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出
水
で
み
ず

通
は
中
途
半
端
な
道
と
い
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
は
烏
丸
通
か

ら
始
ま
り
、
新
町
通
で
京
都
府
庁
の
構

内
へ
は
い
り
ま
す
。
構
内
と
い
う
よ
り

本
庁
舎
を
越
え
て
西
洞
院
通
か
ら
西
へ

伸
び
、
そ
の
先
は
七
本
松
通
に
突
き
当

た
り
ま
す
。
こ
う
書
き
ま
す
と
何
の
変

哲
も
な
い
よ
う
な
道
に
見
え
ま
す
が
、

よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
な
か
な
か
歴
史

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
す
。

古
く
は
出
水
通
は
近
衛
こ
の
え

大
路
と
い
い

ま
し
た
。
平
安
宮
大
内
裏
の
東
側
、
大

宮
大
路
に
は
一
条
大
路
か
ら
二
条
大
路

ま
で
の
間
に
四
つ
の
門
が
開
か
れ
て
お

り
、
北
か
ら
二
つ
目
の
陽
明
よ
う
め
い

門
の
近
く

に
近
衛
府

こ
の
え

ふ

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
近

衛
門
と
称
し
、
そ
の
大
路
を
近
衛
大
路

と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
近
衛
と

は
天
皇
の
最
も
近
く
を
衛ま
も

る
武
官
を
い

い
ま
す
。

今
の
出
水
通
は
烏
丸
通
か
ら
七
本
松

通
ま
で
一
・
六
キ
ロ
ほ
ど
で
す
が
、
よ

く
考
え
て
み
れ
ば
、
烏
丸
通
よ

り
東
に
も
東
京
極
大
路
ま
で
近
衛

大
路
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
近
世

の
皇
居
を
核
と
す
る
公
家
町
の

中
に
取
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
の
で

す
。
宝
永
五
年

(

一
七
〇
八)

の
大

火
ま
で
東
洞
院
通
は
三
本
木
と
呼
ば

れ
、
そ
の
一
丁
目
が
出
水
通
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。

川
端
通
か
ら
東
へ
近
衛
通
と
い
う
や

や
広
い
道
路
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
明

治
時
代
の
計
画
道
路
と
し
て
新
し
く
開

か
れ
命
名
し
た
も
の
で
、
平
安
時
代
の

近
衛
大
路
と
関
わ
り
な
い
と
こ
ろ
に

名
を
残
し
て
い
る
の
で
す
。

京
都
七
口
の
一
つ
荒
神
口
は
、
こ
こ

に
位
置
す
る
清
荒
神

き
よ
し
こ
う
じ
ん
護
浄
院
に
由
来
し

ま
す
。
鴨
川
か
ら
寺
町
ま
で
四
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
短
い
道
路
で
す
が
、
そ
の

東
端
が
荒
神
橋
な
の
で
す
。
こ
の
橋
は

大
正
三
年
に
竣
工
し
、
昭
和
十
年
の
大

水
害
で
中
央
部
が
流
失
し
、
そ
の
間
を

木
橋
で
つ
な
が
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

昭
和
三
十
年
代
の
水
害
で
橋
桁
が
落
下

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
今
の
橋
に
架
け

替
え
ら
れ
ま
し
た
。
欄
干
の
一
部
や
親

柱
に
大
正
三
年
当
時
の
面
影
を
残
し
て

い
ま
す
。

荒
神
橋
の
南
詰
か
ら
鴨
川
の
右
岸
へ

お
り
る
細
い
坂
道
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
車
道

く
る
ま
み
ち
と
い
い
、
明
治
初
期
ま
で
、

荷
車
は
橋
を
渡
ら
ず
、
鴨
川
の
浅
瀬
を

横
切
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
幕
末
に

荒
神
橋
が
御
幸
橋
と
い
わ
れ
、
皇
居
か

ら
聖
護
院
へ
の
天
皇
の
避
難
路
で
あ
っ

た
か
ら
な
の
で
す
。
天
明
八
年

(

一
七
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八
八)
、
折
か
ら
の
強
風
の
中
、
京
都

の
町
を
焼
き
尽
く
し
た
大
火
に
、
皇
居

を
は
じ
め
公
家
屋
敷
は
丸
焼
け
に
な
り
、

聖
護
院
に
仮
皇
居
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
安
政
元
年

(
一
八
五
四)

