
き
ょ
う
の
め
い
す
い

京
の
名
水

14
知
る

■
水
の
都

京
都

京
都
は
大
小
の
河
川
な
ど
の
豊
富
な
水
に
恵
ま
れ
、
様
々
な
文
化
を

。

「

」「

」「

」「

」

育
ん
で
き
ま
し
た

地
名
に
も

御
池

堀
川

今
出
川

清
水

お

い

け

ほ
り
か
わ

い

ま

で

が

わ

き
よ
み
ず

な
ど
、
水
に
関
す
る
も
の
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
住
み
に
く
い
気

候
で
あ
る
京
都
盆
地
に
千
年
近
く
都
が
存
在
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
質

の
良
い
豊
富
な
水
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

『
日
本
外
史
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
江
戸
後
期
の
儒
学
者
頼
山
陽(

一

ら
い
さ
ん
よ
う

七
八
〇
～
一
八
三
二)

の
書
斎
は
、
東
山
を
眺
望
で
き
、
鴨
川
に
臨
む

と
こ
ろ
か
ら
「
山
紫
水
明
処
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
水
蒸
気
に
よ

さ

ん

し

す
い
め
い
し
ょ

り
山
が
紫
に
か
す
み
、
川
は
あ
く
ま
で
も
清
ら
か
に
流
れ
る
、
山
紫
水

明
は
水
の
都
京
都
を
象
徴
す
る
言
葉
で
す
。

ま
た
、
幕
末
の
都
市
風
俗
を
記
し
た
喜
田
川
守
貞
の
『
守
貞
漫
稿
』

き

た

が

わ

も
り
さ
だ

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

に
は
、京

都
は
水
性
清
涼
万
国
に
冠
た
り
。
故
に
飲
食
の
用
皆
必
井
水
を

用
ひ
然
も
河
水
亦
万
邦
に
甲
た
り
。
鴨
河
の
水
衆
人
の
称
す
る
所

也

と
あ
り
ま
す
。
滝
沢
馬
琴(

一
七
六
七
～
一
八
四
八)

も
『
羇
旅
漫
録
』

た
き
ざ
わ

ば

き

ん

き
り
ょ
ま
ん
ろ
く

の
中
で京

に
よ
き
も
の
三
つ
。
女
子
、
加
茂
川
の
水
、
寺
社

と
言
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
、
京
都
は
水
の
清
き
所
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
十
八

世
紀
の
中
頃
に
は
、
鴨
川
の
水
を
樽
詰
め

に
し
て
大
坂
に
送
り
、
お
茶
や
化
粧
用
な

ど
に
売
る
賀
茂
河
水

弘

所
と
い
う
店
が

か

も

が

わ

み
ず
ひ
ろ
め
ど
こ
ろ

あ
り
ま
し
た
。
江
戸
中
期
の
博
物
家
で
あ

る
木
村
蒹
葭
堂(

一
七
三
六
～
一
八
〇
二)

き

む

ら

け

ん

か

ど

う

の
『
諸
国
板
行
帖
』
に
引
札(

宣
伝
用
の

し
ょ
こ
く
は
ん
こ
う
じ
ょ
う

チ
ラ
シ)

が
残
っ
て
い
ま
す
。

■
市
街
地
の
移
動

京
都
御
苑
の
周
辺
は
、
梨
木
神
社
の
染
井
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
現

な
し
の
き
じ
ん
じ
ゃ

そ
め
の
い

在
で
も
地
下
水
が
豊
富
な
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
広
大
な
未
舗
装
地
で

あ
る
御
苑
が
あ
り
、
な
お
か
つ
鴨
川
の
伏
流
水
が
地
下
の
砂
礫
層
で
濾

過
さ
れ
て
湧
き
出
る
た
め
で
、
昔
か
ら
比
較
的
浅
い
井
戸
で
多
量
の
水

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

、

、

一
方
で

平
安
時
代
に
大
内
裏
が
あ
っ
た
現
在
の
千
本
通
り
附
近
は

だ

い

だ

い

り

地
下
水
脈
が
深
く
水
質
も
良
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
安
京
の
東
部

で
あ
る
左
京
に
、
人
々
が
多
く
住
み
街
を
形
成
し
て
い
っ
た
理
由
に
、

こ
の
水
質
の
違
い
、
そ
し
て
井
戸
掘
り
の
容
易
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
最
終
的
に
鴨
川
の
す
ぐ
西
の
地
に
御
所
や
公
家
屋
敷
が
移
動

し
て
き
た
の
も
、
そ
こ
が
京
都
で
最
も
水
質
の
良
い
土
地
で
あ
っ
た
か

ら
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
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■
京
都
の
食
文
化
と
水

現
在
で
も
京
都
で
は
、
良
質
な
井
戸
水
を
利
用
し
た
豆
腐
・
湯
葉
・

生
麩
な
ど
の
生
産
が
盛
ん
で
す
。
井
戸
水
が
上
水
道
に
比
べ
て
食
品
加

工
業
に
適
し
て
い
る
理
由
は
、
水
温
・
水
質
が
一
年
を
通
じ
て
ほ
と
ん

ど
変
化
し
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
安
定
し
た
製
品
の
供
給
に
は
不
可

欠
な
要
素
で
す
。

豆
腐
は
禅
僧
が
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
す
。
中
国
の

豆
腐
は
堅
く
締
ま
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
京
都
の
水
と
出
会
い
、
水
分

を
多
量
に
含
ん
だ
柔
ら
か
な
豆
腐
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

湯
葉
も
鎌
倉
期
に
禅
僧
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
室
町
初
期

の
『
遊
学
往
来
』
に
は
「
豆
腐
上
物
」
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
京
の
名

ゆ
う
が
く
お
う
ら
い

と
う
ふ
う
わ
も
の

、

。

産
品
と
し
て
知
ら
れ

精
進
料
理
な
ど
に
多
く
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た

麩
は
室
町
時
代
以
降
一
般
に
普
及
し
、
江
戸
初
期
の
『
毛
吹
草
』
で

け

ふ

き

ぐ

さ

は
京
都
名
産
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
丸
太
町
通
か
ら
五
条
通
ま
で
を

南
北
に
貫
く
麩
屋

町

通
は
、
二
条
の
辺
り
に
麩
屋
が
多
く
あ
っ
た
こ

ふ

や

ち
ょ
う

と
か
ら
そ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
食
品
も
、
大
寺
院
や
茶
の
湯
と
い
っ
た
文
化
的
基
盤
を
背

景
に
成
立
し
た
も
の
で
す
が
、
豊
富
で
良
質
な
水
が
存
在
し
て
は
じ
め

て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

■
京
の
酒
造
り

「
松
の
酒
屋
や
梅
壺
の
柳
の
酒
こ
そ
す
ぐ
れ
た
れ
」
と
歌
に
詠
ま
れ

た
柳
の
酒
は
、
室
町
時
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
洛
中
の
酒
で
す
。
五
条

坊
門
西
洞
院
の
中
興
と
い
う
姓
の
土
倉
も
営
む
酒
屋
が
製
造
し
て
い
ま

な
か
お
き

し
た
。
一
時
期
は
、
幕
府
が
賦
課
す
る
酒
屋
土
倉
役
の
十
分
の
一
以
上

を
負
担
す
る
ほ
ど
の
富
商
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
京
の
酒
造
り
の
中
心
地
は
輸
送
に
便
利
な
伏

。

、

「

」

見
に
移
動
し
ま
す

伏
見
は

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て

伏
水

ふ

し

み

と
書
い
た
ほ
ど
水
の
豊
か
な
町
で
し
た
。
酒
造
り
も
こ
の
豊
富
な
水
を

も
と
に
発
展
し
ま
し
た
。

伏
見
に
酒
造
り
の
基
礎
が
築
か
れ
る
の
は
、
秀
吉
・
家
康
の
伏
見
城

の
築
城
、
そ
し
て
そ
の
後
の
城
下
町
の
発
展
の
頃
で
す
。
酒
造
株
の
制

度
が
で
き
た
明
暦
三(

一
六
五
七)

年
、
伏
見
に
は
酒
造
家
が
八
十
三
軒

あ
り
、
そ
の
製
造
石
数
は
一
万
五
千
石
あ
ま
り
で
し
た
。
た
だ
そ
の
後

幕
府
は
酒
造
を
制
限
す
る
政
策
を
と
り
、
伏
見
の
酒
造
業
は
幕
末
に
は

苦
境
に
お
ち
い
り
ま
す
。

明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま

し
た
が
、
明
治
二
十
二(

一
八
八
九)

