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上
京
区
内
に
は

｢
長
者
町｣

と
い
う

横
の
通
り
が
、
上
・
中
・
下
の
三
本
あ

り
ま
す
。
周
辺
の
通
り
か
ら
す
る
と
、

あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

も
思
え
ま
す
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
東

は
京
都
御
苑
に
沿
っ
た
烏
丸
通
に
始
ま

り
、
そ
の
終
点
は
千
本
通
の
西
で
迷
路

の
よ
う
に
な
っ
て
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

上
長
者
町
通
は
平
安
京
の
土
御
門

つ
ち
み
か
ど

大

路
、
下
長
者
町
通
は
鷹
司

た
か
つ
か
さ

小
路
に
当
り
、
二
町
北
の

一
条
大
路
が
平
安
京
の
北

端
と
な
り
ま
す
。
都
城
の

官
庁
街
で
あ
る
大
内
裏

だ
い
だ
い
り

は

も
と
も
と
八
町
四
方
の
正

方
形
で
、
南
北
を
二
条
大

路
と
一
条
大
路
に
挟
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
四
面

に
は
三
つ
ず
つ
の
門
が
あ
っ

て
宮
城
十
二
門
と
い
い
、

有
力
氏
族
に
造
営
と
警
衛

が
課
せ
ら
れ
、
門
の
名
称
に
も
な
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
平
城
京
で
は
大

内
裏
が
北
へ
二
町
拡
張
さ
れ
て
南
北
十

町
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
長
岡
京
や
平

安
京
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
か
は
諸
説
が
あ

り
、
平
安
京
造
営
当
初
は
八
町
四
方
で

あ
っ
た
の
か
、
北
へ
二
町
広
げ
ら
れ
て

い
た
の
か
、
さ
ら
に
平
安
京
の
都
城
も

北
へ
二
町
広
が
っ
て
い
た
の
か
、
諸
説

紛
々
と
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
都
城
の
北
端
は
北
へ
二
町
広
げ
ら

れ
、
そ
こ
が
一
条
大
路(

北
京
極
大
路)

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
内
裏

の
東
面
と
西
面
に
は
二
町
毎
の
門
の
ほ

か
に
、
北
方
に
も
う
一
つ
門
が
必
要
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
上
東

じ
ょ
う
と
う
門
と
上
西

じ
ょ
う
さ
い

門
で
、
他
の
十
二
門
の
よ
う
な
朱
塗
瓦

葺
の
壮
大
な
門
で
な
く
、
土
塀
を
く
り

抜
い
て
扉
を
つ
け
た
簡
易
な
門
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
土
の
門
―

土
御
門

つ
ち
み
か
ど

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
大
路
の
名

称
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
大
内
裏
の

東
・
南
・
西
の
三
面
の
門
の
名
称
も
大

路
の
名
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
土
御
門

大
路
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
土

御
門
大
路
や
鷹
司
小
路
は
今
の
京
都
御

苑
を
東
へ
抜
け
て
東
京
極
大
路
ま
で
続

い
て
い
ま
し
た
。
土
御
門
大
路
は
発
生

の
由
来
か
ら
か
、
大
内
裏
の
建
物
の
間

を
東
西
に
突
き
抜
け
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
ほ
か
の
二
条
大
路
ま
で
の
大
路
小

路
は
大
内
裏
の
建
物
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
現
在
の
三
つ
の
長
者
町
通

は
、
平
安
京
の
左
京
北
辺
の
二
坊
か
ら

四
坊
、
一
条
の
二
坊
か
ら
四
坊
に
当
た

り
ま
す
。
大
宮
通
よ
り
西
は
大
内
裏
に

な
り
ま
す
の
で
、
宮
殿
や
官
庁
が
立
ち

並
ぶ
一
帯
で
し
た
。
今
の
長
者
町
の
西

方
が
迷
路
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

中
世
に
大
内
裏
荒
廃
後
の
内
野
で
あ
っ

た
か
ら
で
し
ょ
う
。

烏
丸
通
下
長
者
町
角
の
京
都
ガ
ー
デ

ン
パ
レ
ス
の
入
口
に｢

土
御
門
内
裏
跡｣

の
石
碑
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
表
示
の

通
り
、
こ
の
周
辺
に
は

｢

土
御
門｣

を

名
乗
る
邸
宅
が
平
安
時
代
以
来
、
多
数

あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
条
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院
を
は
じ
め
高
級
住
宅
地
と
し
て
栄
え

