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上京
史蹟と文化
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鷹
ケ
峯
の
奥
に
水
源
を
発
す
る
紙
屋
川
は
右
京
区
あ
た
り
で
は
天
神
川
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
が
、
上
京
区
で
は
紙
屋
川
と
呼
ば
れ
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
に

紙
屋
川
で
漉す

か
れ
た
紙
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
、「
紙か
ん

屋や

紙
」
に
書
か
れ
た

手
紙
や
和
歌
の
話
が
登
場
し
ま
す
。
北
野
神
社
の
裏
に
は
朝
廷
専
用
の
紙
漉
場

が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
古
代
に
は
十
分
な
水
量
と
紙
を
漉
く
に

適
し
た
清
流
が
流
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
京
都
に
在
り
な
が
ら
院
展
の
画
家
と

し
て
活
躍
し
た
冨と
み

田た

渓け
い

仙せ
ん

と
い
う
人
が
い
ま
す
。
九
州
・
博
多
の
出
身
で
、
京

都
に
出
て
都つ

路じ

華か

香こ
う

に
師
事
し
た
人
で
す
が
、
晩
年
は
嵐
山
の
大
堰
川
畔
に
住

ん
で
、
京
都
や
奈
良
の
名
所
を
多
く
画
き
ま
し
た
。
若
い
頃
、
油
小
路
中
立
売

下
ル
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
、そ
の
頃
の
思
い
出
話
が
、『
渓
仙
八
十
一
話
』

(

下
店
静
市
編
・
大
正
十
四
年
改
造
社
刊)

に
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま

す
と
、
渓
仙
は
早
朝
に
起
き
て
、
北
野
神
社
に
詣
で
、
つ
い
で
に
神
社
裏
手
の

紙
屋
川
の
渓た
に

に
架
け
ら
れ
た
茶
亭
に
寄
り
、
主
あ
る
じ
が
開
け
て
く
れ
た
茶
室
で
一
服

し
て
帰
る
の
が
日
課
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
梅
の
頃
は
窓
に
倚よ

れ
ば
渓
間
の
香
ひ
ほ
こ
ろ
び
た
る
梅
花
を
賞
す
る
こ
と

が
出
来
る
」
と
渓
仙
が
書
い
て
い
る
場
所
は
、
渓
仙
と
は
ほ
ぼ
同
世
代
の
画

家
入い
り

江え

波は

光こ
う

が
、
明
治
四
十
四
年
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
を
卒
業
す
る

時
に
、
卒
業
制
作
と
し
て
画
い
た
〈
北
野
の
裏
の
梅
〉
に
よ
っ
て
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
波
光
は
こ
の
紙
屋
川
の
下
手
、
御
前
通
丸
太
町
上
ル
に
生
ま

れ
育
ち
ま
し
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
紙
屋
川
を
中
に
は
さ
ん
で
、
対
岸
の
茶

亭
ら
し
き
建
物
の
た
た
ず
ま
い
、
手
前
の
ほ
の
か
に
咲
き
は
じ
め
た
梅
林
、

川
岸
に
ひ
と
り
で
遊
ぶ
童
女
な
ど
が
、
色
の
少
な
い
、
繊
細
な
筆
使
い
で
画

か
れ
て
い
ま
す
。
僅
か
二
十
三
歳
の
画
学
生
の
作
品
と
し
て
は
、
驚
く
ほ
ど

地
味
で
大
人
び
た
印
象
で
す
。

　

波
光
は
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
研
究
科
の
学
生
で
あ
っ
た
十
九
歳
の

時
、
文
部
省
の
主
催
で
始
ま
っ
た
日
本
最
初
の
官
設
展
、
文
部
省
美
術
展
覧

会(
文
展)

に
入
選
し
て
い
ま
す
が
、
波
光
は
け
っ
し
て
展
覧
会
で
の
栄
光

を
追
い
求
め
る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
黙
々
と
自
ら
の
絵
の
世
界
を

磨
く
こ
と
が
、
波
光
に
と
っ
て
の
、
楽
し
み
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
彼
は
、
た
だ
伝
統
の
技
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
職
人

気
質
の
人
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
画
の
技
術
と
同
時
に
、
新
し
い
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海
外
の
思
潮
や
美
術
の
動
向
、
個
性
の
尊
重
な
ど
を
教
え
た
絵
画
専
門
学
校
の

教
育
に
よ
っ
て
、
従
来
の
画
家
た
ち
よ
り
遙
か
に
広
い
視
野
を
得
て
い
ま
し

た
。
一
見
古
風
な
、〈
北
野
の
裏
の
梅
〉
に
し
て

も
、
先
代
か
ら
伝
習
さ
れ
て
き
た
筆
法
や
約
束
事

は
殆
ど
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
衒て
ら

い
の
な
い
誠
実
な

写
生
と
、
画
面
左
下
の
遊
ぶ
童
女
が
象
徴
し
て
い

る
よ
う
な
、
近
代
的
な
「
憧
憬
」
や
「
孤
独
」
が

こ
こ
に
は
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

波
光
は
大
正
七
年
に
土つ
ち

田だ

麦ば
く

僊せ
ん

、
小お

野の

竹ち
っ

喬
き
ょ
う
、

榊さ
か
き

原ば
ら

紫し

峰ほ
う

、
村む
ら

上か
み

華か

岳が
く

ら
が
結
成
し
た
「
国
画
創

作
協
会
」
の
運
動
に
賛
同
し
て
、
そ
の
会
員
と
な

り
ま
す
が
、
初
め
か
ら
会
員
と
し
て
参
加
す
る
こ

と
な
く
、
一
般
の
公
募
に
よ
っ
て
出
品
し
、
入

選
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
員
に
推
挙
さ
れ
た
の

で
す
。
国
画
創
作
協
会
展(

国
展)

