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左
京
区
南
端
に
位
置
す
る
岡
崎
は
、
神
楽
岡
の
南
部
丘
陵
地
帯

に
あ
た
り
、
平
安
時
代
前
期
よ
り
風
光
明
媚
な
地
と
し
て
貴
族
の

別
荘
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
一
方
で
は
都
人
の
葬
送
の
地
と
し

て
の
役
割
も
は
た
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
景
観

は
、
白
河
天
皇
に
よ
る
法ほ
っ

勝
し
よ
う

寺じ

の
建
立
以
降
、
大
き
く
変
貌
す
る

の
で
し
た
。
平
安
時
代
末
期
に
は
法
勝
寺
を
は
じ
め
、
堀
河
天
皇

の
尊そ
ん

勝
し
ょ
う

寺じ

、
鳥
羽
天
皇
の
最さ
い

勝
し
ょ
う

寺じ

、
待
賢
門
院
の
円え
ん

勝
し
ょ
う

寺じ

、
崇

徳
天
皇
の
成
じ
ょ
う

勝
し
ょ
う

寺じ

、
近
衛
天
皇
の
延え
ん

勝
し
ょ
う

寺じ

が
御
願
寺
と
し
て
創

建
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
六
勝
寺
（
写
真
）
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け

法
勝
寺
の
八
角
九
重
塔
は
高
さ
八
十
一
㍍
の
巨
大
建
造
物
で
、
圧

巻
の
美
し
さ
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
か
く
し
て
白
河
院
政
の
政
庁

の
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
帯
は
白
河
と
も
呼
ば
れ
、

平
安
京
と
は
別
の
都
市
機
能
を
も
っ
た
地
域
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
繁
栄
も
、
中
世
の
戦
乱
や
天
災
に
よ
っ
て

崩
壊
し
て
い
き
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
岡
崎
郷
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、
東
山
十
郷
の
な
か
の
一
郷
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
村
内
は
上
・
中
・
下
岡
崎
及
び
黒

平安時代の六勝寺（平安京復元模型）

岡
崎 

〈
都
市
の
再
生
〉
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谷
門
前
の
四
か
所
に
分
か
れ
て
お
り
、
多
く
の
領
主
た
ち
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
京
郊
農
村
の
姿
と
化
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
明
治
時
代
を
迎
え
る
と
、
再
び
大
変
革
が
起
こ
り
ま
す
。
始
ま
り

は
疏
水
事
業
に
よ
る
区
域
の
整
備
か
ら
で
し
た
。
続
い
て
最
大
級
の
も
の

は
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
平
安
遷
都
一
一
〇
〇
年
記
念
に
よ
る

平
安
神
宮
の
建
立
。
併
せ
て
そ
の
周
辺
で
大
々
的
に
行
わ
れ
た
第
四
回
内

国
勧
業
博
覧
会
の
開
催
で
し
た
（
写
真
）。
そ
れ
は
も
う
京
都
あ
げ
て
の
お

祭
り
騒
ぎ
と
な
り
、
経
済
効
果
も
大
変
な
も
の
で
し
た
。
岡
崎
の
地
は
再

び
脚
光
を
浴
び
、
新
た
な
歴
史
を
刻
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
博
覧
会
跡
地

に
は
動
物
園
・
公
園
・
図
書
館
・
勧
業
館
・
美
術
館
な
ど
の
文
化
施
設
が

ど
ん
ど
ん
建
て
ら
れ
て
、
岡
崎
は
ま
さ
に
京
都
の
新
し
い
顔
と
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

京
都
市
民
の
一
大
文
化
ゾ
ー
ン
と
し
て
、
岡
崎
の
大
き
な
使
命
は
今
後

も
続
い
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

第四回内国勧業博覧会の図〈明治 28 年（1895）〉
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明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
南
禅
寺
門
前
・
禅
林
寺
門
前
・
光
雲
寺
門
前

が
合
併
し
て
南
禅
寺
村
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
同
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）

南
禅
寺
町
と
な
り
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
は
左
京
区
に
編
入
さ
れ

て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
、
貴
族
の
山
荘

や
寺
院
が
建
ち
並
ぶ
地
域
で
し
た
。
な
か
で
も
九
世
紀
中
頃
以
降
は
禅
林

寺
が
広
大
な
敷
地
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
十
三
世
紀
中
頃
の
南
禅
寺
創

建
以
降
は
、
当
地
域
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

南
禅
寺
は
室
町
時
代
に
将
軍
足
利
義
満
に
よ
っ
て
京
都
五
山
の
上
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
公
家
や
武
家
の
深
い
帰
依
と
と
も
に
発
展
し
ま
し
た
。
お

の
ず
と
栄
え
た
寺
院
の
門
前
に
は
集
落
が
形
成
さ
れ
、
南
禅
寺
門
前
と
し

て
の
賑
わ
い
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
併
せ
て
京
都
と
東
国

を
結
ぶ
主
要
街
道
沿
い
で
も
あ
っ
た
た
め
、
人
や
物
資
往
来
の
頻
繁
な
集

落
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
至
る
と
、
南
禅
寺
界
隈
は
一
層
門
前
町
と
し
て
の
風
格
を

形
成
し
ま
し
た
。
茶
店
が
並
ぶ
風
景
は
、
地
誌
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
（
写

真
）。
現
在
も
当
時
と
同
じ
場
所
で
営
業
を
続
け
る
「
瓢ひ
ょ
う
て
い亭
」
は
、『
花
洛

名
勝
図
会
』
で
は
「
瓢
亭
の
煮に

抜ぬ
き

玉
子
は
近
世
の
奇
製
な
り
と
て
、
酒
客
あ

南禅寺門前の瓢亭と丹後屋（『花洛名勝図会』元治元年〈1864〉刊行）

南
禅
寺
門
前 

〈
門
前
町
の
風
景
〉
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ま
ね
く
こ
れ
を
食
悦
す
」
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。
隣
接
の
「
丹
後
屋
」
に

つ
い
て
は
「
丹
後
屋
の
湯
豆
腐
ハ
、
古
い
に
し
え

よ
り
の
名
物
に
し
て
、
旅
人
か

な
ら
す
是
を
賞
味
し
」
と
あ
り
ま
す
。
な
お
丹
後
屋
の
場
所
に
は
、
明
治

二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
に
山や
ま

県が
た

有あ
り

朋と
も

の
別
荘
「
無む

鄰り
ん

菴あ
ん

」
が
建
て
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
医
師
の
新し
ん

宮ぐ
う

凉
り
ょ
う

庭て
い

が
医
学
校
「
順
じ
ゅ
ん
せ
い正

書し
ょ

院い
ん

」
を
開
い
て
い
ま
す
（
写
真
）。
建
物
は
現
在
湯
豆
腐
の
店
「
南
禅
寺�

順
正
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
を
迎
え
る
と
、
琵
琶
湖
疏
水
や
そ
れ
に
伴
う
水
路
橋
建
設
な

ど
に
よ
っ
て
、
景
観
は
変
貌
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
遺
構
た
る
や
現
在

は
歴
史
遺
産
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
か
ら
明
治
の
激
変
を
経

て
今
に
至
る
ま
で
、
境
内
や
門
前
の
風
景
は
地
域
社
会
に
し
っ
か
り
と
根

付
い
て
い
る
の
で
す
。

順正書院（『花洛名勝図会』）�




