

皇
の
母
方
の
邸
宅
へ
移
り
、
里
内
裏

さ
と
だ
い
り

が

成
立
し
ま
す
。
平
安
末
期
に
は
全
く
荒

廃
し
、
や
が
て
荒
れ
は
て
た
野
と
な
っ

て
内
裏
の
野
―
内
野
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
一
条
通
―

二
条
通
、
大
宮
通
―
御
前
通
に
囲
ま
れ

た
地
域
の
道
路
は
格
子
状
で
な
く
、
辻

子

(

図
子)

が
発
達
し
た
迷
路
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

大
内
裏
の
多
く
の
建
物
の
遺
構
を
見

つ
け
出
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。

長
岡
京
以
前
の
都
の
跡
は
、
古
く
か
ら

の
住
宅
地
と
違
っ
て
発
掘
す
れ
ば
遺
構

を
簡
単
に
発
見
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
が

何
に
当
た
る
か
は
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な

い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
平
安
京
で
は
平

安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

『

延
喜
式』

の

記
事
や
、
当
時
の
地
図
が
伝
え
ら
れ
て

い
て
、
道
路
は
今
に
つ
な
が
り
、
宮
殿

や
官
衙
、
邸
宅
な
ど
の
名
も
わ
か
り
ま

す
。
そ
の
代
り
、
千
二
百
年
の
間
に
度
々

の
大
火
に
遭
い
な
が
ら
も
都
市
の
形
態

を
保
ち
つ
づ
け
た
た
め
に
、
平
安
京
は

今
の
京
都
市
民
の
生
活
の
場
の
地
下
に

埋
も
れ
て
い
る
の
で
す
。
焼
跡
に
土
盛

り
を
し
た
り
、
礎
石
や
基
壇
き
だ
ん

を
す
っ
か

り
取
り
除
い
て
は
復
興
す
る
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
上
に
、
建
物

が
密
集
し
て
い
る
の
で
遺
跡
が
発
見
し

に
く
い
の
で
す
。
ガ
ス
や
水
道
工
事
な

ど
の
立
会
調
査
で
も
多
数
の
遺
構
や
遺

物
が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も

極
く
浅
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
点
と
し
て

し
か
と
ら
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
大
規

模
な
建
物
の
遺
構
が
そ
っ
く
り
発
掘
さ
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れ
る
と
い
う
の
は
夢
の
ま
た
夢
で
し
ょ

う
か
。

と
こ
ろ
が
嬉
し
い
こ
と
に
昭
和
三
十

七
年
に
、
下
立
売
通
土
屋
町
西
入
で
民

家
の
改
築
現
場
か
ら
内
裏
内
郭

だ
い
り
な
い
か
く

の
廻
廊
か
い
ろ
う

跡あ
と

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
昭
和

四
十
六
年
に
は
そ
の
十
メ
ー
ト
ル
南
で
、

約
二
十
七
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
基
壇
の

縁
石
列
が
確
認
さ
れ
、
初
め
て
内
裏
の

遺
構
の
一
部
が
姿
を
現
わ
し
た
の
で
す
。

出
土
し
た
巴
文
軒
丸
瓦

と
も
え
も
ん
の
き
ま
る
が
わ
らの
年
代
か
ら
保

元
二
年(

一
一
五
七)

再
建
の
内
裏
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
構
は
地
中

に
埋
め
戻
さ
れ
、
平
安
宮
第
一
号
の
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
保
存
が
図
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
以
後
も
付
近
で
は
承
明
門

し
ょ
う
め
い
も
ん

の
一
部
や
豊
楽
殿

ぶ
ら
く
も
ん

な
ど
内
裏
の
遺
構
が

少
し
ず
つ
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
基
準
点
と
し
て
将
来
平
安
京
の
全
貌

が
明
か
に
な
っ
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

御
前
通
の
西
か
ら
下
立
売
通
は
二
本

に
な
り
ま
す
。
東
か
ら
続
い
て
き
た
道

は
下
ノ
下
立
売
と
呼
ば
れ
、
そ
の
北
百

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
真
直
ぐ
西
へ
妙

心
寺
の
門
前
に
達
す
る
道
を
上
ノ
下
立

売
と
称
し
て
お
り
、
妙
心
寺
道
と
も
い

わ
れ
ま
す
。

下
ノ
下
立
売
通
が
紙
屋
川
を
渡
る
手

前
に
、
竹
林
寺
と
法
輪
寺
が
向
か
い
あ
っ

て
い
ま
す
。
竹
林
寺
に
は
元
治
元
年

(

一
八
六
四)