に
は
、
大
正

十
一
年
の
渡
欧
を
は
さ
ん
で
第
一
回
か
ら
最
終

の
第
七
回
ま
で
出
品
を
続
け
ま
し
た
。
前
半
は
イ

ン
ド
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
石
窟
寺
院
の
壁
画
や
西

洋
中
世
の
宗
教
画
の
研
究
を
生
か
し
た
作
品
、
後

半
は
イ
タ
リ
ア
の
古
代
遺
跡
や
遺
物
を
実
際
に

見
た
目
に
よ
っ
て
、
明
る
く
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に

彩
っ
た
作
品
を
画
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
三

年
、
国
画
創
作
協
会
が
経
済
的
な
困
難
を
伴
っ
て

解
散
し
ま
す
と
、
そ
の
後
の
波
光
は
、
絵
画
専
門

学
校
の
学
生
た
ち
の
指
導
と
、
最
も
彼
の
愛
し
た

古
画
の
模
写
の
仕
事
に
没
頭
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

昭
和
十
五
年
、
波
光
は
文
部
省
か
ら
、
法
隆
寺
の
金
堂
内
壁
画
の
模
写
事

業
に
参
加
す
る
よ
う
依
嘱
を
受
け
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
、
壁
画
の
焼
失
と

い
う
一
大
損
失
を
招
く
こ
と
に
な
る(

昭
和
二
十
四

年
一
月
二
十
六
日)

事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
抽
選
に

よ
っ
て
受
け
持
つ
壁
面
が
決
め
ら
れ
、
東
壁
釈
迦
浄

土
を
中な
か

村む
ら

岳が
く

陵
り
ょ
う
班
、
西
壁
阿
弥
陀
浄
土(

六
号
壁)

を
入
江
波
光
班
、
北
面
西
部
壁
弥
勒
浄
土
を
橋は
し

本も
と

明め
い

治じ

班
、
北
面
東
部
壁
薬
師
浄
土
を
荒あ
ら

井い

寛か
ん

方ぽ
う

班
が
担

当
し
ま
し
た
。
こ
の
仕
事
が
決
ま
っ
て
か
ら
の
波
光

は
、
他
の
仕
事
を
殆
ど
断
っ
て
専
念
し
ま
し
た
が
、

そ
の
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
、
昭
和
二
十
三
年
六
月

に
他
界
し
ま
し
た
。

　

模
写
は
地
道
な
作
業
で
す
。た
と
え
完
成
し
て
も
、

本
人
の
充
足
感
こ
そ
あ
れ
、
画
家
個
人
の
「
作
品
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
波
光
が
古
代
の
画
家

た
ち
と
の
、
壁
画
を
通
し
て
の
対
話
に
無
上
の
歓
び

を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
、
周
辺
に
い
た
多
く
の
人
々

の
語
る
と
こ
ろ
で
す
。
波
光
に
と
っ
て
、
壁
画
の
焼

失
は
耐
え
難
い
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
悲
劇

を
見
る
こ
と
な
く
他
界
し
た
こ
と
は
、
せ
め
て
も
の

幸
せ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、〈
北
野
の
裏

の
梅
〉
と
い
う
初
期
の
作
品
が
、
こ
の
画
家
の
ス
ト

イ
ッ
ク
な
、
異
色
と
も
見
え
る
画
業
の
生
涯
を
象
徴

す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
、
今
更
の
よ
う
に
思
い
至

る
の
で
す
。

入
江
波
光
作　

北
野
の
裏
の
梅　

１
９
１
１
年　

京
都
市
立
芸
術
大
学
蔵
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上御霊前通
上京の史蹟シリーズ

（その13）

　

現
在
の
上
御
霊
前
通
は
賀
茂
川
右
岸

の
加
茂
街
道
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
か

つ
て
は
寺
町
通
を
起
点
と
し
て

い
ま
し
た
。
近
年
こ
の
あ
た

り
が
住
宅
地
と
し
て
開
発
さ

れ
る
と
と
も
に
新
し
く
開
か

れ
た
の
で
す
。
戦
前
の
京

都
地
図
で
は
突
き
抜
け
て

い
ま
せ
ん
。
上
御
霊
前
通
と

い
う
通
り
名
は
、
も
ち
ろ
ん
御

霊
神
社
（
上
御
霊
神
社
）
に
由

来
し
ま
す
。
古
地
図
に
は
上
御

霊
図
子
と
あ
り
、
こ
の
周
辺
の
町
名

に
「
上
御
霊
」
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
も
、

付
近
が
「
御
霊
の
森
」
と
い
う
大
き
な

森
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

御
霊
神
社
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
八

号
の
烏
丸
通
で
取
り
上
げ
た
の
で
重
複

を
避
け
ま
す
が
、
平
安
時
代
初
頭
に
創

建
以
来
、
そ
の
位
置
を
動
い
て
お
り
ま

せ
ん
。
そ
の
境
内
地
が
御
霊
の
森
で
、
室

町
時
代
で
も
南
を
相
国
寺
の
藪
と
接
す

る
ほ
ど
で
、
応
仁
の
乱

の
発
端
と
な
っ
た
戦
で

は
、
陣
を
構
え
て
い
た

畠は
た
け

山や
ま

政ま
さ

長な
が

軍
が
要
害
の

地
と
し
て
同
族
の
畠は
た
け

山や
ま

義よ
し

就な
り

と
家
督
を
争
っ

た
の
で
し
た
。

　

御
霊
神
社
の
南
側
の
広
い
道
は
上
御

霊
馬
場
と
い
わ
れ
、
道
の
北
側
の
石
柵

と
境
内
地
の
間
に
小
さ
な
堀
が
あ
り
ま

す
。
最
近
は
こ
こ
に
イ
チ
ハ
ツ
が
植
え

ら
れ
紫
色
の
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
堀
が
御ご

用よ
う

水す
い

の
名
残
り
な
の

で
す
。
今
で
は
こ
こ
と
相
国
寺
の
境

内
に
そ
の
姿
を
止
め
て
お
り
ま
す
。
北

は
遠
く
賀
茂
川
か
ら
取
水
し
、
畑
地
の

農
業
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
な
が
ら
、

こ
こ
ま
で
南
下
し
て
き
ま
し
た
。
江
戸

時
代
の
古
地
図
に
よ
る
と
、
鞍
馬
口
通

を
越
え
た
あ
た
り
か
ら
曲
折
し
て
御
霊

神
社
の
西
に
至
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

東
へ
折
れ
、
寺
町
通
と
の
間
で
南
へ
流

れ
を
変
え
、
相
国
寺
の
境
内
を
通
過
し

て
い
ま
し
た
。
明
治
末
期
の
『
京
都
坊ぼ
う

目も
く

誌し

』
で
は
、
こ
の
あ
た
り
で
幅
員
四

尺
、
水
深
五
寸
と
記
さ
れ
て
い
て
、
現

在
の
堀
と
一
致
し
ま
す
。
こ
の
部
分
だ

け
が
残
り
、
そ
の
前
後
は
埋
立
て
ら
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