年
の
東
海
道
本
線
の
全
通
に
と
も

な
い
東
京
市
場
に
参
入
、
陸
軍
第
十
六
師
団
が
伏
見
に
置
か
れ
る
明
治

四
十
一(

一
九
〇
八)

年
頃
に
は
生
産
量
も
増
加
し
、
伏
見
の
酒
は
全
国

的
に
有
名
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

伏
見
に
は
現
在
、
四
十
軒
ほ
ど
の
酒
造
会
社
が
あ
り
、
そ
の
販
売
量

は
全
国
の
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。

■
麦
酒
醸
造
所

明
治
維
新
後
、
西
洋
技
術
を
導
入
し
た
勧
業
政
策
を
推
進
し
て
い
た

京
都
府
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
舎
密
局
を
通
じ
て
、
ビ
ー
ル
の
製
造
に

せ

い

み

乗
り
出
し
ま
す
。
府
の
殖
産
興
業
政
策
を

担
当
し
て
い
た
明
石

博
高(

一
八
三
九
～

あ

か

し

ひ
ろ
あ
き
ら

一
九
一
〇)

は
、
清
水
寺
音
羽
滝
の
水
質

お
と
わ
の
た
き

の
良
さ
に
目
を
付
け
、
明
治
十(

一
八
七。

七)

年
に
麦
酒
醸
造
所
を
設
立
し
ま
し
た

し
か
し
、
ビ
ー
ル
が
当
時
の
日
本
人
の
嗜

好
に
合
わ
ず
、
同
十
四
年
に
閉
鎖
さ
れ
ま

し
た
。

清水寺音羽滝近くにあった麦

酒醸造所。
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歩
く
／
見
る

■
醒
ヶ
井(

佐
女
牛
井)

下
京
区
堀
川
通
五
条
下
る
西
側

さ

め

が

い

さ

め

が

い

も
と
も
と
は
源
氏
の
六
条
堀
川
邸

の
井
戸
で
し
た
。
村
田
珠
光(

一
四
二

む
ら
た
じ
ゅ
こ
う

三
～
一
五
〇
二)

が
足
利
義
政
に
献
茶

あ
し
か
が
よ
し
ま
さ

し
た
際
に
使
用
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
も
、
武
野
紹
鴎
や

た
け
の
じ
ょ
う
お
う

千

利

休
、
織
田
有
楽
斎
と
い
っ
た
名

せ
ん
の
り
き
ゅ
う

お

だ

う

ら

く

さ

い

だ
た
る
茶
人
に
愛
用
さ
れ
、
天
下
一
の
名
水
と
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
堀
川
通
の
拡
張
の
た
め
埋
め
ら
れ
、
現
在

「

」

。

元
の
井
戸
の
附
近
に
は

佐
女
牛
井
之
跡

の
石
標
が
立
っ
て
い
ま
す

ま
た
、
堀
川
通
の
一
筋
東
を
走
る
醒
ケ
井
通
や
、
附
近
の
醒
泉
小
学

せ
い
せ
ん

校
は
、
こ
の
井
戸
か
ら
名
前
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
四
条
醒
ケ
井

に
あ
る
和
菓
子
屋
亀
屋
良
長
で
は
、
社
屋
改
築
の
際
に
湧
い
た
豊
富
な

か
め
や
よ
し
な
が

地
下
水
を
醒
ケ
井
と
名
付
け
、
菓
子
の
製
造
に
利
用
し
て
い
ま
す
。

■
芹
根
水

下
京
区
堀
川
通
木
津
屋
橋
附
近

せ
り
ね
の
み
ず

芹
根
水
は
堀
川
の
脇
に
あ
っ
た
湧

き
水
で
、
宝
暦
年
間(

一
七
五
一
～
六

四)

に
書
家
松
下
烏
石
が
寄
進
し
た
井

ま
つ
し
た
う

せ

き

筒
で
囲
ま
れ
、
か
た
わ
ら
に
は
彼
が

「
芹
根
水
」
と
刻
ん
だ
石
標
も
立
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
水
は
茶
人
・
文

人
に
好
ま
れ
ま
し
た
が
、
井
戸
は
徐
々
に
枯
渇
し
、
井
筒
や
石
標
も
い

つ
し
か
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
石
標
は
昭
和
五
十
七
年
に

、

。

発
掘
さ
れ

現
在
は
旧
安
寧
小
学
校
西
側
の
地
に
立
て
ら
れ
て
い
ま
す

あ
ん
ね
い

■
天
の
真
名
井

下
京
区
市
姫
通
下
寺
町
東
入(

市
比
売
神
社
内)

