
2008 VOL. 

上京
史蹟と文化

上
京
・
史
蹟
と
文
化
　

第
三
十
五
号
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
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。 



び 

か
た 

美 

加
藤
類
子

美
術
史
家

─ � ─

一
条
戻
橋

絶
え
間
な
く
車
の
行
き
交
う
堀
川
通
は
、
平
安
京
の
堀
川
小
路
か
ら
幾
た
び
も
の
変
遷
を

経
て
、
今
日
の
姿
に
な
り
ま
し
た
が
、
特
に
激
し
く
変
わ
っ
た
の
は
、
や
は
り
明
治
時
代
以

降
で
し
ょ
う
。
路
面
電
車
の
開
通
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
道
路
拡
張
工
事
な
ど
、
文
明
開

化
と
そ
の
結
果
の
も
た
ら
し
た
変
化
で
し
た
。
通
称
「
堀
川
電
車
」
あ
る
い
は
「
ち
ん
ち
ん

電
車
」
は
、
堀
川
の
東
岸
を
堀
川
に
沿
っ
て
、
北
は
中
立
売
か
ら
北
野
天
神
ま
で
、
南
は
四

條
西
洞
院
か
ら
三
哲
ま
で
、
と
こ
と
こ
と
走
っ
て
い
ま
し
た
。
黒
い
ダ
ブ
ル
の
外
套
を
着
た

運
転
士
が
、
吹
き
さ
ら
し
の
運
転
台
に
立
っ
て
運
転
し
て
い
る
様
子
を
、
子
供
の
頃
は
寒
そ

う
だ
な
ど
と
思
い
つ
つ
眺
め
て
い
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
道
路
の
拡
張
は
、
戦
争
末
期
に
激

し
さ
を
増
し
た
空
襲
か
ら
街
の
延
焼
を
防
ぐ
ベ
ル
ト
地
帯
を
、
火
急
に
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

必
要
か
ら
、
強
制
的
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
五
条
通
も
、
御
池
通
も
、
そ
の
時
町
が
毀
さ
れ
、

拡
張
さ
れ
、
家
屋
の
取
り
壊
し
に
は
、
当
時
の
中
学
生
や
、
専
門
学
校
生
ら
が
、
動
員
さ
れ

ま
し
た
。
結
局
、
京
都
の
街
は
戦
災
を
免
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
、
近
辺
の
人
々

は
そ
こ
に
野
菜
を
作
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
後
、
車
社
会
を
迎
え
て
、
こ
れ
ら
の
大
道
が

主
要
幹
線
道
路
と
な
っ
た
の
は
、
周
知
の
通
り
で
す
。
そ
の
陰
で
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
も

多
く
、
例
え
ば
竹
内
栖
鳳
の
生
家
な
ど
も
、
ど
こ
や
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
て
こ
の
広
々
し
た
堀
川
通
に
は
、
昔
も
今
も
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
幾
本
か
の
細
い
小
路
が
、

そ
れ
ぞ
れ
短
い
橋
を
堀
川
に
渡
し
て
、
東
西
に
走
っ
て
い
ま
す
。
丸
太
町
通
か
ら
今
出
川
通

の
間
で
は
、
東
へ
辿
る
と
い
ず
れ
の
道
も
、
烏
丸
通
で
京
都
御
所
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
一

条
通
も
そ
の
一
つ
。
古
代
平
安
京
の
時
代
に
は
、
大
内
裏
の
外
周
を
成
す
道
路
で
、
今
日
よ

り
役
割
は
重
要
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
架
か
る
橋
が
一
条
戻
橋
で
す
。
現
在
川
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
暗
渠
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
石
垣
に
イ
タ
ド
リ
が
青
々
と
繁
り
青
大
将
が
這
っ
て

い
た
よ
う
な
、
比
較
的
最
近
ま
で
残
っ
て
い
た
風
情
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
橋
も
、

露
わ
に
日
に
照
ら
さ
れ
て
、
ふ
と
見
落
と
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
こ
こ
は
、

歴
史
的
に
は
古
い
場
所
で
、
平
安
京
の
一
条
大
路
と
、
今
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
い
ま
す
。

郊
外
へ
の
出
入
口
と
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
陰
陽
師
に
よ
る
橋
占
が
行
わ
れ
た
場
所
で
も

あ
り
ま
し
た
。
安
倍
清
明
が
十
二
神
将
の
人
形
を
橋
の
袂
に
埋
め
、
橋
占
い
の
時
に
は
掘
り

出
し
て
吉
凶
を
占
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
近
年
発
見
さ
れ
た
北
野
天
満
宮
の
一
群
の
木
造
鬼

神
像
や
、
大
将
軍
八
神
社
に
祀
ら
れ
る
大
将
軍
像
な
ど
を
実
際
に
見
ま
す
と
、
闇
に
満
ち
て

い
た
古
代
の
京
の
都
や
人
々
の
怖
れ
が
、
如
実
に
伝
わ
っ
て
き
て
、
こ
の
種
の
占
い
や
怨
霊
鎮
め

の
現
実
感
が
い
や
増
し
に
増
し
ま
す
。

し
か
し
何
よ
り
も
、
一
条
戻
橋
の

名
を
民
間
に
残
し
た
の
は
、
源
頼
光

の
家
来
渡
辺
綱
と
鬼
女
の
伝
説
で

し
ょ
う
。
こ
の
伝
説
の
初
出
か
と
思

わ
れ
る
の
は
、『
平
家
物
語
』
第
十
二

巻
、
そ
の
巻
外
篇
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、「
屋
代
本
」
で
の
み
語
ら
れ
る