た
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
土
御
門
殿
は
里さ
と

内
裏
だ
い
り

と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ

で
、
里
内
裏
と
は
天
皇
が
臨
時
に
母
方

の
里
、
つ
ま
り
外
祖
父
の
邸
を
内
裏
と

し
た
と
こ
ろ
を
い
い
ま
す
。
災
害
や
穢

れ
、
方
違
な
ど
の
避
難
先
で
も
あ
っ
た

の
で
す
。

天
皇
の
住
居
で
あ
る
内
裏
は
、
鎌
倉

時
代
の
承
久
元
年

(

一
二
一
九)

ま
で

に
十
五
回
も
火
災
に
遭
遇
し
、
そ
の
再

建
中
の
安
貞
元
年

(

一
二
二
七)

四
月

に
罹
災
し
た
の
を
最
後
に
再
建
を
断
念

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後

は
土
御
門
殿
、
閑
院
殿
、
富
小
路
殿
な

ど
を
内
裏
と
し
ま
し
た
が
、
鎌
倉
時
代

末
期
の
元
弘
二
年

(

一
三
三
二)

に
持

明
院
統

(

北
朝)

の
光
厳
天
皇
の
即
位

に
よ
り
東
洞
院
土
御
門
殿
に
固
定
し
ま

す
。
こ
の
地
点
が
今
の
京
都
御
所
の
紫

宸
殿
周
辺
に
当
た
り
ま
す
。
明
徳
三
年

(

一
三
九
二)

、
南
北
朝
の
合
一
に
よ
り
、

里
内
裏
か
ら
恒
久
的
な
皇
居
に
定
め
ら

れ
ま
し
た
。
室
町
時
代
を
通
じ
て
規
模

を
拡
大
し
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
は
周

囲
の
公
家
町
の
集
住
も
あ
っ
て
、
今
の

京
都
御
苑
の
範
囲
に
拡
張
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

平
安
時
代
に
は
高
級
住
宅
地
と
し
て

栄
え
た
こ
の
一
帯
も
、
室
町
時
代
の
応

仁
の
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
ま
す
。
乱
後

の
復
興
に
よ
り

｢

新
在
家

し
ん
ざ
い
け｣

と
称
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
新
町
通
今
出
川
上

る
に｢

元
新
在
家
町｣

が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
は
も
と
も
と
羽
二
重
の
産
地
で
、

応
仁
の
乱
後
、
人
家
が
建
て
連
ね
た
こ

と
に
よ
っ
て
新
在
家
と
称
し
ま
し
た
が
、

ま
す
ま
す
人
口
が
増
え
て
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
の
上
長
者
町
烏
丸
の
あ
た

り
に
転
居
し
、
新
在
家
ま
た
は
今
在
家

と
名
づ
け
た
と
い
う
伝
え
も
あ
り
ま
す
。

上
長
者
町
通
の
周
辺
に
は
、
北
新
在
家

町
や
南
新
在
家
町
、
今
新
在
家
町
と
い
っ

た
町
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
安
土
桃
山

時
代
の
天
正
年
間

(

一
五
七
三
〜
一
五

九
二)

に
な
る
と
豊
臣
秀
吉
の
天
下
統

一
に
よ
り
都
市
経
済
が
発
達
し
ま
す
。

新
在
家
に
は
貨
幣
の
両
替
商
な
ど
の
金

融
業
者
が
営
業
す
る
よ
う
に
な
っ
て
富

裕
の
地
と
い
わ
れ
、
長
者
町
の
名
が
で

き
た
と
い
い
ま
す
。

烏
丸
通
西
側
の
上
長
者
町
と
下
長
者

の
間
に
は
Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
会
館
と
京
都
ガ
ー

デ
ン
パ
レ
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
幕
末
に

は
水
戸
徳
川
屋
敷
が
あ
り
、
そ
の
周
辺

は
今
の
京
都
御
苑
の
公
家
町
と
一
体
化

し
て
い
ま
し
た
。
上
長
者
町
上
る
は
醍

醐
家
、
下
長
者
町
上
る
は
中
院
家
の
邸

で
し
た
。

上
長
者
町
通
を
烏
丸
か
ら
西
へ
歩
い

て
み
ま
し
ょ
う
。
現
在
で
は
堀
川
ま
で

何
の
変
哲
も
な
い
裏
道
と
い
っ
た
感
じ

で
す
。
実
際
に
は
名
所
旧
蹟
と
い
え
る

よ
う
な
と
こ
ろ
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
町
名
を
た
ど
っ
て
み
る
と
由
緒

