
四し

じ

ん神
相そ

う

お

う応

は
じ
め
に

　

内
外
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
京
都
。延
暦

13
年（
７
９
４
）に
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
長
岡
京

か
ら
遷
都
さ
れ
て
以
来
、１
０
０
０
年
以
上
に

わ
た
り
日
本
の
首
都
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し

た
。遷
都
に
あ
た
っ
て
は
、「
風
水
学
で
い
う
四

神
相
応
に
か
な
う
地
が
選
ば
れ
た
」と
い
う
話

は
有
名
で
、皆
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

四
神
相
応
に
か
な
う
地
と
は
、四
神（
玄げ

ん
ぶ武
、

青せ
い
り
ゅ
う
龍
、白び
ゃ
っ
こ虎
、朱す
ざ
く雀
）が
、東
西
南
北
を
守
護
す

る
土
地
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。四
神
は
そ
れ
ぞ

れ
、北
の
玄
武
は
山
丘
、東
の
青
龍
は
河
川
、西

の
白
虎
は
大
道
、南
の
朱
雀
は
池
沼
と
、そ
れ

ぞ
れ
地
形
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
ら
れ
ま
す
。

　

四
神
相
応
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
平
安
京

だ
け
で
な
く
、例
え
ば
現
在
の
首
都・東
京
、つ

ま
り
江
戸
に
つ
い
て
も
徳
川
家
康
が
適
地
を

選
ん
だ
と
い
う
説
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
は
本
当
の
こ
と
で
し
ょ
う

か
。私
が
初
め
て
疑
問
を
抱
い
た
の
は
、四
神

に
あ
て
は
め
る
山
や
川
や
道
や
池
に
つ
い
て
、さ

ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た

か
ら
で
す
。例
え
ば
京
都
で
は
玄
武
は
船
岡

山
、青
龍
は
鴨
川
、白
虎
は
山
陰
道
、朱
雀
は

巨お
ぐ
ら
い
け

椋
池
が
比
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、一
方
で
白

虎
は
木
島
大
路
、朱
雀
は
下
鳥
羽
付
近
の
遊

水
池
な
ど
と
い
う
意
見
も
あ
り
、四
神
と
さ
れ

る
地
形
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、今
回
は
平
安
京
と

江
戸
に
つ
い
て
、本
当
に
四
神
相
応
の
地
を
選

ん
で
建
設
さ
れ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

四
神
と
は

　

そ
も
そ
も
四
神
と
は
、古
代
中
国
の
天
文
学

に
基
づ
き
、天
空
の
四
方
に
見
え
る
主
な
28
の

星
を
東
西
南
北
の
４
つ
に
わ
け
、各
方
角
の
７
つ

の
星
の
形
が
そ
れ
ぞ
れ
四
神
と
似
て
い
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
四
方
を
守
護
す
る
と
い
う
考
え
方

が
生
じ
た
よ
う
で
す
。

　

日
本
に
お
い
て
四
神
が
確
認
で
き
る
最
初
期

の
も
の
は
、有
名
な
高
松
塚
古
墳
や
キ
ト
ラ
古

墳
の
壁
画
や
、奈
良
薬
師
寺
の
本
尊
薬
師
如

来
坐
像
の
四
神
文
で
あ
り
、７
世
紀
か
ら
８
世

紀
初
頭
に
は
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
の
段
階
で
は
四
神
が
四
方
を
守

る
と
い
う
考
え
方
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
の
か
、明

ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は

　

さ
て
、日
本
で
四
神
相
応
の
断
片
は
、天
長

５
年（
８
２
８
）の
日
付
が
あ
る
空
海
の「
綜し

ゅ
げ
い芸

種し
ゅ
ち
い
ん

智
院
式
」に「
兌
白
虎
大
道
。離
朱
雀
小

澤
」と
あ
り
、同
じ
く
空
海
の
漢
詩
文
集『
性

し
ょ
う

霊り
ょ
う
し
ゅ
う
集
』に「
東
西
龍
臥
」「
南
北
虎
踞
」と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
が
最
初
期
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、ま
だ
完
全
に
四
神
が
出

そ
ろっ
て
い
ま
せ
ん
。つ
ま
り
、こ
れ
ら
は
す
べ
て

平
安
京
が
遷
都
さ
れ
た
後
の
も
の
な
の
で
、遷

都
当
時
の
日
本
で
は
ま
だ
こ
の
考
え
は
確
立

し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

　

平
安
京
に
つ
い
て
最
初
に
四
神
が
山
・
川
・

道
・
池
に
当
て
は
め
ら
れ
た
の
は
、遷
都
か
ら

５
２
０
年
を
経
た
正
和
３
年（
１
３
１
４
）の

奥
書
を
持
つ『
聖し

ょ
う
と
く
た
い
し
へ
い
し
で
ん
ぞ
う
か
ん
も
ん

徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』で

あ
り
、「
左
青
竜
は
東
よ
り
水
南
に
流
る
な
り
。

前
朱
雀
は
南
に
池
溝
あ
る
な
り
。右
白
虎
は

西
に
大
道
あ
る
な
り
。後
ろ
玄
武
は
山
岳
あ

る
な
り
。之
を
い
う
、四
神
具
足
の
地
」と
記

し
て
い
ま
す
。

平
安
京
の
詔
み
こ
と
の
り

　

