
ま
た
こ
の
辺
り
は
、
古
く
か
ら

の
主
要
な
街
道
筋
で
あ
り
、
京
の

都
の
入
り
口
の
一
つ
。
同
時
に
都

か
ら
は
鬼
門
に
あ
た
る
た
め
、
出

雲
氏
が
お
祀
り
し
て
い
た
も
う
一

つ
の
神
、
出
雲
高
野
神
社
が
、
そ

の
守
護
の
役
目
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
身
が
今
の
崇
導
神
社

で
す
。
神
社
の
入
り
口
や
参
道
に

は
「
伊
多
太
神
社
」「
小
野
毛
人

朝
臣
之
墓
」
な
ど
と
刻
ん
だ
石
碑

が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
の
断

片
を
見
る
に
つ
け
、
地
元
の
方
た

ち
の
尽
力
に
よ
り
守
り
残
さ
れ
て

き
た
祖
霊
や
神
さ
ま
が
境
内
に
沢

山
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
ぁ
っ
と

思
い
ま
す
。
参
道
は
裏
山
に
続
く

木
々
に
囲
ま
れ
、
幽
玄
の
森
の
よ

う
。
静
ま
り
か
え
っ
た
境
内
の
小

さ
な
お
社
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史

が
あ
り
、
こ
の
地
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
て

い
る
と
、
ふ
と
誰
か
の
気
配
を
感

じ
る
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。

ま
っ
す
ぐ
に
参
道
を
進
む
と
、

社
務
所
か
ら
少
し
石
段
を
上
が
っ

ま
た
こ
の
辺
り
は
、
古
く
か
ら

の
主
要
な
街
道
筋
で
あ
り
、
京
の

都
の
入
り
口
の
一
つ
。
同
時
に
都

か
ら
は
鬼
門
に
あ
た
る
た
め
、
出

雲
氏
が
お
祀
り
し
て
い
た
も
う
一

つ
の
神
、
出
雲
高
野
神
社
が
、
そ

の
守
護
の
役
目
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
身
が
今
の
崇
導
神
社