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
烏
丸
西
入
の

元
浄
花
院
町
は
民
家
が
二
軒
あ
る
だ
け

で
す
が
、
天
正
年
間
に
寺
町
広
小
路
上

る
へ
移
っ
た
清
浄
華
院

し
ょ
う
じ
ょ
う
け
い
ん
の
旧
地
で
し
た
。

室
町
西
入
の
元
土
御
門
町
、
新
町
西
入

の
土
御
門
町
は
、
い
ず
れ
も
上
長
者
町

通
の
古
名
で
あ
る
土
御
門
大
路
を
受
け

つ
い
で
い
ま
す
。『

今
昔
物
語』

に｢

晴
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明
が
家
は
土
御
門
よ
り
は
北
、
西
洞
院

よ
り
は
東｣

と
あ
っ
て
陰
陽
家
の
安
倍

晴
明
の
家
が
あ
っ
た
場
所
と
推
定
さ
れ

て
お
り
、
晴
明
の
子
孫
が
土
御
門
の
姓

を
称
し
た
の
も
、
そ
の
由
縁
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
場
所
は
京
都
ブ
ラ
イ
ト

ン
ホ
テ
ル
の
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。

や
が
て
堀
川
に
架
か
る
上
長
者
町
橋

に
た
ど
り
つ
き
ま
す
が
、
不
思
議
な
こ

と
に
堀
川
通
を
横
断
で
き
ま
せ
ん
。
今

の
堀
川
通
は
昭
和
二
十
年
の
終
戦
直
前
、

空
襲
に
よ
る
延
焼
を
防
ぐ
火
除
地
と
し

て
、
堀
川
の
右
岸
か
ら
西
へ
五
十
メ
ー

ト
ル
幅
の
住
家
を
取
毀
し
ま
し
た
。
そ

の
時
の
西
堀
川
通
は
堀
川
の
右
岸
ま
で

住
家
が
密
集
し
、
今
の
堀
川
通
の
中
央

や
や
東
に
細
い
道
が
あ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
道
路
が
直
進
せ
ず
に

喰
い
違
う
の
は
、
京
都
の
市
街
地
の
通

例
で
、
広
い
道
を
民
有
地
に
取
り
こ
ん

で
行
っ
た
名
残
り
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

上
長
者
町
通
は
こ
こ
で
三
十
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
南
へ
ず
れ
て
西
進
し
ま
す
。
黒

門
通
の
辻
の
南
に
北
小
大
門

き
た
こ
だ
い
も
ん

町
、
さ
ら

に
下
長
屋
町
と
の
間
に
南
小
大
門
町
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
聚
楽
第
の
外
廓
の

通
用
門
で
あ
る
小
大
門
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
聚
楽
第
に
由

来
す
る
町
名
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
聚

楽
第
は
豊
臣
秀
吉
が
自
ら
の
権
力
を
誇

示
す
る
た
め
に
造
営
し
、
天
正
十
六
年

(

一
五
八
八)

に
後
陽
成
天
皇
を
迎
え

て
、
諸
侯
に
忠
誠
を
誓
わ
せ
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
住
ん
だ
養
子
秀
次
を
謀
反
の
疑

い
で
追
放
し
た
あ
と
、
徹
底
的
に
破
却

を
命
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
全
貌
を
知

る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
範
囲
さ
え

諸
説
が
入
り
乱
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、

破
却
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
遺
跡
が
発
見

さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
残
さ
れ
た
町

名
を
も
っ
て
聚
楽
第
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
た
の
で
す
。
東
は
大
宮
、
西
は
浄

