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鹿し
し

ヶが

谷た
に

は
如に
ょ

意い

ケが

嶽だ
け

の
西
麓
丘
陵

に
位
置
し
た
集
落
で
、
北
は
浄
土
寺
、

南
は
南
禅
寺
・
粟
田
口
に
接
し
て
い

ま
し
た
。
地
名
由
来
に
つ
い
て
は
、

智
証
大
師
（
円
珍
）
が
こ
の
地
を
訪

れ
た
時
に
、
一
頭
の
鹿
が
現
れ
道
案

内
を
し
た
と
い
う
伝
承
に
よ
っ
て
い

ま
す
。
平
安
時
代
以
降
、
貴
紳
の
寺

院
や
山
荘
が
営
ま
れ
、
ま
た
円え
ん
じ
ょ
う
じ

成
寺

（
応
仁
の
乱
後
に
廃
寺
）
付
近
は
桜
の

名
所
と
も
な
っ
て
お
り
、
風ふ
う

光こ
う

明め
い

媚び

な
丘
陵
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

と
り
わ
け
鹿
ヶ
谷
の
名
前
が
有
名

に
な
る
の
は
、
法ほ
っ
し
ょ
う
じ

勝
寺
執し
ぎ

行ょ
う

で
あ
っ

た
俊
寛
が
霊れ
い

鑑か
ん

寺じ

の
東
方
山
中
に
山

荘
を
構
え
、
こ
こ
で
平
家
打
倒
の
談

如意寺の全容（「三井寺如意寺絵図」実相院蔵）

鹿
ヶ
谷 

〈
風
光
明
媚
な
丘
陵
〉
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合
を
行
っ
た
た
め
で
す
。
し
か
し
内
通
に
よ
っ
て
俊
寛
ら
首
謀
者
は
捕
ら
え

ら
れ
遠
島
、
山
荘
も
没
収
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
こ
の
山
中
を
談
合
谷
と
伝

え
て
い
ま
す
。
鹿
ヶ
谷
は
隣
国
近
江
と
の
関
わ
り
で
は
、
特
に
園お
ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
（
三

井
寺
）
と
通
じ
る
古
道
が
あ
っ
て
、
両
国
間
で
は
如
意
越
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
一
帯
に
は
比
叡
山
三
千
坊
の
一
つ
と
さ
れ
る
如に
ょ

意い

寺じ

（
如

意
輪
寺
）
が
創
建
さ
れ
、
多
く
の
堂
舎
が
点
在
し
て
い
た
こ
と
を
古
絵
図

（
写
真
）
が
物
語
っ
て
い
ま
す
が
、
南
北
朝
時
代
の
兵
火
に
よ
っ
て
廃
絶
し

ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
頃
に
な
る
と
、
霊
鑑
寺
の
尼
門
跡
に
よ
っ
て
再
建

さ
れ
た
こ
と
を
『
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
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
写
真
）。
と
こ
ろ
が
明
治
維
新
後
、
再
び
荒
廃
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
は
一
五
八
石
余
の
農
村
で
、
妙
法
院
宮
や
青
蓮
院
宮
な
ど
が
領

主
で
し
た
。
鹿
ヶ
谷
村
は
立
地
条
件
か
ら
し
て
山
論
が
絶
え
ず
、
な
か
で

も
浄
土
寺
村
や
近
江
の
園
城
寺
と
も
争
い
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
興

味
深
い
こ
と
は
、
村
に
「
郷
侍
」
な
る
郷
士
が
い
た
こ
と
で
す
。
か
れ
ら

は
妙
法
院
や
青
蓮
院
な
ど
の
領
主
ご
と
に
数
名
お
り
、
名
字
を
名
乗
っ
て
、

御
用
や
神
事
の
時
に
は
帯
刀
も
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
の
鹿
ヶ
谷
は
す
っ
か
り
市
街
化
し
て
住
宅
や
学
校
が
建
ち
な
ら
ん

で
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
往
時
の
面
影
を
し
っ
か
り
と
わ
れ
わ
れ
に
語
り

伝
え
て
い
ま
す
。

鹿ヶ谷の景観（『拾遺都名所図会』天明 7年〈1787〉刊）
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浄
じ
ょ
う

