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逢
坂
に
は
、
か
つ
て
逢
坂
の
関
が
あ

り
ま
し
た
。「
逢
坂
山
関
址
」
碑
が
建
っ

て
い
る
の
は
、
滋
賀
県
大
津
市
大
谷
町

の
国
道
1
号
線
沿
い
で
す
が
、
そ
の
横

を
間
断
な
く
車
が
疾
走
し
て
い
き
ま

す
。
今
は
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な
く

人
々
が
越
え
て
い
く
逢
坂
は
、
近
世
ま

で
は
山
城
と
近
江
の
国
境
だ
っ
た
だ
け

で
は
な
く
、畿
内
と
そ
れ
以
外
の
地
（
七

道
の
う
ち
東
海
道
・
東
山
道
）
の
境
界

で
も
あ
っ
た
の
で
、
逢
坂
の
関
を
越
え

る
時
旅
人
の
脳
裏
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
が
よ
ぎ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。逢

坂
の
関
を
詠
み
込
ん
だ
百
人
一
首

所
収
の
歌

こ
れ
や
こ
の
　
行
く
も
帰
る
も
　
別

れ
て
は
　
知
る
も
知
ら
ぬ
も
　
逢
坂
の
関

蝉
丸
作
と
さ
れ
る
こ
の
歌
は
あ
ま
り

に
も
有
名
で
す
。
連
れ
立
っ
て
歩
く
人

や
見
ず
知
ら
ず
の
人
た
ち
が
行
き
交

い
、
京
都
に
出
入
り
す
る
逢
坂
を
越
え

て
い
く
様
は
、
ま
さ
に
出
会
い
と
別
れ

と
が
交
錯
す
る
人
生
そ
の
も
の
で
す
。

こ
の
歌
の
初
出
で
あ
る
『
後
撰
和
歌

集
』（
9
5
1
年
）や『
今
昔
物
語
集
』（
平

安
時
代
末
成
立
）
で
の
蝉
丸
像
は
、
逢

坂
の
関
近
く
の
粗
末
な
わ
ら
家
に
住
む

盲
人
で
通
行
人
に
物
乞
い
を
し
て
い
た

が
、
琴
あ
る
い
は
琵
琶
の
名
手
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

逢
坂
の
関
は
、そ
の
名
に
「
逢
う
」（
出

会
い
）
と
、
分
離
・
別
れ
を
象
徴
す
る

「
坂
」・「
関
」
と
い
う
相
反
す
る
意
味

を
包
含
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
重
性
を

見
事
に
歌
で
表
現
し
た
蝉
丸
は
逢
坂
の

代
名
詞
と
な
り
、
中
世
以
後
職
能
民
と

し
て
自
立
し
て
い
っ
た
芸
能
民
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
像
で
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
さ
ら
に
神
で
あ
る
と
も
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

『
平
家
物
語
』
で
は
、
蝉
丸
は
「
延

喜
帝
（
醍
醐
天
皇
）
第
4
皇
子
」
で
あ
っ

た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
逢
坂
の
東
に
元
か

ら
あ
っ
た
関
清
水
神
社
に
祭
神
と
し
て

祭
ら
れ
て
、
同
社
は
関
蝉
丸
神
社
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

関
蝉
丸
神
社
に
は
「
音
曲
藝
道
祖
神
」

碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
元
々
は
逢
坂
の

道
祖
神
で
あ
り
旅
人
が
の
ど
を
潤
す

「
関
の
清
水
」
に
由
来
す
る
関
清
水
神

社
が
芸
能
の
神
と
も
な
っ
た
の
は
、
境

界
・
逢
坂
が
芸
能
民
の
本
拠
地
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
か
つ
て
芸
能
民
は
、
農
民

の
よ
う
な
定
住
民
で
は
な
く
諸
国
を
遍

歴
・
移
動
す
る
の
が
日
常
で
あ
り
、
そ

の
本
拠
地
は
「
流
動
が
日
常
」
で
あ
る

坂
＝
境
界
で
し
た
。
な
か
で
も
逢
坂
は

「
逢
う
」
と
「
別
れ
」
が
反
復
す
る
場

と
い
う
「
坂
」
の
本
質
を
名
に
負
う
て

い
る
の
で
す
。

謡
曲
『
蝉
丸
』
に
は
、
貴
種
・
蝉
丸

の
姉
君
と
し
て
逆
髪
が
登
場
し
ま
す
。

彼
女
は
長
い
髪
が
逆
立
っ
た
ま
ま
で

あ
っ
た
た
め
に
「
異
形
」
と
み
な
さ
れ

放
逐
、
流
浪
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

す
が
、
琵
琶
の
音
に
導
か
れ
て
逢
坂
で

弟
君
の
蝉
丸
と
思
い
が
け
ず
出
会
い
ま

す
。
関
蝉
丸
神
社
の
上
社
に
は
逆
髪
が

合
祀
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
彼
女

は
逢
坂
で
「
坂
神
」
に
昇
華
し
た
の
で

す
。こ

の
よ
う
な
物
語
世
界
を
構
築
し
展

開
し
て
い
っ
た
の
は
『
平
家
物
語
』
を

語
っ
た
琵
琶
法
師
や
、
謡
曲
『
蝉
丸
』

の
作
者
で
あ
る
世
阿
弥
（
能
楽
の
大
成

者
）
た
ち
で
し
た
。

近
世
に
な
る
と
、
説
経
節
語
り
の
人

た
ち
が
関
蝉
丸
神
社
を
聖
地
と
し
ま
し

た
。
彼
ら
は
浪
曲
の
原
型
と
い
わ
れ
る

説
経
節
を
各
地
の
縁
日
な
ど
で
大
道
芸

と
し
て
演
じ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
語
ら

れ
る
蝉
丸
は
、
開
眼
し
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
説
経
節

語
り
の
大
半
が
目
が
見
え
る
人
た
ち

だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

逢
坂
を
本
拠
地
と
す
る
芸
能
民
が
創

出
し
、
時
代
と
と
も
に
変
容
さ
せ
て

い
っ
た
神
は
、
今
も
名
神
高
速
道
路
が

逢
坂
山
を
く
ぐ
る
蝉
丸
ト
ン
ネ
ル
に
、

そ
の
名
が
生
き
て
い
ま
す
。
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