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久
多
は
左
京
区
の
最
北
端
に
位
置
す
る
集
落
で
、
昭
和
二
十
四
年

（
一
九
四
九
）
京
都
市
に
編
入
さ
れ
て
、
左
京
区
久
多
と
な
り
ま
し
た
。
四

方
を
山
に
囲
ま
れ
た
山
間
地
域
で
す
が
そ
の
歴
史
は
古
く
、
今
も
中
世
村
落

の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
久
多
が
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
平
安
時
代
後
期

か
ら
で
す
が
、
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
で
す
。

　

久
多
は
久
多
本
荘
と
久
多
大
見
荘
か
ら
成
立
し
て
お
り
、「
十
人
百
姓
」

と
呼
ば
れ
る
上
層
農
民
が
存
在
し
て
い
て
、「
公く

文も
ん

」
と
称
す
る
役
の
者
と

と
も
に
村
落
行
政
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
「
久
多
荘
拾じ
ゅ
う
み
ょ
う名
田
地
」

と
い
っ
た
名
が
出
現
し
ま
す
。
そ
の
十
名
と
は
十
人
百
姓
の
系
譜
を
引
く

者
た
ち
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
岩
淵
・
木
戸
・
和
田
・
西
田
・
大
屋
・
糯も
ち

田だ

・

高
瀬
・
清
三
郎
・
伊
藤
次
・
河
井
の
十
名
で
、
彼
ら
は
荘
園
内
に
お
い
て

名み
ょ
う
し
ゅ
主
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
自
治
機
能
を
も
っ
た
久
多
で
あ
っ
た
が
故
で
し
ょ
う
か
、
隣

村
の
葛か
つ
ら
が
わ川
（
滋
賀
県
大
津
市
）
と
長
き
に
わ
た
っ
て
境
争
論
に
お
よ
び
ま

し
た
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
足
利
家
領
と
な
り
、
室
町
時
代
中
頃
に
は
醍

醐
寺
三
宝
院
（
伏
見
区
）
の
寺
領
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
長
禄
三
年

（
一
四
五
九
）
の
久
多
荘
の
棟
数
は
、
一
四
五
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

久多荘境に掲げられた貞治 4 年（1365）の幕府禁制札
（木札の中央上部には釘穴が残る）

久
多 

〈
中
世
の
自
治
と
信
仰
〉
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い
ま
す
。
下
っ
て
織
田
信
長
は
、
朽く
つ

木き

氏
（
滋
賀
県
高
島
市
）
に
久
多
荘

代
官
職し
き

を
与
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
以
降
も
旗
本
朽
木
氏
の
配
下
と
な
り

ま
し
た
。

　

久
多
荘
住
民
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
志し

古こ

淵ぶ
ち

神
社
の
信
仰
で
す
。
志
古
淵
の
神
は
安あ

曇ど

川が
わ

流
域
開
拓
の
祖
神
と
い
わ
れ
、

筏
乗
り
の
神
（
水
の
神
）
と
し
て
も
崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
久
多
村
を

貫
流
す
る
久
多
川
は
安
曇
川
の
支
流
で
、
村
の
中
央
に
は
志
古
淵
神
社
（
京

都
市
指
定
文
化
財
）
が
鎮
座
し
ま
す
。「
安
曇
川
流
域
七
シ
コ
ブ
チ
」
の
一

社
で
、
本
社
に
奉
納
さ
れ
る
久
多
花
笠
踊
（
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）
は
、

室
町
時
代
に
流
行
し
た
風
流
踊
の
形
態
を
良
く
残
し
て
い
ま
す
。
古
来
、
志

古
淵
神
社
に
は
厳
格
な
る
宮み
や

座ざ

（
祭
祀
の
組
織
）
が
存
在
し
、
そ
の
な
か

で
祭
礼
や
村
政
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
近
年
は
過
疎
化
も
あ
っ
て
旧

態
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
特
に
花
笠
踊
は
可
能
な
限
り
の
範

囲
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
燈
籠
踊
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
祭
り
は
、
各
町

が
造
花
で
飾
っ
た
精
巧
な
燈
籠
を
頭
に
い
た
だ
き
（
現
在
は
手
持
ち
）、
太

鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。
長
年
に
わ
た
る
久
多
の
人
々
の
精
神
的

紐
帯
と
は
、
ま
さ
に
志
古
淵
神
社
の
信
仰
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
久

多
に
は
多
く
の
中
世
文
書
が
残
っ
て
お
り
、
中
世
的
雰
囲
気
を
残
す
境
内

一
帯
は
、
京
都
市
文
化
財
環
境
保
全
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
訪
れ

て
み
た
い
中
世
の
集
落
で
す
。

志古淵神社
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あ
と
が
き

　

