
                            

      

は
じ
め
に 

秋
の
行
楽
日
和
の
好
天
に
恵
ま

れ
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。
京
阪

電
鉄
宇
治
駅
に
集
合
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
２
６
名
で
す
。 

今
回
は
宇
治
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
３
名
の
方
の
案
内
で
散

策
し
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
さ
ん
の
耳

寄
り
情
報
を
含
め
た
解
説
に
よ
り
、

見
学
場
所
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し

た
。
例
え
ば
、
宇
治
は
、
平
安
京

遷
都
以
来
、
奈
良
と
の
交
通
の
要

衝
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
豊

臣
秀
吉
の
伏
見
城
築
城
当
時
の
太

閤
堤
建
設
で
奈
良
へ
の
ル
ー
ト
は

伏
見
回
り
に
な
り
、
宇
治
ル
ー
ト

は
一
定
の
役
割
を
終
え
ま
し
た
。 

そ
の
ほ
か
宇
治
上
神
社
（
宇
治
神

社
）
と
縣
神
社
は
平
等
院
の
鎮
守

社
の
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、

関
連
付
け
た
解
説
に
よ
り
理
解
が

深
ま
り
ま
し
た
。 

      

興
聖
寺
で
は
僧
堂
に
て
座
禅

体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
興
聖
寺
の
お
坊
様
か
ら
座

禅
の
作
法
の
説
明
を
受
け
ま
し

た
。
僧
堂
は
修
行
僧
が
座
禅
の

ほ
か
、寝
起
き
・
食
事
を
す
る
、

生
活
の
基
本
と
な
る
場
所
と
の

こ
と
で
す
。
座
禅
体
験
は
誠
に

貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。 

 散
策
コ
ー
ス 

京
阪
宇
治
駅
～
お
茶
と
宇
治
の

ま
ち
歴
史
公
園 

ち
ゃ
づ
な

（
太
閤
堤
）
～
莵
道
稚
郎
子
墓

（
う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ
の
は

か
）
～
宇
治
橋
・
通
園
～
橋
寺

放
生
院
～
宇
治
上
神
社
～
宇
治

神
社
～
興
聖
寺
（
坐
禅
体
験
）

～
宇
治
十
帖
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
～

塔
の
島
～
鵜
飼
の
鵜
舎
～
十
三

重
石
塔
～
縣
神
社
（
解
散
） 

 
宇
治
駅
を
３
班
に
分
か
れ
て

出
発
し
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
の

方
々
の
解
説
を
交
え
て
報
告
し

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
す
べ
て

を
網
羅
で
き
て
い
な
い
こ
と
を

お
断
り
い
た
し
ま
す
。 

宇
治
駅
の
外
観
は
大
き
な
円

形
の
開
口
を
一
本
の
直
線
が
横

に
横
断
し
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
で

す
が
、
茶
団
子
の
イ
メ
ー
ジ
と

の
こ
と
で
し
た
。 

 

（
写
真
）
京
阪
宇
治
駅 

 

お
茶
と
宇
治
の
ま
ち
歴
史 

公
園 

ち
ゃ
づ
な 

 

歴
史
公
園 

ち
ゃ
づ
な
は

発
見
さ
れ
た
太
閤
堤
と
江
戸
時

代
の
茶
畑
を
再
現
し
て
歴
史
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。 

太
閤
堤 

 

太
閤
堤
と
は
豊
臣
秀
吉
が
伏

見
城
の
築
城
に
伴
い
、
そ
れ
ま

で
巨
椋
池
に
流
れ
込
ん
で
い
た  

（
写
真
）
太
閤
堤 

宇
治
川
を
分
離
し
伏
見
城
下
に

誘
導
す
る
た
め
に
築
い
た
堤
防

の
こ
と
で
、
宇
治
か
ら
向
島
ま

で
の
「
槇
島
堤
」、
宇
治
か
ら
小

倉
ま
で
の
「
薗
場
堤
」、
小
倉
か

ら
向
島
ま
で
の
「
小
倉
堤
」、
伏

見
市
街
下
流
部
か
ら
淀
に
至
る

「
淀
堤
」
の
。
総
称
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

巨
椋
池
の
流
れ
込
ん
で
い
た
宇

治
川
が
池
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

現
在
の
宇
治
川
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
小
倉
堤
は
、
小
倉
村
か
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歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ 