で
す
。
神
社
の
入
り
口
や
参
道
に

は
「
伊
多
太
神
社
」「
小
野
毛
人

朝
臣
之
墓
」
な
ど
と
刻
ん
だ
石
碑

が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
の
断

片
を
見
る
に
つ
け
、
地
元
の
方
た

ち
の
尽
力
に
よ
り
守
り
残
さ
れ
て

き
た
祖
霊
や
神
さ
ま
が
境
内
に
沢

山
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
ぁ
っ
と

思
い
ま
す
。
参
道
は
裏
山
に
続
く

木
々
に
囲
ま
れ
、
幽
玄
の
森
の
よ

う
。
静
ま
り
か
え
っ
た
境
内
の
小

さ
な
お
社
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史

が
あ
り
、
こ
の
地
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
て

い
る
と
、
ふ
と
誰
か
の
気
配
を
感

じ
る
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。

ま
っ
す
ぐ
に
参
道
を
進
む
と
、

社
務
所
か
ら
少
し
石
段
を
上
が
っ

今
時
分
な
ら
、
楚
々
と
咲
い
た
ヒ
メ

シ
ャ
ガ
や
ミ
ヤ
コ
ワ
ス
レ
が
、
石
畳
の

脇
か
ら
出
迎
え
て
く
れ
る
か
し
ら
。

開
け
放
た
れ
た
書
院
か
ら
お
庭

の
池
や
美
し
い
緑
に
身
を
沈
め
、

心
ゆ
く
ま
で
眺
め
て
い
る
と
、

日
々
の
荷
物
を
少
し
置
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

池
中
に
亀
島
、鶴
石
を
配
し
、

浄
土
を
描
き
出
し
た
と
さ
れ
る

庭
園
に
お
い
て
、
舟
形
を
し
た
石
は

と
て
も
シ
ン
ボ
ル
的
で
、
対
岸
の
彼
岸
で

は
な
く
此
岸
、
こ
の
俗
世
に
舳
先
を
向
け

帰
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
舟
は
浄
土
世

界
が
現
世
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と

聞
き
ま
し
た
。
思
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
、
十

分
に
心
洗
わ
れ
癒
さ
れ
た
ら
、
こ
の
舟
で

帰
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
ね
。

お
寺
を
出
る
と
、
キ
ラ
キ
ラ
と
川
の

水
面
が
美
し
い
。
昔
こ
の
辺
り
に
は
、
水

路
が
巡
ら
さ
れ
、
い
く
つ
も
の
水
車
が
生

活
を
支
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
次
の
目
的

地
ま
で
、
今
も
残
る
水
路
を
探
し
歩
く
の

も
な
ん
と
な
く
楽
し
い
も
の
。

上
高
野
に
は
、
か
つ
て
こ
の
地
に
移

り
住
ん
だ
古
の
人
々
の
営
み
の
跡
を
今
も

多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
奈
良
時
代

よ
り
以
前
、
出
雲
氏
の
時
代
に
は
伊
多
太

の
森
と
呼
ば
れ
た
森
が
あ
り
、
農
耕
の
守

り
神
、
湧
き
水
の
神
が
伊
多
太
大
社
に
祀

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
寺
社
の
手
水
舎
や
お

池
は
、
今
も
川
や
比
叡
山
の
谷
水
で
満
た

さ
れ
、
水
の
神
様
に
ち
ゃ
ん
と
見
守
ら
れ

た
豊
か
さ
を
感
じ
ま
す
。

伊
多
太
大
社
は
旧
跡
を
残
し
て
神
社

と
な
り
、今
は
、崇
導
神
社
の
境
内
に
ひ
っ

そ
り
と
お
社
が
佇
む
の
み
で
す
が
、
地
元

の
方
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
「
い
た
い
た
大
明

神
」
と
も
呼
ば
れ
、
頭
痛
の
神
さ
ん
、
知

恵
の
神
さ
ん
と
し
て
親
し
ま
れ
つ
つ
畏
れ

ら
れ
て
、霊
験
も
あ
ら
た
か
の
よ
う
で
す
。

上
高
野
に
は
ほ
か
に
、
出
雲
氏
の
後

に
や
っ
て
き
た
小
野
氏
の
人
た
ち
の
痕
跡

と
し
て
、
小
野
妹
子
が
宇
佐
八
幡
宮
か
ら

勧
請
し
た
こ
と
が
興
り
の
三
宅
八
幡
宮

や
、
瓦
屋
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
伝
わ
る
お

か
い
ら
の
森
、
小
野
神
社
、
妹
子
の
子
と

い
わ
れ
た
小
野
毛
人
の
墓
な
