
　
　
　
　

ひ
と
こ
と

　

都
の
花
に
も
宗
盛
心
づ
く
し
の
花
見
に
も
心
晴
れ
や
ら
ぬ
熊
野

の
か
げ
り
を
前
半
と
し
、
後
半
、
暇
乞
い
が
許
さ
れ
、
俄
か
に
明
る

む
喜
び
と
華
や
ぎ
と
。
惜
春
の
情
緒
に
溢
れ
た
花
の
能
は
「
春
の
曙

の
ご
と
し
」
と
讃
え
ら
れ
、秋
の
夕
暮
れ
に
た
と
え
ら
れ
る
『
松
風
』

と
対
句
の
よ
う
な
曲
で
す
。

　

古
い
書
物
に
「
衣
装
華
や
か
に
結
構
な
る
を
着
す
べ
し
」
と
、
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
熊
野
は
華
麗
な
装
束
に
身
を
包
み
、
豪
華
な

花
見
車
の
美
し
さ
の
中
で
、
身
の
愁
い
、
心
の
愁
い
と
し
て
の
落
花

哀
惜
の
情
を
見
せ
る
の
で
す
。

　

京
の
花
の
名
所
の
か
ず
か
ず
に
、
散
り
易
い
花
の
命
と
母
の
命
を

重
ね
て
、
も
の
の
華
や
ぎ
と
滅
び
の
美
し
さ
を
描
き
、
逝
く
春
、
逝

く
命
、
ひ
い
て
は
平
家
の
束
の
間
の
命
を
予
感
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

文
の
段
、
酒
宴
の
舞
、
村
雨
に
散
る
花
、
短
冊
の
段
、
帰
国
の
喜
び

と
、
王
朝
絵
巻
さ
な
が
ら
の
劇
的
展
開
で
す
。

　
「
平
家
物
語
」
に
取
材
し
た
作
品
は
、
大
き
く
分
け
て
夢
幻
的
な

修
羅
能
と
現
在
的
な
劇
能
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
『
熊
野
』
は
、
平
宗
盛
と
い
う
実
在
の
人
物
と
、
仕
え
て
い
た
熊

野
と
い
う
遊
女
が
舞
台
に
現
れ
て
、
花
の
都
の
一
日
の
出
来
事
を
描

き
出
し
た
現
在
進
行
形
の
ド
ラ
マ
で
す
。
つ
ま
り
、
歴
史
上
の
有
名

な
実
在
の
人
物
が
現
れ
、
シ
テ
と
ワ
キ
と
し
て
、
お
互
い
に
葛
藤
し

な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
出
来
事
を
引
き
起
こ
し
て
ゆ
く
、
日
常
的
な

東
へ
帰
る
名
残
か
な   　
　
能  　

熊
野

村

瀬

和

子

詩　
　

人

三
段
之
舞　

短
冊
之
留

　

五　
　

流　
（
喜
多
流
『
湯
谷
』）
三
番
目
物   

　

作　
　

者
─
不
詳

　

典　
　

拠
─
平
家
物
語

　

季  

・   

所　

春 
平
家
全
盛
の
頃
・
京
都
平
宗
盛
邸
・
清
水
寺

　

登
場
人
物　

シ
テ
─
熊
野　

ツ
レ
─
侍
女
・
朝
顔

　
　
　
　
　
　

ワ
キ
─
平
宗
盛　

ワ
キ
ツ
レ
─
従
者

　
　
　
　

あ
ら
す
じ

　

平
宗
盛
は
、
遠
江
の
国
池
田
の
宿
の
遊
女
熊
野
を
寵
愛
し
、
長

く
都
に
住
ま
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
国
元
よ
り
侍
女
の
朝

顔
が
訪
れ
、
老
母
の
病
が
重
い
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
熊
野
は
母
の

手
紙
を
読
み
、
暇
を
乞
い
ま
す
が
許
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
花
見
に

連
れ
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
山
へ
の
花
見
車
、
名
所
の
桜
の
花
盛
り
も
、
病
母
を
憂
え
て