に
も

皇
居
が
全
焼
す
る
火
事
が
あ
り
、
荒
神

橋
は
擬
宝
珠
高
欄
付
の
立
派
な
橋
に
架

け
替
え
ら
れ
、
御
幸
橋
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
以
後
、
天
皇
の
川
東
へ
の

行
幸
の
道
と
さ
れ
、
荷
車
の
通
行
が
禁

止
さ
れ
た
の
で
、
浅
瀬
を
渡
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
い
て
い

る
擬
宝
珠
の
あ
る
橋
の
下
に
牛
の
曳
く

荷
車
の
写
真
は
明
治
初
年
の
荒
神
橋
な

の
で
す
。
な
お
擬
宝
珠
を
置
け
る
の
は

御
公
儀
橋
で
あ
る
三
条
と
五
条
の
橋
に

限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

川
沿
い
北
側
の

｢

く
に
荘｣

の
地
は

久
邇
宮
多
嘉
王
家
の
宮
邸
の
跡
で
、
同

じ
宮
家
出
身
の
香
淳
皇
后
が
幼
少
の
折
、

こ
の
宮
邸
に
度
々
遊
び
に
来
ら
れ
た
思

い
出
を
、
昭
和
五
十
六
年
の
宮
中
歌
合

始
に

｢

鴨
川
の
ほ
と
り
に
出
で
て
な
が

め
や
る
荒
神
橋
は
な
つ
か
し
き
か
も｣

と
詠
ま
れ
、
そ
の
御
歌
碑
が
立
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

南
側
は
京
都
地
方
法
務
局
な
ど
の
官

庁
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
前
、
こ
こ

は
細
川
屋
敷
と
い
わ
れ
た
熊
本
藩
主
細

川
家
の
屋
敷
址
で
、
雑
木
林
や
池
が
残

る
自
然
の
遊
び
場
で
し
た
。

河
原
町
通
を
西
へ
越
え
る
と
南
側
に

清
荒
神
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
火
の

守
護
神
と
し
て
家
庭
の
竈
か
ま
ど
に
御
札
が
貼

ら
れ
、
日
常
生
活
に
と
け
込
ん
で
い
ま

し
た
。
も
と
は
摂
津
勝
尾
山
の
清
荒
神

を
室
町
時
代
の
初
め
に
後
小
松
天
皇
に

よ
っ
て
京
都
に
勧
請
さ
れ
、
慶
長
五
年

(

一
六
〇
〇)

に
現
地
へ
移
転
し
、
以

来
、
宮
中
の
信
仰
が
篤
く
、
女
官
が
代

参
し
て
い
ま
し
た
。
本
尊
は
三
面
六
臂

の
恐
ろ
し
い
形
相
を
し
た
三
宝
荒
神
の

像
で
、
流
造
の
神
社
風
の
本
堂
に
秘
仏

と
し
て
安
置
さ
れ
、
前
に
石
鳥
居
が
あ
っ

て
神
仏
習
合
の
名
残
り
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
す
。

さ
ら
に
西
、
荒
神
口
通
を
挟
ん
で
府

立
鴨
沂
高
校
が
あ
り
ま
す
が
、
北
側
の

塀
の
間
に

｢

従
是
東
北

法
成
寺
址｣

と
彫
ら
れ
た
小
さ
な
石
標
が
立
っ
て
い

ま
す
。
百
人
一
首
に

｢

法
成
寺
入
道
前

関
白
太
政
大
臣｣

と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
藤
原
道
長
そ
の
人
の
遺
跡
と

い
え
ま
す
。
当
時
の
府
立
第
一
高
等
女

学
校
の
体
育
館
の
工
事
に
伴
い
、
瓦
な

ど
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
遺
構
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。

や
が
て
寺
町
通
で
仙
洞
御
所
の
築
地

塀
に
突
き
当
た
り
ま
す
。
寺
町
通
の
東

側
に
も
公
家
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で
い
た

の
で
す
。
京
都
御
所
が
土
御
門
内
裏
と

し
て
今
の
位
置
に
定
着
し
た
の
は
南
北

朝
時
代
か
ら
で
す
か
ら
、
追
い
追
い
に

公
家
屋
敷
が
集
住
し
て
公
家
町
を
形
成

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
来
の
近
衛

大
路
は
烏
丸
か
ら
東
も
機
能
を
果
た
し

つ
つ
鴨
川
に
至
り
、
さ
ら
に
白
川
街
道

(

志
賀
越
・
山
中
越)