源
氏
に
伝
わ
る
剣
の
話
で
す
。

物
語
は
、
あ
る
夜
渡
辺
綱
が
戻
橋

辺
り
で
、
み
め
よ
き
若
い
女
に
会
い
、

請
わ
れ
て
こ
の
女
を
馬
の
後
ろ
に
乗

せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
し
ば

柴田　是真　茨木童子図額　東京・王子稲荷社蔵　
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ら
く
往
く
と
女
は
、「
愛
宕
山
へ
行
け
」
と
命
じ
、
綱
の
髻
も
と
ど
りを
む
ん
ず
と
掴
み
ま
す
。「
す
わ
、

ば
け
も
の
」
と
、
綱
は
少
し
も
慌
て
ず
刀
を
抜
い
て
斬
り
つ
け
ま
す
と
、
鬼
女
の
片
腕
は
綱
の

髻
を
掴
ん
だ
ま
ま
、
北
野
天
神
の
回
廊
ま
で
飛
び
ま
し
た
。
顛
末
を
聞
い
た
陰
陽
師
の
安
倍
晴

明
は
、
綱
に
誦
経
と
七
日
間
の
謹
慎
を
命
じ
ま
す
が
、
そ
の
六
日
目
に
、
綱
の
養
母
に
化
け
た

鬼
女
が
綱
の
館
を
訪
れ
、
言
葉
巧
み
に
か
き
口
説
い
て
綱
を
あ
ざ
む
き
、
つ
い
に
片
腕
を
取
り

戻
し
て
遁
走
し
ま
す
。
こ
の
物
語
は
後
世
、『
太
平
記
』、
室
町
時
代
の
『
御
伽
草
子
』、
観
世

小
次
郎
に
よ
る
能
『
羅
生
門
』、
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
は
三
世
団
十
郎
の
演
じ
る
『
兵
四
阿

屋
造
』、
杵
屋
浄
海
の
『
綱
館
』、
明
治
に
入
っ
て
は
、
河
竹
黙
阿
弥
の
舞
踊
『
茨
木
』
と
、
脚

色
を
加
え
つ
つ
引
き
継
が
れ
、
誰
も
が
知
る
物
語
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
一
条
戻
橋
の
近
く
に
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
一
人
の
画
家
が
住

み
ま
し
た
。
水
墨
画
家
と
し
て
知
ら
れ
た
近
藤
浩
一
路
で
す
。
近
藤
浩
一
路
は
山
梨
県
出
身
で
、

東
京
美
術
学
校
（
現
・
東
京

芸
術
大
学
）
の
西
洋
画
科
を

卒
業
し
ま
し
た
。
同
級
生
に

は
藤
田
嗣
治
、
岡
本
一
平
、

池
辺
釣
ら
が
い
て
、
は
じ
め

は
油
絵
を
画
い
て
文
展
（
文

部
省
美
術
展
覧
会
）
に
出
品

し
て
い
ま
し
た
が
、
岡
本
一

平
ら
と
の
交
友
を
通
し
て
、

新
聞
の
挿
絵
や
漫
画
も
手
が

け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本

美
術
院
（
院
展
）
に
所
属
し
て
、

主
に
水
墨
に
よ
る
作
品
を
描

き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
伝
統

的
な
手
法
と
形
式
を
用
い
た

従
来
の
水
墨
画
で
も
な
く
、

文
人
画
の
よ
う
な
主
観
的
な

表
現
で
も
な
い
、
光
と
影
の
交
叉
す
る
独
特
の
表
現
の
も
の
で
す
が
、
斬
新
な
印
象
が
人
々
に

注
目
さ
れ
ま
し
た
。
西
洋
近
代
の
絵
画
表
現
を
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
ん
だ
世
界
で
す
が
、
の
ち

に
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
ら
の
称
賛
も
受
け
ま
し
た
。
近
藤
は
、
大
正
十
二
年
、
関
東
大
震

災
の
混
乱
を
遁
れ
て
京
都
へ
移
っ
て
き
ま
し
た
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
結
婚
し
た
夫
人

が
京
都
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
移
転
の
理
由
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
居
を
定
め
た
の
が
、
上
京

区
大
宮
通
一
条
上
ル
。
戻
橋
は
散
歩
の
距
離
で
す
。
近
藤
は
早
速
、
自
宅
を
「
墨
心
舎
」
と
名

付
け
て
画
塾
を
開
き
、
一
方
、
再
興
日
本
美
術
院
展
（
第
十
回
）
に
、
後
に
近
藤
の
代
表
作
の

一
つ
と
さ
れ
る
「
鵜
飼
六
題
」
の
大
作
を
出
品
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に
は
、
第
十
一
回

再
興
院
展
に
「
京
洛
十
題
」
を
、さ
ら
に
そ
の
翌
年
の
第
十
二
回
再
興
院
展
に
は
、「
長
岡
天
神
」

「
淀
芋
洗
村
」「
三
条
大
橋
」「
花
見
小
路
」「
小
町
寺
道
」
そ
し
て
、「
一
条
戻
橋
」
を
出
品
し

ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
、
京
都
で
も
画
友
が
増
え
、
同
じ
く
震
災
で
疎
開
し
て
き
て
い
た
岸
田

劉
生
や
、
京
都
の
油
彩
画
家
で
、
文
人
画
家
で
も
あ
っ
た
津
田
青
楓
ら
と
「
三
条
会
」
を
結
成

し
て
、
市
内
で
展
覧
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
画
家
と
し
て
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。