熊
野
の
心
は
沈
み
が
ち
で
す
。
清
水
寺
に
着
く
と
酒
宴
と
な
り
ま

し
た
。
熊
野
は
宗
盛
の
望
み
で
心
な
ら
ず
も
舞
を
舞
い
ま
す
。

　

折
か
ら
の
村
雨
に
花
の
散
る
の
を
見
て
母
の
命
を
思
い「
い
か
に

せ
ん
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
馴
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
散
る
ら
む
」の

一
首
を
短
冊
に
し
た
た
め
ま
す
。
さ
す
が
の
宗
盛
も
心
動
か
さ
れ
、

許
さ
れ
た
熊
野
は
、宗
盛
に
心
を
残
し
つ
つ
故
郷
へ
帰
り
ま
す
。



人
情
劇
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
解
り
や
す
く
親
し
み
や

す
い
の
で
昔
か
ら
ひ
と
び
と
に
親
し
ま
れ
、
上
演
回
数
は
、
室
町
期

の
記
録
で
も
流
行
曲
の
王
座
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

出
典
と
熊
野
に
つ
い
て

　

出
典
は
、平
家
物
語
の「
海
道
下
り
」の
一
章
で
す
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
の
谷
の
合
戦
で
生
け
捕
り
に
な
っ
た
宗
盛
の
弟
・
重
衡
が
鎌
倉
に

護
送
さ
れ
る
途
中
、
天
竜
川
西
岸
の
池
田
の
宿
に
宿
泊
し
ま
す
。
重

衡
に
同
情
し
た
宿
の
長
者（
遊
女
宿
の
女
主
人
）熊
野
の
娘
侍
従
が
一

首
の
歌
を
詠
み
、
そ
の
奥
ゆ
か
し
さ
に
名
を
尋
ね
る
と
、

　
　
「
あ
れ
こ
そ
屋
島
の
大
臣
殿
の
当
国
の
守
に
て
わ
た
ら
せ
姶
ひ

　
　

し
と
き
、
召
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
御
最
愛
候
ひ
し
に
、『
老
母
の

　
　

い
た
は
り
』と
て
し
き
り
に
暇
申
し
け
れ
ど
も
、
賜
は
ざ
り
け

　
　

れ
ば
、
こ
ろ
は
弥
生
の
は
じ
め
に
て
も
や
候
ひ
け
ん
、

　
　

い
か
に
せ
ん
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
慣
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や

　
　

散
る
ら
む

　
　

と
つ
か
ま
つ
り
て
、
御
暇
賜
は
り
て
ま
か
り
く
だ
り
候
ひ
し
、

　
　

海
道
一
の
名
人
に
て
候
」と
ぞ
申
し
け
る
。

　

遠
江
の
国
池
田
の
宿
の
長
・
熊
野
と
い
う
人
の
娘
は
海
道
一
の
有

名
な
遊
女
で
、
名
を
侍
従
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
平
宗
盛
が
、
ま

だ
遠
江
守
で
あ
っ
た
頃
、
愛
人
と
な
り
ま
し
た
が
、
宗
盛
の
任
果
て

て
の
ち
、
都
に
伴
わ
れ
た
女
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
侍
従
は
、
能
で
は
母
の
名
を
取
り
違
え
ら
れ
た
ま
ま
主
人
公

に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
、
熊
野
と
呼
ば
れ
曲
名
に
も
な
り
ま
し
た
。
許

さ
れ
て
池
田
の
宿
に
帰
っ
た
侍
従
は
、
そ
の
後
池
田
の
宿
の
長
と
し

て
母
の
後
を
継
い
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

　

貴
族
に
仕
え
る
遊
女
に
と
っ
て
和
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
必

須
の
教
養
で
し
た
。
熊
野
は「
い
か
に
せ
ん
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど

慣
れ
し
あ
づ
ま
の
花
や
散
る
ら
む
」と
い
う
名
歌
を
も
っ
て
、
宗
盛

の
心
を
動
か
し
、
帰
郷
を
許
さ
れ
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て「
海

