
芸げ
い
い
ん員
」と
し
か
表
記
し
ま
せ
ん
で
し

た
。こ
れ
は
絵
は
技
術
で
描
く
も
の

で
は
な
く
、
教
養
、
人
生
、
つ
ま
り

画
家
の
境
涯
す
べ
て
で
描
く
も
の

と
い
う
翁
の
信
念
の
発
露
で
す
。

車
折
神
社
境
内
に
は
鉄
斎
翁
の

精
神
が
隅
々
ま
で
満
ち
て
い
ま
す
。

芸
能
人
の
名
前
が
書
か
れ
た
玉た
ま
が
き垣

を
探
す
だ
け
で
な
く
、境
内
に
残
る

翁
の
息
吹
を
是
非
探
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。な
お
、車
折
神
社
に

あ
っ
た
落
柿
舎
の
建
物
は
、現
在
と

あ
る
家
の
離
れ
座
敷
と
し
て
使
わ

れ
現
存
し
て
い
ま
す
。

（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
　
堤 

勇
二
）

車
折
神
社 

空
き
地
の
秘
密

五
月
は
葵
祭
の
月
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
眼
を
転
じ
て
三み
ふ
ね
ま
つ
り

船
祭
の

車く
る
ま
ざ
き折
神じ
ん
じ
ゃ社
を
採
り
上
げ
ま
し
ょ

う
。京
福
電
鉄
嵐
山
線
の
そ
の
名
も

ず
ば
り「
車
折
神
社
」駅
で
下
車
す

る
と
境
内
入
口
は
目
の
前
。参
道
に

向
か
っ
て
左
側
に
緑
の
空
き
地
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
か
つ
て
何
が

建
っ
て
い
た
か
ご
存
じ
で
す
か
？

実
は
こ
こ
に
は
あ
の
有
名
な

落ら
く

柿し
し
ゃ舎
が
建
っ
て
い
た
の
で
す
。

現
在
嵯
峨
野
散
策
に
欠
か
せ
な

い
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
落
柿
舎
は
、

向む
か
い井
去き
ょ
ら
い来
が
住
み
、
芭ば
し
ょ
う蕉
が
元
禄

四
年（
一
六
九
一
）
に
滞
在
し
て

「
嵯さ

が

の
峨
野
日に
っ
き記
」を
認
し
た
た
め
た
落
柿
舎

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。今
の
落
柿
舎
が

あ
る
場
所
は
、
近
江
の
義ぎ
ち
ゅ
う
じ

仲
寺
住

職
だ
っ
た
井い
の
う
え上
重じ
ゅ
う
こ
う
厚
が
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）に
再
興
し
た
と
こ
ろ

な
の
で
す
。

去
来
が
住
ん
だ
初
代
の
落
柿

舎
は
臨り
ん
せ
ん
じ

川
寺
の
東
側
、
下
嵯
峨
村

に
あ
り
ま
し
た
。
重
厚
が
再
興
し

た
現
在
地
の
落
柿
舎
は
弘こ
う
げ
ん
じ

源
寺

の
土
地
で
、
後
に
建
物
も
お
寺
の

所
有
と
な
っ
た
た
め
、
弘
化
三
年

（
一
八
四
七
）、三
代
目
落
柿
舎
が
車

折
神
社
の
境
内
に
建
て
ら
れ
た
の

で
す
。

落
柿
舎
は
そ
の
後
再
び
今
の
場

所
に
戻
り
、明
治
四
十
年
頃
に
雰
囲

気
抜
群
の
現
在
の
落
柿
舎
が
建
て

ら
れ
た
の
で
す
。

車
折
神
社
の
落
柿
舎
が
あ
っ
た

場
所
に
は
明
治
に
車
折
神
社
の
宮

司
と
な
っ
た
富と

み
お
か岡
鉄て
っ
さ
い斎
翁お
う

が
発
見

し
た
去
来
の
句
碑
が
ひ
っ
そ
り
と

置
か
れ
て
い
ま
す
。

芸
能
神
社
と
し
て
有
名
で
す
が
、

こ
の
鉄
斎
翁
こ
そ
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鉄
斎
翁
は
当
時
の
日
本
画
家
最

高
の
栄
誉
で
あ
る
帝て
い
し
つ室
技ぎ
げ
い
い
ん

芸
員
に

選
ば
れ
な
が
ら
、
本
人
は「
帝て
い
し
つ室

嵐電「車折神社」駅前の入口　写真左奥がその空き地
中央に建つ社標の裏に鉄斎「帝室芸員」の表記がある

雰囲気あふれる嵯峨野観光鉄板の名所・落柿舎

かつて落柿舎があった場所にある
去来の句碑

「柿ぬしや梢はちかき嵐山」
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