に
も
接
続
し
て

い
ま
し
た
。

烏
丸
か
ら
始
ま
っ
た
出
水
通
は
二
町

程
で
途
切
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
近
衛
町

や
東
出
水
町
、
西
出
水
町
と
い
っ
た
町

名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
烏
丸
か
ら
少
し
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西
へ
入
っ
た
北
側
に
益
富
地
学
会
館
が

あ
り
ま
す
。
正
倉
院
薬
物
の
研
究
で
著

名
な
薬
学
博
士
の
益
富
寿
之
助

ま
す
と
み
か
ず
の
す
け

氏
が
生

涯
に
蒐
め
ら
れ
た
珍
し
い
石
の
博
物
館

で
す
。
歿
後
、
お
弟
子
さ
ん
達
に
引
き

継
が
れ
、
土
・
日
曜
日
に
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
西
、
京
都
當
道
と
う
ど
う

会
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
視
覚

障
害
者
の
當
道
座
の
伝
統
を
受
け
つ
い

だ
筝
曲
の
団
体
で
す
。
時
折
、
二
階
か

ら
お
琴
や
三
味
線
の
音
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
。

出
水
通
の
正
面
に
は
京
都
府
庁
旧
本

館
の
側
面
が
見
え
ま
す
。
昨
年
十
二
月
、

竣
工
百
年
目
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、
数
少
な
い
明
治
の
府
県
庁
舎
と
し

て
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
三
十
七
年
に
京
都
府
技
師
松
室
重

光
ら
の
設
計
で
建
設
さ
れ
た
ネ
オ
ル
ネ

サ
ン
ス
様
式
の
堂
々
た
る
府
庁
舎
で
す
。

こ
こ
で
作
成
さ
れ
保
存
さ
れ
て
来
た
一

万
五
千
点
に
も
及
ぶ
京
都
府
行
政
文
書

が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
も
縁ゆ
か

り
の
深
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

現
在
の
府
庁
の
広
い
敷
地
の
過
去
は

と
い
う
と
、
幕
末
の
文
久
二
年

(

一
八

六
二)

、
会
津
藩
主
松
平
容
保
か
た
も
り

が
京
都

守
護
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
役
宅
と
し
て
下
立
売
―
下
長
者
町
、

新
町
―
西
洞
院
に
囲
ま
れ
た
民
地
を
買

収
し
た
の
で
す
。
明
治
に
な
る
と
、
こ

の
地
に
京
都
府
庁
が
置
か
れ
、
現
在
に

至
り
ま
す
。
さ
ら
に
昭
和
二
十
年
、戦

時
体
制
に
よ
り
府
庁
周
辺
の
民
家
は
強

制
疎
開
に
よ
り
立
ち
退
か
さ
れ
、
そ
の

跡
が
官
公
庁
街
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

西
側
に
も
近
衛
町
の
名
が
残
っ
て
い
ま

す
。

こ
こ
か
ら
西
は
堀
川
通
を
越
え
て
細

い
道
が
続
き
ま
す
。
特
に
取
り
上
げ
る

史
跡
も
少
な
い
の
で
す
が
、
一
帯
は
聚

楽
第
の
南
端
に
当
た
り
ま
す
。
東
天
秤
て
ん
び
ん

町
、
西
天
秤
町
、
天
秤
丸
町
の
名
が
見

え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
宮
通
か
ら
智
恵

光
院
通
あ
た
り
は
天
秤
櫓
が
あ
っ
た
天

秤
丸
の
一
廓
で
し
た
。
ま
た
智
恵
光
院

通
に
近
く
松
林
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
境
内
の
低
地
は
聚
楽
第
の
堀
の
跡
と

伝
え
て
い
ま
す
。

大
宮
通
か
ら
西
は
大
内
裏
の
中
に
入

り
、
こ
こ
に
は
陽
明
門
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
内
裏
の
北
部
に
も
あ
た
り
ま
す
。

千
本
通
へ
出
る
手
前
に
桜
宮
神
社
が

あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
の
延
喜
十
年

(
九
一
〇)