ど
が
あ
り
ま

す
。八

幡
さ
ん
の
お
池
で
一
休
み
し
た
り
、

お
庭
が
美
し
い
、
栖
賢
寺
の
観
音
さ
ま
に

ご
挨
拶
し
た
り
、
高
台
に
多
宝
塔
が
あ
る

三
明
院
か
ら
の
眺
望
を
楽
し
ん
だ
り
。
八

瀬
に
足
を
の
ば
す
間
も
な
く
、
気
が
つ
け

ば
夕
暮
れ
。
あ
あ
、
あ
る
い
た
歩
い
た
。

水
、
風
、
若
葉
に
、
小
鳥
の
囀
り
。

澄
明
で
私
好
み
が
溢
れ
る
季
節
。
今
度
は

ど
ち
ら
へ
足
を
の
ば
そ
う
。
神
護
寺
、
そ

れ
と
も
赤
山
さ
ん
？ 

善
峯
寺
辺
り
も
捨

て
が
た
い
で
す
ね
。

見
上
げ
る
と
瑞
々
し
い
青
葉
を
透
か

し
た
円
や
か
な
日
差
し
。
心
地
よ
い
風
が

運
ん
で
く
る
葉
擦
れ
や
香
り
。
皐
月
。
こ

の
季
節
の
散
策
は
、
い
つ
も
何
か
わ
く
わ

く
す
る
も
の
を
私
の
心
に
灯
し
て
く
れ
ま

す
。
ゆ
ら
め
く
木
漏
れ
日
に
誘
わ
れ
て
、

今
日
は
、
上
高
野
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。

す
ぐ
目
の
前
に
比
叡
山
を
仰
ぎ
見
る

上
高
野
は
、
昔
、
埴
川
と
い
わ
れ
た
高
野

川
沿
い
を
北
上
し
、
三
宅
八
幡
宮
さ
ん
の

参
道
、
三
宅
橋
を
渡
り
、
果
て
は
若
狭
へ

と
至
る
鯖
街
道
の
一
つ
、
大
原
街
道
の
辺

り
で
す
。

芽
吹
き
始
め
た
木
の
芽
や
川
魚
の
も

じ
り
の
き
ら
め
き
が
気
に
な
り
だ
す
と
、

気
持
ち
の
向
く
先
は
、
い
く
つ
も
あ
る
の

で
す
が
、
上
高
野
で
挙
げ
る
な
ら
、
ま
ず

は
蓮
華
寺
さ
ん
で
す
ね
。
川
の
清
流
を
取

り
込
ん
だ
池
と
楓
の
お
庭
が
素
敵
な
小
さ

な
お
寺
で
す
。

も
と
は
洛
中
に
あ
っ
た
お
寺
で
し
た

が
応
仁
の
乱
の
後
に
荒
廃
。
江
戸
時
代
に

加
賀
藩
の
家
老
、
今
枝
近
義
が
祖
父
の
菩

提
を
弔
う
た
め
に
こ
の
地
に
移
し
、
石
川

丈
山
、
狩
野
探
幽
、
木
下
順
庵
、
隠
元
禅

師
な
ど
、
文
化
人
の
方
々
の
協
力
を
得
て

再
興
さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
本
堂
、

鐘
楼
堂
、
井
戸
屋
形
な
ど
は
、
創
建
当
時

の
ま
ま
な
の
だ
と
か
。

私
に
と
っ
て
は
、
私
淑
す
る
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
た
ち
の
共
演
に
よ
る
、
学
び
多
き
良

き
お
寺
で
す
。

た
と
こ
ろ
に
拝
殿
が
あ
り
、
そ
の
非
業
の

死
か
ら
日
本
一
の
怨
霊
と
し
て
畏
れ
ら
れ

た
、早
良
親
王
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

桓
武
天
皇
か
ら
贈
ら
れ
た
「
崇
道
天
皇
」

と
い
う
諡
に
よ
り
崇
導
神
社
と
呼
ば
れ
る

の
だ
そ
う
で
す
。

親
王
さ
ま
の
無
念
さ
は
、
村
人
た
ち

に
よ
り
長
い
時
間
を
か
け
慰
め
、
癒
さ
れ

て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
京
都
が
あ

る
の
も
、
こ
う
い
う
方
々
の
犠
牲
の
上
に

あ
る
の
だ
と
い
つ
も
感
じ
ま
す
が
、
今
、

早
良
親
王
を
祀
る
聖
域
に
は
、
ひ
っ
そ
り

と
穏
や
か
な
時
が
流
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。

〈こばやし ゆきえ〉
京都・下鴨生まれ。大学
で日本画を学び、卒業後
は本、雑誌、広告、新聞、
TVCMなど幅広く絵に
関わる仕事に携わる。著
書に『京都でのんびり 私
の好きな散歩みち』、『京
都をてくてく 私が気ままに
歩くみち』、『京都のいち
ねん わたしの春夏秋冬』
がある。

ま
ど

み
ず 

み
ず

さ
つ
き

れ
ん
げ　

じ

そ　

そ

へ
さ
き

い
に
し
え

し
が
ん

ち
ょ
う
ず 

や

や
し
ろ

た
く

さ
ん
さ
ん

か
ん
じ
ょ
う

お
こ

さ
ん
み
ょ
う
い
ん

あ
ふ

た
た
ず

お
そ

は
に
か
わ

し
し
ゅ
く

せ
い
け
ん
じ

す
ど
う

ち
ょ
う
め
い

さ
わ
ら 

し
ん 

の
う

い　

た　

た

お
の
の 

え
み
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
く
り
な

あ 

そ
ん

あ 

そ
ん
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