相
国
寺
の
境
内
に
も
、
幅

二
尺
五
寸
よ
り
一
間
、
全

長
二
百
三
十
間
と
『
京

都
坊
目
誌
』
に
記
録
さ

れ
て
い
る
溝
が
残
っ
て

お
り
、
開
山
堂
の
あ
た

り
か
ら
南
へ
、
弁
天
堂
の

脇
を
通
り
、
塔
頭
の
光
源
院

と
玉
龍
院
の
前
を
総
門
に
至

り
ま
す
。
放
生
池
の
取
水
口
の

痕
跡
も
あ
っ
て
、
御
用
水
が
相
国
寺
で

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
北
方
の

承
天
閣
美
術
館
の
増
築
工
事
の
際
の
発

掘
調
査
で
も
御
用
水
の
跡
が
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

総
門
の
と
こ
ろ
で
下
水
道
に
つ
な

ご
り
ょ
う
ま
え

上
御
霊
前
通

御　
用　
水

上御霊馬場の御用水
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が
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
か
ら
先
の

水
路
は
現
存
し
ま
せ
ん
が
、
参
道
の
東

側
か
ら
今
出
川
御
門
を
公
家
町
へ
と
流

れ
て
い
ま
し
た
。
御
用
水
と
い
わ
れ
る

の
は
御
所
の
用
水
の
意
味
で
、
御
所
へ

水
を
供
給
す
る
水
路
な
の
で
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
分
流
は
寺
町
通
り
を
南

下
し
て
中
川
に
な
っ
た
り
、
今
出
川
通

を
鴨
川
へ
向
け
て
流
れ
て
い
た
こ
と
が

江
戸
時
代
の
古
地
図
か
ら
わ
か
り
ま

す
。
今
の
よ
う
に
上
下
水
道
が
無
か
っ

た
時
代
に
は
、
こ
う
し
た
多
く
の
水
路

が
京
都
の
郊
外
か
ら
市
街
地
へ
と
貫
流

し
て
い
た
の
で
し
た
。

　

御
霊
神
社
の
前
、
北
側
に
「
緒
方
光

琳
宅
蹟
」
の
石
標
が
立
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
前
期
に
琳
派
と
い
う
独
特
の

画
風
で
一
家
を
な
し
た
緒
方
（
尾
形
）

光
琳
（
一
六
五
八
─
一
七
一
六
）
が
晩

年
を
過
ご
し
た
中
町
藪
内
町
の
屋
敷
を

記
念
す
る
石
標
で
す
が
、
実
際
は
こ
こ

よ
り
西
、
今
の
烏
丸
通
と
そ
の
東
側
に

あ
り
ま
し
た
。光
琳
が
死
去
し
た
翌
年
、

財
産
を
譲
ら
れ
た
妻
尚
貞
が
他
人
に
売

却
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
証
文
に
、
表

口
七
間
二
尺
、
裏
行
二
十
四
間
、
東
は

御
用
水
川
限
と
あ
っ
て
、
そ
の
規
模
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
所
は

烏
丸
通
に
か
か
り
ま
す
が
、
そ
の
頃
の

烏
丸
通
り
は
寺
之
内
通
が
北
端
で
し

た
。
こ
こ
は
光
琳
の
最
も
充
実
し
た
時

期
の
作
品
が
創
ら
れ
た
遺
跡
と
し
て
上

京
の
誇
り
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
お

そ
ら
く
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
大

火
で
焼
失
し
た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

上
御
霊
前
通
を
烏
丸
通
へ
出
る
南
側

に
猿
田
彦
神
社
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な

祠ほ
こ
らと
思
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
戦
前
は
村

社
の
社
格
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

か
つ
て
は
広
大
な
境
内
で
あ
っ
た
と
伝

え
、
将
軍
家
よ
り
小
山
郷
柏
木
村
が
神

事
料
と
し
て
寄
進
さ
れ
、
猿さ
る

田た

彦ひ
こ

神
と

天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
を
祀
り
、
皇
室
の
崇
敬
も
篤

く
、
皇
居
造
営
の
際
に
は
地
鎮
の
神
事

も
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
応

仁
の
乱
に
全
焼
し
、
そ
の
後
も
度
々
の

大
火
に
遭
い
、
現
在
の
よ
う
な
小
社
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
由
緒

は
社
格
に
表
さ
れ
て
今
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
の
上
御
霊
前
通
は

寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
『
洛
中

絵
図
』
の
ま
ま
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い

ま
す
。

光
琳
屋
敷
と

猿
田
彦
神
社

相国寺の御用水

光琳屋敷跡碑

猿田彦神社
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衣
棚
通
を
過
ぎ
る
と
、
民
家
の
北
側

に
擁よ
う

翠す
い

園え
ん

が
あ
り
ま
す
。
入
口
は
北

区
の
鞍
馬
口
通
に
あ
り
ま
す
が
、
庭

は
上
京
区
内
で
す
。
こ
こ
は
後ご

藤と
う

長ち
ょ
う

乗じ
ょ
う

（
一
五
六
二
─
一
六
一
六
）
と
い
う

金
工
家
が
徳
川
家
康
か
ら
旧
岩が
ん

栖す

院い
ん

の

土
地
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
後
藤
家
は

古
く
か
ら
刀
剣
の
金
工
の
家
と
し
て
領

地
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
承
久

の
変
で
北
条
氏
に
没
収
さ
れ
、
室
町
時

代
に
は
管か
ん

領れ
い

細ほ
そ

川か
わ

満み
つ

元も
と

の
屋
敷
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
満
元
の
死
後
、
岩
栖
院

と
い
う
寺
に
な
り
、
後
藤
長
乗
の
世
襲

の
領
地
と
な
っ
て
か
ら
は
明
治
維
新
ま

で
後
藤
家
一
族
の
居
住
地
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
後
藤
家
の
繁
栄
と
と
も