去
る
平
成
二
十
四
年
二
月
、
左
京
区
役
所
か
ら
市
民
し
ん
ぶ
ん
左
京
区
版
「
左
京
ボ
イ
ス
」
に
、
左
京
の
歴
史
に
関
す
る
コ
ラ
ム
連
載
の
依
頼

を
受
け
ま
し
た
。
当
初
の
計
画
で
は
、
一
年
間
で
全
六
回
分
の
執
筆
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
広
大
な
左
京
区
域
を
限
ら
れ
た
字
数
で
、

し
か
も
た
っ
た
六
回
の
み
で
完
結
す
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
の
で
、
各
集
落
ご
と
に
焦
点
を
当
て
た
記
述
方
法
を
選
び
ま

し
た
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
本
書
の
よ
う
な
体
裁
と
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
い
ざ
連
載
を
始
め
る
と
、
か
な
り
し
ん
ど
い
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
隔
月
の
掲
載
で
し
た
が
、
取
材
や
写
真
デ
ー
タ

の
取
得
に
凝
り
だ
し
は
じ
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
コ
ラ
ム
の
こ
と
が
片
時
も
頭
か
ら
離
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
く
し
て
執
筆

開
始
か
ら
終
了
ま
で
、
な
ん
と
四
年
も
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
長
期
に
わ
た
っ
て
、
よ
く
も
連
載
し
て
い
た
だ
け
た
も
の
だ
と
、
心

よ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
、
左
京
区
は
好
き
な
地
域
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
な
け
れ
ば
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
柄
が
、
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
。

現
地
に
足
を
運
び
、
地
元
の
方
々
と
話
を
交
わ
し
て
い
る
と
、
新
た
な
発
見
が
次
々
と
生
ま
れ
ま
す
。
京
都
と
い
う
地
の
す
ば
ら
し
さ
に
改
め
て

感
激
し
ま
し
た
し
、
ま
た
非
常
に
勉
強
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
こ
の
た
び
の
出
版
に
際
し
ま
し
て
は
、
も
う
一
度
原
稿
を
読
み
直
し
て
編
集
し
、
写
真
も
倍
に
増
や
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
構
成
内
容
に

つ
と
め
ま
し
た
。
気
軽
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
甚
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
出
版
に
つ
き
ま
し
て
は
、
取
材
に
快
く
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
各
地
区
の
皆
様
、
掲
載
や
企
画
全
般
に
つ
い
て
は

左
京
区
役
所
の
歴
代
ご
担
当
の
方
々
、
そ
し
て
印
刷
・
出
版
に
つ
い
て
は
山
代
印
刷
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
の
山
代
晃
義
様
、
さ
ら
に
本
書

表
紙
に
す
ば
ら
し
い
作
品
を
ご
提
供
く
だ
さ
い
ま
し
た
切
り
絵
作
家
の
望
月
め
ぐ
み
様
に
対
し
ま
し
て
、
心
よ
り
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
　

平
成
二
十
八
年 

十
一
月�

宇
野�　

日
出
生
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大
原
に
伝
わ
る
昔
話
。む
か
し
、大
原
に
お
つ
う
と
い
う
美
し
い
娘
が
い
た
。若
狭
の
殿
様
に
見
初

め
ら
れ
若
狭
で
暮
ら
す
も
、病
に
伏
す
と
殿
様
の
熱
も
冷
め
、大
原
に
帰
さ
れ
た
。あ
る
日
、殿
様

の
行
列
が
大
原
を
通
り
か
か
っ
た
。お
つ
う
は
会
う
こ
と
叶
わ
ず
、高
野
川
に
身
を
投
げ
大
蛇
と
化

し
て
殿
様
の
行
列
に
迫
っ
た
。し
か
し
家
来
に
ま
っ
ぷ
た
つ
に
斬
り
殺
さ
れ
る
。村
人
は
大
蛇
の
頭
を

「
乙(

お
つ)

が
森
」に
、尾
を「
花
尻(

は
な
じ
り)

の
森
」に
埋
め
て
、大
蛇
の
お
つ
う
を
供
養
し
た
。

　

切
り
絵
作
家
。横
浜
市
生
。東
京
学
芸
大
学
在
学
中
よ
り
切
り
絵
の
創
作
を
始
め
る
。平
成
二
十
五
年

か
ら
大
原
に
工
房
を
構
え
、現
在
は
東
山
に
居
住
。精
細
に
し
て
重
厚
な
切
り
絵
は
、平
面
か
ら
立
体
造

形
に
ま
で
お
よ
び
、そ
の
作
品
は
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

【
表
紙
】
お
つ
う
伝
説

切
り
絵
／
望
月
め
ぐ
み
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