土ど

寺じ

は
如に
ょ
い意
ケが

嶽た
け

の
西
方
に
し
て
、
神か
ぐ
ら楽
岡お
か

（
吉
田
山
）
の
東

の
丘
陵
地
に
位
置
す
る
地
域
で
、
中
央
部
に
は
白
川
が
南
流
し
、
明

治
時
代
以
降
は
東
山
麓
を
疏
水
が
緩
流
し
ま
す
。
浄
土
寺
の
地
名
由

来
に
つ
い
て
は
、
慈じ

照
し
ょ
う

寺じ

（
銀
閣
）
の
地
に
、
そ
の
建
立
以
前
の
平

安
時
代
中
頃
に
存
在
し
た
天
台
宗
浄
土
寺
に
依
拠
す
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
周
辺
に
は
葬
地
も
あ
り
、
浄
土
寺
と
関
連
す
る
経
塚
も
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
帯
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
第
八
代
室
町
将
軍
足

利
義
政
が
晩
年
に
隠
棲
の
場
所
と
し
て
、
当
地
に
山
荘
を
建
立
し
て

か
ら
で
す
。
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
か
ら
造
営
が
順
次
進
め
ら

れ
て
、
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
に
は
観か
ん

音の
ん

殿で
ん

（
銀
閣
・
国
宝
）
が

で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
翌
年
に
義
政
は
亡
く
な
り
、
遺

言
に
よ
っ
て
寺
院
に
改
め
ら
れ
慈
照
寺
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
集

落
の
形
成
も
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
中
世
に
は
門
跡
寺
院
や

公
家
の
入
組
支
配
地
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
至
る
と
、
集
落
と
し
て
も
ま
と
ま
り
を
も
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
前
期
で
は
村
高
が
四
四
三
石
で
、
十
一
も
の

大文字送り火の風情（『都名所図会』安永 9 年〈1780〉刊）

浄
土
寺 

〈
祈
り
の
丘
〉
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領
主
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
浄
土
寺
村
は
丘
陵
地
で
あ
っ

た
た
め
、
山
論
や
用
水
を
め
ぐ
る
争
論
も
た
び
た
び
起
こ
り
ま
し
た
。

南
接
す
る
鹿
ヶ
谷
村
と
の
山
論
、
北
接
す
る
白
川
村
と
の
用
水
争
論

は
、
江
戸
時
代
初
頭
か
ら
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
本
村
の
大
き
な
特
徴

は
、
如
意
ケ
嶽
中
腹
に
設
け
ら
れ
た
大
文
字
の
存
在
で
し
た
。
精
し
ょ
う
り
ょ
う霊

の
送
り
火
と
し
て
夜
空
に
浮
か
び
上
が
る
「
大
」
の
字
は
、
毎
年
旧

暦
七
月
十
六
日
、
浄
土
寺
村
に
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
風
情
は
冬
の
積
雪
時
に
も
「
雪
の
大
文
字
」
と
し
て
、

都
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
を
迎
え
る
と
琵
琶
湖
疏
水
の
支
流
が
南
か
ら
北
に
流
れ
、

宅
地
化
し
た
清
閑
な
当
地
で
は
疏
水
路
を
「
哲
学
の
道
」
と
呼
び
、
広

く
市
民
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
歴
史
の
な
か
に
刻
ま
れ
た
文
化
は
、

浄
土
寺
住
民
の
生
活
の
な
か
に
生
き
続
け
て
い
る
の
で
す
。

銀閣〈慈照寺〉の景観（『花洛名勝図会』元治元年〈1864〉刊）
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北
白
川
と
は
白
川
の
北
部
を
さ
す
地
域
名
で
、
九
世
紀
後
半
に
は
北
白
川

一
帯
は
上
粟
田
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
北
白
川
地
域
が
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
平
安
時
代
末
期
の
印い
ん