に
一
族
の
住
居
と
併
わ
せ
て
足
利
義
満

が
北
山
等
の
余
材
を
も
っ
て
構
築
し
た

と
い
う
庭
を
代
々
の
主あ
る
じが
手
を
入
れ
て

池
泉
廻
遊
式
の
庭
園
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
の
廃
刀
令
に
よ
り

需
用
の
な
く
な
っ
た
後
藤
家
は
衰
微

し
、
一
時
は
三
井
家
の
別
邸
と
な
り
ま

し
た
が
、
最
近
ま
で
京
都
貯
金
事
務
セ

ン
タ
ー
の
近
代
的
な
庁
舎
の
庭
園
と
し

て
、
時
折
一
般
に
も
公
開
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
三
百
年
間
、
度
重
な
る
改
修
に

よ
り
姿
を
変
え
な
が
ら
も
立
派
な
庭
園

と
し
て
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
郵
政
改
革
の
あ
お
り

で
京
都
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
が
廃
止
さ

れ
て
見
学
も
ま
ま
な
ら
ず
、
今
後
の
行

方
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
と
か
現

状
が
維
持
さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
を

願
う
の
み
で
す
。

　

小
川
通
の
手
前
に
は
妙
覚
寺
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
南
は
妙
顕
寺
で
す
が
、『
寛

永
洛
中
絵
図
』
で
は
こ
の
間
に
道
路
が

な
く
、
上
御
霊
前
通
は
こ
こ
で
終
わ
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
両
寺
は
立
本
寺
な
ど

と
と
も
に
日
蓮
宗
京
都
十
六
本
山
の
一

つ
で
す
。
こ
の
付
近
に
寺
院
の
多
い
の

は
平
安
宮
（
大
内
裏
）
の
廃
退
し
た
後
、

内
野
と
な
っ
た
荒
れ
地
か
ら
北
へ
続
く

農
耕
に
適
さ
な
い
土
地
や
、
秀
吉
の
都

市
改
造
に
よ
る
寺
之
内
通
へ
集
め
ら
れ

た
都
心
の
寺
院
に
加
え
て
、
異
宗
派
の

迫
害
に
よ
り
京
都
か
ら
退
去
せ
ざ
る
を

擁
翠
園
と妙覚

寺

妙覚寺
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得
な
か
っ
た
日
蓮
宗
の
寺
院
が
戻
っ
て

き
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

妙
覚
寺
は
聚
楽
第
の
裏
門
を
移
し
た

と
伝
え
る
大
門
を
始
め
、
五
棟
の
堂
宇

が
京
都
府
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
、
そ
の
由
緒
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
南

北
朝
時
代
の
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）

に
龍
華
院
日
実
が
四
条
大
宮
に
創
建
し

た
後
、
二
条
衣
棚
に
移
り
、
天
文
五

年
（
一
五
三
六
）
の
天
文
法
華
の
乱
で

他
の
日
蓮
宗
の
寺
と
と
も
に
延
暦
寺

の
僧
徒
に
よ
る
焼
き
討
ち
に
あ
い
ま

す
。
再
興
し
た
あ
と
も
、
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
に
は
織
田
信
長
の
嫡
子

信
忠
の
陣
所
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

信
長
を
襲
っ
た
明
智
光
秀
に
攻
め
ら

れ
、
又
々
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
や

が
て
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
至
っ

て
不
受
不
施
説
を
唱
え
た
日
奥
に
よ
っ

て
再
建
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
天
正
十
九

年
（
一
五
九
一
）、
秀
吉
の
市
街
地
改

造
に
よ
り
寺
之
内
通
の
北
の
現
在
地
に

移
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
西
、
小
川
通
を
越
え
た
と
こ
ろ

に
扇
町
児
童
公
園
が
あ
り
、
公
園
の
東

端
を
小
川
が
流
れ
、
こ
こ
に
扇
町
橋
と

い
う
石
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
先
は
扇
図
子
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
堀
川
通
の
東
側
に
は
、
大
応

寺
と
水
火
天
満
宮
、
西
側
に
は
興
聖
寺

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
本
誌
二
二
号
の

堀
川
通
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

堀
川
通
り
を
越
え
る
と
芦
山
寺
通
の

名
で
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
正

式
の
芦
山
寺
通
は
大
宮
通
か
ら
始
ま
る

一
筋
南
の
通
り
で
、
千
本
通
ま
で
一
直

線
に
西
進
し
ま
す
。
上
御
霊
前
通
を
さ

ら
に
西
へ
行
く
と
社や
し
ろ

横よ
こ

町ち
ょ
う

を
は
じ
め
社

と
つ
く
町
が
四
つ
あ
り
ま
す
が
、
い
ず

れ
も
こ
こ
に
鎮
座
す
る
檪い
ち
い谷だ
に

七な
な

野の

神
社

に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
付
近
の
紫
野
・

上
野
・
柏
野
・
北
野
・
平
野
・
蓮
台
野
・

内
野
と
い
う
七
つ
の
野
を
七
野
と
い
い

ま
し
た
。
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
文

徳
天
皇
の
皇
后
明
子
が
安
産
を
祈
っ
て

春
日
の
神
を
勧
請
し
、
さ
ら
に
伊
勢
・

八
幡
・
加
茂
・
平
野
・
松
尾
・
稲
荷
の

天
神
を
加
え
て
七な
な

の
社や
し
ろと
し
た
と
も
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
檪
谷
七
野
神
社
の
石
垣
に
は
家

紋
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

な
大
名
の
家
紋
を
見
る
こ
と
は
秀
吉
の

土
木
工
事
に
関
わ
る
石
垣
に
多
く
、
秀

吉
の
命
で
修
復
に
参
加
し
た
諸
大
名
の

檪
谷
七
野
神
社

新・古茶道美術品

京都店・京都市上京区小川通寺ノ内上ル
ＴＥＬ（０７５）４３１-１３６６
ＦＡＸ（０７５）４３１-１３70

〒６０２-００６１

東京店・東京都新宿区市ヶ谷甲良町１-８
ＴＥＬ（０３）５２６１-４５６６
ＦＡＸ（０３）３２３５-５６７７

〒１６２-０８５６

清 昌 堂

京
・
上
御
霊
前
烏
丸
西

☎
〇
七
五
・
四
四
一
・
〇
六
一
〇
㈹

水火天満宮
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寄
進
印
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
地
は
平
安
時
代
に
賀
茂
両