道
一
の
名
人
」と
記
さ
れ
た
の
で
す
。

　
　
　
　

宗
盛
に
つ
い
て

　

宗
盛
は
平
清
盛
の
次
男
で
、
兄
の
重
盛
が
父
に
先
立
っ
て
死
に

（
一
一
七
九
）、
そ
の
二
年
後
治
承
五
年
清
盛
の
死
後
、
名
実
と
も
に

平
家
一
門
の
中
心
人
物
と
な
り
ま
し
た
。「
平
家
物
語
」や「
吾
妻
鏡
」

で
は
、
宗
盛
は
、
負
け
戦
ば
か
り
重
ね
る
凡
庸
無
能
・
卑
怯
未
練
の

つ
ま
ら
ぬ
武
将
と
し
て
冷
淡
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

舞
台
に
そ
っ
て

　

舞
台
が
始
ま
る
と
ワ
キ
宗
盛
が
登
場
し
て
、
舞
台
中
央
で
い
き
な

り〈
こ
れ
は
平
宗
盛
な
り
〉と
名
乗
り
ま
す
。
異
色
の
登
場
で
す
。
史

的
宗
盛
像
を
排
除
し
て
別
の
宗
盛
像
を
宣
言
し
、
権
勢
並
び
な
き

平
家
の
嫡
流
と
し
て
の
闊
達
さ
と
磊
落
さ
が
、
こ
の
貴
公
子
に
は
あ

る
の
で
す
。
続
い
て
熊
野
の
素
性
と
境
遇
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
簡

潔
な
舞
台
展
開
で
す
。

　

ツ
レ
朝
顔
が
故
郷
の
母
の
文
を
携
え
て
登
場
し

　
　

〽
夢
の
間
惜
し
き
春
な
れ
や
。
咲
く
頃
花
を
尋
ね
ん
。

　

と
母
の
命
を
暗
示
し
ま
す
。
シ
テ
熊
野
の
登
場
歌
は
、

　
　

〽
草
木
は
雨
露
の
恵
み
。
養
ひ
得
て
は
花
の
父
母
た
り
。
い
は

　
　

ん
や
人
間
に
於
い
て
を
や
。
あ
ら
御
心
も
と
な
や

病
母
を
思
い
、
雨
露
に
養
わ
れ
る
草
木
や
花
を
見
て
も
心
を
痛
め
る

憂
愁
の
情
趣
を
し
み
じ
み
と
漂
わ
せ
ま
す
。



老
母
の
病
が
重
い
こ
と
を
知
っ
た
熊
野
は
、
文
を
宗
盛
に
見
せ
て
暇

を
乞
お
う
と
し
ま
す
。

　

〽
何
と
故
郷
の
方
よ
り
の
文
と
候
や
。さ
ら
ば
共
に
読
み
候
べ
し

　

宗
盛
が
一
緒
に
読
も
う
と
、
共
に
読
み
始
め
る
手
紙
は
、
い
わ

ゆ
る
「
文
之
段
」
と
し
て
聞
か
せ
ど
こ
ろ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
伊
勢
物
語
」の「
老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
れ
の
あ
り
と
い
え
ば
い
よ

い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
か
な
」を
、
巧
み
に
引
用
し
て
直
接
語
る
の

で
は
な
く
、
手
紙
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
老
母
の
病
気
の
様
子
と
、

熊
野
の
し
み
じ
み
と
し
た
感
慨
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
優
れ
た
演
出

で
す
。

　

熊
野
に
は
、
宗
盛
の
も
と
を
離
れ
た
く
な
い
の
に
、
故
郷
の
母

に
は
会
い
た
い
と
い
う
心
理
の
二
重
性
が
あ
り
ま
す
。
宗
盛
の
愛

は
権
力
者
の
一
方
的
な
愛
で
は
な
く
、
女
の
心
を
捉
え
て
い
る
自

信
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
余
裕
の
あ
る
愛
情
で
し
た
。
熊
野
を
手
元