に
、
北
野
右
近
馬
場
の
桜

の
大
木
に
紫
雲
が
た
な
び
き
日
輪
が
降

臨
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

祭
神
は
天
照
大
神
の
ほ
か
、
金
刀
比
羅
・

春
日
・
八
幡
・
稲
荷
・
愛
宕
・
御
嶽
の

神
を
合
祀
し
て
お
り
、
桜
宮
日
降
ひ
ふ
り

神
明

と
か
桜
葉
明
神
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
室

町
時
代
に
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
足
利

二
代
将
軍
義
詮

よ
し
あ
き
ら
が
祈
っ
て
三
代
義
満
が

生
ま
れ
た
と
か
、
疫
病
の
流
行
し
た
時
、

庶
民
が
祈
願
し
て
病
を
免
れ
た
な
ど
、

多
く
の
霊
験
譚
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

出
水
通
は
千
本
通
を
越
え
る
と
一
変

し
ま
す
。
そ
こ
は
多
く
の
寺
院
が
築
地

塀
を
連
ね
て
い
る
の
で
す
。
今
の
仁
和
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学
区
は
平
安
宮
大
内
裏
の
西
半
分
で
、

平
安
宮
の
荒
廃
に
よ
り
中
世
に
は

｢

内

野｣

と
い
わ
れ
る
荒
地
と
な
り
果
て
ま

し
た
。
近
世
に
は
そ
こ
へ
多
く
の
寺
院

が
集
ま
っ
て
来
る
の
で
す
。
日
蓮
宗
の

本
山
が
多
い
の
も
、
そ
れ
に
由
来
し
ま

す
。そ

の
あ
た
り
に
出
水
の
七
不
思
議
と

い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
出
水
通
の
六

軒
町
通
か
ら
七
本
松
通
に
か
け
て
の
六

寺
院
に
七
つ
の
不
思
議
が
あ
る
の
で
す
。

千
本
か
ら
一
筋
西
の
六
軒
町
通
を
越
え

た
あ
た
り
か
ら
順
番
に
見
て
行
き
ま
し
ょ

う
。ま

ず
北
側
に
華
光
寺

け
こ
う
じ

が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
二
つ
の
不
思
議
が
あ
り
ま
し

た
。
一
つ
は

｢

時
雨
し
ぐ
れ

の
松｣

で
、
秀
吉

手
植
の
松
と
伝
え
、
晴
れ
た
日
で
も
枝

か
ら
露
が
し
た
た
り
落
ち
る
の
で
、
い

か
に
も
時
雨
の
よ
う
で
あ
っ
た
そ
う
で

す
が
、
大
正
五
年
頃
に
枯
死
し
根
幹
が

鐘
楼
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ

の

｢

五
色
椿｣

も
昭
和
初
期
に
枯
れ
て

し
ま
い
、
い
ず
れ
も
現
存
し
な
い
の
が

残
念
で
す
。
秀
吉
の
愛
好
し
た
と
い
う

五
色
椿
は
五
種
類
の
花
を
つ
け
た
と
い

い
ま
す
。

次
は
南
側
の
光
清
寺
。
こ
こ
に
は
弁

天
堂
に
掲
げ
ら
れ
た

｢

浮
か
れ
猫
の
絵

馬｣

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
猫
は
三
味
線

の
音
を
聞
く
と
浮
か
れ
て
踊
り
出
す
の

で
金
網
を
か
ぶ
せ
た
ら
、
そ
の
こ
と
が

や
ん
だ
と
い
う
由
緒
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
匹
の
猫
に
牡
丹
と
蝶
が
描
か

れ
て
お
り
、
今
は
ガ
ラ
ス
で
覆
わ
れ
て

い
る
た
め
に
反
射
し
て
写
真
を
撮
り
に

く
い
の
が
残
念
で
す
。
三
味
線
上
達
の

信
仰
も
あ
り
、
近
く
の
五
番
町
遊
郭
と

の
関
連
が
想
起
さ
れ
ま
す
。

そ
の
西
隣
の
五
却
院

ご
こ
う
い
ん

に
は｢

寝
釈
迦

ね
し
ゃ
か｣

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
門
の
潜
門
の
上

框
の
木
目
が
、
あ
た
か
も
釈
迦
が
寝
て

い
る
姿
に
見
え
る
と
い
う
の
で
寝
釈
迦

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
い
わ
れ
れ
ば
寝
釈
迦
に
も
見
え
る
と