福
寺
ま
た
は
千
本
、
北
は
一
条
、
南
は

下
立
売
と
い
う
の
が
一
般
的
な
説
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

さ
て
、
上
長
者
町
通
は
下
長
者
町
通

と
と
も
に
聚
楽
第
に
よ
る
町
名
の
多
い

と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
当
時
居
住
し
た
武

将
の
名
に
因
む
町
名
も
あ
り
ま
す
。
主

な
も
の
を
た
ず
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
大

宮
通
の
辻
よ
り
南
一
帯
を
東
堀
町
と
い

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
か
に
東
の
外
濠

で
す
。
こ
の
町
内
に

｢

梅
雨
つ

ゆ

の
井｣

が

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
付
近
は
低
地
で

あ
っ
た
た
め
か
梅
雨
の
終
り
に
は
こ
の

井
戸
の
水
が
溢
れ
る
、
そ
の
水
が
流
れ

て
行
っ
た
の
が
出
水
通
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
は
八
雲
神
社
が
祀
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
廃
絶
し
、
そ
の
跡
地

が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
る
と
い
う
の
で
、

地
元
で
は

｢

梅
雨
の
井｣

を
守
る
た
め

の
大
き
な
保
存
運
動
も
起
き
ま
し
た
。

幸
い
に
も
そ
の
跡
地
は
残
さ
れ
ま
し
た

が
今
も
荒
地
と
化
し
て
い
ま
す
。
松
屋

町
通
か
ら
裏
門
通
の
付
近
に
も
、
洲
浜

東
町
・
洲
浜
町
・
洲
浜
池
町
が
あ
り
ま

す
。
い
ず
れ
も
聚
楽
第
に
あ
っ
た
洲
浜
す
は
ま

池
に
よ
る
も
の
で
、
池
畔
に
洲
浜
を
作

る
広
大
な
庭
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
そ
の
西
に
は
下
山
里
町
や
山
里

町
が
あ
っ
て
、
山
里
の
景
を
庭
園
に
し

た
と
い
う
聚
楽
第
の
景
物
を
偲
ば
せ
て

く
れ
ま
す
。

こ
の
先
に
不
思
議
な
町
名
が
二
つ
あ

り
ま
す
。
浄
福
寺
通
の
西
、
上
長
者
町
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通
に
新
柳
馬
場
頭
町
、
下
長
者
町
通
の

新
御
幸
町
の
二
つ
の
町
名
で
す
。
こ
れ

で
連
想
さ
れ
る
の
は
左
京
区
新
洞
学
区

の
町
名
で
す
、
仁
王
門
通
を
挟
ん
で
南

北
に
、
同
じ
よ
う
な

｢
新｣

の
つ
く
町

名
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
宝
永
五
年

(

一
七
〇
八)

の
大
火
で
京
都
が
焼
野

原
と
な
っ
た
あ
と
、
公
家
町
の
南
に
接

す
る
町
家
を
鴨
川
の
東
へ
移
転
さ
せ
、

そ
の
跡
地
を
公
家
町
の
拡
張
に
当
て
た

の
で
し
た
。
椹
木
町
か
ら
丸
太
町
の
間

の
町
に
は

｢

新｣

の
字
を
頭
に
つ
け
た

の
で
す
が
、｢

新
御
幸
町｣

だ
け
が
な

い
の
で
、
よ
く
不
審
が
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
宝
永
の
大
火
後
、
こ
の
町
の
み
が

現
在
の
地
へ
移
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が

｢

新
柳
馬
場
頭
町｣

は

正
保
年
間

(

一
六
四
四
〜
四
八)

に
柳

馬
場
椹
木
町
上
る
の
地
を
皇
宮
地
拡
張

の
た
め
、
耕
地
で
あ
っ
た
地
に
移
し
ま

し
た
。
そ
の
縁
を
も
っ
て
近
く
の
新
御

幸
町
も
移
転
し
て
来
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

千
本
通
を
越
え
る
と
突
き
当
り
は
五

番
町
、
数
多
く
あ
っ
た
西
陣
の
映
画
館

で
残
っ
て
い
る
一
つ
に
突
き
当
た
り
ま

す
。
こ
の
あ
た
り
は
西
陣
織
工
業
の
華

や
か
な
頃
、
京
都
で
も
有
数
の
歓
楽
街

で
し
た
。
そ
の
北
の
道
は
仁
和
寺
街
道

で
西
陣
か
ら
立
本
寺
の
前
を
経
て
御
室

に
至
る
街
道
に
つ
な
が
り
ま
す
。
上
長

者
町
通
は
一
応
こ
こ
で
終
わ
り
に
な
り

ま
す
。

下
長
者
町
通
の
西
端
も
五
番
町
や
六

番
町
で
突
き
当
た
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら

北
へ
少
し
ず
つ
喰
い
遠
い
な
が
ら
御
前

通
ま
で
続
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
あ

た
り
は
特
に
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
せ
ん
。
千
本
通
か
ら
は
一
直
線
に