の
蛤
御
門

は
ま
ぐ
り
ご
も
ん
の
変
に
よ
る

兵
火
の
中
、
六
角
の
獄
中
で
未
決
の
ま

ま
斬
首
さ
れ
た
平
野
国
臣

ひ
ら
の
く
に
お
み

以
下
勤
皇
の

志
士
た
ち
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

明
治
十
年
に
な
っ
て
西
ノ
京
円
町
付
近

の
西
刑
場
址
か
ら
姓
名
を
朱
書
し
た
瓦

片
と
と
も
に
白
骨
が
発
見
さ
れ
て
こ
の

時
の
犠
牲
者
と
わ
か
り
、
竹
林
寺
に
埋

葬
さ
れ
た
の
で
す
。

法
輪
寺
は
達
磨
寺
の
通
称
で
知
ら
れ
、

八
千
体
の
達
磨
を
安
置
し
た
達
磨
堂
や
、

日
本
の
映
画
関
係
者
四
百
余
霊
を
ま
つ

る
貴
寧
磨

き

ね

ま

殿
な
ど
が
あ
っ
て
新
し
い
名

所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

下
ノ
下
立
売
通
は
新
し
い
丸
太
町
通

と
交
わ
り
な
が
ら
、
西
ノ
京
・
花
園
・

太
秦
う
ず
ま
さ

・
常
盤
と
き
わ

を
通
り
抜
け
、
嵯
峨
甲
塚

か
ぶ
と
つ
か

町
で
有
栖
川

あ
り
す
が
わ

の
甲
塚

か
ぶ
と
つ
か
橋
を
渡
り
、
さ
ら

に
西
へ
と
続
き
ま
す
。
半
世
紀
ほ
ど
前

は
の
ど
か
な
田
園
の
中
を
双
ケ
丘
や
音

戸
山
な
ど
が
眺
望
で
き
た
の
で
す
が
、

今
で
は
全
く
住
宅
地
と
化
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
甲
塚

か
ぶ
と
つ
か
橋
の
た
も
と
に
文
政
七

年

(

一
八
二
四)

再
建
の
道
標
が
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
北
面
に
示
さ
れ
た

｢

左
北
野
天
満
宮｣

の
目
的
地
名
の
下

に

｢

二
条

下
立
売｣

と
あ
っ
て
、
こ

の
道
が
こ
こ
ま
で
下
立
売
の
名
を
残
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
太
秦
の
蚕
か
い
こ
の
社
や
し
ろ
と
俗
称
さ
れ
る

木
島
こ
の
し
ま

坐
天
照
御
魂
神
社

に
ま
す
あ
ま
て
る
み
た
ま
じ
ん
じ
ゃ

の
前
に
あ
る
安

永
五
年

(

一
七
七
六)

の
道
標
に
も

｢

右
三
条

中
二
条

左
下
立
売｣

と
あ

り
ま
す
。
こ
の
道
標
は
そ
の
下
に

｢

太

秦
広
隆
寺
門
前｣

と
あ
る
よ
う
に
、
元

は
広
隆
寺
の
三
叉
路
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
三
条
は
今
嵐
電
の
走
っ
て
い

る
道
、
中
は
真
直
ぐ
東
へ
太
子
道
、
左

は
京
都
バ
ス
の
走
っ
て
い
る
道
で
双
ケ

丘
の
南
で
下
立
売
通
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
下
立
売
通
は
嵯
峨
や
太

秦
か
ら
京
へ
入
る
重
要
な
街
道
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。
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(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
は

最
近
、
京
都
御
苑
内
の
京
都
迎
賓
館

(

仮
称)

建
設
予
定
地
、
そ
の
周
辺
と

大
宮
仙
洞
御
所
北
側
の
通
称｢

広
小
路｣

で
調
査
し
ま
し
た
。
そ
の
他
中
京
区
な

り
ま
す
が
、
現
在

(

七
月
上
旬)

調
査

中
の
京
都
市
立
本
能
小
学
校
跡
地
が
あ

り
ま
す
。

京
都
御
苑
内
の
調
査

調
査
地
で
あ
る
京
都
御
苑
は
平
安
京

の
左
京
域
の
北
東
部
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
は
平
安
時
代
に
は
貴
族
や

院
の
邸
宅
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
桃
山
時
代
に
な
る
と
公
家
衆
が
集

住
さ
せ
ら
れ
公
家
町
が
形
成
さ
れ
ま
し

た
。
以
降
江
戸
時
代
は
屋
敷
の
配
置
換

え
は
あ
り
ま
し
た
が
、
一
貫
し
て
公
家

屋
敷
街
で
し
た
。
し
か
し
明
治
二

(

一

八
六
九)