作
品
「
一
条
戻
橋
」
は
、
青
味
を
帯
び
た
墨
を
用
い
、
や
や
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
強
い
調
子
で

堀
川
通
の
下
手
か
ら
橋
と
光
り
つ
つ
流
れ
る
堀
川
を
描
い
て
い
ま
す
。
遠
景
の
家
の
壁
と
岸
辺

の
柳
の
あ
た
り
に
光
が
射
し
、
川
沿
い
の
杭
や
歩
く
人
は
斜
め
か
ら
射
す
光
に
、
長
い
影
を
曳

い
て
い
ま
す
。
戻
橋
の
伝
説
の
、
夜
の
情
景
も
先
入
観
と
な
っ
て
、
こ
の
作
品
は
夜
景
と
思
っ

て
き
ま
し
た
。
今
な
ら
迷
わ
ず
、
こ
の
明
る
さ
を
街
灯
の
光
と
解
せ
ま
す
が
、
時
代
（
大
正

十
四
年
）
か
ら
推
し
て
、
あ
り
得
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
。

近
藤
は
、
昭
和
六
年
の
二
度
目
の
パ
リ
遊
学
も
含
め
て
、
昭
和
十
一
年
ま
で
、
約
十
三
年
を

京
都
で
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
京
都
だ
け
で
は
な
く
、
奈
良
や
岐
阜
、
奥
州
に
ま
で
足
を

延
ば
し
、
多
く
の
珠
玉
の
水
墨
作
品
を
描
き
ま
し
た
。
京
都
へ
の
想
い
は
晩
年
ま
で
衰
え
る
こ

と
が
な
く
、
七
十
三
歳
の
昭
和
三
十
二
年
に
は
墨
（
細
雨
）
の
銀
閣
、
白
（
雪
）
の
金
閣
を
描

い
て
い
ま
す
。
昭
和
十
年
、
第
二
十
二
回
院
展
に
出
し
た
「
御
水
取
八
題
」
は
最
高
の
傑
作
と

言
わ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
に
も
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
一
条
戻
橋
を
描
い
た
も
う
一
つ
の
作
品
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は

幕
末
・
明
治
の
画
家
で
、
著
名
な
漆
芸
家
で
も
あ
っ
た
柴
田
是
真
の
描
い
た
「
茨
木
童
子
図
額
」

で
す
。
幕
末
の
世
紀
末
的
表
現
を
想
わ
せ
る
名
高
い
作
品
で
す
。

近藤　浩一路　一条戻橋　1925 年
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一
条
通
と
今
出
川
通
の
間
に
は
、

ど
こ
か
ら
か
現
れ
、
い
つ
の
間
に
か

消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
道
路
が
何
本

か
あ
り
ま
す
。
武む
し

者ゃ
の

小こ
う

路じ

通
も
そ
の

一
つ
で
、
三
丁
ほ
ど
の
短
い
道
で
す
。

も
と
も
と
こ
の
辺
り
は
一
条
大
路
が

平
安
京
の
北
端
で
す
か
ら
京
外
に
な

り
ま
す
。
一
丁
毎
の
南
北
の
大
路
や

小
路
は
一
条
大
路
止
ま
り
で
し
た
が
、

や
が
て
京
外
の
北
へ
と
伸
び
て
行
き

ま
す
。
そ
れ
ら
の
縦
通
を
横
に
つ
な

ぐ
よ
う
に
辻ず

子し

（
図
子
）
が
発
生
し

ま
す
。
こ
れ
は
京
中
の
よ
う
に
格
子

状
に
つ
な
が
る
の
で
な

く
、
一
丁
の
間
を
適
当

に
つ
な
い
で
い
た
の
で
し

た
。
今
も
上
京
区
内
の
一

条
通
よ
り
北
一
帯
の
道

路
が
、
あ
み
だ
く
じ
の

よ
う
な
迷
路
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
た
め

な
の
で
す
。

　

武
者
小
路
通
は
、
そ

の
よ
う
な
辻
子
の
連
ら

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
烏
丸
か
ら
室
町

ま
で
が
梅
屋
町
、
室
町
か

ら
新
町
ま
で
が
武
者
小

路
町
、
新
町
か
ら
小
川
ま
で
が
西
無

車
小
路
町
と
少
し
ず
つ
南
へ
ず
れ
な

が
ら
連
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

武
者
小
路
と
い
う
辻
子
か
ら
通
り
名

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
武
者
小

路
新
町
の
角
が
広
場
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
は
昭
和
二
十
年
、
終
戦
直

前
の
強
制
疎
開
に
よ
っ
て
新
町
通
の 官休庵・武者小路千家
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武
者
小
路
よ
り
北
が
東
側
を
、
南
が

西
側
を
削
ら
れ
た
あ
と
、
雁が
ん

木ぎ

（
雁

の
行
列
の
よ
う
に
道
路
が
喰
い
違
っ
て

い
る
こ
と
）
に
な
っ
て
い
た
新
町
通
を

一
本
の
道
路
に
広
げ
た
た
め
な
の
で
す
。

　