東
へ
延
び
て
堀
川
に
至
り
ま
す
。
大
宮

通
ま
で
は
大
内
裏
の
中
で
あ
り
、
内
裏

の
北
側
に
は
西
か
ら
宮
中
の
掃
除
・
設

営
に
あ
た
る
掃
部
か
も
ん

寮
、
装
束
等
の
調
進

に
あ
た
る
縫
殿
ぬ
い
と
の

寮
、
装
束
や
調
度
品
を

納
め
る
内
蔵
く

ら

寮
と
い
っ
た
内
裏
関
係
の

役
所
、
さ
ら
に
東
に
は
梨
本
な
し
も
と

、
内
裏
の

警
固
に
あ
た
る
左
近
衛
府

さ
こ
ん

え

ふ

の
建
物
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
建
物
の
北
側
に

は
上
東
門
と
上
西
門
を
つ
な
ぐ
幅
十
丈

の
土
御
門
大
路
に
つ
な
が
る
道
路
が
あ

り
、
そ
の
北
の
一
条
大
路
ま
で
の
間
に

は
大
蔵
お
お
く
ら

や
率
分
り
つ
ぶ
ん

蔵ぞ
う

な
ど
大
蔵
省
の
倉
庫

が
群
立
し
て
い
ま
し
た
。
二
町
分
拡
張

さ
れ
た
内
裏
の
部
分
は
、
こ
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

大
宮
通
ま
で
は
聚
楽
第
の
域
内
で
も

あ
り
ま
し
た
。
付
近
に
天
秤
て
ん
ぴ
ん

町
・
天
秤

丸
町
・
東
天
秤
町
・
西
天
秤
町
・
秤
口

は
か
り
ぐ
ち

町
が
あ
る
の
は
、
聚
楽
第
の
天
秤
堀
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
た
の
で
す
。
藤

五
郎
町
も
当
時
の
武
将
、
長
谷
川
藤
五

郎
則
秀
の
住
居
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
伝
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え
て
い
ま
す
。

堀
川
に
架
か
る
下
長
者
町
橋
を
渡
る

と
急
に
広
い
道
路
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
東
堀
川
か
ら
烏
丸
ま
で
の
北
側
が
終

戦
直
前
の
強
制
疎
開
に
よ
っ
て
拡
張
さ

れ
た
か
ら
な
の
で
す
。
南
側
に
は
京
都

府
庁
な
ど
の
官
公
庁
や
護
王
神
社
な
ど

が
あ
っ
た
た
め
に
北
側
が
犠
牲
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
下
長
者
町

橋
の
上
に
立
っ
て
東
西
を
眺
め
ま
す
と
、

南
側
を
拡
張
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

こ
こ
も
上
長
者
町
通
と
同
じ
く
堀
川
で

喰
い
違
っ
て
い
た
の
で
す
。
さ
ら
に
下

長
者
町
橋
の
下
を
見
る
と
、
下
流
側
の

橋
台
は
石
積
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
上

流
側
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
に
な
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
が
拡
張
さ

