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清
水
坂
と
い
え
ば
、
東
大
路
通
か
ら

清
水
寺
に
向
か
っ
て
登
っ
て
い
く
坂

（
二
年
坂
・
三
年
坂
が
あ
る
辺
り
）
が

思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
し
か
し
、
近
世
ま
で
は
今
の
松
原

通
の
大
和
大
路
通
交
差
点
付
近
を
中
心

と
す
る
界
隈
が
清
水
坂
、
ま
た
は
単
に

「
坂
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

付
近
は
ほ
ぼ
平
坦
な
地
形
で
す
が
、
な

ぜ
「
坂
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
、こ
の
辺
り
が
二
重
の
意
味
で
「
境

界
」
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。

「
坂
」
は
「
境
」
か
ら
き
て
い
る
の

で
す
が
、
こ
の
地
は
ま
ず
京
都
と
奈
良

を
結
ぶ
大
和
街
道
（
奈
良
か
ら
は
京
街

道
）
の
出
入
り
口
（
境
）
で
し
た
。
こ

れ
が
一
つ
目
の
「
境
界
」
で
す
。

奈
良
側
の
出
入
り
口
に
は
や
は
り

「
奈
良
坂
」
と
い
う
「
坂
」
が
あ
っ
た

の
で
す
。
清
水
坂
、
奈
良
坂
の
両
坂
に

は
「
坂
の
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が

い
て
、
い
く
つ
か
の
職
能
・
職
責
を
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
つ
は
死
者
の

葬
送
で
し
た
。
京
都
で
は
、
平
安
末
期

頃
か
ら
貴
族
の
間
で
、
死
を
「
穢
れ
」
と

し
て
忌
む
風
習
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
天
皇
を
究
極
的
に
「
清
浄
」

な
存
在
と
し
、
そ
れ
を
最
高
の
権
威
の

源
と
す
る
政
治
体
制
が
つ
く
ら
れ
て

い
っ
た
た
め
で
す
。
天
皇
の
側
近
く
に

仕
え
る
貴
族
も
ま
た
清
浄
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ず
、
死
の
穢
れ
を
極
力
避
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て

「
坂
の
者
」
が
専
ら
死
穢
を
取
り
扱
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
市
中
で
の
埋

葬
が
禁
じ
ら
れ
、
周
辺
部
に
い
く
つ
か

の
葬
場
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
最
も

大
き
か
っ
た
の
は
東
山
山
麓
の
鳥
辺
野

で
す
。
市
中
で
死
者
が
出
た
ら
、
遺
族

ら
が
鴨
川
の
五
条
橋
（
今
の
松
原
橋
）

を
渡
り
、「
坂
」
の
付
近
で
遺
体
を
坂

の
者
に
託
し
て
お
別
れ
を
し
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
の
辺
り
は
「
こ
の
世
と
あ
の

世
の
境
」
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が

二
つ
目
の
「
境
界
」
で
す
。

「
六
道
の
辻
」と
呼
ば
れ
る
T
字
路
は
、

か
つ
て
の
清
水
坂
の
一
画
で
、
大
和
大

路
松
原
交
差
点
か
ら
少
し
東
へ
歩
い
た

所
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
辻
を
南
へ
行
け

ば
六
波
羅
蜜
寺
、
東
へ
行
け
ば
六
道
珍

皇
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
辻
の
南
西

角
に
あ
る
の
が
子
育
地
蔵
尊
で
有
名
な

西
福
寺
で
、
水
子
供
養
も
し
て
い
ま
す
。

六
波
羅
蜜
寺
の
開
祖
・
空
也
は
、
疫

病
が
蔓
延
し
て
生
と
死
の
境
を
さ
ま
よ

う
人
た
ち
に
茶
を
ふ
る
ま
い
、
念
仏
を

勧
め
て
救
済
を
図
り
ま
し
た
。

六
道
珍
皇
寺
に
は
実
在
し
た
貴
族
で

あ
る
小
野
篁
に
関
す
る
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
彼
は
、
昼
間
は
朝
廷
で
執

務
し
、
夜
は
境
内
に
あ
る
井
戸
を
通
っ

て
あ
の
世
に
赴
き
、
亡
き
母
に
会
っ
た

り
、
閻
魔
大
王
が
亡
者
を
裁
く
の
を
補

佐
し
た
り
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

毎
年
お
盆
を
前
に
し
た
八
月
上
旬
に

は
、
六
道
の
辻
界
隈
は
「
六
道
ま
い
り
」

と
い
っ
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め
、

〝
迎
え
鐘
〞
を
撞
く
人
た
ち
で
に
ぎ
わ
い

ま
す
。
そ
の
頃
西
福
寺
で
は
「
檀
林
皇

后
九
相
図
」（
複
製
）
と
い
う
絵
図
が
開

帳
さ
れ
ま
す
。
こ
の
絵
図
は
、
嵯
峨
天

皇
の
后
で
、
仏
道
に
仕
え
る
僧
侶
ま
で

が
心
を
奪
わ
れ
る
ほ
ど
の
美
女
だ
っ
た

と
い
わ
れ
る
檀
林
皇
后
が
「
こ
の
世
の

無
常
」
を
身
を
も
っ
て
示
す
た
め
、
自

分
の
死
後
遺
体
を
放
置
さ
せ
、土
に
還
っ

て
い
く
有
様
（
九
相
）
を
絵
師
に
描
か

せ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

お
盆
の
頃
こ
の
界
隈
を
歩
く
と
、
私

は
「
こ
の
世
」
と
「
あ
の
世
」
が

交
錯
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
と

ら
わ
れ
ま
す
。
千
年
以
上
の
歴
史

を
経
て
、
こ
の
地
は
今
も
「
坂
」

と
し
て
健
在
な
の
で
す
。
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