に
置
い
て
お
こ
う
と
す
る
強
引
さ
は
、
一
面
に
於
い
て
、
愛
情
の

表
現
で
あ
る
よ
う
に
、
熊
野
の
一
途
な
帰
国
の
願
い
に
も
甘
え
が

あ
る
の
で
し
た
。

　

こ
の
微
妙
な
心
理
的
駆
け
引
き
は
、
花
見
車
を
境
に
舞
台
が
大
き

く
変
わ
り
ま
す
。

　

〽
牛
飼
ひ
車
寄
せ
よ
と
て
、
牛
飼
ひ
車
寄
せ
よ
と
て

　

車
出
シ
の
ア
シ
ラ
ヒ
と
い
う
特
殊
な
囃
子
が
入
っ
て
車
の
作
り
物

が
出
さ
れ
ま
す
。

　

宗
盛
に
は
熊
野
に
暇
を
与
え
た
い
気
持
ち
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ

の
春
の
花
を
熊
野
と
共
に
見
た
い
と
い
う
気
持
は
さ
ら
に
強
い
も
の

が
あ
り
、
宗
盛
は
熊
野
の
願
い
を
押
し
切
り
ま
す
。
熊
野
は
病
母
の

も
と
へ
帰
り
た
い
と
願
う
心
を
抑
え
て
、
宗
盛
の
命
令
に
従
っ
て
心

な
ら
ず
も
花
見
車
に
乗
る
の
で
す
。

　

〽
名
も
清
き
、
み
ず
の
ま
に
ま
に
と
め
来
れ
ば
、
川
は
音
羽
の
山

　
　

桜
、
東
路
と
て
も
東
山
、
せ
め
て
そ
な
た
の
な
つ
か
し
や
。 　

 

　

愁
い
に
沈
む
熊
野
に
さ
く
ら
の
景
色
は
見
え
ず
、
母
の
住
む
東
の

空
を
見
て
涙
を
抑
え
ま
す
。

　
　
　
　

一
転
し
て

　

〽
四
条
五
条
の
橋
の
上
。
老
若
男
女
貴
賎
都
鄙
。
色
め
く
花
衣
袖
を

　
　

連
ね
て
行
く
末
の
。
雲
か
と
見
え
て
八
重
一
重
。
咲
く
九
重
の
花

　
　

盛
り
名
に
負
ふ
春
の
気
色
か
な
。

　

陽
春
の
行
楽
に
雑
踏
す
る
駘
蕩
た
る
景
色
。

　

河
原
表
か
ら
清
水
寺
ま
で
、
八
条
の
宗
盛
邸（
新
幹
線
京
都
駅
付
近
）を

出
発
し
、
車
大
路
を
通
り
、
六
波
羅
、
愛
宕
の
寺
、
六
道
の
辻
、
鳥

部
山
、
経
書
堂
、
子
安
の
塔
、
車
宿
り
、
馬
留
め
を
経
て
清
水
寺
ま

で
の
道
行
。『
熊
野
』の
花
見
は
、
京
都
周
辺
の
名
所
を
巡
り
、
こ
の

長
い
名
所
巡
り
が
能
の
中
心
と
響
き
あ
っ
て
、
女
主
人
公
の
哀
し
み

に
色
を
添
え
ま
す
。

　
『
熊
野
』が
名
曲
と
い
わ
れ
る
の
は
、
名
所
巡
り
が
次
第
に
曲
の
緊

張
感
を
高
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
熊
野
の
視
線
の
美
し
さ

が
彼
女
の
置
か
れ
た
複
雑
な
立
場
を
屈
折
さ
せ
て
、
刻
々
と
流
れ
る

時
間
の
流
れ
は
、
心
の
移
り
行
き
で
あ
り
、
咲
き
誇
る
桜
に
や
が
て

散
り
ゆ
く
も
の
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
す
。

　

熊
野
の
老
母
の
思
う
心
情
を
巧
み
に
織
り
込
み
、
古
代
中
世
の
地

名
づ
く
し
、
物
づ
く
し
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
や
物
の
精
霊
を
呼
び