こ
こ
で
、桓
武
天
皇
が
平
安
京
の
地
を
選
ん

だ
理
由
を
、天
皇
自
ら
が
発
せ
ら
れ
た
詔
に
見

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。ま
ず
は「
四よ

も
の
く
に

方
国
の

百
姓
参
り
出
で
来
る
こ
と
も
こ
れ
便

た
や
す
き」。全

国

の
百
姓
が
納
税
に
来
る
の
に
便
利
で
あ
り
、さ

ら
に「
山
河
襟き

ん
た
い帯

」。京
都
三
山
が
襟
の
よ
う

に
連
な
り
、鴨
川
な
ど
河
川
が
帯
の
よ
う
に
取

り
囲
む
自
然
の
城
で
あ
る
か
ら
で
、ど
こ
に
も

「
四
神
相
応
の
地
」な
ど
と
書
か
れ
て
い
な
い

の
で
す
。

後
付
け
の
理
屈

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、平
安
京
の
遷

都
に
つ
い
て
は
、そ
の
詔
に
も
四
神
相
応
は
見

ら
れ
ず
、ま
た
日
本
で
平
安
京
と
結
び
つ
け
ら

れ
た
の
は
、遷
都
か
ら
年
月
が
経
っ
て
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
結

果
か
ら
、平
安
京
は
四
神
相
応
の
地
だ
か
ら
選

ば
れ
た
と
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え

ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、文
献
・
史
料
に
見
え
ず
と
も
、

「
現
在
の
京
都
が
ま
さ
に
四
神
相
応
に
か

な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。そ
れ
が
確
た
る
証

拠
だ
」、と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん（
事
実
あ
り
ま
す
）。で
も
、そ
れ
は
長
き
に

わ
た
っ
て
繁
栄
し
た
都
市
が
、「
た
ま
た
ま
そ

の
よ
う
な
地
形
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き

た
」と
い
う
後
付
け
の
理
屈
に
過
ぎ
な
い
と
し

か
現
在
の
と
こ
ろ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。

江
戸
に
つ
い
て

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
平
安
京
に
つ
い
て
見
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、い
よ
い
よ
江
戸
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。江
戸
幕
府
に
引
き
続
き
、現
在
に

お
い
て
も
東
京
が
首
都
で
あ
り
続
け
る
の
は
、

「
家
康
が
四
神
相
応
の
地
を
選
ん
だ
か
ら
」と

い
う
説
が
多
数
あ
る
こ
と
は
前
述
し
ま
し
た
。

し
か
し
、こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
と
思
い

ま
す
。な
ぜ
な
ら
、江
戸
を
選
ん
だ
の
は
徳
川

家
康
で
は
な
く
、豊
臣
秀
吉
だ
か
ら
で
す
。

江
戸
入
り
の
理
由

　

家
康
は
小
田
原
征
伐
の
あ
と
、天
正
18
年

（
１
５
９
０
）に
江
戸
入
り
を
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、こ
の
江
戸
入
り
は
家
康
の
意
思
で
は

な
く
、秀
吉
の
命
令
で
し
た
。例
え
ば
、万
治

３
年（
１
６
６
０
）に
石
川
正し

ょ
う
さ
い
西
が
書
い
た『
聞ぶ
ん

見け
ん
し
ゅ
う
集
』に
は
、「
小
田
原
落
城
之
後
、秀
吉
公

会
津
迄
御
下
有
て
、家
康
様
御
在
城
は
江
戸

可
然
ら
ん
と
御
め
き（
目
利
）き
の
よ
し
」と

あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、秀
吉
か
ら「
家
康
殿
の

御
城
は
江
戸
に
す
る
が
よ
い
」と
勧
め
ら
れ
た

の
で
す
。勧
め
ら
れ
た
と
言
え
ば
聞
こ
え
が
い

い
で
す
が
、こ
れ
は
明
ら
か
に
命
令
で
す
。こ
の

『
聞
見
集
』を
書
い
た
石
川
正
西
は
、譜
代
大

名
松
平
康や

す
し
げ重
の
家
老
で
、江
戸
入
り
当
時
は

17
歳
で
し
た
の
で
、か
な
り
信し

ん
ぴ
ょ
う
せ
い

憑
性
が
高
い
記

述
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、石
川
は
続
け
て
、当
時
す
で
に
確

立
し
た
都
市
だ
っ
た
小
田
原
や
鎌
倉
に
つ
い
て

「
両
所
は
ふ
な
入
り
も
な
く
江
戸
に
は
お
と

り
た
る
所
な
り
、江
戸
は
年
々
に
万
事
さ
か
へ

ま
し
」と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、城
と
城
下
町
の
建
設
に
は
大
き
な