年
の
遷
都
に
伴
い
公
家
達
も

東
京
へ
移
る
と
公
家
町
は
撤
去
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
明
治
一
〇(

一
八
七
七)

年
か
ら
の
大
内
保
存
事
業
で
本
格
整
備

さ
れ
現
在
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。
従
っ

て
当
地
は
公
家
町
撤
去
以
降
、
一
部
の

人
を
除
き
居
住
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
後
世
の
開
発
が
な

く
公
家
屋
敷
関
係
の
遺
構
が
良
好
に
残

存
し
た
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
公
家

は
公
家
町
が
消
失
し
て
も
、
い
ま
だ
京

都
の
文
化
の
一
翼
を
担
っ
た
京
都
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
ま
だ
分
析
途
中
で
す
が
、
こ
の

御
苑
内
や
本
能
小
学
校
跡
の
調
査
で
江

戸
時
代
の
上
層
の
公
家
、
そ
れ
よ
り
下

位
の
公
家
、
大
名
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
み

穴
が
見
つ
か
り
、
そ
こ
か
ら
見
つ
か
っ

た
食
物
の
残
り
か
す
を
調
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
現
在
ま
で
に
わ
か
っ
て

い
る
主
な
食
物
の
う
ち
動
物
に
つ
い
て

あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

鷹
司
家
の
調
査

大
宮
仙
洞
御
所
北
側

と
通
称

｢

広
小
路｣

と

呼
ば
れ
る
道
路
内
で
防

火
水
槽
設
置
に
伴
う
調

査
を
二
〇
〇
二
年
に
実

施
し
ま
し
た
。
当
地
は

江
戸
時
代
前
期
に
は
、

五
摂
家
の
一
つ
で
家
禄

一
五
〇
〇
石
の
鷹
司
家

の
邸
宅
内
に
あ
た
り
ま

す
。
そ
の
時
代
の
遺
構
は
土
蔵
・
石
組

の
穴
蔵
・
築
地
塀
・
溝
・
ご
み
穴
を
確

認
し
ま
し
た
。
調
査
面
積
は
八
一
平
方

メ
ー
ト
ル
で
し
た
が
、
東
西
二
・
七
メ
ー

ト
ル
以
上
・
南
北
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の

方
形
で
、
深
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
ご
み
穴

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
ご
み
穴
か

ら
は
、
貝
類
で
は
ハ
マ
グ
リ
・
ア
ワ
ビ
・

サ
ザ
エ
・
シ
ジ
ミ
・
イ
タ
ボ
ガ
キ
・
ア

カ
ガ
イ
・
タ
イ
ラ
ギ
、
骨
で
は
魚
類
は

マ
ダ
イ
・
ハ
モ
属
・
カ
マ
ス
・
ス
ズ
キ

目
、
サ
バ
属
・
カ
ツ
オ
属
・
ア
ジ
科
・

カ
レ
イ
科
・
ボ
ラ
属
・
イ
ワ
シ
の
仲
間
・

コ
チ
科
・
コ
イ
、
鳥
類
は
ガ
ン
カ
モ
科

な
ど
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
貝
類
は
シ

ジ
ミ
、
魚
類
で
は
マ
ダ
イ
が
多
く
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
こ
の
調
査
現
場
か
ら
遺

物
整
理
箱
で
約
五
十
箱
の
ご
み
穴
の
土

を
持
ち
帰
り
、
最
終
的
に
〇
・
五
ミ
リ

メ
ッ
シ
ュ
の
篩
に
掛
け
選
別
し
た
と
こ

ろ
、
微
小
な
骨
・
鱗
・
魚
歯
な
ど
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。

公
家
町
の
調
査

京
都
御
苑
内
の
京
都
迎
賓
館(

仮
称)
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に
伴
う
調
査
は
平
成
九

(

一
九
九
七)

年
か
ら
平
成
一
三

(

二
〇
〇
一)

年
ま

で
の
六
年
間
か
け
総
計
約
一
四
〇
〇
〇

㎡
の
調
査
に
な
り
ま
し
た
。
調
査
地
は

江
戸
時
代
に
は
、
家
禄
三
五
五
石
以
下

の
公
家
屋
敷
街
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の

時
代
の
遺
構
は
公
家
町
の
南
北
通

｢

二

階
丁
通｣

と
そ
の
西
側
に
並
行
す
る

｢

中
筋
通｣

お
よ
び
建
物
跡
・
池
跡
・

能
舞
台
施
設
・
火
災
整
理
土
壙
・
地
下

式
土
壙
・
ご
み
穴
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。
遺
物
は
土
師
質
土
器
・
国
内
産

各
種
陶
磁
器
・
輸
入

(

中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
東
南
ア
ジ
ア)

陶
磁
器
・
国
産
・
輸

入
ガ
ラ
ス
製
品
・
各

種
金
属
製
品
・
貝
殻
・

骨
な
ど
が
出
て
い
ま

す
。遺

構
の
中
で
生
活

残
滓
が
大
部
分
を
占

め
る
ご
み
穴
は
、
江

戸
時
代
各
時
期
の
も

の
が
屋
敷
地
裏
庭
あ

た
り
と
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
多
く
見
つ
か

り
ま
し
た
。
そ
の
中

か
ら
は
、
食
物
残
滓

と
い
わ
れ
る
人
間
の

食
生
活
に
伴
う
動
物

性
の
廃
棄
物
な
ど
が
、
多
量
に
出
て
き

ま
し
た
。
主
要
な
も
の
と
し
て
、
貝
類

は
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
・
バ
イ
・
テ
ン
グ

ニ
シ
・
ア
カ
ニ
シ
・
ア
カ
ガ
イ
・
マ
ガ

キ
・
イ
ワ
ガ
キ
・
マ
シ
ジ
ミ
・
ハ
マ
グ

リ
、
骨
で
は
魚
類
は
ハ
モ
属
・
マ
ダ
ラ
・

コ
イ
・
マ
ダ
イ
・
ア
マ
ダ
イ
属
・
ブ
リ
・

ト
ビ
ウ
オ
・
ヒ
ラ
メ
、
鳥
類
は
ニ
ワ
ト

リ
・
ガ
ン
カ
モ
科
、
哺
乳
類
は
ウ
シ
・

ウ
マ
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
珍
し
い
も

の
で
は
、
近
年
の
調
査
で
観
賞
用
の
置

物
や
漢
方
薬
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
サ
ン
ゴ
も
見
つ
か
り

ま
し
た
。
サ
ザ
エ
は
生
息
環
境
の
違
い

を
示
す
有
棘
ゆ
う
き
ょ
く

・
無
棘
む
き
ょ
く(

と
げ)

両
タ
イ

プ
が
あ
り
、
各
地
か
ら
搬
入
さ
れ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
貝
で
は
ハ
マ
グ
リ
、
魚

類
で
は
マ
ダ
イ
が
一
番
多
く
あ
り
ま
し

た
。
骨
に
は
様
々
な
損
傷
が
み
ら
れ
、

ハ
モ
属
、
タ
イ
、
ガ
ン
カ
モ
科
な
ど
の

骨
に
は
鋭
利
な
刃
物
痕
が
あ
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
痕
跡
は
種
類
に
よ

り
そ
の
部
位
も
似
通
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

り
、
食
材
ご
と
に
同
じ
調
理
法
を
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
食
物
残
滓
が
出
る
ご
み
穴
に
は
貝
類
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の
多
い
も
の
と
、
魚
類
の
多
い
も
の
に