報
告 

 

宇
治
市
歴
史
散
策
と
座
禅
体
験 

２
０
２
３
年
９
月
２
４
日
（
日
） 



ら
伏
見
を
つ
な
ぐ
堤
防
で
、
大

和
街
道
と
し
て
利
用
さ
れ
奈
良

へ
の
近
道
に
な
り
ま
し
た
。 

 

現
在
の
太
閤
堤
は
埋
め
戻
さ

れ
地
上
か
ら
見
え
る
の
は
忠
実

に
再
現
さ
れ
た
レ
プ
リ
カ
で
す
。

公
園
の
橋
の
下
で
構
造
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

茶
畑 

 

（
写
真
）
茶
畑 

太
閤
堤
は
宇
治
川
の
砂
で
埋
ま

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
上

に
茶
畑
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
お

茶
の
栽
培
に
は
肥
料
が
た
く
さ

ん
必
要
に
な
り
ま
す
。肥
料（
人

糞
）
の
供
給
源
の
大
都
市
伏
見

や
京
都
に
近
い
こ
と
と
水
運
に

恵
ま
れ
た
こ
と
で
宇
治
は
茶
の
名

産
地
に
な
り
ま
し
た
。 

 

放
ち
鵜
飼
い 

 

宇
治
で
鵜
飼
い
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
鵜
に
縄
を
付
け
な
い
放

ち
鵜
飼
い
も
こ
の
公
園
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
一
斉
に
放
た
れ
た
鵜

が
逃
げ
な
い
の
が
不
思
議
で
す
が

そ
の
訳
は
、
半
数
以
上
が
宇
治
で

生
ま
れ
た
鵜
だ
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

鵜
匠
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
の

こ
と
で
す
。
鵜
の
名
前
は
共
通
で

「
ウ
ッ
テ
ィ
ー
」
で
す
。
名
前
を

呼
ぶ
と
寄
っ
て
来
る
の
で
す
が
、

鵜
の
名
前
を
一
つ
に
す
る
と
一
度

に
み
ん
な
を
集
め
る
事
が
で
き
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

兎
道
稚
郎
子
の
墓 

生
年
不
詳
、
記
紀
等
に
伝
わ
る

古
代
日
本
の
皇
族
、
第
１
６
代
仁

徳
天
皇
の
異
母
弟
。 

 

兎
道
稚
郎
子
の
兎
道
は
、
山
城

国
の
宇
治
の
古
代
表
記
と
さ
れ
る

よ
う
に
、
宇
治
地
域
と
関
係
の
深

い
人
物
で
あ
る
。
宮
内
庁
管
轄
で

こ
こ
が
兎
道
稚
郎
子
の
墓
と
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
写
真
）
兎
道
稚
郎
子
の
墓 

 

宇
治
橋 

 

（
写
真
）
宇
治
橋 

 

古
代
は
川
に
橋
を
架
け
な

か
っ
た
が
宇
治
・
瀬
田
・
山
崎

の
３
か
所
は
橋
を
架
け
ま
し
た
。 

 

宇
治
橋
に
張
り
出
し
た
所
を

三
の
間
と
呼
び
ま
す
。
秀
吉
が

伏
見
城
で
点
て
る
お
茶
の
水
を

汲
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
時
の
つ
る
べ
が
、
通
園
に

残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

通
園 

 

川
は
結
界
で
危
険
な
場
所
、

川
を
渡
る
前
に
お
茶
で
清
め
を

し
て
い
た
こ
と
が
始
ま
り
の
よ

う
で
す
。 

 