変
化
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。織
田
信
長
に
し
て

も
、豊
臣
秀
吉
に
し
て
も
、中
世
以
前
の
山
城

か
ら
領
国
経
営
を
重
視
し
た
商
業
や
交
通
に

適
し
た
場
所
に
移
し
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、豊
臣
家
を
お
び
や
か
す
存
在
で

あ
る
家
康
に
、そ
の
よ
う
な
適
地
を
勧
め
る
と

は
秀
吉
は
ず
い
ぶ
ん
親
切
な
よ
う
に
思
え
ま

す
が
、当
時
の
江
戸
は
発
展
の
可
能
性
が
あ
っ

て
も
、入
江
の
埋
め
立
て
や
、河
川
の
付
け
替

え
な
ど
、大
幅
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。江
戸
は
将
来
性
が
見
込
め

る
メ
リ
ッ
ト
を
持
ち
な
が
ら
、そ
れ
に
は
多
大

な
労
費
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
っ
た
の
で
す
。

富
士
山
は
江
戸
の
北
に
あ
り

　

こ
の
史
実
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、江
戸
が

四
神
相
応
の
地
だ
か
ら「
家
康
が
選
ん
だ
」可

能
性
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、加
え
て
江
戸
は

地
形
的
に
も
そ
れ
に
該
当
し
な
い
土
地
な
の

で
す
。そ
し
て
、そ
れ
は
皮
肉
な
こ
と
に
、四
神

相
応
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
を
唱
え
る
諸

氏
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、大
同
工
業
大
学
工
学
部
教
授
で
あ

り
、宮
元
建
築
研
究
所
代
表
取
締
役
だ
っ
た

故・宮
元
健
次
氏
の『
江
戸
の
陰
陽
師　

天
海
の

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
』を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。左
の「
江
戸
と
四
神
相
応
の
概
念
図
」は

同
書
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
す
が
、一
目
見
て

お
か
し
な
図
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。江

戸
城
の
北
に
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
本
文
中
に
は
、「（
家
康
の
ブ
レ
ー
ン

で
あ
っ
た
天
海
は
）江
戸
城
の
地
を
、東
に
平

川
、西
に
東
海
道
、南
に
江
戸
湾
、北
に
富
士

山
が
あ
る
と
い
う
四
神
相
応
に
あ
て
は
ま
る

場
所
と
し
て
選
地
し
た
」と
あ
り
、誤
植
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。念
の
た
め
記
し
て

お
き
ま
す
が
、富
士
山
は
江
戸（
東
京
）の
北

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。西
で
す
。

回
転
さ
せ
る

　

こ
の
ほ
か
、軸
を
回
転
さ
せ
て
適
地
と
み
な

す
の
が
流
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。建
築
史
家

で
名
古
屋
工
業
大
学
名
誉
教
授
だ
っ
た
故
・

内
藤
昌
氏
は
、「
朱
雀
―
玄
武
の
南
北
軸
を

一
一
二
度
あ
ま
り
東
北
東
へ
ふ
っ
て
、こ
こ
に

城
の
正
面
＝
大
手
を
お
い
た
」と
し
て
、玄
武

に
つ
い
て
は「
麹
町
台
地
か
ら
富
士
山
を
の
ぞ

ん
で
玄
武
の
神
に
」と
あ
り
、宮
元
氏
に
し
て

も
内
藤
氏
に
し
て
も
な
ぜ
か
富
士
山
を
玄
武

に
見
立
て
た
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
内
藤
氏
の
説
に
対
し
て
、愛
知
学
院

大
学
総
合
政
策
学
部
准
教
授
の
村
田
尚
生
氏

ら
は
、内
藤
氏
が
言
う
よ
う
に
１
１
２
度
ず
ら

す
と
朱
雀
の
方
向
に
は
江
戸
湊
は
な
く
、白
虎

の
方
向
に
東
海
道
は
な
い
と
反
論
し
、72
度
ず

ら
す
と
う
ま
く
い
く
と
述
べ
て
い
ま
す
。ほ
か

に
も
、い
や
90
度
だ
と
い
う
説
も
あ
り
、そ
も

そ
も
勝
手
に
軸
を
ク
ル
ク
ル
回
し
て
東
西
南

北
の
方
角
は
重
要
で
は
な
い
の
か
と
疑
問
に
思

い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

若
か
り
し
頃
、京
都
を
旅
し
た
お
り
、鴨

川
を
眺
め
な
が
ら
、こ
こ
に
は
龍
が
住
ん
で
京

都
を
守
っ
て
い
る
と
想
像
し
、と
て
も
清す

が
す
が々
し

い
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。し
か

し
、「
は
じ
め
に
」で
述
べ
た
よ
う
に
、比
定
地

が
あ
い
ま
い
な
こ
と
か
ら
、す
ぐ
に
疑
い
を
持

ち
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、四
神
相
応
説

を
唱
え
る
方
々
は
、本
来
は
論
理
的
か
つ
合

理
的
な
考
え
を
持
ち
な
が
ら
も
、神
秘
を
信

じ
る
気
持
ち
を
捨
て
き
れ
ず
、さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
を
苦
慮
し
て
四
神
相
応
の
都
と
い
う

ロ
マ
ン
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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