
愛
知
の
田
舎
か
ら
上
京
し
て
京
都
に

住
み
始
め
て
30
年
が
経
つ
。
大
学
で
建

築
を
学
び
、
卒
業
後
、
左
官
職
人
と
し

て
京
都
の
文
化
財
の
修
復
に
携
わ
り
、

設
計
事
務
所
を
立
ち
上
げ
、
仕
事
の
傍

ら
京
都
の
街
を
眺
め
て
き
た
。
こ
の
機

会
に
、
建
築
家
、
そ
し
て
職
人
と
し
て

の
視
点
か
ら
京
都
の
街
の
魅
力
を
記
し

て
み
た
い
。

日
本
の
建
築
は
「
木
」
で
で
き
て
い

る
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
実
は
「
土
」

か
ら
で
き
て
い
る
部
分
が
か
な
り
の
割

合
を
占
め
る
。
例
え
ば
瓦
屋
根
の
瓦
の

原
材
料
は
土
で
あ
る
し
、
お
寺
や
町
家

の
壁
は
大
抵
、
土
で
で
き
て
い
る
。
京

都
に
住
む
我
々
は
、
実
は
土
に
囲
ま
れ

て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
実
は
、
京
都
は
土
が
と
て
も

豊
富
な
都
市
で
あ
る
。
お
茶
室
に
使
わ

れ
る
こ
と
で
有
名
な
聚
楽
土
を
は
じ

め
、
お
寺
の
塀
に
使
わ
れ
る
浅
葱
土
、

鮮
や
か
な
赤
み
が
特
徴
的
な
錆
土
、
黄

色
が
特
徴
的
な
稲
荷
山
黄
土
、
幻
の
土

と
呼
ば
れ
る
九
条
土
な
ど
、
京
都
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
色
の
土
が
産
出
さ
れ
、
建

物
の
壁
が
彩
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
京

都
御
所
を
取
り
囲
む
土
塀
は
、
聚
楽
土

で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
聚
楽
第
近
辺

で
採
取
さ
れ
た
と
い
う
聚
楽
土
は
、
落

ち
着
い
た
茶
色
の
色
調
と
水
に
強
い
と

い
う
特
徴
を
持
ち
、
京
都
を
代
表
す
る

土
壁
の
仕
上
げ
で
あ
る
が
、
都
市
化
が

進
ん
で
今
や
ほ
と
ん
ど
入
手
で
き
な
い

幻
の
土
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

京
都
御
所
の
一
角
に
あ
る
拾
翠
亭

は
、
も
と
九
条
家
の
邸
宅
跡
で
あ
る
。

和
室
に
塗
ら
れ
て
い
る
の
は
、
柔
ら
か

な
赤
み
の
錆
土
（
も
し
く
は
桃
山
土
）

で
、
こ
れ
が
土
の
色
か
と
見
ま
が
う
ほ

ど
に
つ
や
や
か
で
色
気
が
あ
る
土
壁
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
茶
室
の
土
壁
は
、

表
面
が
真
っ
黒
に
変
色
し
て
い
る
。
こ

れ
は
土
の
内
部
に
含
ま
れ
る
ミ
ネ
ラ
ル

成
分
が
表
面
で
酸
化
し
て
変
色
し
た
も

の
で
あ
り
、草
庵
茶
室
で
は
土
壁
の
「
さ

び
」
と
呼
ば
れ
て
特
に
珍
重
さ
れ
る
。

土
壁
に
鉄
粉
を
混
ぜ
て
塗
る
こ
と
で
ホ

タ
ル
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
効

果
を
出
し
た
「
蛍
壁
」
と
呼
ば
れ
る
風

流
な
土
壁
技
術
も
あ
る
。

京
都
の
街
歩
き
で
土
壁
を
観
察
す
る

の
に
一
番
良
い
観
察
対
象
は
、
土
塀
で

あ
る
。
土
塀
は
、
土
で
作
っ
た
日
干
煉

瓦
を
積
み
重
ね
た
も
の
や
、
版
築
と
い

う
型
枠
の
中
に
土
を
入
れ
て
搗
き
固
め

た
も
の
、
練
塀
と
い
っ
て
練
っ
た
土
を
、

間
に
瓦
や
石
な
ど
を
挟
み
な
が
ら
積
み

重
ね
た
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
例

え
ば
龍
安
寺
の
石
庭
の
背
後
に
あ
る
塀

は
、
版
築
で
で
き
て
い
る
。
京
都
で
は

他
に
三
十
三
間
堂
の
南
側
に
あ
る
太
閤

塀
、
奈
良
の
法
隆
寺
な
ど
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
大
徳
寺
や
渉
成
園
で
見

ら
れ
る
土
塀
は
、
瓦
を
練
り
土
を
挟
み

な
が
ら
積
み
上
げ
た
練
塀
で
あ
る
。

木
と
比
較
し
て
土
の
持
っ
て
い
る
重

要
な
特
徴
は
、
火
に
強
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
火
災
に
弱
い
と
い
う

日
本
の
木
造
建
築
の
弱
点
を
補
う
た
め

に
発
達
し
た
建
築
が
、
土
蔵
で
あ
る
。

土
蔵
の
外
壁
は
木
造
の
骨
組
み
を
ぐ
る

り
と
覆
う
よ
う
に
竹
の
下
地
を
編
み
、

そ
の
上
に
土
を
何
度
も
塗
り
重
ね
て
30

㌢
も
の
厚
み
に
も
な
る
、
伝
統
的
な
耐

火
建
築
物
で
あ
る
。

私
の
住
む
静
原
に
も
た
く
さ
ん
の
土

蔵
が
見
ら
れ
る
。
土
蔵
は
土
が
十
分
に

乾
燥
し
て
か
ら
次
の
層
を
塗
り
重
ね
る

た
め
、
下
塗
り
の
ま
ま
何
年
も
放
置
す

る
こ
と
も
あ
る
。
仕
上
げ
を
し
な
い
ま

ま
年
数
が
経
っ
た
土
蔵
の
土
壁
に
は
、

次
の
層
の
接
着
を
強
め
る
た
め
に
箒
で

描
い
た
独
特
の
模
様
が
残
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
風
雨
に
よ
っ
て
表
面

の
土
が
流
さ
れ
、
中
に
含
ま
れ
て
い
た

砂
利
や
藁
が
表
面
に
現
れ
、
な
ん
と
も

い
え
な
い
表
情
を
見
せ
る
こ
と
も
あ

る
。か

つ
て
は
木
や
土
な
ど
軟
ら
か
い
素

材
で
造
ら
れ
て
い
た
京
都
の
建
築
も
、

タ
イ
ル
や
セ
メ
ン
ト
な
ど
年
数
が
経
っ

て
も
風
化
し
な
い
、
硬
く
て
丈
夫
な
素

材
で
覆
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん

な
時
に
、
年
月
を
経
て
真
っ
黒
に
「
サ

ビ
た
」
土
壁
や
、
柔
ら
か
く
て
風
や
雨

に
打
た
れ
て
風
化
し
た
土
塀
を
見
る

と
、
な
ん
だ
か
ほ
っ
と
し
た
よ
う
な
、

あ
た
た
か
い
気
分
に
な
る
の
は
自
分
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。

大徳寺の練塀。瓦を練り土に挟んで積み上げている

拾翠亭の土壁は赤みがかった錆土仕上げ

静原の土蔵。風雨に打たれた土壁の表情が美しい
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