れ
た
わ
け
で
す
。

広
げ
ら
れ
た
下
長
者
通
の
南
側
は
官

公
庁
街
に
な
り
ま
す
。
小
川
通
と
の
東

南
角
、
近
畿
農
政
局
の
植
込
み
の
中
、

大
正
六
年
に
京
都
市
教
育
会
に
よ
っ
て

立
て
ら
れ
た

｢

茶
屋
四
郎
次
郎
邸
址｣

の
石
標
が
あ
り
ま
す
。
茶
屋
家
は
伏
見

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
活

躍
し
た
京
都
の
政
商
で
、
初
代
の
四
郎

次
郎
は
徳
川
家
康
の
側
近
の
商
人
と
し

て
仕
え
、
三
方
ヶ
原
の
戦
を
は
じ
め
長

篠
の
戦
、
長
久
手
の
戦
、
小
田
原
の
戦

な
ど
に
は
甲
胄
を
着
用
し
て
実
戦
に
参

加
し
手
柄
を
立
て
て
い
ま
す
。
そ
の
広

大
な
屋
敷
は
江
戸
時
代
ま
で
こ
の
一
帯

に
あ
り
ま
し
た
。
今
の
京
都
府
庁
な
ど

も
そ
の
故
地
で
し
た
。

官
庁
街
を
過
ぎ
る
と
新
町
通
あ
た
り

か
ら
古
い
住
宅
も
見
ら
れ
、
中
に
は
明

治
時
代
の
京
都
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
浜

岡
光
哲
の
旧
居
な
ど
も
残
っ
て
い
ま
す
。

烏
丸
通
と
の
南
角
に
は
護
王
神
社
が
鎮

座
し
ま
す
。
祭
神
の
和
気
清
麻
呂
は
桓

武
天
皇
の
下
で
平
安
京
の
地
を
選
び
、

そ
の
造
営
に
尽
く
し
た
京
都
の
恩
人
で

あ
り
、
そ
の
前
に
は
天
皇
の
位
を
得
よ

う
と
し
た
道
鏡
の
野
望
を
く
じ
い
た
な

ど

｢

護
王｣

の
神
号
に
ふ
さ
わ
し
い
神

と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
鏡
に

よ
っ
て
大
隅
へ
流
さ
れ
る
途
中
、
猪
に

よ
っ
て
守
ら
れ
た
故
事
に
よ
り
、
境
内

に
は
猪
の
石
像
が
あ
り
ま
す
。

二
つ
の
上
・
下
の
長
者
通
の
間
に
、

室
町
か
ら
油
小
路
ま
で
中
長
者
町
通
が

あ
り
ま
す
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
京
都
ら

し
い
町
並
み
に
は
、
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
の
人
形
作
家
が
住
わ
れ
て
い
た

り
、
御
所
や
公
家
に
出
入
り
し
た
子
孫

の
装
束
店
、
昔
な
が
ら
の
店
構
え
と
倉

を
並
べ
た
醤
油
店
な
ど
、
思
わ
ぬ
と
こ

ろ
に
古
き
京
都
を
見
出
す
こ
と
の
で
き

る
町
で
す
。
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学
問
の
神
様
と
し
て
有
名
な
北
野
天

満
宮
に
は
、
毎
年
多
く
の
参
拝
客
が
訪

れ
ま
す
。
こ
の
北
野
天
満
宮
に
祀
ら
れ

て
い
る
の
は
誰
か
と
問
え
ば
、
多
く
の

方
が
菅
原
道
真
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。

道
真
は
平
安
時
代
を
代
表
す
る
学
者
で

あ
り
、
醍
醐
天
皇
即
位
に
伴
い
右
大
臣

ま
で
昇
進
し
た
政
治
家
で
す
が
、
道
真

の
官
位
昇
進
に
危
機
感
を
抱
い
た
藤
原

氏
や
源
氏
の
陰
謀
に
よ
っ
て
太
宰
府
に

左
遷
さ
れ
、
悲
嘆
に
暮
れ
な
が
ら
生
涯

を
終
え
ま
し
た
。
こ
の
道
真
左
遷
の
裏

工
作
の
中
心
人
物
と
し
て
、
後
世
ま
で

悪
評
高
い
の
が
藤
原
時
平
で
す
。

時
平
は
関
白
太
政
大
臣
藤
原
基
経

ふ
じ
わ
ら
の
も
と
つ
ね
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
藤
原
氏
の
氏
長