社
に
奉
仕
さ
れ
た
斎
王
の
紫
野
斎
院
の

跡
と
さ
れ
、
最
近
そ
の
記
念
碑
も
立
て

ら
れ
ま
し
た
。
葵
祭
を
前
に
斎
王
代
を

勤
め
る
女
性
が
参
拝
、
茶
を
献さ
さ

げ
て
当

日
の
無
事
を
祈
る
儀
式
も
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
先
で
上
御
霊
前
通
は
行
き
止
ま

り
に
な
り
ま
す
。

　　

な
お
本
稿
で
鴨
川
と
賀
茂
川
を
使
い

分
け
て
い
ま
す
が
、
高
野
川
と
の
合
流

点
よ
り
上
流
を
賀
茂
川
、
下
流
を
鴨
川

と
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
川
は
合
流
す

る
に
し
た
が
っ
て
名
前
が
変
わ
る
の
で

す
。

賀
茂
川

御用水

御
霊
神
社

光
琳
宅
蹟

猿
田
彦
神
社

擁
翠
園

妙
覚
寺

妙顕寺

相国寺

大
応
寺

興
聖
寺

芦山寺通

檪
谷
七
野
神
社

水火天満宮

大
宮
通

堀
川
通

小
川
通

新
町
通

衣
棚
通

室
町
通

烏
丸
通

寺
町
通

加
茂
街
道

kamigoryomae dori

卍

卍

卍
卍

卍

檪谷七野神社

賀茂斎院跡碑
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上
京
区
の
西
南
端
あ
た
り
、
御
前
通
、
妙
心
寺

道
、
天
神
道
と
い
う
よ
う
な
社
寺
へ
の
街
道
筋
が

交
わ
る
と
こ
ろ
に
は
、
今
も
多
く
の
古
い
町
家
が

保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
ひ
と
き
わ
目
立
つ

の
が
、
こ
の
瀬
川
家
住
宅
で
あ
る
。
平
成
十
七
年

国
の
有
形
登
録
文
化
財
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
評
価
さ
れ
、
今
復

原
修
復
の
工
事
が
進
行
中
で
あ
る
。

　

当
主
の
瀬
川
定さ
だ

興お
き

さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
う
。

二
階
建
土
蔵
に
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
菱
屋

六
兵
衛
の
墨
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
由
来
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
主お
も

屋や

は
そ
れ
よ
り
あ
と
、
江
戸

時
代
後
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
母お
も

屋や

は
虫む
し

籠こ

壁か
べ

を
表
に
し
た
つ・

し・

二・

階・

の
平
屋
建
で
、
そ
の
両
側

に
防
火
壁
を
兼
ね
た
卯う

建だ
つ

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

卯
建
は
大や
ま

和と

棟む
ね

に
も
見
ら
れ
る
が
、
多
大
の
工
費

が
要
る
と
こ
ろ
か
ら
「
う
だ
つ
が
上
が
ら
ぬ
」
と

い
う
俗
言
も
生
ま
れ
た
と
い
う
。
二
階
は
屋
根
裏

と
し
て
物
置
や
寝
間
に
使
わ
れ
た
か
ら
、
居
室
は

一
階
に
集
中
し
て
い
る
。
通
り
庭
に
「
七

つ
か
ま
ど
」
が
原
形
の
ま
ま
残
さ
れ
、
半

円
形
に
並
ぶ
大
き
さ
の
違
う
竃か
ま
ど

は
一
人
で

異
な
る
火
加
減
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
先

人
の
工
夫
で
あ
る
。

　

菱
屋
は
西
ノ
京
村
の
庄
屋
を
勤
め
た
家
で
、
そ

の
蔵
に
は
当
時
の
人
別
帳
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
瀬
川
家
は
百
五
十
年
ほ
ど
前
に
買
い

取
っ
て
住
ま
わ
れ
、
一
時
は
解
体
も
考
え
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
代
々
の
こ
の
家
の
当
主
の
思

い
入
れ
に
よ
っ
て
後
世
の
大
工
仕
事
を
見
直
し
、

今
、
京
都
で
町
家
の
再
現
に
取
り
組
む
大
工
の
集

団
「
京
町
家
作
事
組
」
の
技
術
に
よ
っ
て
修
復
に

当
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
瀬
川
さ
ん
の
心
意
気
を
知
っ

て
、
京
都
に
は
こ
の
よ
う
な
町
家
を
愛
す
る
人
が

お
ら
れ
る
こ
と
に
、
上
京
の
町
家
の
保
存
も
前
途

が
見
出
さ
れ
た
よ
う
な
思
い
に
浸
ら
さ
れ
た
。

瀬川家住宅 上京区妙心寺道天部道西入堀川町
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平
安
宮
と
そ
の
周
辺

　

平
安
京
の
南
玄
関
口
に
は
巨
大
な

重
層
の
門
、
羅ら

城じ
ょ
う
門も
ん

が
そ
び
え
て
い

る
。
こ
れ
を
く
ぐ
る
と
二
十
八
丈
（
��

メ
ー
ト
ル
）
の
道
幅
を
持
つ
京
の
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
、
朱す

雀じ
ゃ
く
大お
お

路じ

が

一
直
線
に
北
へ
延
び
て
い
る
。
こ

の
大
路
を
歩
く
こ
と
お
よ
そ
1
時

間
、
正
面
に
は
再
び
巨
大
な
門
（
朱

雀
門
）
が
行
く
手
を
遮
る
。
こ
の
奥

が
平
安
京
の
中
枢
部
、
平
安
宮
で
あ

る
。
宮
は
東
西
三
百
八
十
四
丈
（
1
、

1
6
3
メ
ー
ト
ル
）、
南
北
四
百
六
十

丈
（
1
、
3
9
2
メ
ー
ト
ル
）、
総
面

約
四
十
九
万
坪（
1
6
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

の
広
さ
が
あ
り
、
そ
の
中
に
天
皇
の
御

所
で
あ
る
内だ
い

裏り

、
政
治
の
中
枢
で
あ
る

朝ち
ょ
う

堂ど
う

院い
ん

、
豊ぶ

楽ら
く

院い
ん

、
二
官
八
省
の
諸し
ょ

官か
ん

衙が

が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
範
囲
は
現

在
の
京
都
市
上
京
区
と
中
京
区
に
ま
た

が
り
、
北
は
一
条
通
、
南
は
二
条
通
り
、

東
は
大
宮
通
、
西
は
御
前
通
に
囲
ま
れ

た
区
域
に
相
当
す
る
。

　