創
業
は
平
安
時
代
の
永
歴
元

年
（
１
１
６
０
年
）
に
さ
か
の

ぼ
り
ま
す
。
元
祖
は
源
頼
政
の

家
臣
で
、
古
川
右
内
と
い
う
武

士
で
し
た
。
晩
年
隠
居
を
し
て

大
敬
庵
通
園
政
久
と
名
乗
り
、

宇
治
橋
東
詰
め
に
庵
を
結
び
ま

し
た
。 

 

現
在
の
建
物
は
、
寛
永
１
２

年
（
１
６
７
２
年
）
に
建
て
ら

れ
た
江
戸
時
代
の
町
家
の
遺
構

を
残
す
建
物
で
す
。 

 

宮
本
武
蔵
の
お
通
さ
ん
が
お

茶
を
め
し
あ
が
っ
て
行
か
れ
た

よ
う
で
す
。
京
や
大
和
路
を
行

き
来
し
た
昔
の
面
影
が
偲
ば
れ

る
茶
屋
で
す
。 

 

（
写
真
）
通
園
外
観 

 

 

（
写
真
）
通
園
店
内 



 

（
写
真
）
橋
寺
放
生
院 

 

宇
治
上
神
社
・
宇
治
神
社 

 

創
建
年
代
な
ど
の
起
源
は
明

ら
か
で
な
い
。
宇
治
上
神
社
の

近
く
に
宇
治
神
社
が
あ
る
が
、

宇
治
神
社
と
は
二
社
一
体
の
存

在
で
し
た
。
手
水
舎
は
宇
治
神

社
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

平
等
院
が
で
き
る
と
、
両
社

は
そ
の
鎮
守
社
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 

宇
治
上
神
社
の
境
内
は
山
城

国
風
土
記
に
見
え
る
兎
道
稚
郎

子
の
離
宮
「
桐
原
日
桁
宮
」
の

旧
跡
と
伝
え
、両
社
旧
称
の「
離

宮
明
神
」
も
そ
れ
に
因
む
と
言

わ
れ
ま
す
。 

 

明
治
以
前
、
宇
治
上
神
社
は

「
上
社
」・「
本
宮
」、
宇
治
神
社

は
「
下
社
」・「
若
宮
」
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。 

両
社
合
わ
せ
て
「
宇
治
離
宮
明

神
」・「
宇
治
利
休
八
幡
」
と
称
さ

れ
ま
し
た
。 

 
（
写
真
）
宇
治
上
神
社 

 

（
写
真
）
宇
治
神
社 

 

 

主
祭
神
は「
兎
道
稚
郎
子
命
」

応
神
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
皇
太
子

に
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、
異
母

兄
、
後
の
仁
徳
天
皇
に
皇
位
を

譲
る
べ
く
自
殺
し
た
。「
応
神
天

皇
」
第
１
５
代
天
皇
、
兎
道
稚

郎
子
の
父
。「
仁
徳
天
皇
」
第
１

６
代
天
皇
、
兎
道
稚
郎
子
の
異

母
兄
。 

 

２
０
０
４
年
、
年
輪
年
代
測

定
調
査
で
は
、
本
殿
は
１
０
６

０
年
頃
の
も
の
と
さ
れ
て
「
現

存
最
古
の
神
社
建
築
」
で
あ
る

こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

本
殿
は
１
９
５
２
年
国
宝
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

摂
社
春
日
神
社
本
殿
（
国
指

定
重
要
文
化
財
） 

 
宇
治
上
神
社
は
近
く
ま
で
寄

る
こ
と
の
で
き
る
世
界
遺
産
で

し
た
。
境
内
に
春
日
神
社
本
殿

が
あ
る
こ
と
か
ら
藤
原
氏
と
の

深
い
関
係
が
分
か
り
ま
す
。 

 