武
者
小
路
通
と
い
う
と
茶
道
三
千

家
の
一
つ
、
武
者
小
路
千
家
が
思
い

浮
か
ぶ
こ
と
と
思
い
ま
す
。
三
千
家

は
侘
び
茶
の
大
成
者
と
さ
れ
る
千
利

休
（
一
五
二
二

−

一
五
九
一
）
の
道

統
を
受
け
つ
い
だ
茶
道
家

元
で
す
。
利
休
が
仕
え
て

い
た
豊
臣
秀
吉
の
怒
り
に

触
れ
て
切
腹
さ
せ
ら
れ
た

あ
と
、
養
子
の
少
庵
が
茶

統
を
継
ぎ
許
さ
れ
て
千
家

を
再
興
し
ま
し
た
。
そ
の

子
宗
旦
に
は
四
子
が
い
て

小
川
寺
之
内
に
住
み
ま
す
。

ま
ず
不ふ

審し
ん

菴あ
ん

が
三
男
宗
左

に
譲
ら
れ
、
宗
旦
は
屋
敷

の
北
側
に
建
て
た
今こ
ん

日に
ち

庵あ
ん

に
隠
居
。
そ
の
後
四
男
宗

室
に
今
日
庵
を
譲
り
、
不

審
菴
を
表
千
家
、
今
日
庵

を
裏
千
家
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
次
男
宗
守
は
武
者
小
路
通
側

に
官か
ん
き
ゅ
う
あ
ん

休
庵
を
住
ま
い
と
し
て
武
者
小

路
千
家
を
起
し
、
三
千
家
が
成
立
し

た
の
で
す
。
官
休
庵
の
名
は
四
国
高

松
藩
に
仕
官
し
て
い
た
宗
守
が
官
を

辞
し
て
茶
室
を
建
て
た
の
で
官
を
休

む
と
こ
ろ
か
ら
名
乗
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
武
者
小
路
千
家
は
、
庭

園
が
京
都
市
の
指
定
名
勝
、
建
造
物

が
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ
て

い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
に
官
休
庵
を
創
立
し

て
か
ら
三
度
の
火
災
に
遭
遇
し
て
い

ま
す
が
、
代
々
の
宗
守
家
元
に
よ
り

再
建
が
繰
り
返
さ
れ
、
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
に
現
状
の
茶
屋
敷
が
復

元
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

も
と
よ
り
庭
園
は
、
そ
こ
に
存
在

す
る
建
造
物
と
と
も
に
あ
る
も
の
だ

と
い
う
茶
庭
の
伝
統
が
受
け
つ
が
れ

て
い
ま
す
。
特
に
内
露
地
と
外
露
地

の
境
に
あ
る
編あ
み

笠が
さ

門も
ん

が
こ
の
庭
の
見

所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
主
屋
は
二
階

建
、
桟
瓦
葺
の
数
寄
屋
風
の
住
宅
で
、

半は
ん

宝ぽ
う

庵あ
ん

、
環か
ん

翠す
い

園え
ん

、
行
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う
て
い

舟
亭
か
ら
な

り
ま
す
。
初
代
好
み
の
官
休
庵
は
大

正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
再
建
、

九
代
愈ゆ

好こ
う

斎さ
い

好
み
で
昭
和
十
五
年

（
一
九
四
〇
）
に
再
建
さ
れ
た
弘
道
庵

に
加
え
て
、
近
年
に
な
っ
て
も
茶
屋

建
築
の
整
備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
東
側
に
中
村
宗
哲
家
の
住
宅

が
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
っ

中村宗哲家住宅
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て
い
ま
す
。
こ
こ
は
三
千
家
が
指
定

し
て
い
る
茶
道
具
の
職
方
十
家
か
ら

な
る
千
家
十
職
の
一
家
で
、
江
戸
時

代
前
期
よ
り
十
三
代
に
わ
た
っ
て
、

三
千
家
の
塗ぬ

師し

を
継
承
し
て
来
ら
れ

ま
し
た
。
先
代
の
十
二
代
宗
哲
（
故

中
村
弘
子
氏
）
は
本
誌
第
六
号
（
平

成
六
年
三
月
）
の
「
美
を
創
る
」
に

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
詳
わ
し

く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
武
者
小
路
千

家
と
の
深
い
血
縁
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

中
村
家
住
宅
は
京
都
に
残
る
工
芸

家
の
住
宅
兼
工
房
と
し
て
の
価
値
が

認
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
今
の
建
物

は
木
造
二
階
建
の
瓦
葺
、
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
の
建
造
で
す
。
こ
の
年

は
七
月
十
九
日
に
御
所
を
警
固
し
て

い
た
会
津
・
薩
摩
の
藩
兵
隊
と
入
京

し
て
き
た
長
州
藩
兵
の
間
に
起
き
た

禁
門
の
変
が
起
こ
り
、
京
都
の
町
を

焼
き
尽
く
し
た
鉄
砲
焼
け
（
ど
ん
ど

ん
焼
・
元
治
兵へ
い

燹せ
ん

）
に
よ
る
再
建
で
す
。

現
在
は
十
二
代
宗
哲
の
息
女
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
夫
君
と
と
も
に
漆
工
、
陶

工
、
金
工
な
ど
を
合
わ
せ

た
現
代
の
工
芸
と
し
て
先

祖
の
技
を
受
け
つ
が
れ
て

お
り
、
同
じ
建
物
で
当
代

宗
哲
ま
で
六
代
に
わ
た
っ

て
制
作
が
続
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
自
体
が
、
京
都
の

伝
統
工
芸
の
奥
深
さ
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
思

い
ま
す
。

　

な
お
、
本
誌
第
十
八
号
（
平
成
十
二

年
二
月
）
に
掲
載
し
た
宮
本
隼と
し

史ち
か

氏

も
「
ふ
さ
・
ひ
も
師
」
と
し
て
こ
の

通
り
に
住
み
、
工
房
を
構
え
て
お
ら

れ
ま
す
。

　