地じ

打
ち
（
投
石
合
戦
行
事
）
集
団
の

集
住
か
ら
で
す
。
同
地
域
は
比
叡
山
の
山や
ま
な
か中
越
え
の
出
入
口
に
位
置
し
た

と
こ
ろ
か
ら
、
往
古
よ
り
政
治
・
経
済
・
文
化
の
流
れ
に
敏
感
な
一
帯
だ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
山
中
越
え
沿
い
に
流
れ
る
白
川
に
は
水
車
小
屋
も

敷
設
さ
れ
、
水
利
と
地
利
を
活
か
し
て
発
達
し
た
集
落
で
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
現
在
の
北
白
川
は
、
店
舗
や
家
屋
が
建
ち
並
ぶ
都
会
と
化
し
、
旧

村
域
の
風
情
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
僅
か
に
北
白
川
の
伝
統
文
化

と
し
て
残
さ
れ
た
、
北
白
川
高た
か

盛も
り

御ご

供く

・
白
川
太
鼓
・
鉄て
っ

仙せ
ん

流
り
ゅ
う

白
川
踊
り
・

白し
ら

川か
わ

女め

花
売
り
と
い
っ
た
儀
礼
か
ら
、
昔
の
姿
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

当
地
域
で
は
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
と
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）

に
起
こ
っ
た
大
火
災
の
た
め
村
方
文
書
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
か
ろ
う
じ
て

領
主
聖
護
院
や
乗
願
院
な
ど
の
記
録
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

明
治
初
期
作
成
の
白
川
村
地
籍
図
や
宮み
や

座ざ

（
祭
祀
組
織
）
も
考
慮
し
つ
つ
、

当
域
の
歩
み
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
白
川
村
（
北
白
川
）
は
七
町

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
東
側
か
ら
西
側
に
か
け
て
御
門
前
町
（
河か
わ

原ら

町ち
よ
う）・

献饌された高盛御供の前では祝詞が奏上される

北
白
川 

〈
里
人
の
絆
〉
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上か
み

之の

町
・
宮
本
町
・
中
之
町
・
薬
師
町
・
分ぶ
ん

木き

町
・
下し
も

之の

町
か
ら
な
り
ま

す
。
一
方
村
落
と
し
て
の
基
軸
は
「
一
の
鉾
・
二
の
鉾
・
三
の
鉾
」
と
い
っ

た
格
式
を
誇
る
祭
礼
の
組
織
（
鉾
組
）
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
「
一
の
鉾
」
で
は
中
之
町
と
薬
師
町
が
核
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
お
り
、
村
域
の
拡
大
と
共
に
「
二
の
鉾
・
三
の
鉾
」
と
い
っ
た
宮
座
の

広
が
り
も
並
行
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
宮
座
か
ら
は
村
内
秩
序
や
生
活

習
慣
を
知
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
現
在
伝
わ
る
北
白
川
高
盛

御
供
（
京
都
市
無
形
民
俗
文
化
財
）
の
神
事
は
貴
重
で
す
。

　

こ
れ
は
北
白
川
天
神
宮
の
秋
季
大
祭
の
な
か
で
行
わ
れ
る
祭
儀
で
、
特
に

各
鉾
組
の
当
屋
宅
で
行
わ
れ
る
特
殊
神し
ん

饌せ
ん

（
神
へ
の
供
え
物
）
の
調
製
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
な
お
現
在
は
保
存
会
の
組
織
の
な
か
で
一
組
の
高
盛
御
供
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
辺
で
採
れ
た
季
節
の
食
材
を
厳
選
し
、
夜
を
徹
し
て

極
め
る
緻
密
な
神
饌
は
、
も
は
や
芸
術
品
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
で
き
あ
が
っ

た
各
種
神
饌
は
古
式
作
法
た
る
頭
上
運
搬
に
よ
っ
て
、
早
朝
神
社
に
納
め
ら

れ
ま
す
。
こ
の
神
事
は
毎
年
行
わ
れ
ま
す
が
、
古
式
に
の
っ
と
り
地
区
一
丸

と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
貴
重
な
祭
礼
で
す
。
北
白
川
は
都
会
化
さ
れ
て
も
、

地
域
と
し
て
の
信
仰
や
伝
統
文
化
が
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

市中に知られた北白川石
いし
工
く
の活躍（『都名所図会』安永 9年〈1780〉刊行）