い
う
不
思
議
な
木
目
で
す
。

七
本
松
通
に
出
ま
す
と
西
側
に
観
音

寺
が
あ
り
、
そ
の
山
門
は

｢

百
叩た
た

き
の

門｣

と
か

｢

泣
く
山
門｣

と
い
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
も
と
は
伏
見
城
の
牢
屋
の

門
を
移
築
し
た
も
の
で
、
扉
は
楠
材
、
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よ
く
見
る
と

裏
に
は
太
い

格
子
が
組
ま

れ
、
堅
固
な

鋲
が
打
ち
つ

け
ら
れ
て
い

ま
す
。
罪
人

を
放
免
す
る

時
、
鞭
で
百

回
叩
か
れ
、

真
人
間
に
な

れ
と
悟
さ
れ

た
の
で
百
叩

き
の
門
と
い

う
よ
う
に
な
っ

と
い
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
門
の
潜
り
戸

が
風
で
開
く
と
人
の
泣
き
声
に
似
た
音

が
し
た
と
い
い
、
こ
れ
も
牢
門
か
ら
の

連
想
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
南
、
極
楽
寺
の
山
門
に
は
な
ぜ

か
二
つ
の
潜
り
戸
が
あ
り
ま
す
。
通
常
、

潜
り
戸
は
右
側
だ
け
の
も
の
で
す
か
ら

｢

二
つ
の
潜
り
戸｣

と
し
て
七
不
思
議

に
加
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
南
、
七
本
松
通
の
東
側
の
角

に
あ
る
地
福
寺
に
は

｢

日
限
ひ
ぎ
り

薬
師｣

が

あ
り
ま
す
。
鷹
司
公
の
重
病
を
平
癒
し

た
と
い
う
故
事
を
も
つ
薬
師
如
来
で
、

耳
の
聞
こ
え
な
い
人
が
、
穴
の
あ
い
た

小
石
を
奉
納
し
て
祈
れ
ば
癒
る
と
い
う

信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
境
内
の
井

戸
水
は
不
老
長
寿
の
霊
験
が
あ
る
と
伝

え
て
い
ま
す
。

出
水
の
七
不
思
議
が
、
い
つ
頃
か
ら

始
ま
っ
た
も
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
江
戸
時
代
以
来
の
強
い
信
仰
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
最
近
は
忘
れ

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
え

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の

周
辺
に
は
由
緒
正
し
い
寺
院
が
軒
を
連

ね
て
お
り
、
そ
の
墓
地
に
は
多
く
の
先

賢
の
墓
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
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上
京
遺
跡
は
、
室
町
幕
府
の
中
枢
部

で
あ
る
御
所
や
貴
族
の
邸
宅
、
武
家
屋

敷
の
建
ち
並
ぶ
中
世
の
都
市
遺
跡
と
し

て
、
平
成
十
五
年
度
新
た
に
登
録
さ
れ

た
遺
跡
で
す
。
こ
れ
は
、
平
安
京
の
北

側
に
接
し
、
東
側
は
室
町
幕
府
三
代
将

軍
足
利
義
満
よ
し
み
つ

の
発
願
に
よ
っ
て
創
建
さ

れ
た
相
国
寺

し
ょ
う
こ
く
じ(

相
国
承
天
禅
寺

し
ょ
う
こ
く
し
ょ
う
て
ん
ぜ
ん
じ)

境
内

に
よ
っ
て
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

北
は
上
御
霊
前

か
み
ご
り
ょ
う
ま
え

通
、
西
は
智
恵
光
院

ち

え
こ
う
い
ん

通

に
囲
ま
れ
た
東
西
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

南
北
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
総
面
積
約

１
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
よ
ぶ
広
大
な

遺
跡
で
す

(

図
１)

。

と
こ
ろ
で
、
上
京
一
帯
に
分
布
す
る

室
町
幕
府
に
関
連
す
る
御
所
や
邸
宅
跡

の
一
部
は
、
既
に
重
要
遺
跡
と
し
て
遺

跡
登
録
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

主
な
も
の
は
、
永
徳
え
い
と
く

元
年(

一
三
八
一)