宇
治
神
社
の
裏
か
ら
入
り
ま

し
た
が
、
途
中
の
道
沿
い
の
フ

ェ
ン
ス
越
し
に
大
正
時
代
の
レ

ン
ガ
造
り
の
建
物
の
宇
治
発
電

所
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

宇
治
神
社
で
う
さ
ぎ
を
３
羽

見
つ
け
る
と
幸
せ
に
な
る
と
ガ

イ
ド
さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
ま
し

た
。
我
々
は
３
羽
見
つ
け
ま
し

た
。 

 

桐
原
水
（
き
り
は
ら
み
ず
）  

（
写
真
）
桐
原
水 

 

桐
原
水
と
は
宇
治
七
名
水
の

一
つ
で
、
神
社
内
に
あ
る
湧
き

水
で
、
宇
治
七
名
水
の
う
ち
現

存
す
る
最
後
の
一
つ
で
あ
る
。 

宇
治
茶
は
室
町
時
代
に
栄
え
、

そ
の
宇
治
茶
の
象
徴
と
し
て
、

宇
治
七
名
園
が
作
ら
れ
た
。
そ

の
際
、
お
茶
に
不
可
欠
な
水
に

も
「
宇
治
七
名
水
」
が
定
め
ら

れ
、
桐
原
水
は
そ
の
う
ち
の
一

つ
に
数
え
ら
れ
、
今
な
お
枯
れ

る
こ
と
な
く
湧
出
し
て
い
る
。 

 

興
聖
寺 

（
写
真
）
興
正
寺 

 

興
聖
寺
は
曹
洞
宗
の
寺
院
。

山
号
は
仏
徳
山
（
ぶ
っ
と
く
さ

ん
）。
本
尊
は
釈
迦
三
尊
。
日
本

曹
洞
宗
最
初
の
寺
院
で
、
道
元

が
興
聖
宝
林
寺
を
建
立
し
た
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

参
道
は
「
琴
坂
」
と
称
し
、

紅
葉
の
名
所
と
し
て
人
気
を
博

し
て
い
ま
す
。 

 

 

興
聖
寺
は
、
正
式
に
は
「
佛

徳
山
観
音
導
利
院
興
聖
宝
林
禅

寺
」
と
い
い
ま
す
。 



 

そ
の
発
祥
は
１
２
３
３
年
に

さ
か
の
ぼ
り
、
中
国
か
ら
帰
朝

さ
れ
た
道
元
が
伏
見
深
草
に
日

本
で
初
め
て
開
い
た
禅
宗
寺
院

で
あ
り
、
現
在
、
日
本
に
１
万

４
千
以
上
あ
る
曹
洞
宗
に
お
い

て
最
古
の
道
場
で
す
。 

 

１
２
４
３
年
、
興
聖
寺
は
延

暦
寺
に
弾
圧
を
受
け
道
元
が
越

前
国
に
下
向
し
て
以
降
荒
廃
し
、

住
持
４
代
で
廃
絶
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
江
戸
時
代
初
期
の

正
保
２
年
（
１
６
４
５
年
）
に

淀
城
主
の
永
井
尚
政
公
が
萬
安

英
種
禅
師
を
中
興
開
山
に
請
じ
、

宇
治
に
興
聖
寺
を
再
興
し
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 ≪

坐
禅
体
験≫

 

 

坐
禅
体
験
は
、
実
際
に
僧
が

修
行
さ
れ
る
僧
堂
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
僧
堂
の
入
り
口
正
面
に

文
殊
菩
薩
座
像
が
お
祀
り
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
入
り
口
の
左
端

を
左
足
か
ら
入
り
ま
し
た
。
興

正
寺
に
お
坊
様
か
ら
文
殊
菩
薩

の
前
は
横
切
ら
な
い
こ
と
、
そ

の
ほ
か
の
作
法
の
説
明
を
お
聞

き
し
て
椅
子
坐
禅
と
た
た
み
に
座

る
座
禅
に
分
か
れ
ま
し
た
。 

 