あ

め

の

ま

な

い

い

ち

ひ

め

じ
ん
じ
ゃ

清
和
天
皇
か
ら
後
鳥
羽
天
皇
ま
で
二
十
七
代
の
間
、
御
産
湯
へ
こ
の

水
を
加
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
足
利
将
軍
家
も
代
々
産
湯

神
と
し
て
崇
敬
し
て
き
ま
し
た
。

■
鉄
輪
井

下
京
区
堺
町
通
松
原
下
る
西
側
路
地
奥

か

な

わ

の

い

謡
曲
「
鉄
輪
」
で
知
ら
れ
る
、
夫
の
浮
気
を
恨
ん
で
貴
船
に
丑
の
刻

か

な

わ

詣
り
を
し
た
女
が
使
っ
て
い
た
井
戸
。
婚
礼
の
行
列
は
こ
の
前
を
避
け

る
と
も
い
い
ま
す
。

■
染
井

上
京
区
寺
町
通
広
小
路
上
る
染
殿
町(

梨
木
神
社
内)

そ
め
の
い

な
し
の
き
じ
ん
じ
ゃ

も
と
も
と
こ
の
辺
り
に
は
摂
政
藤
原
良
房(

八
〇
四
～
七
二)

の
邸

ふ
じ
わ
ら
の
よ
し
ふ
さ

宅
、
染
殿
が
あ
り
ま
し
た
。
梨
木
神
社
は
、
萩
の
花
の
名
所
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
観
世
水

上
京
区
今
出
川
大
宮
西
入(

西
陣
中
央
小
学
校
内)

か
ん
ぜ
の
み
ず

観
世
稲
荷
社
の
傍
ら
に
あ
る
名
水
。
こ
の
地
に
は
も
と
も
と
能
楽
観

。

、

世
家
の
邸
宅
が
あ
り
ま
し
た

観
世
流
の
衣
装
に
見
ら
れ
る
渦
巻
紋
は

こ
の
井
戸
の
水
面
に
で
き
る
波
紋
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
柳
の
水

中
京
区
西
洞
院
通
三
条
下
る
東
側

千
利
休
が
茶
の
湯
に
用
い
た
も
の
で
、
井
戸
の
そ
ば
に
柳
を
植
え
た

た
め
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
柳
は
、
そ
の
後
こ
の

地
に
屋
敷
を
構
え
た
織
田
信
雄
が
植
え
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

お

だ

の
ぶ
か
つ

江
戸
初
期
に
、
将
軍
徳
川
家
光
に
呼
ば
れ
て
江
戸
へ
行
っ
た
松
花
堂

と
く
が
わ
い
え
み
つ

し
ょ
う
か
ど
う

昭
乗

が
、
柳
の
水
で
な
い
と
筆
が
乗
ら
な
い
と
言
っ
て
家
光
の
一
筆

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
頼
み
を
断
り
ま
し
た
。
家
光
は
家
臣
を
密
か
に
京
に
や
っ
て
柳
の
水

を
汲
み
、
も
う
一
度
頼
む
と
、
昭
乗
は
た
だ
ち
に
筆
を
と
っ
た
の
で
周
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囲
が
感
嘆
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

附
近
は
現
在
、
柳
水

町
と
い
い
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
井
戸
は
新

り
ゅ
う
す
い
ち
ょ
う

た
に
掘
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

■
菊
水
井

中
京
区
室
町
四
条
上
る
東
側

き
く
す
い
の
い

こ
の
地
に
あ
っ
た
茶
人
武
野
紹
鴎
の
邸
宅
、
大
黒
庵
の
手
洗
水
の
井

た
け
の
じ
ょ
う
お
う

戸
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
祇
園
祭
菊
水

鉾
の
名
前
の
由
来
は
こ
の
井
戸
で
す
。

■
音
羽
滝

東
山
区
清
水
一
丁
目(

清
水
寺
内)