足
利
義
満
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
室
町
む
ろ
ま
ち

殿ど
の

跡

(

花
の
御
所)

、
五
摂
家

ご
せ
っ
け

の
一
つ

で
あ
っ
た
近
衛
こ
の
え

家
の
別
邸

(

桜
御
所)

を
中
心
と
し
た
同
志
社
大
学
の
新
町
校

地
遺
跡
、
寛
元
か
ん
げ
ん

三
年

(

一
二
四
五)

に

造
営
さ
れ
た
九
条
実
経
さ
ね
つ
ね

の
邸
宅
で
大
永
だ
い
え
い

年
間

(

一
五
二
一
〜
二
八)

に
一
条
家

の
所
有
と
な
っ
た
一
条
室
町
殿

い
ち
じ
ょ
う
む
ろ
ま
ち
ど
の
跡
な
ど

で
す
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
調
査
を
通
じ

て
、
こ
の
付
近
に
は
中
・
近
世
の
遺
構

が
良
好
に
遺
存
し
て
い
る
こ
と
が
次
第

に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た

近
年
来
、
中
・
近
世
遺
跡
の
調
査
・
研

究
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
上
京
一
帯
を
遺
跡
と
し
て

登
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
従
っ

て
、
広
義
に
は
上
述
し
た
御
所
や
邸
宅

跡
も
含
め
て

｢

上
京
遺
跡｣

と
い
っ
て

も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

｢

上
京
遺
跡｣

最
初
の
調
査

上
京
遺
跡
と
し
て
の
初
め
て
の
調
査

が
、
平
成
一
六
年
八
〜
九
月
に
か
け
て

上
京
区
寺
之
内
通
新
町
西
入
ル
妙
顕
寺

町
に
あ
る
財
団
法
人
不
審
菴

ふ
し
ん
あ
ん

の
敷
地
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
上
京
遺
跡
の

中
央
北
寄
り
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
調

査
面
積
は
わ
ず
か
一
九
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
で
し
た
が
、
室
町
時
代
後
期

(

一
六

世
紀
前
半)

の

井
戸
や
塀へ
い

、
土ど

壙こ
う(

ゴ
ミ
捨
て

穴)

な
ど
の
遺

構
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま

し
た

(

図
３)

。

こ
れ
ら
の
遺

構
は
、
新
古
、

二
時
期
に
分
け

る
こ
と
が
で
き

ま
す

(

図
２)

。

古
い
時
期
の
遺

構
は
方
位
が
北

に
対
し
て
や
や

西
側
に
振
れ
る
の
が
特
徴
で
、
調
査
区

の
東
側
で
見
つ
け
た
南
北
方
向
の
溝
と

柵
列
さ
く
れ
つ

に
よ
っ
て
敷
地
が
東
西
に
区
分
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
西
側
の
区
画
に

は
大
小
の
土
壙
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
中

か
ら
は
土
器
の
か
け
ら
や
、
巻
き
貝
の

殻
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
新
し
い
時
期
の
遺
構
に
は
方
位

の
振
れ
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

調
査
区
の
ほ
ぼ
中
央
で
東
西
方
向
の
塀

― 10 ―

図１ 上京遺跡と調査位置図

上上上
京京京
ののの
埋埋埋
蔵蔵蔵
文文文
化化化
財財財

―――
細細細
川川川
典典典
厩厩厩

ててて
んんん
ききき
ゅゅゅ
ううう

邸邸邸
跡跡跡
ののの
調調調
査査査
―――

������������

����



跡
を
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
は

｢

布
掘
ぬ
の
ぼ

り｣
と
よ
ば
れ
る
、
溝
状
に
掘
り
窪
め

た
掘
形
の
中
に
礎
石
を
並
べ
て
据
え
付

け
、
柱
の
基
部
を
埋
め
込
む
、
特
殊
な

工
法
を
用
い
て
い
ま
す
。
塀
跡
は
調
査

区
の
西
側
で
南
へ
直
角
に
折
れ
曲
が
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
の
北
側
に

は
並
行
し
て
、
や
や
小
型
な
が
ら
同
様

な
基
礎
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
間

が
通
路
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
の
南
側
で
は

石
組
の
井
戸

(

図
５)

も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

井
戸
や
土
壙
か
ら
は
多
く
の
遺
物
も

見
つ
か
り
ま
し
た

(

図
４)