集
め
る
咒
詞
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

清
水
寺
に
着
き
、
車
が
引
か
れ
ま
す
。
熊
野
は

　

〽
南
無
や
大
慈
大
悲
の
観
世
音
母
に
逢
わ
せ
て
賜
び
給
へ

　

観
音
堂
に
一
人
閉
じ
篭
も
り
、
母
と
の
再
会
を
祈
り
ま
す
。



　

〽
な
に
と
て
御
当
座
な
ど
を
も
遊
ば
さ
れ
候
は
ぬ

　

酒
席
に
侍
る
熊
野
は
、母
の
こ
と
を
思
う
と
同
時
に
、花
見
の
宴
を
司

る
女
主
人
と
し
て
即
興
の
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
け
な
げ
に
勧
め
ま
す
。

　

〽
花
前
に
蝶
舞
ふ
紛
々
た
る
雪
、
柳
上
に
鴬
飛
ぶ
片
々
た
る
金
。

　
　

花
は
流
水
に
随
っ
て
香
の
来
る
こ
と
疾
し
。鐘
は
寒
雲
を
隔
て
て

　
　

声
の
到
る
こ
と
遅
し
。

　

酒
宴
は
盛
り
上
が
り
、
熊
野
は
桜
の
精
の
よ
う
に
晴
れ
や
か
に
朗

詠
し
ま
す
。
一
曲
の
中
心
的
叙
情
で
す
。

　

熊
野
は
宗
盛
に
酌
を
し
、
酌
を
し
た
扇
を
開
い
た
ま
ま
舞
い
始
め

ま
す
。突
然
の
村
雨
に
よ
っ
て
、無
残
に
散
り
ゆ
く
花
。熊
野
は
、母
の

命
を
救
う
よ
う
に
花
を
掬
い
、花
を
扇
に
受
け
、涙
を
流
す
の
で
し
た
。

　

〽
山
の
名
の
。
音
羽
嵐
の
花
の
雪
、
深
き
情
を
人
や
知
る
。

　

散
り
紛
う
落
花
の
雪
、深
い
悲
し
み
と
表
裏
一
体
と
な
る
、「
春
雨
の

降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば
」
の
古
歌
を
想

い
起
し
、
堰
を
切
っ
た
た
よ
う
に

　

〽
い
か
に
せ
ん
都
の
春
も
惜
し
け
れ
ど
馴
れ
し
東
の
花
や
散
る
ら
む

　

と
自
分
の
想
い
を
短
冊
に
し
た
た
め
ま
す
。
心
を
動
か
さ
れ
た
宗

盛
は
、
熊
野
の
帰
国
を
許
し
ま
す
。

　

観
音
信
仰
と
、ふ
る
さ
と
へ
帰
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
和
歌
の
功
徳
。

和
歌
説
話
、霊
験
説
話
、芸
能
説
話
を
下
敷
き
と
し
て
、遊
女
な
れ
ば

こ
そ
、
芸
に
も
教
養
に
も
優
れ
た
当
時
の
理
想
の
女
性
と
し
て
の
姿

が
能
に
描
き
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

帰
郷
を
許
さ
れ
、い
そ
い
そ
と
〽
東
路
さ
し
て
行
く
道
の　

の
繰
り

返
し
が
熊
野
の
遠
ざ
か
り
行
く
距
離
と
な
り
、

　

〽
花
を
見
捨
つ
る
雁
の
、
そ
れ
は
越
路
、
我
は
ま
た
、
東
に
帰
る

　
　

名
残
か
な
。

　

宗
盛
に
名
残
を
惜
し
み
つ
つ
、華
や
ぎ
の
う
ち
に
一
抹
の
寂
寥

感
を
漂
わ
せ
、春
愁
の
能
は
終
わ
り
ま
す
。　
　
　
　

　
　
　
　