元
は
今
小
路
と
い
い
ま
し
た
が
、

名
前
の
示
す
と
お
り
、
か
つ
て
誓
願

寺
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
誓
願
寺

は
中
世
に
今
の
み
つ
ば
幼
稚
園
（
小

川
小
学
校
旧
地
）
の
あ
た
り
に
深
草

か
ら
移
り
、天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
今
の
新
京
極

六
角
に
寺
地
を
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
は
、
か
な
り
大
き
な
寺
院

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

堀
川
は
元
誓
願
寺
橋
の
北
ま
で
が

暗
渠
で
、
こ
こ
か
ら
親
水
公
園
化

親水公園化の進む堀川元誓願寺橋

元誓願寺通の町家
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の
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
元

誓
願
寺
橋
の
欄
干
は
格
子
に
赤
い
扇

子
を
散
ら
し
た
西
陣
ら
し
い
意
匠
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
宮
・
智
恵

光
院
間
を
元
妙
蓮
寺
町
と
い
い
ま
す

が
、
こ
こ
も
妙
蓮
寺
の
あ
っ
た
場
所

で
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
天

文
法
華
の
乱
に
焼
か
れ
て
泉
州
堺
に

避
難
し
、
同
十
一
年
に
こ
の
地
で
再

建
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
正
四
年

（
一
五
七
六
）、
秀
吉
に
よ
っ
て
安あ

居ぐ

院い
（
今
の
寺
之
内
）に
移
り
、今
に
至
っ

て
い
ま
す
。

　

元
誓
願
寺
通
は
新
町
に
起
こ
り
七

本
松
に
至
る
約
一
・
五
キ
ロ
で
、
糸
屋

格
子
や
虫む
し

籠こ

窓
（
土
壁
で
格
子
を
細

か
く
し
た
窓
）
を
設
け
た
、
つ
し
二

階
（
屋
根
裏
部
屋
）
な
ど
の
あ
る
織

屋
建
の
町
家
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

笹さ
さ
や
ち
ょ
う

屋
町
通
は
元
誓
願
寺
通
の
南
に

並
行
し
て
、
大
宮
か
ら
七
本
松
に
至

る
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
道
で
す
。

こ
の
通
り
に
も
織
屋
建
の
民
家
が
多

く
残
っ
て
お
り
、
織
の
西
陣
を
代
表

す
る
よ
う
な
地
域
で
し
た
。
笹
屋
町

の
地
名
は
笹
薮
が
あ
っ
た
か
ら
と
か
、

織
機
の
必
需
品
で
あ
る
筬お
さ

の
材
料
が

篠
竹
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
説

が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

笹
屋
二
丁
目
と
三
丁
目
で
は
、
か

つ
て
八
月
の
地
蔵
盆
に
糸
人
形
が
作

ら
れ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
に
お
供
え
す

る
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
西

陣
織
に
使
う
生
地
や
糸
で
等
身
大
の

人
形
に
作
っ
た
作
り
物
で
す
。
日
々

生
業
に
用
い
る
材
料
で
人
形
な
ど
を

作
る
こ
と
は
全
国
各
地
に
も
あ
り
ま

す
が
、
京
都
で
は
唯
一
の
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ
と

に
昭
和
四
十
三
年
を
最
後
に
中
絶
し

ま
し
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
復
活
の

動
き
が
あ
り
、
機
会
を
見
て
北
野
天

満
宮
や
西
陣
織
会
館
な
ど
で
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
自
分
達
の
生
業
に
欠

か
せ
な
い
原
料
を
用
い
て
日
々
の
仕

事
に
感
謝
し
た
の
で
し
ょ
う
。

（
出
雲
路
敬
直
）

七
本
松
通

六
軒
町
通

千
本
通

浄
福
寺
通

智
恵
光
院
通

大
宮
通

黒
門
通

猪
熊
通

葭
屋
町
通

堀
川
通

油
小
路
通

小
川
通

新
町
通

衣
棚
通

元誓願
寺通

武者小路通

乾御門笹屋町通

室
町
通

烏
丸
通

motoseiganji dori

sasayacho dori
浄福寺

妙
蓮
寺
址

誓
願
寺
址

武
者
小
路
千
家

中
村
宗
哲
家

mushanokoji dori

笹屋町通の町家
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紫式部像（冷泉家時雨亭文庫蔵）

る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
紫
式
部

は
、
和
歌
を
詠
む
の
は
も
う
ひ
と
つ
だ

が
、
物
語
を
書
く
の
は
秀
れ
て
い
る
。

特
に
源
氏
物
語
の
花
宴
の
巻
は
、
す
ば

ら
し
い
。
源
氏
物
語
を
詠
ま
な
い
歌
詠

み
な
ん
て
、
残
念
で
あ
る
。」
と
い
う

よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
、
俊
成
が
歌
壇
の
重
鎮
だ
っ
た

た
め
、
こ
の
こ
と
ば
が
重
要
視
さ
れ
、

源
氏
物
語
が
、
殊
に
歌
人
の
必
須
書
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