分
か
れ
ま
し
た
。
貝
は
、
貝
殻
か
ら
生

息
域
や
捕
獲
時
期
が
、
魚
は
鱗
の
年
輪

か
ら
年
齢
と
捕
獲
時
期
が
推
定
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

大
名
屋
敷
の
調
査

本
能
小
学
校
跡
地
は
、
織
田
信
長
が

自
刃
し
た
本
能
寺
の
近
隣
で
江
戸
時
代

前
期
頃
に
は
、
町
屋
と
上
級
の
武
家
で

あ
る
姫
路
城
主
本
多
甲
斐
守
の
京
屋
敷

に
あ
た
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
屋
敷
の
北

西
隅
で
東
西
八
メ
ー
ト
ル
・
南
北
八
メ
ー

ト
ル
の
方
形
で
、
深
さ
一
・
三
〜
一
・

四
メ
ー
ト
ル
の
ご
み
穴
が
見
つ
か
り
ま

し
た
。
中
か
ら
貝
類
は
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ

エ
・
ア
カ
ニ
シ
・
バ
イ
・
ア
カ
ガ
イ
・

ハ
マ
グ
リ
・
ア
サ
リ
・
イ
タ
ヤ
ガ
イ
・

タ
イ
ラ
ギ
・
ツ
メ
タ
ガ
イ
・
カ
キ
・
シ

ジ
ミ
・
タ
ニ
シ
、
そ
の
他
コ
ウ
イ
カ
が

確
認
で
き
ま
し
た
。
魚
類
で
は
マ
ダ
イ
・

ス
ズ
キ
・
カ
サ
ゴ
・
カ
ツ
オ
属
・
ブ
リ

属
・
マ
ゴ
チ
・
ハ
モ
属
・
カ
マ
ス
、
鳥

類
で
は
ニ
ワ
ト
リ
・
ア
オ
サ
ギ
・
ガ
ン

カ
モ
科･
キ
ジ
属
が
確
認
で
き
、
一
部

に
解
体
痕
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
哺
乳
類

で
は
ウ
シ
・
ニ
ホ
ン
ジ
カ
・
ネ
ズ
ミ
・

イ
ヌ
・
イ
エ
ネ
コ
が
確
認
で
き
、
ネ
ズ

ミ
・
イ
エ
ネ
コ
以
外
は
解
体
痕
跡
が
あ

り
ま
し
た
。

京
都
御
苑
と
の
比
較
で
は
、
シ
ジ
ミ

が
極
端
に
少
な
い
こ
と
、
ア
サ
リ
と
ネ

ズ
ミ
・
イ
ヌ
・
イ
エ
ネ
コ
が
目
立
つ
特

徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
シ
ジ
ミ
は
、

京
都
御
苑
で
は
色
々
な
大
き
さ
の
も
の

が
あ
り
、
大
き
さ
に
よ
る
選
択
は
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
ア
サ
リ
は
江

戸
時
代
中
期
の
図
説
百
科
辞
典
で
あ
る

｢

和
漢
三
才
図
会｣

に
よ
れ
ば
、｢

惟
タ

摂
泉
播
州
ニ
ハ
希
ニ
有
ル
爾
東
海
極
テ

多
シ｣

と
あ
り
、
東
海
地
方
か
ら
運
ば

れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ネ
ズ

ミ
・
イ
ヌ
・
イ
エ
ネ
コ
は
食
用
と
い
う

よ
り
、
将
軍
家
・
諸
大
名
な
ど
の
特
権

的
娯
楽
で
あ
る
鷹
狩
に
使
わ
れ
た
鷹
の

餌
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ご
み
穴
は
、
そ
こ
で
生
活

し
た
人
た
ち
の
身
分
・
階
級
を
反
映
し

た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
み
穴
か

ら
出
て
く
る
動
植
物
を
詳
し
く
調
べ
る

と
と
も
に
、
一
緒
に
出
て
き
た
も
の
や

文
献
資
料
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
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ハモの骨 (公家町出土)

ハモの頭骨に残る切断痕 (公家町出土)

ガンカモ科の骨 (公家町出土)

ガンカモ科の骨に残る切断痕 (公家町出土)
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と
で
、
そ
こ
に
暮
ら
し
た
人
々
の
生
活
・

文
化
が
よ
り
解
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
今
で
も
各
家
庭
の
生
ご

み
を
調
べ
る
と
、
各
家
庭
で
違
う
よ
う

に
で
す
。
今
更
な
が
ら
、
た
か
が
ご
み

穴
さ
れ
ど
ご
み
穴
で
す
。

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

竜

子

正

彦

(

今
回
の
動
物
遺
存
体
の
同
定
・
分
析

に
は
く
ら
し
き
作
陽
大
学

北
野
信
彦
・

岡
山
理
科
大
学

富
岡
直
人
両
氏
の
ご

教
示
を
得
ま
し
た)
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京都市立本能小学校跡地のごみ穴

シカの骨 (大名屋敷出土)イヌの骨 (大名屋敷出土)
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編

集

後

記

○
西
陣
織
に
か
か
わ
る
方
々
に
す
れ
ば
、
知

る
人
ぞ
知
る
長
谷
川
氏
に
登
場
し
て
い
た

だ
い
た
。
聞
く
ほ
ど
に
技
術
の
極
致
を
教

え
ら
れ
ま
し
た
。

○
考
古
学
は
何
十
万
年
前
の
話
ば
か
り
で
な

い
こ
と
を
京
都
の
遺
跡
が
物
語
り
ま
す
。

つ
い
百
年
余
り
前
の
先
祖
が
、
こ
ん
な
生

活
を
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
は
偽
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
考
古
学
の
新

し
い
話
題
で
し
ょ
う
。

○
何
ん
で
も
な
い
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
思

い
が
け
な
い
発
見
が
あ
り
ま
す
。｢

上
京

の
大
路
小
路｣

が
散
歩
の
手
引
に
な
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

(

い)
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― 15 ― 表紙／京都御所 紫宸殿／桂 俊夫撮影
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