小
書
に
つ
い
て

　
三
段
之
舞　

三
段
之
舞
に
つ
い
て
紀
州
徳
川
家
の
能
役
者
徳
田
隣
忠

の「
隣
忠
秘
抄
」に「
古
代
は
熊
野
は
三
段
に
極
り
た
る
由
な
り
。心
は

宗
盛
に
望
ま
れ
舞
は
舞
へ
ど
も
老
母
の
痛
み
は
心
に
忘
れ
ず
心
進
ま

ず
舞
ふ
ゆ
へ
短
く
舞
ふ
心
な
り
」と
あ
り
ま
す
。

　

ワ
キ
に
酌
を
し
た
扇
を
開
い
た
ま
ま
舞
い
始
め
ま
す
。カ
カ
リ
初

段
を
抜
き
、本
来
は
五
段
の
舞
を
三
段
に
舞
い
ま
す
。一
刻
も
早
く
舞

い
上
げ
た
い
心
情
か
ら
で
す
。「
舞
金
剛
」と
い
わ
れ
ま
す
。華
麗
で
お

お
ら
か
な
舞
が
拝
見
出
来
る
で
し
ょ
う
。

短
冊
之
留　

金
剛
流
の
み
の
非
常
に
珍
し
い
演
出
で
、
本
日
の
見
ど

こ
ろ
で
す
。シ
テ
が
懐
中
か
ら
短
冊
を
取
り
出
し
、和
歌
を
書
き
始
め

ま
す
。ワ
キ
は
墨
つ
ぎ
二
回
で
謡
い
出
せ
る
よ
う
に
立
っ
て
シ
テ
の

横
へ
行
き
、
中
腰
に
な
り〈
い
か
に
せ
ん
都
の
春
も
お
し
け
れ
ど
〉と

上
の
句
を
謡
い
、シ
テ
が〈
馴
れ
し
東
の
花
や
散
る
ら
む
〉と
下
の
句

を
謡
い
ま
す
。ワ
キ
は〈
げ
に
道
理
な
り
哀
れ
な
り
…
〉と
謡
い
、地
に

な
っ
て
、ワ
キ
は
立
ち
、脇
座
に
戻
り
ま
す
。演
出
は
多
様
で
す
。

　
　
　
　

作
り
物
に
つ
い
て

花
見
車　

割
り
竹
を
使
っ
た
作
り
物
は
、
上
半
分
に
庇
を
模
し
た
装

飾
が
あ
り
窓
も
あ
り
ま
す
。
半
円
形
の
屋
根
が
紅
色
の
布
で
覆
わ
れ
、

紅
緞
で
巻
い
た
竹
細
工
の
造
型
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
艶
め
か
し
く

可
憐
な
色
め
い
た
雰
囲
気
が
漂
い
ま
す
。
輪
は
、
片
方
は
十
文
字
に
、

も
う
一
方
は
ハ
ス
に
な
る
よ
う
に
着
け
ら
れ
、
車
が
動
い
て
い
る
よ

う
に
と
、
細
や
か
な
配
慮
で
す
。

             　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   



《熊野道行地図》熊野の道行

馬 留 め

子 安 の 塔

車 宿 り

経 書 堂

六道珍皇寺 

愛 宕 の 寺 

六 道 の 辻

念 仏 寺

車 止 め 跡

五 条 橋

平 宗 盛 館

清水寺仁王門の左手にある

家並みが途絶えた植え込みのな
かに子安堂の跡の碑がある

清水坂のみやげ物屋の間にある
古いお堂の辺りにあったといわれる

三年 ( 産寧 ) 坂と清水坂の交わる
角にある

ここにも「六道の碑」があり、門
前の南の道が六道の辻といわれ
ている

六道の辻の北側にあったといわ
れる

南西の西福寺の角に「六道の辻」
の碑がある

松原警察署あたりが念仏寺跡

川端通りを過ぎ、宮川町通りを少
し下がった壽延寺は車止め跡とい
われている
橋は車は通れず、車は川を渡って、
人だけが輿で橋を渡った

現在の松原橋あたり

現在のJR 京都駅高倉陸橋あたり

村瀬和子氏提供資料による