俊
成
の
子
が
定
家
で
あ
る
。
定
家
は

歌
聖
と
呼
ば
れ
る
程
、
歌
人
と
し
て
名

を
残
し
た
人
で
あ
る
が
、
同
時
に
古
典

の
研
究
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
コ

ピ
ー
機
は
も
ち
論
、
印
刷
術
と
い
う
も

の
が
な
か
っ
た
時
代
、
本
を
詠
む
た
め

に
は
、
ま
ず
人
か
ら
借
り
そ
れ
を
校
訂

し
、
写
し
て
手
元
に
置
い
た
。

　

源
氏
物
語
が
成
立
し
て
か
ら
、
定
家

の
時
代
ま
で
約
二
百
年
が
経
過
し
て
い

る
。
そ
の
時
少
く
と
も
定
家
の
元
に
は

原
本
は
届
か
な
か
っ
た
。
も
う
す
で
に

原
本
は
失
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

定
家
は
何
種
類
か
の
写
し
を
比
べ
て
、

写
し
間
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
写
本
を

つ
く
っ
た
。
定
家
自
身
が
写
し
た
こ
と

も
多
い
が
、
定
家
の
元
で
、
近
親
者
、

家
司
等
が
そ
の
仕
事
に
当
っ
た
こ
と
も

知
ら
れ
る
。一
種
の
定
家
工
房
で
あ
る
。

　

定
家
工
房
で
写
さ
れ
た
古
典
が
、
現

在
で
も
冷
泉
家
に
多
く
伝
え
ら
れ
、
国

宝
や
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い

る
。

　

定
家
は
ま
た
、
生
涯
に
わ
た
り
「
明

月
記
」と
い
う
日
記
を
の
こ
し
た
。こ
の

大
部
分
も
冷
泉
家
に
伝
え
ら
れ
国
宝
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
何
度
も
源
氏

物
語
を
写
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

　

現
在
私
達
は
、
容
易
に
源
氏
物
語
を

活
字
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

流
布
し
て
い
る
源
氏
物
語
の
祖
本
の
ほ

と
ん
ど
は
、
こ
う
し
て
定
家
が
写
し
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
源
氏
物
語
を
伝
え

た
俊
成
、
定
家
と
そ
の
子
孫
の
冷
泉
家

の
存
在
は
、
現
代
に
大
き
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
年
は
源
氏
物
語
が
文
献
上
に
そ
の

存
在
を
現
わ
し
て
か
ら
、
千
年
目
に
な

る
と
い
う
。
私
は「
源
氏
物
語
千
年
紀
」

の
呼
び
か
け
人
の
一
人
で
あ
る
が
、
呼

び
か
け
人
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
話
が

あ
っ
た
時
は
、
果
し
て
そ
れ
が
衆
目
を

集
め
る
催
し
に
な
る
か
ど
う
か
、
と
て

も
心
も
と
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
今
の
こ
の
盛
り
上
が
り
方
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
源
氏
物
語

の
人
気
に
驚
い
て
い
る
。
作
者
は
紫
式

部
と
い
う
女
性
で
あ
り
、
主
人
公
は
絶

世
の
美
男
子
、
光
源
氏
。
そ
れ
を
皆
が

知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、

国
民
の
教
養
は
高
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

千
年
前
に
紫
式
部
が
自
ら
筆
を
と
っ

て
書
い
た
原
本
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
と
、
一
枚
も
一
行
も
今
に
伝
わ
っ
て

い
な
い
。
で
は
現
在
本
屋
に
並
ん
で
い

る
、
あ
る
い
は
図
書
館
で
誰
も
が
手
に

取
る
こ
と
が
出
来
る
源
氏
物
語
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
写
本
が
伝
え
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

冷
泉
家
の
先
祖
に
、
平
安
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
藤
原
俊
成
が

あ
る
。
俊
成
は
和
歌
詠
み
と
し
て
有
名

で
、
当
時
の
歌
壇
の
指
導
的
立
場
の
人

で
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
時
代
の
建
久
五
年（
一
一
九
四
）

頃
、
左
大
将
藤
原
良
経
が
主
催
し
た

「
六
百
番
歌
合
」
と
い
う
も
の
が
知
ら

れ
る
。
こ
れ
は
十
二
名
の
歌
人
が
、
良

経
か
ら
出
さ
れ
た
百
の
十
二
人
共
通
の

題
に
つ
い
て
和
歌
を
詠
み
、
全
部
で

千
二
百
首
を
右
方
と
左
方
の
二
つ
に
分

け
、
つ
ま
り
六
百
組
で
、
一
組
ず
つ
の

優
劣
を
勝
負
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

審
判
官
を
判
者
と
い
う
。
そ
の
判
者

を
つ
と
め
た
の
が
俊
成
で
、
そ
の
判
詞

が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

判
詞
の
中
に

　
「
紫
式
部
、
歌
よ
み
の
ほ
ど
よ
り
も

物
書
く
筆
は
殊
勝
の
う
へ
、
花
宴
の
巻

は
殊
に
艶
な
る
も
の
な
り
。
源
氏
見
ざ
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昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）

　
　

京
都
女
子
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
（
日
本
史
専
攻
）

現
在　

財
団
法
人 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
常
務
理
事

　
　
　

財
団
法
人 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
事
務
局
長

　
　
　

第
二
十
五
代
為
人
夫
人

歌
会
〝
玉
緒
会
〞
で
冷
泉
流
歌
道
を
指
導
、
各
地

で
も
和
歌
に
関
す
る
講
演
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

著
書　
「
冷
泉
家
の
花
貝
合
わ
せ
」（
共
著
／
文
化
出
版
局
・

一
九
八
二
、【
新
版
】
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
・
二
〇
〇
七
）、

「
京
の
八
百
年　

冷
泉
家
歌
ご
よ
み
」（
京
都
新
聞

出
版
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
〇
六
）
等

著
者
略
歴

平
成
二
十
年
七
月
現
在

平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
藤
原
俊
成
・
定
家

の
父
子
を
祖
と
す
る
藤
原
氏
の
家
。

　

代
々
和
歌
を
家
業
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
た
。
明
治

維
新
後
も
東
京
に
移
ら
ず
、
京
都
の
地
で
俊
成
・
定

家
以
来
の
文
化
財
を
今
に
伝
え
た
。
昭
和
五
十
六
年

（
一
九
八
一
）
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
を
設
立

し
、
伝
来
の
文
化
財
の
保
存
に
努
め
て
い
る
。

冷 泉 家冷 泉 家

明月記（冷泉家時雨亭文庫蔵）〝源氏物語を写したという語が見える〟

京
都
市
上
京
区
千
本
通
今
出
川
上
ル
西
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
四
六
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
四
七
番

電
話
（
〇
七
五
）
461 

｜

 

る
歌
よ
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
紫
式
部

は
、
和
歌
を
詠
む
の
は
も
う
ひ
と
つ
だ

が
、
物
語
を
書
く
の
は
秀
れ
て
い
る
。

特
に
源
氏
物
語
の
花
宴
の
巻
は
、
す
ば

ら
し
い
。
源
氏
物
語
を
詠
ま
な
い
歌
詠

み
な
ん
て
、
残
念
で
あ
る
。」
と
い
う

よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
、
俊
成
が
歌
壇
の
重
鎮
だ
っ
た

た
め
、
こ
の
こ
と
ば
が
重
要
視
さ
れ
、

源
氏
物
語
が
、
殊
に
歌
人
の
必
須
書
に

な
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

俊
成
の
子
が
定
家
で
あ
る
。
定
家
は

歌
聖
と
呼
ば
れ
る
程
、
歌
人
と
し
て
名

を
残
し
た
人
で
あ
る
が
、
同
時
に
古
典

の
研
究
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
コ

ピ
ー
機
は
も
ち
論
、
印
刷
術
と
い
う
も

の
が
な
か
っ
た
時
代
、
本
を
詠
む
た
め

に
は
、
ま
ず
人
か
ら
借
り
そ
れ
を
校
訂

し
、
写
し
て
手
元
に
置
い
た
。

　

源
氏
物
語
が
成
立
し
て
か
ら
、
定
家

の
時
代
ま
で
約
二
百
年
が
経
過
し
て
い

る
。
そ
の
時
少
く
と
も
定
家
の
元
に
は

原
本
は
届
か
な
か
っ
た
。
も
う
す
で
に

原
本
は
失
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

定
家
は
何
種
類
か
の
写
し
を
比
べ
て
、

写
し
間
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
写
本
を

つ
く
っ
た
。
定
家
自
身
が
写
し
た
こ
と

も
多
い
が
、
定
家
の
元
で
、
近
親
者
、

家
司
等
が
そ
の
仕
事
に
当
っ
た
こ
と
も

知
ら
れ
る
。一
種
の
定
家
工
房
で
あ
る
。

　

定
家
工
房
で
写
さ
れ
た
古
典
が
、
現

在
で
も
冷
泉
家
に
多
く
伝
え
ら
れ
、
国

宝
や
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い

る
。

　

定
家
は
ま
た
、
生
涯
に
わ
た
り
「
明

月
記
」と
い
う
日
記
を
の
こ
し
た
。こ
の

大
部
分
も
冷
泉
家
に
伝
え
ら
れ
国
宝
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
何
度
も
源
氏

物
語
を
写
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

　

現
在
私
達
は
、
容
易
に
源
氏
物
語
を

活
字
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

流
布
し
て
い
る
源
氏
物
語
の
祖
本
の
ほ

と
ん
ど
は
、
こ
う
し
て
定
家
が
写
し
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
源
氏
物
語
を
伝
え

た
俊
成
、
定
家
と
そ
の
子
孫
の
冷
泉
家

の
存
在
は
、
現
代
に
大
き
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
年
は
源
氏
物
語
が
文
献
上
に
そ
の

存
在
を
現
わ
し
て
か
ら
、
千
年
目
に
な

る
と
い
う
。
私
は「
源
氏
物
語
千
年
紀
」

の
呼
び
か
け
人
の
一
人
で
あ
る
が
、
呼

び
か
け
人
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
話
が

あ
っ
た
時
は
、
果
し
て
そ
れ
が
衆
目
を

集
め
る
催
し
に
な
る
か
ど
う
か
、
と
て

も
心
も
と
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
今
の
こ
の
盛
り
上
が
り
方
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
源
氏
物
語

の
人
気
に
驚
い
て
い
る
。
作
者
は
紫
式

部
と
い
う
女
性
で
あ
り
、
主
人
公
は
絶

世
の
美
男
子
、
光
源
氏
。
そ
れ
を
皆
が

知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、

国
民
の
教
養
は
高
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

千
年
前
に
紫
式
部
が
自
ら
筆
を
と
っ

て
書
い
た
原
本
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
と
、
一
枚
も
一
行
も
今
に
伝
わ
っ
て

い
な
い
。
で
は
現
在
本
屋
に
並
ん
で
い

る
、
あ
る
い
は
図
書
館
で
誰
も
が
手
に

取
る
こ
と
が
出
来
る
源
氏
物
語
は
何
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
写
本
が
伝
え
た