鉦
が
３
回
鳴
ら
さ
れ
坐
禅
開
始
。

座
禅
中
は
目
を
つ
ぶ
ら
ず
斜
め
下

を
み
る
。
頭
は
空
白
に
し
、
思
い

が
出
て
も
そ
れ
を
追
い
か
け
な
い
。 

 

薄
暗
い
僧
堂
。
静
け
さ
が
心
地

良
い
。
片
足
し
か
組
ん
で
い
な
い

が
、
辛
く
な
い
。 

 
鉦
が
１
回
鳴
ら
さ
れ
て
坐
禅
終

了
。
強
張
っ
た
体
を
左
右
に
揺
ら

し
て
ほ
ぐ
す
。 

 

お
坊
様
か
ら
１
８
分
間
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。 

 

喧
騒
に
ま
み
れ
た
日
常
と
は
違

う
体
験
が
で
き
ま
し
た
。 

 

僧
堂
を
右
足
か
ら
出
て
興
正
寺

を
拝
観
し
ま
し
た
。 

 

（
写
真
）
宇
治
十
帖
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト 

 

中
の
島
・
十
三
重
塔 

 

塔
の
島
と
橘
島
を
総
称
し
て

中
の
島
と
い
う
。 

 

塔
の
島
に
建
つ
高
さ
１
５
ｍ

の
美
し
い
十
三
重
石
塔
は
、
日

本
最
大
の
多
重
塔
で
「
重
要
文

化
財
浮
島
石
像
十
三
重
塔
」
で

あ
る
。 

縣
神
社 

 

（
写
真
）
縣
神
社 

 

縣
神
社
は
天
孫
、「
木
花
開
那

姫
命
」
を
祀
り
、
神
代
以
来
当

地
の
自
主
神
で
し
た
。「
あ
が

た
」
の
名
は
上
古
（
大
化
の
改

新
か
ら
桓
武
天
皇
即
位
ま
で
）

の
「
縣
」
の
守
護
神
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
ま
す
。
１
０
５
２

年
、
藤
原
頼
道
の
平
等
院
建
立

に
あ
た
り
総
鎮
守
と
な
り
、
平

等
院
建
立
以
前
で
は
藤
原
道
綱

の
母
が
宇
治
に
来
た
時
「
蜻
蛉

日
記
」
に
「
あ
が
た
の
院
」
に

詣
で
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

以
降
数
度
の
改
築
を
経
て
、
現

社
殿
は
１
９
３
６
年
造
営
と
な

り
ま
す
。 

あ
が
た
の
森
と
称
さ
れ
る
古

社
は
「
あ
が
た
さ
ん
」」
と
呼
ば

れ
親
し
ま
れ
、
千
数
百
年
の
歴

史
を
誇
り
ま
す
。 

 

（
写
真
）
縣
神
社 

 

上
林
記
念
館 

 
永
禄
年
間
か
ら
１
５
代
続
く

上
林
春
松
家
。 

 

そ
の
始
ま
り
は
、
初
代
掃
部

丞
久
重
が
丹
波
・
上
林
郷
か
ら

宇
治
に
移
住
し
、
茶
業
に
携
わ

っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
上
林

春
松
家
は
御
物
御
茶
師
と
し
て

代
々
、
茶
業
に
携
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
御
茶
物
御
茶
師
の
仕
事

と
は
幕
府
御
用
の
お
茶
を
つ
く

る
た
め
の
茶
園
管
理
、
製
造
・

精
製
、
そ
し
て
お
預
か
り
し
た

御
物
茶
壷
に
葉
茶
を
詰
め
る
茶

詰
め
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
た
。 

ま
た
、
そ
の
他
に
は
大
名
の
お

抱
え
茶
師
と
し
て
、
特
に
春
松

家
は
尾
張
徳
川
と
阿
波
蜂
須
賀

家
と
の
交
流
が
深
く
、
長
屋
門

の
屋
根
に
蜂
須
賀
家
の
家
紋
の

入
っ
た
瓦
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

 