現
在
、
こ
の
周
辺
は
宅
地
化
が
進
み
、

個
人
住
宅
や
小
規
模
な
店
舗
が
密
集
し

た
地
区
と

な
っ
て

い
る
（
図

1
）。
平

安
宮
の
遺

構
は
こ
う

し
た
街
並

み
の
地
下

に
眠
っ
て

い
る
。
し

た
が
っ
て

一
回
に
発

掘
調
査
で

き
る
面
積
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
調
査
面
積
一
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
、わ
ず
か
�0
平
方
メ
ー

ト
ル
と
い
っ
た
調
査
も
こ
の
地
区
で
は

多
い
。
広
大
な
平
安
宮
に
比
べ
れ
ば
ま

さ
に
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
の
デ
ー

タ
を
集
積
し
、
点
か
ら
線
、
線
か
ら
面

へ
と
遺
構
の
状
態
を
復
元
し
た
結
果
、

現
在
で
は
宮
内
の
区
画
や
建
物
の
配
置

が
徐
々
に
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
正

確
な
復
元
図
も
で
き
て
い
る
（
図
�
）。

　

も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、

上
下
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
と
い
っ
た
公

共
事
業
に
伴
う
立
会
調
査
で
あ
る
。
工

事
は
大
半
が
道
路
部
分
で
行
な
わ
れ
、

し
か
も
連
続
的
に
開
削
し
て
い
く
の

で
、
地
下
の
遺
構
や
土
層
の
状
態
を
観

察
す
る
に
は
都
合
が
よ
い
。
こ
れ
ら
の

工
事
現
場
に
お
邪
魔
し
て
記
録
さ
せ
て

い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
民
家
の

建
て
替
な
ど
民
間
工
事
に
伴
う
立
会
調

査
も
実
施
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

ら
の
成
果
も
集
積
さ
れ
、
発
掘
調
査
の

成
果
と
合
わ
せ
て
平
安
宮
復
元
の
有
力

な
基
礎
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

│
平
安
宮
の
朝
堂
院
の
調
査
か
ら
│

│
平
安
宮
の
朝
堂
院
の
調
査
か
ら
│

賀
茂
川

御用水

御
霊
神
社

光
琳
宅
蹟

猿
田
彦
神
社

擁
翠
園

妙
覚
寺

妙顕寺

相国寺

大
応
寺

興
聖
寺

芦山寺通

檪
谷
七
野
神
社

水火天満宮

大
宮
通

堀
川
通

小
川
通

新
町
通

衣
棚
通

室
町
通

烏
丸
通

寺
町
通

加
茂
街
道

kamigoryomae dori

卍

卍

卍
卍

卍

図 1　平安宮上空より東を望む（1987 年撮影）

図 2　平安宮復元図（数字は調査地点を示す）
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朝
堂
院
の
調
査

　

2
0
0
6
年
�
月
に
、
上
京
区
下
立

売
通
千
本
東
入
る
中
務
町
で
実
施
し
た

調
査
は
、
平
安
宮
調
査
の
典
型
例
で
あ

る
（
調
査
1
）。
丸
太
町
通
り
に
面
し

た
敷
地
面
積
1
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
土
地
が
再
開
発
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、上
述
の
復
元
図
に
照
合
し
た
結
果
、

こ
こ
が
朝
堂
院
の
北
面
回
廊
部
分
に
あ

た
る
こ
と
か
ら
発
掘
調
査
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
査

セ
ン
タ
ー
（
現
文
化
財
保
護
課
）
の
指

導
の
も
と
、
私
の
所
属
す
る
（
財
）
京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
が
調
査
を
担

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

調
査
前
ま
で
に
調
査
計
画
書
の
立

案
、土
地
の
所
有
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
、

周
辺
の
方
々
へ
の
ご
挨
拶
、
作
業
員
、

掘
削
の
た
め
の
重
機
の
手
配
な
ど
、
わ

ず
か
三
週
間
程
度
の
調
査
で
あ
る
が
準

備
に
は
な
か
な
か
手
間
が
か
か
る
。
ま

ず
現
場
で
は
、
調
査
区
を
設
定
す
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
。周
辺
住
宅
と
の
控
え
、

仮
設
事
務
所
の
設
置
場
所
、
掘
削
土
の

仮
置
き
場
所
な
ど
確
保
す
る
と
、
調
査

で
き
る
面
積
は
約
�0
平
方
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
調
査
開
始
。
重

機
（
小
型
の
バ
ッ
ク
ホ
ー
）
を
導
入
し

て
、
表
土
を
掘
削
す
る
。
調
査
担
当
者

が
最
も
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
瞬
間
で
あ

る
。
地
層
の
色
・
土
質
、
中
に
含
ま
れ

て
い
る
遺
物
の
時
期
な
ど
を
見
分
け
、

目
的
の
遺
構
が
存
在
す
る
地
層
を
判
断

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
掘
り
す
ぎ
る

と
当
然
遺
構
が
壊
れ
て
し
ま
う
。ま
た
、

掘
り
足
ら
な
い
と
作
業
日
数
、
強
い
て

は
調
査
費
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
調
査

員
の
知
識
と
技
量
が
試
さ
れ
る
時
で
も

あ
る
。

　

当
然
、
周
辺
の
調
査
成
果
な
ど
か

ら
、
今
回
の
調
査
で
予
想
さ
れ
る
遺
構

ま
で
の
深
さ
、
土
層
の
状
況
は
頭
に
入

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
、
重
機

掘
削
を
開
始
す
る
と
予
想
も
し
な
か
っ

た
砂
礫
層
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
（
図

�
）。
出
土
遺
物
や
土
層
断
面
を
観
察
す

る
が
、
判
断
が
付
か
な
い
。
こ
う
し
た

時
、
頼
れ
る
の
が
経
験
豊
富
な
上
司
で

あ
る
。
す
ぐ
に
連
絡
し
、
相
談
の
結
果
、

半
分
だ
け
砂
礫
層
を
残
し
、
調
査
を
進

め
な
が
ら
様
子
を
見
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
し
て
、調
査
も
終
盤
に
な
っ
た
が
、

