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長
坂
は
「
西
の
鯖
街
道
」
と
も
呼
ば

れ
る
長
坂
街
道
の
、
京
都
盆
地
へ
の
出

入
り
口
に
あ
る
坂
で
す
。
長
坂
は
文
字

通
り
長
い
坂
で
あ
り
、
こ
の
広
義
の
長

坂
の
な
か
に
ま
た
い
く
つ
も
の
「
坂
」

が
入
れ
子
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
な
か
に
は
、
歴
史
上
人
為
的
に

造
ら
れ
た
「
坂
」＝
境
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
御
土
居
長
坂
口
で
す
。

1
5
9
1
年
、
豊
臣
秀
吉
は
京
の
都
を

取
り
囲
む
全
長
22
・
5
㌔
㍍
の
土
塁
・

御
土
居
を
築
造
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は

秀
吉
の
京
都
大
改
造
計
画
の
一
環
で
あ

り
、禁
裏
と
聚
楽
第
を
中
核
と
す
る
「
都

城
」
を
囲
む
城
壁
と
い
う
意
味
も
持
た

せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
御
土
居
と
長
坂

街
道
が
ク
ロ
ス
し
、
開
口
さ
れ
て
い
た

地
点
が
御
土
居
長
坂
口
で
す
。
こ
こ
は

近
世
を
通
じ
て
京
都
へ
の
出
入
り
口
の

一
つ
・
洛
中
と
洛
外
の
境
界
と
し
て
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
高
度

成
長
期
に
こ
の
付
近
に
住
宅
地
化
の
波

が
押
し
寄
せ
た
時
、
御
土
居
は
乱
暴
な

破
壊
に
さ
ら
さ
れ
そ
の
多
く
が
壊
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
長
坂
口
の
西
に

あ
た
る
北
西
隅
コ
ー
ナ
ー
部
な
ど
は
幸

い
に
し
て
破
壊
を
免
れ
、
今
は
史
跡
と

し
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
阿
弥
光
悦
は
、
江
戸
時
代
初
め
に

御
土
居
長
坂
口
を
北
へ
越
え
た
辺
り
に

大
御
所
・
徳
川
家
康
か
ら
広
大
な
土
地

を
拝
領
し
、
親
族
・
知
己
を
呼
び
集
め

て
「
芸
術
村
」
を
作
り
ま
し
た
。
光
悦

の
本
業
は
刀
剣
の
研
磨
・
鑑
定
で
す
が
、

書
画
工
芸
な
ど
に
幅
広
い
才
能
を
発
揮

し
た
当
代
第
一
級
の
芸
術
家
で
し
た
。

当
時
こ
の
辺
り
は
追
い
剝
ぎ
が
出
る
よ

う
な
寂
し
い
場
所
で
、
家
康
が
光
悦
に

こ
の
地
を
与
え
た
の
は
治
安
改
善
の
目

的
も
あ
っ
た
の
で
は
、
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
ん
な
土
地
だ
っ
た
だ

け
に
、
光
悦
た
ち
は
自
然
に
囲
ま
れ
伸

び
や
か
な
芸
術
活
動
が
で
き
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
活
動
は
、後
に
「
琳

派
」
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。
彼
は
晩

年
を
こ
こ
で
過
ご
し
、
そ
の
邸
跡
に
あ

た
る
光
悦
寺
に
墓
所
が
あ
り
ま
す
。
境

内
に
は
茶
室
が
七
つ
も
点
在
し
、
そ
の

一
つ
・
大
虚
庵
を
取
り
巻
く
光
悦
垣
が

な
だ
ら
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
辺

り
は
、
11
月
に
な
る
と
錦
の
よ
う
な
紅

葉
に
彩
ら
れ
ま
す
。

光
悦
寺
前
か
ら
長
坂
街
道
を
も
う
少

し
西
へ
進
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
し
ば
ら

く
行
く
と
、
道
路
は
突
然
急
坂
に
な
っ

て
下
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
坂
は
、
街

道
が
鷹
ヶ
峰
台
地
の
末
端
を
上
り
下
り

す
る
坂
で
す
。
坂
を
下
り
き
っ
た
所
に

あ
る
小
さ
な
集
落
が
千
束
で
す
。
こ
こ

か
ら
長
坂
街
道
は
京
見
峠
に
向
か
っ
て

急
登
し
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
坂
が
昔

か
ら
「
長
坂
（
越
え
）」
と
呼
ば
れ
て

い
て
、
長
坂
街
道
の
名
の
由
来
と
い
わ

れ
ま
す
。
若
狭
や
丹
波
か
ら
荷
を
運
ん

で
き
た
人
た
ち
は
、
長
坂
越
え
を
下
り

て
千
束
ま
で
来
る
と
京
ま
で
は
あ
と
少

し
。
鷹
ヶ
峰
台
地
へ
の
坂
を
上
る
前
に

一
息
つ
く
場
所
で
し
た
。
ま
た
帰
路
に

は
、
こ
れ
か
ら
先
の
長
い
山
道
や
難
所

を
前
に
、
こ
こ
で
少
憩
を
と
っ
て
気
を

引
き
締
め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
千
束
に
は
米
屋
や
酒
屋
、
旅
館
な

ど
も
あ
り
、
坂
下
の
「
境
」
と
し
て
に

ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
こ
こ
で
ま

き
を
買
っ
て
帰
る
人
も
多
く
「
千
束
」

と
い
う
地
名
は
こ
こ
か
ら
き
た
と
も
い

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
1
9
0
2
年
、
周

山
街
道
（
国
道
1
6
2
号
線
）
が
開
通

し
た
後
に
長
坂
街
道
を
通
る
荷
は
急
減

し
、
今
は
昔
の
面
影
を
残
し
つ
つ
ひ
っ

そ
り
と
静
ま
っ
て
い
ま
す
。
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鷹ヶ峰台地と千束を結ぶ旧道のヘアピンカーブ
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