江
戸
時
代
、
御
茶
師
の
中
で

最
高
位
で
あ
る「
御
物
御
茶
師
」

（
ご
も
つ
お
ち
ゃ
し
）
と
し
て

幕
府
や
諸
大
名
の
庇
護
を
受
け

て
き
た
春
松
家
。 

 

し
か
し
、
明
治
以
降
、
将
軍

家
や
大
名
の
庇
護
も
一
切
な
く

な
り
、
御
茶
師
達
の
殆
ど
が
転

廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。 



春
松
家
も
創
業
以
来
の
危
機
を

迎
え
ま
す
が
、
１
１
代
春
松
は

当
時
新
開
発
の「
玉
露
」「
煎
茶
」

を
扱
う
こ
と
で
多
く
の
愛
好
者

を
獲
得
し
。
茶
師
か
ら
茶
商
へ

転
身
を
と
げ
ま
す
。 

宇
治
御
茶
師
唯
一
の
末
裔
と

し
て
、
４
５
０
年
の
歴
史
を
誇

る
上
林
春
松
家
。（
現
、
上
林
春

松
は
１
５
代
目
） 

 お
わ
り
に 

今
回
は
縣
神
社
に
て
解
散
し

ま
し
た
。
上
林
記
念
館
は
解
説

を
し
て
い
た
だ
い
た
だ
け
で
立

ち
寄
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
宇

治
茶
の
歴
史
で
重
要
な
場
所
で

す
。 ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
皆
様

ご
案
内
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

興
聖
寺
様
お
世
話
に
な
り
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 今

回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
は
歴
史

グ
ル
ー
プ
早
雲
ス
タ
ッ
フ
の
一

瀬
さ
ん
と
原
田
さ
ん
に
準
備
を

し
て
い
だ
き
ま
し
た
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｋ 

・ 

Ｍ 

こ
れ
ま
で
宇
治
散
策
に
幾
度
も
し

て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
知
ら

な
い
宇
治
が
沢
山
あ
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
し
た
。太
閤
堤
で
は
、

秀
吉
の
巨
大
な
権
威
を
見
せ
つ
け

ら
れ
、
街
角
の
「
通
園
」
が
、
平

安
時
代
の
創
業
と
は
驚
き
ま
し
た
。

国
宝
に
指
定
さ
れ
た
宇
治
上
神
社

本
殿
も
平
安
時
代
の
建
物
で
あ
る

と
知
り
、
直
に
触
れ
て
、
良
く
現

代
ま
で
美
し
く
存
在
し
て
い
る
も

の
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
他
の
ガ

イ
ド
の
方
の
丁
寧
な
説
明
に
、
宇

治
の
魅
力
を
た
く
さ
ん
知
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
莵
道
と
い
う
地