平
安
時
代
の
遺
構
は
全
く
検
出
で
き
な図 4　朝堂院回廊の痕跡（南東から） 図 3　調査区全景（北から : 調査区右半が砂礫層）
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か
っ
た
。
そ
こ
で
調
査
区
と
道
路
ま
で

の
間
に
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
空
間
を
拡

張
す
る
こ
と
に
し
た
。
幸
い
調
査
日
程

に
も
余
裕
が
あ
る
。
早
速
、
土
地
の
所

有
者
に
連
絡
を
取
り
了
解
を
得
た
。

　

拡
張
を
開
始
す
る
と
す
ぐ
に
、
前
述

の
砂
礫
層
を
掘
り
込
ん
で
、
黄
褐
色
粘

土
層
か
ら
な
る
溝
状
の
遺
構
が
顔
を
の

ぞ
か
せ
た
。
幅
0
・
�
メ
ー
ト
ル
、
延

長
1
・
�
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
さ
さ
や
か

な
遺
構
で
あ
る
（
図
�
）。
こ
れ
を
測

量
し
、
復
元
図
と
照
合
す
る
と
、
朝
堂

院
の
北
面
回
廊
の
北
側
基
壇
の
位
置
と

ぴ
っ
た
り
一
致
し
た
。
出
土
し
た
遺
物

も
平
安
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
つ
い
に
、
朝
堂
院
北
回
廊
の
遺
構
を

発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
的
に
こ
の
調
査
で
検
出
し
た
遺

構
・
遺
物
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
平
安
宮
を
復
元
す
る
上
で
重

要
な
定
点
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

平
安
宮
の
主
な
発
掘
調
査

　

次
に
、
平
安
宮
内
の
調
査
で
大
き
な

調
査
成
果
を
あ
げ
た
調
査
を
い
く
つ
か

紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

朝
ち
ょ
う
堂ど
う

院い
ん　

宮
の
中
心
で
あ
る
朝
堂
院

は
八
省
院
と
も
呼
ば
れ
、
八
省
の
役
人

の
執
務
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
推
定
地

で
あ
る
上
京
区
千
本
丸
太
町
上
ル
小
山

町
で
1
9
8
4
年
に
調
査
が
実
施
さ
れ

た
（
調
査
�
）。
わ
ず
か
��
平
方
メ
ー

ト
ル
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
平
安
宮
の

朝
堂
院
の
北
側
に
付
属
す
る
大
極
殿

院
の
北
面
回
廊
の
基
壇
が
み
つ
か
っ

た
。
基
壇
は
凝ぎ
ょ
う灰か
い

岩が
ん

を
積
み
上
げ
て
周

り
を
化
粧
す
る
壇だ
ん

上じ
ょ
う積づ
み

と
呼
ば
れ
る
型

式
の
も
の
で
あ
る
。
凝
灰
岩
は
丁
寧
に

加
工
さ
れ
、
残
り
の
よ
い
と
こ
ろ
で
は

�
段
遺
存
し
て
い
た
（
図
�
）。
ま
た
、

1
9
9
4
年
に
は
千
本
丸
太
町
の
交
差

点
付
近
で
実
施
し
た
N
T
T
の
電
話
線

埋
設
工
事
の
立
会
調
査
（
調
査
�
）
で
、

朝
堂
院
の
正
殿
で
あ
る
大
極
殿
の
基
壇

土
が
発
見
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
大
極
殿

は
現
在
の
国
会
議
事
堂
に
相
当
す
る
建

物
で
、
岡
崎
に
あ
る
平
安
神
宮
の
拝
殿

は
こ
の
建
物
を
�
分
の
�
に
縮
め
て
復

元
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

豊ぶ

楽ら
く

院い
ん　

豊
楽
院
は
朝
堂
院
の
西

側
に
ほ
ぼ
同
じ
規
模
を
も
っ
て
造
営

さ
れ
た
施
設
で
、
大だ
い

嘗じ
ょ
う
祭さ
い

や
年
中
の

諸
節
会
が
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

1
9
8
7
年
か
ら
８
８
年
に
か
け
て
中

京
区
聚
楽
廻
西
町
で
、
豊
楽
院
の
正
殿

で
あ
る
豊
楽
殿
の
一
部
が
発
見
さ
れ
た

（
調
査
�
）。
発
見
さ
れ
た
の
は
基
壇
の

北
西
部
で
、
基
壇
の
周
囲
に
は
凝
灰
岩

の
化
粧
が
施
さ
れ
、
基
壇
上
に
は
東
西

方
向
に
�
間
分
の
礎
石
を
据
え
付
け
た

穴
が
み
つ
か
っ
て
い
る
（
図
�
）。
周

辺
で
の
調
査
成
果
と
合
わ
せ
て
、
豊
楽

殿
の
規
模
は
桁
行
き
�
間
、
梁
行
�
間

の
四
面
庇
付
東
西
建
物
で
あ
る
こ
と
が

図 5　大極殿院北面回廊の基壇（北東から）

わ
か
っ
た
。
ま
た
調
査
で
は
緑り
ょ
く

釉ゆ
う

を
施

し
た
瓦
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
（
図

�
）、
屋
根
に
は
緑
釉
瓦
が
葺
か
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
緑

図 7　豊楽殿出土の瓦類 図 6　豊楽殿基壇検出状況（北西から）
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が
ら
、
こ
れ
は
平
安
宮
全
体
の
面
積
の

わ
ず
か
1
.
6
%
に
す
ぎ
な
い
。
ま
だ

ま
だ
、
地
下
に
は
残
さ
れ
た
埋
蔵
文
化

財
が
日
の
当
た
る
時
を
待
っ
て
い
ま

す
。
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
は
そ
の
地
域

の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
が
得

ら
れ
な
け
れ
ば
成
り
た
ち
ま
せ
ん
。
是

非
、
か
け
が
え
の
な
い
平
安
宮
を
保
護

す
る
た
め
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　
（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
崎　