お
と
わ
の
た
き

「
清
水
寺
」
の
寺
号
の
由
来
に
も

な
っ
て
い
る
音
羽
滝
は
、
古
く
か
ら

霊
水
と
し
て
有
名
で
、
和
歌
や
謡
曲

な
ど
に
多
く
詠
ま
れ
ま
し
た
。
戦
国

時
代
に
描
か
れ
た
「
清
水
寺
参
詣

曼
荼
羅

や

洛
中
洛
外
図
屏
風

(

上

」

「

」

ま

ん

だ

ら

杉
本)

な
ど
に
現
在
と
同
じ
三
本
の

筧
や
、
滝
に
打
た
れ
る
行
者
が
描

か
け
い

か
れ
て
い
ま
す
。
近
世
に
は
お
茶
の
水
と
し
て
、
ま
た
湯
浴
み
用
の
水

と
し
て
有
名
で
し
た
。

■
息
つ
ぎ
の
水

左
京
区
鞍
馬
本
町

鞍
馬
寺
本
殿
金
堂
の
奥
に
あ
り
、
牛
若
丸(

源

義

経)

が
武
術
の

み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

稽
古
の
あ
い
ま
に
の
ど
を
潤
し
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

■
亀
の
井

西
京
区
嵐
山
宮
町(

松
尾
大
社
内)

中
世
以
降
酒
造
り
の
神
様
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
き
た
、
松
尾
大
社

の
境
内
に
湧
く
井
戸
で
す
。
亀
は
鯉
と
と
も
に
松
尾
大
神
の
お
使
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
酒
造
家
の
間
で
は
こ
の
水
を
酒
に
混
ぜ
る
と
、
酒
が

お
い
し
く
な
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
六
孫
王
誕
生
水

南
区
壬
生
通
八
条
上
る(

六
孫
王
神
社
内)

ろ
く
そ
ん
の
う

源

満

仲
の
産
湯
に
使
用
し
た
と
も
、
そ
の
父
で
六
孫
王
と
称
し

み
な
も
と
の
み
つ
な
か

た
源

経

基
の
使
用
し
た
井
戸
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
代
の

み
な
も
と
の
つ
ね
も
と

井
戸
は
新
幹
線
の
高
架
橋
の
下
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
現
在
新

た
に
井
戸
が
掘
ら
れ
ま
し
た
。

■
醍
醐
水

伏
見
区
醍
醐
醍
醐
山

だ
い
ご
の
み
ず

醍
醐
寺
を
開
い
た
理
源
大
師

聖
宝

が
醍
醐
山
に
登
っ
た
時
、
ひ
と

し
ょ
う
ぼ
う

り
の
翁
が
現
れ
て
、
湧
き
水
を
飲
み
「
嗚
呼
醍
醐
味
な
る
哉
」
と
言
い

あ

あ

だ

い

ご

み

か
な

姿
を
消
し
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
醍
醐
の
地
名
の

由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
水
は
現
在
上
醍
醐

准
胝

堂
の
下
に
湧

じ
ゅ
ん
て
い

き
出
て
い
ま
す
。

■
御
香
水

伏
見
区
御
香
宮
門
前
町(

御
香
宮
内)

ご

こ

う

す

い

ご
こ
う
の
み
や

御
香
宮
神
社
は
も
と
も
と
御
諸
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
貞
観

み

も

ろ

四(

八
六
二)

年
に
境
内
で
清
水
が
湧
き
、
そ
の
水
が
芳
し
く
香
り
、
飲

ん
だ
人
の
病
気
が
た
ち
ま
ち
治
っ
た
た
め
、
社
名
を
御
香
宮
と
称
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
御
香
水
は
、
環
境
庁
が
昭
和
六
十

「

」

。

年
に
制
定
し
た

名
水
百
選

に
京
都
市
内
で
唯
一
選
ば
れ
て
い
ま
す

■
キ
ン
シ
正
宗
堀
野
記
念
館

中
京
区
堺
町
通
二
条
上
る

こ
の
地
は
天
明
元(

一
七
八
一)

年
に
キ
ン
シ
正
宗
の
創
業
者
、
初
代

松
屋
久
兵
衛
が
創
業
し
た
地
で
す
。
酒
造
り
の
道
具
や
看
板
な
ど
を
展

示
し
て
い
る
ほ
か
、
敷
地
内
に
は
「
桃
の
井
」
と
呼
ば
れ
る
井
戸
が
あ

り
、
そ
の
水
か
ら
作
っ
た
地
ビ
ー
ル
が
飲
め
ま
す
。
平
成
十
二
年
に
主

屋
・
蔵
な
ど
が
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。
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