。
大
半
は

土
師
器

は

じ

き

と
呼
ば
れ
る
素
焼
き
の
皿
で
す

が
、
そ
の
他
に
施
釉
せ
ゆ
う

陶
器

[

美
濃
・
瀬

戸]

、
焼
締
や
き
し
め

陶
器

[

備
前
、
信
楽
、
常

滑]

、
瓦
質
が
し
つ

土
器

[
奈
良
火
鉢]

な
ど

日
本
各
地
で
生
産
さ
れ
た
焼
き
物
、
あ

る
い
は
、
中
国
か
ら
の
輸
入
磁
器

(

青

磁
、
白
磁)

も
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

茶
臼
と
み
ら
れ
る
石
臼
、
刀
に
付
属
す

る
笄
こ
う
が
い、
銭
貨

(

宋
銭)

な
ど
も
あ
り
ま

す
。洛

中
洛
外
図
か
ら
遺
跡
を
読
む

調
査
で
発
見
し
た
遺
構
は
室
町
時
代

後
期

(

一
六
世
紀
前
半)

の
も
の
で
す

が
、
当
時
の
上
京
の
状
況
を
具
体
的
に

示
す
資
料
と
し
て

『

洛
中
洛
外
図

ら
く
ち
ゅ
う
ら
く
が
い
ず』

の

一
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
、
旧
町
田

家
が
所
蔵
し
、
現
在
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
が
所
蔵
し
て
い
る｢

旧
町
田
家
本｣

は
一
六
世
紀
前
半
の
も
の
。
狩
野
永
徳

か
の
う
え
い
と
く

の
筆
に
よ
り
織
田
信
長
が
上
杉
氏
に
送
っ

た
と
さ
れ
る

｢

上
杉
本｣

は
一
六
世
紀

中
頃
の
作
で
、
い
ず
れ
も
当
時
の
街
並

み
を
か
な
り
正
確
に
描
い
て
い
る
こ
と
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図５ 石 組 井 戸 図４ 土壙 (遺物出土状況)

図２ 遺構分布図

図３ 調査区全景 (西から)
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が
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
二
つ
の
屏
風
の
左
隻
は
、

同
じ
構
図
で
上
京
周
辺
を
描
い
て
お
り
、

｢

小
川
こ
か
わ｣

が
中
央
を
左

(

北
側)

か
ら

右

(

南
側)

へ
屈
折
し
な
が
ら
流
れ
、

そ
の
周
辺
に
武
家
屋
敷
や
御
所
、
民
家

が
建
ち
並
ん
で
い
る
様
子
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
ま
す

(

図
７)

。
図
６
は

｢

旧
町
田
家
本｣

を
参
考
に
、
現
在
の

地
形
図
に
当
時
の
街
並
み
を
復
元
し
た

も
の
で
す
。
復
元
の
手
が
か
り
は
小
川

の
流
れ
で
す
。
小
川
は
そ
の
一
部
が
水

無
瀬
川
と
な
っ
て
現
存
し
て
い
ま
す
が
、

昭
和
三
〇
年
代
に
大
半
が
埋
め
戻
さ
れ
、

現
在
は
小
川
通
と
呼
ば
れ
る
道
路
に
な
っ

て
い
ま
す
。
絵
図
で
は
南
流
し
て
き
た

小
川
が
上
立
売
通
で
東
へ
折
れ
曲
が
り
、

し
ば
ら
く
し
て
再
び
南
へ
折
れ
曲
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
屈
曲
し
た
部
分
の
北

東
の
一
画
が
室
町
幕
府
の
管
領
か
ん
れ
い

細
川
氏

(

京け
い

兆
ち
ょ
う
家)

の
邸
宅
と
な
っ
て
い
て
、

そ
の
北
側
に
隣
接
し
て
典
厩

て
ん
き
ゅ
う
家
が
あ
り

ま
す
。

細
川
典
厩
の
邸
宅

今
回
の
調
査
区
は
ま
さ
に
そ
の
典
厩

家
の
邸
宅
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
た
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
典
厩
家
は
細
川
氏
の
嫡
家
ち
ゃ
く
け