う
じ
の
ち
ょ
う

者じ
ゃ

と
し
て
若
く
し
て
政
権
の
首
座
に
就

き
ま
し
た
。
醍
醐
天
皇
の
時
代
に
は
左

大
臣
と
し
て

｢

延
喜
え
ん
ぎ

の
治ち｣

を
推
進
さ

せ
る
な
ど
、
悪
評
と
は
対
照
的
に
政
治

的
手
腕
の
優
れ
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
時
平
は

｢

本
院
大
臣

(

ほ

ん
い
ん
の
お
と
ど)｣

と
も
呼
ば
れ
て

お
り
、
時
平
が
居
住
し
た
邸
宅
は

｢

本

院｣

と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。

｢

本
院｣

の
所
在
地
で
す
が
、『

拾
芥

し
ゅ
う
が
い

抄し
ょ
う

』

東
京
図
に
よ
れ
ば
左
京
一
条
二
坊

十
二
町
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

現
在
の
椹
木
町
通
り
の
北
側
、
東
堀
川

通
り
の
東
側
一
帯
に
相
当
し
ま
す
。
平

安
京
で
は
中
御
門
大
路
の
北
、
堀
川
小

路
の
東
一
町
を
占
め
て
お
り
、
南
に
は

中
御
門
大
路
を
挟
ん
で
高
陽
院

か

や
い
ん

が
造
営

さ
れ
た
京
内
で
も
一
等
地
に
あ
た
り
ま

す
。『

大
鏡』

に
は

｢

本
院｣

の
有
名

な
逸
話
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
と
時
平
が

示
し
合
わ
せ
て
当
時
の
過
差

(

過
美
贅

沢
な
こ
と)

を
戒
め
た
話
が
載
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
わ
ざ
と
美
麗
な
装
束
で
参

内
す
る
時
平
に
醍
醐
天
皇
が
退
出
を
命

じ
、
勅
勘

ち
ょ
く
か
ん
を
被
っ
た
時
平
は

｢

本
院｣

の
門
を
固
く
閉
ざ
し
て
御
簾
み

す

の
外と

に
も
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出
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
左
大
臣
時
平
邸
で
あ
る｢

本
院｣

は
、
当
時
を
代
表
す
る
邸
第
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、｢

本
院｣

の
実
態
に
つ

い
て
は
考
古
学
的
に
は
ま
っ
た
く
謎
と

い
え
ま
す
。
昭
和
六
二
年
度
に
試
掘
調

査
を
一
度
行
な
い
、
園
池
の
一
部
と
み

ら
れ
る
泥
土
層
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

こ
の
泥
土
層
の
時
期
は
出
土
し
た
土
器

か
ら
九
世
紀
後
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、

｢

本
院｣

の
南
東
部
に
園
池
が
所
在
し

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ

け
で
し
た
。
今
回
、
平
成
一
六
年
二
月

か
ら
三
月
に
か
け
て
は
じ
め
て｢

本
院｣

推
定
地
南
西
部
の
発
掘
調
査
を
実
施
し

ま
し
た
。
調
査
地
は
狭
い
範
囲
で
し
た

が
、
平
安
時
代
中
期
の
土
器
を
多
量
に

包
含
す
る
落
ち
込
み
を
検
出
し
、｢

本

院｣

で
使
用
さ
れ
て
い
た
土
器
群
を
良

好
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え

ま
す
。

出
土
し
た
土
器
は
非
常
に
特
殊
な
も

の
が
多
く
、
当
地
域
が
普
通
の
京
内
宅

地
と
は
異
な
る
邸
宅
で
あ
っ
た
こ
と
を

十
分
推
測
で
き
る
も
の
で
し
た
。
と
く

に
、
土
師
器

は

じ

き

と
呼
ば
れ
る
器
は
当
時
手
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づ
く
ね
で
製
作
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で

す
が
、｢

本
院｣

か
ら
出
土
し
た
土
師

器
は
陶
器
写
し
の
回
転
を
利
用
し
て
作

ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
同
様
の

資
料
は
累
代
の
後
院
で
あ
る
冷
然
院

れ
い
ぜ
い
い
ん

の

調
査
で
も
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り
、

高
級
貴
族
邸
宅
で
使
用
さ
れ
た
特
殊
な

土
器
群
と
し
て
認
識
で
き
ま
す
。
ま
た
、

緑
釉
陶
器

り
ょ
く
ゆ
う
と
う
き

の
椀
や
黒
色
土
器

こ
く
し
ょ
く
ど
き

の
硯
す
ず
り
な
ど

が
出
土
し
て
お
り
、
な
か
に
は
中
国
か

ら
も
た
ら
さ
れ
た
白
磁
の｢

托(

た
く)｣

と
呼
ば
れ
る
貴
重
な
器
も
見
ら
れ
ま
す
。

托
と
は
、
お
茶
や
お
酒
を
持
っ
た
椀
を

受
け
る
皿
で
、
白
磁
の
托
の
出
土
は
平

安
京
で
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
す
。
こ

れ
ら
の
出
土
遺
物
は
、｢

本
院｣

で
の

優
雅
な
生
活
を
窺
わ
せ
る
資
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。

な
お
、
時
平
は
延
喜
九
年(

九
〇
九)