名
が
な
ぜ
あ
る
の
か
、
隠
れ
て
い

る
兎
を
探
す
の
も
楽
し
か
っ
た
で

す
。
そ
れ
に
興
聖
寺
で
の
座
禅
体

験
は
、
緊
張
し
ま
し
た
が
、
心
静

か
な
１
８
分
間
で
し
た
。
何
も
考

え
ず
た
た
座
る
と
い
う
の
は
難
し

い
で
す
ね
。
い
つ
も
な
が
ら
わ
か

り
や
す
く
、
見
事
に
ま
と
め
て
あ

る
レ
ジ
ュ
メ
を
し
っ
か
り
読
む
の

も
帰
っ
て
か
ら
の
楽
し
み
で
す
。

お
世
話
下
さ
る
皆
様
、
い
つ
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｍ 

・ 

Ｏ 

京
都
市
伏
見
区
向
島
に
住
む

私
に
と
っ
て
、
宇
治
市
は
伏
見

区
役
所
に
行
く
よ
り
も
近
い
の

で
す
が
、
な
か
な
か
行
く
機
会

が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
日
は
歴
史

あ
る
宇
治
の
中
で
も
有
名
な
所

へ
多
く
訪
ね
る
こ
と
が
出
来
て

う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
座
禅
体

験
も
で
き
る
と
い
う
の
で
参
加

し
ま
し
た
が
、
太
閤
堤
も
間
近

に
見
る
こ
と
が
で
き
、
良
か
っ

た
で
す
。
企
画
し
て
く
だ
さ
っ

た
方
に
感
謝
で
す
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｙ 

・ 

Ｍ 
宇
治
に
着
き
宇
治
川
の
流
れ

風
光
明
媚
な
景
色
を
見
て
、
平

安
貴
族
の
別
荘
地
と
な
り
源
氏

物
語
の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
が

納
得
で
き
た
。
そ
の
後
の
時
代

も
平
等
院
、
宇
治
川
の
戦
い
と

し
（
源
平
合
戦
、
承
久
の
乱
）

と
歴
史
の
舞
台
に
な
り
続
け
た
。

そ
の
他
に
も
、
宇
治
茶
、
宇
治

川
の
鵜
飼
な
ど
魅
力
的
な
も
の

が
あ
る
。
宇
治
の
風
光
明
媚
な

土
地
柄
が
引
き
寄
せ
た
の
か
と

個
人
的
に
思
っ
た
今
回
の
史
跡

散
策
で
あ
っ
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｈ 

・ 

Ｍ 

素
晴
ら
し
い
ハ
イ
キ
ン
グ
日

和
り
と
な
り
そ
う
で
す
が
、
３

０
度
を
超
す
暑
さ
に
は
、 

閉
口
し
ま
し
た
。 

 

一
度
は
訪
れ
て
み
た
か
っ
た
、

太
閤
堤
。伏
見
城
築
城
に
伴
い
、

巨
椋
池
に
流
れ
込
ん
で
い
た
宇

治
川
を
池
か
ら
切
り
離
し
て
、

現
在
の
宇
治
川
が
つ
く
ら
れ
た
。 

太
閤
秀
吉
の
偉
大
さ
を
つ
く
づ

く
感
じ
た
。 

 

ま
た
、
聞
い
て
み
な
い
と
分

か
ら
な
い
も
の
で
、
京
阪
宇
治

駅
の
南
側
の
壁
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
は
、
茶
団
子
の
串
刺
し
と
茶

籠
を
表
し
て
い
る
ら
し
い
。 

 

そ
し
て
、
歴
史
公
園
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム「
茶
づ
な
」の
意
味
は
、

公
募
に
よ
り
、
高
校
生
の
ア
イ

デ
ア
か
ら
「
宇
治
の
茶
が
一
本

の
綱
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
人

と
歴
史
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。 

 

興
聖
寺
で
の
座
禅
体
験
で
は
、

前
置
き
の
説
明
が
長
い
わ
り
に

は
、
以
前
体
験
し
た
酬
恩
庵 

で
の
警
策
に
よ
る
肩
叩
き
も
な

く
、期
待
外
れ
で
残
念
で
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

 

Ａ 

・ 

Ｉ 

歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
日
和
の
好
天

に
恵
ま
れ
、
さ
わ
や
か
な
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

興
聖
寺
さ
ん
は
以
前
か
ら
大
好

き
な
お
寺
の
一
つ
で
し
た
。 

準
備
、
段
取
り
し
て
い
た
だ
い

た
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

【
編
集
後
記
】 

 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の

皆
様
、
先
導
及
び
各
所
の
解
説

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

興
聖
寺
様
で
の
座
禅
体
験
は
、

１
８
分
間
な
が
ら
座
禅
が
で
き

て
誠
に
貴
重
な
体
験
で
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

一
口
感
想 

 