に
あ
た
り
、
代
々
右
馬
頭

う
ま
の
か
み

を
官
途
と
し

た
の
で
馬
寮
め
り
ょ
う

の
唐
名
で
あ
る
典
厩
と
称

さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
調
査
で

発
見
し
た
遺
構
の
時
期

(

一
六
世
紀
前

半
か
ら
中
頃)

の
典
厩
と
し
て
は
、
左さ

馬
頭
ま
の
か
み

を
勤
め
典
厩
の
由
来
と
な
っ
た
細

川
尹
賢
こ
れ
か
た

、
天
文
二
年

(

一
五
五
二)

に

右
馬
頭
と
な
り
そ
の
後
を
継
い
だ
藤
賢
ふ
じ
か
た

が
該
当
し
ま
す
。
洛
中
洛
外
図
に
よ
れ

ば
、
典
厩
家
の
邸
宅
は
東
側
に
正
面
の

棟
門
む
な
か
ど

を
設
け
、
敷
地
の
北
側
に
柿
葺

こ
け
ら
ぶ
き
の

主
殿
や
付
属
屋
が
並
び
、
南
側
に
は
庭

石
や
樹
木
を
配
し
た
庭
園
が
広
が
っ
て

い
ま
す
。

調
査
区
が
狭
い
こ
と
も
あ
っ
て
発
見

― 12 ―

図６ 上 京 遺 跡 復 元 図

図７ 洛中洛外図 (旧町田家本左隻の一部抜粋)
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し
た
遺
構
が
、
邸
宅
の
ど
の
部
分
に
あ

た
る
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
た

だ
、
古
い
時
期
の
遺
構
の
性
格
を
知
る

一
つ
の
手
が
か
り
は
、
調
査
区
の
西
側

で
見
つ
け
た
大
型
の
土
壙
群
で
す
。
こ

の
中
か
ら
は
食
器
と
み
ら
れ
る
土
器
の

破
片
や
貝
殻
な
ど
の
食
物
残
滓

し
ょ
く
も
つ
ざ
ん
し

が
た
く

さ
ん
出
土
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
土
壙

の
多
く
は
塵
芥
を
処
理
し
た
ゴ
ミ
捨
て

穴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、

こ
の
付
近
は
邸
内
で
も
日
常
生
活
に
密

着
し
た
空
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
布
掘
り
基
礎
を
持
つ
新
し
い

時
期
の
塀
跡
は
、
同
様
の
も
の
が
同
志

社
大
学
新
町
校
地
遺
跡

(

桜
御
所
跡)

で
も
見
つ
か
っ
て
い
て
、
当
時
流
行
し

た

｢

鯖
板
塀｣

と
呼
ば
れ
る
塀
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

邸
内
を
区
画
す
る
重
要
な
施
設
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

調
査
で
は
遺
物
も
多
く
出
土
し
ま
し

た
。
土
器
類
が
主
で
、
中
で
も
土
師
器

(

皿)

が
そ
の
大
半
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
は
中
世
京
都
の
他
の
遺
跡
と

大
き
く
変
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
そ
こ
に
日
本
各
地
で
生
産
し
た

多
種
多
様
な
土
器
や
陶
器
類
、
中
国
製

の
陶
磁
器
類
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
、

さ
ら
に
そ
の
中
に
精
巧
な
模
様
の
あ
る

青
磁
大
皿
な
ど
の
優
品
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
、
こ
の
遺
跡
の
住
民
が
有
力
者

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
茶
臼
と
み
ら
れ
る
石
臼

(

図

８)

、
刀
飾
具
の
笄
こ
う
が
い(

図
９)

な
ど
当

時
の
武
家
の
生
活
習
慣
と
密
接
に
関
係

す
る
遺
物
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
当
地

が
細
川
典
厩
の
邸
宅
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
傍
証
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

上
京
遺
跡
は
遺
跡
登
録
さ
れ
て
か
ら

日
が
浅
い
だ
け
に
調
査
例
も
少
な
く
、

実
態
を
つ
か
む
に
は
、
さ
ら
な
る
調
査

の
積
み
重
ね
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、

い
つ
の
日
か
あ
の

｢

洛
中
洛
外
図｣

の

世
界
を
発
掘
調
査
の
成
果
で
復
元
し
て

み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

(�
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

吉
崎

伸)
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図８ 石 臼

図９ 笄

お
わ
り
に
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― 15 ― 表紙／京都御苑／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
―
５
０
４
０)
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