伸

釉
は
軒
の
瓦
と
丸
瓦
・
熨の

斗し

瓦
に
限
ら

れ
、
全
体
が
緑
釉
瓦
で
葺
か
れ
て
い
る

平
安
神
宮
の
拝
殿
の
型
式
と
は
異
な

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
出
土
し
た
緑
釉
瓦
な
ど
の
一
群
は

2
0
0
5
年
度
に
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

内だ
い

裏り　

内
裏
は
天
皇
の
住
ま
い
で
宮

域
の
中
央
北
東
よ
り
に
位
置
し
て
い

る
。
上
京
区
下
立
売
通
千
本
東
入
ル
田

中
町
で
1
9
8
4
年
に
実
施
し
た
調
査

（
調
査
�
）
で
は
内
裏
内
郭
の
正
面
に

当
た
る
承し
ょ
う明め
い

門も
ん

に
関
連
す
る
雨
落
を
発

見
し
て
い
る
（
図
�
）。
こ
の
下
層
に

は
�
基
の
地
鎮
め
の
遺
構
が
あ
り
、
密

教
法
具
の
輪り
ん

宝ぽ
う

と
け
つ

や
金
粉
・
琥
珀
・

ガ
ラ
ス
な
ど
の
宝
物
が
納
め
ら
れ
て
い

た
（
図
�
）。
ま
た
、
同
じ
田
中
町
で

1
9
9
4
年
に
実
施
し
た
調
査
（
調
査

�
）
は
面
積
は
わ
ず
か
��
平
方
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
内
郭
回
廊
基
壇

と
そ
れ
に
伴
う
雨
落
溝
が
発
見
さ
れ

た
。
こ
の
溝
は
、
表
面
が
平
ら
な
自
然

石
を
敷
き
詰
め
て
作
ら
れ
、
基
壇
に
は

凝
灰
岩
を
加
工
し
た
化
粧
が
施
さ
れ
て

い
た
（
図
10
）。

┃
お
┃
わ
┃
り
┃
に
┃

　

今
年
は
、（
財
）
京
都
市
埋
蔵
文
化

財
研
究
所
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
�0
周
年

の
節
目
の
年
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
京
都

市
内
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
の
歴

史
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
、

昨
年
2
0
0
5
年
10
月
ま
で
に
、
研
究

所
で
は
平
安
宮
域
で
約
1
2
0
件
の
発

掘
調
査
を
実
施
し
、
調
査
面
積
の
累

計
は
お
よ
そ
� 

�
・
0
0
0
平
方
メ
ー

ト
ル
に
達
し
、
遺
物
は
整
理
箱
に
�
、

6
0
0
箱
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
な

図 8　承明門の雨落溝（北西から）

図 9　地鎮め遺構（北から）

図 10　内裏内郭回廊の基壇と雨落溝（北東から）
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恒例の「上京茶会」は

上京区文化振興会と

上京区役所の共催により

５月１４日に開催されました

大本山妙顕寺を会場とした

今回のお茶会は

表千家の懸釜で行われ

本席・副席の２席でお茶を

味わうことが出来ました

広い境内の落ち着いた

雰囲気の中で４４０人を越える参加者は

新緑の美しい庭園を眺めながら

心おだやかな時間を

過ごすことができました

　

三
月
二
十
八
日
に
上
京
区
文
化
振
興

会
と
上
京
区
役
所
の
共
催
に
よ
る
「
京
菓

子
教
室
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。今
年
で

三
回
目
と
な
る
こ
の
教
室
は
，「
俵
屋
吉

富
」
京
菓
子
資
料
館
に
場
所
を
借
り
て
，

春
休
み
に
親
子
で
楽
し
く
お
菓
子
を
作

る
体
験
学
習
で
す
。

　

館
内
で
は
お
抹
茶
の
接
待
を
受
け
，
貴

重
な
展
示
品
を
見
学
し
た
後
，「
俵
屋
吉

富
」
の
菓
子
職
人
か
ら
、
季
節
の
和
菓
子

作
り
を
教
わ
り
ま
し
た
。出

来
上
が
っ
た
生
菓
子
は
色
合

い
も
鮮
や
か
で
，
春
ら
し
い

仕
上
が
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

五
月
憲
法
月
間
の
取
組
と
し
て
、
五
月

二
十
五
日
に
同
志
社
大
学
寒
梅
館
ハ
ー

デ
ィ
ー
ホ
ー
ル
に
て
、
上
京
区
民
ふ
れ
あ

い
事
業
実
行
委
員
会
主
催
、
同
志
社
大
学

学
生
支
援
課
共
催
に
よ
る
映
画
「
誰
も
知

ら
な
い
」
が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
映
画
は
実
際
の
事
件
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
、
母
親
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
四

人
の
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
生
活
を
続
け
る

姿
を
描
い
て
お
り
、
会
場
に
は
約
千
名
の

来
場
者
が
訪
れ
、
子
ど
も
の
人
権
に
つ
い

て
改
め
て
考
え
さ
せ
る
上
映
会
と
な
り
ま

し
た
。

「
映
画
の
つ
ど
い
」

憲　

・　

法　

・　

月　

・　

間
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学校法人 北野幼稚園
京都市上京区御前通一条下る　　（北野天満宮バス停下車南１0０m）

創
立
以
来
七
十
余
年
に

わ
た
っ
て
、

和
や
か
な
家
庭
的
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
つ
つ

就
学
前
教
育
の

本
流
を
め
ざ
し
て
、

保
育
を
続
け
て

参
り
ま
し
た
。

幼
児
た
ち
は

楽
し
い
遊
び
を
通
し
て
、

人
生
に
必
要
な
生
き
る

力
の
す
べ
て
を
手
に
し
ま
す
。

℡.463-0111㈹
http://homepage3.nifty.com/kyotokitano_k/

「
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
─
５
０
４
０
）

表紙／九条橋より建礼門を眺む／小谷一之撮影



上
京
・
史
蹟
と
文
化　

第
三
十
一
号　
　
　
　
　
　
　

平
成
十
八
年
八
月
十
五
日　

発
行　
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
事
業
実
行
委
員
会　

編
集
・
主
管　

上
京
区
文
化
振
興
会
・
上
京
区
役
所　

印
刷　

和
光
印
刷
株
式
会
社

認定

※㈶日本健康・栄養食品協会のＧＭＰ基準に合格した認定工場。