に
三
九
才
の
若
さ
で
亡
く
な
り
、
摂
関
せ
っ
か
ん

家け

は
弟
忠
平
流
に
継
承
さ
れ
て
い
き
ま

し
た
。
時
平
の
子
孫
は
繁
栄
せ
ず
、

｢

本
院｣

の
伝
領
も
明
ら
か
で
あ
り
ま

せ
ん
。『

中
右
記』

に
よ
り
ま
す
と
、

平
安
時
代
後
期
に
は
当
町
の
北
西
隅
に

白
河
法
皇
寵
臣
で
あ
る
相
模
守
藤
原
盛

さ
が
み
の
か
み
ふ
じ
わ
ら
も
り

重し
げ

の
邸
宅
が
所
在
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
一
二
世
紀
初
め
に
は

｢

本
院｣

が
衰
退
し
、
一
般
の
貴
族
邸

宅
と
し
て
分
割
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
発
掘
調
査
で
も
一
一
世
紀
に

穿
た
れ
た
、
深
さ
三
ｍ
を
超
え
る
方
形

井
戸
を
発
見
し
ま
し
た
が
、
こ
の
井
戸

は

｢

本
院｣

に
直
接
関
わ
る
も
の
で
な

く
、
平
安
時
代
後
期
に
分
割
さ
れ
た
と

き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
出
土
遺

物
も
高
級
貴
族
邸
宅
で
の
使
用
を
示
す

も
の
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
な
土
器

ば
か
り
で
あ
り
、
考
古
学
的
な
見
地
か

ら
も
こ
れ
ら
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
ま

す
。ま

た
、
中
世
の
遺
構
で
は
室
町
時
代

の
円
形
井
戸
と
と
も
に
、
小
礎
石
を
伴

う
建
物
の
一
部
と
宅
地
の
北
側
を
区
切

る
東
西
柵
を
発
見
し
て
い
ま
す
。
調
査

地
の
す
ぐ
西
に
あ
る
堀
川
は
材
木
を
京

― 12 ―

平安時代後期の土器

平安時代後期の井戸
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都
に
運
ぶ
た
め
の
重
要
な
水
運
で
あ
り
、

祇
園
社

ぎ
お
ん
し
ゃ

に
所
属
す
る
堀
川
材
木
神
人

ほ
り
か
わ
ざ
い
も
く
じ
に
ん

が

材
木
座
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
江
戸

時
代
の
文
献
で
す
が
、『

京
羽
二
重』

で
も
東
堀
川
通
り
二
条
北
で
材
木
類
の

商
職
人
を
あ
げ
て
お
り
、
下
京
だ
け
で

な
く
上
京
へ
の
物
資
搬
入
の
た
め
の
水

運
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

天
正
五
年

(

一
五
八
七)

に
は
太
閤
秀

吉
が
堀
川
の
西
方
、
一
条
と
丸
太
町
の

間
に
聚
楽
第
を
造
営
し
ま
し
た
。
聚
楽

第
の
建
築
に
つ
い
て
は
フ
ロ
イ
ス
が
著

書

『

日
本
史』

の
中
で
そ
の
華
麗
な
様

子
を
記
録
し
て
お
り
、
造
営
に
際
し
て

は
大
量
の
建
築
物
資
が
堀
川
を
溯
っ
た

と
想
定
で
き
ま
す
。
堀
川
が
時
代
を
通

じ
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
と
と
も
に
、
堀
川
に
面
し
た

調
査
地
周
辺
で
も
発
掘
調
査
で
垣
間
見

た
よ
う
に
活
発
な
人
々
の
生
活
が
窺
え

ま
す
。

｢

本
院｣

地
域
の
考
古
学
的
調
査
は

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
だ

ま
だ
謎
は
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

後
は
狭
い
面
積
の
調
査
で
も
継
続
し
て

行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

本
院｣

の

盛
衰
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
中
世
上
京
に
お
け
る
堀
川
の
様
相

も
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。

(

財)

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

網

伸
也
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室町時代の土器

室 町 時 代 全 景
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― 15 ― 表紙／仙洞御所の庭／桂 俊夫撮影

｢

上
京
史
蹟
と
文
化｣

は
上
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す

(

Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
―
０
１
１
１)
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