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

冷
泉
家
の
先
祖
に
、
平
安
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
藤
原
俊
成
が

あ
る
。
俊
成
は
和
歌
詠
み
と
し
て
有
名

で
、
当
時
の
歌
壇
の
指
導
的
立
場
の
人

で
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
時
代
の
建
久
五
年（
一
一
九
四
）

頃
、
左
大
将
藤
原
良
経
が
主
催
し
た

「
六
百
番
歌
合
」
と
い
う
も
の
が
知
ら

れ
る
。
こ
れ
は
十
二
名
の
歌
人
が
、
良

経
か
ら
出
さ
れ
た
百
の
十
二
人
共
通
の

題
に
つ
い
て
和
歌
を
詠
み
、
全
部
で

千
二
百
首
を
右
方
と
左
方
の
二
つ
に
分

け
、
つ
ま
り
六
百
組
で
、
一
組
ず
つ
の

優
劣
を
勝
負
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

審
判
官
を
判
者
と
い
う
。
そ
の
判
者

を
つ
と
め
た
の
が
俊
成
で
、
そ
の
判
詞

が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

判
詞
の
中
に

　
「
紫
式
部
、
歌
よ
み
の
ほ
ど
よ
り
も

物
書
く
筆
は
殊
勝
の
う
へ
、
花
宴
の
巻

は
殊
に
艶
な
る
も
の
な
り
。
源
氏
見
ざ
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 ［ 

国
家
の
中
枢
、
平
安
宮 
］

　

延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）、
桓
武
天

皇
は
、
都
を
長
岡
京
か
ら
山や
ま

背し
ろ

国
葛か
ど

野の

郡
に
遷
し
ま
し
た
。
古
代
都
城
の
最
後

を
飾
る
平
安
京
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の

平
安
京
の
中
で
も
、
国
家
の
中
枢
部
と

い
え
る
の
が
、
平
安
宮
で
す
。

　

現
在
の
上
京
区
と
中
京
区
に
ま
た
が

る
平
安
宮
は
、
船
岡
山
か
ら
続
く
丘
陵

地
上
に
位
置
し
、
洪
水
の
心
配
の
な
い

最
も
土
地
が
安
定
し
て
い
る
場
所
に
築

か
れ
、
東
西
約
一
・
二
㎞
、
南
北
一
・
四

㎞
、
総
面
積
約
一
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

広
さ
が
あ
り
ま
す
。
平
安
宮
内
に
は
、

天
皇
の
居
住
空
間
で
あ
る
内
裏
（
現
在

の
皇
居
）、
役
人
が
政
務
を
行
う
諸
官

衙
（
霞
ヶ
関
）
や
、
国
家
の
政
治
の
中

心
で
あ
る
朝
堂
院
（
国
会
議
事
堂
）、

天
皇
と
貴
族
の
宴
会
場
で
あ
る
豊
楽
院

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
中
心
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
平
安
宮
で
す

が
、
律
令
体
制
の
変
化
や
、
度
重
な
る

火
災
な
ど
が
原
因
で
、
宮
内
の
施
設
は

衰
退
し
て
い
き
ま
す
。
平
安
時
代
中
期

以
降
、
天
皇
は
、
ほ
と
ん
ど
内
裏
に
は

お
ら
ず
、
宮
外
の
貴
族
の
屋
敷
を
御
所

と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
里さ
と

内だ
い

裏り

）。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
一
部
の
建
物
を

除
い
て
荒
れ
地
と
な
り
、
内う
ち

野の

と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
南
北
朝
の

動
乱
や
、
応
仁
の
乱
の
際
に
は
戦
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
聚
楽
第
も
、
平
安
宮
跡
に
築
か
れ

て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
宅
地
化
が
進

み
、
平
安
宮
の
遺
構
は
全
て
土
の
中
に

眠
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
九
年
、

（
財
）
京
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所

が
行
っ
た
朝
堂
院

跡
と
豊ぶ

楽ら
く

院い
ん

跡
の

発
掘
調
査
で
、
平

安
宮
の
正
確
な
復

元
を
行
う
た
め

の
、
貴
重
な
成
果

が
確
認
さ
れ
ま
し

た
（
図
１
）。

［ 

朝
堂
院
の
発
掘
調
査
（
調
査
１
） 

］

　

朝
堂
院
は
、
平
安
京
の
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
、
朱
雀
大
路
の
延
長
線
上
に

あ
り
、
平
安
宮
の
中
心
に
位
置
し
ま

す
。
国
家
の
正
庁
と
し
て
、
天
皇
が
住

む
内
裏
に
次
い
で
建
設
が
急
が
れ
、
正

殿
で
あ
る
大
極
殿
は
、
延
暦
十
四
年

（
七
九
五
）
に
、
朝
堂
院
全
体
は
延
暦

十
五
年
（
七
九
六
）
に
完
成
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
数
度
の
火
災
で
焼
失
す
る
も

の
の
、
再
建
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
治

承
元
年
（
一
一
七
七
）
の
火
災
で
焼
失

し
、
廃
絶
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
岡

崎
に
あ
る
平
安
神
宮
の
拝
殿
は
、
大
極

殿
を
一
回
り
縮
小
し
て
復
元
し
た
も
の

で
す
。

　

朝
堂
院
は
、
東
西
約
四
七
〇
ｍ
、
南

北
約
一
九
〇
ｍ
の
広
さ
が
あ
り
、
大
極

殿
、
朝
堂
、
朝
集
堂
の
三
つ
の
区
画
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。
大
極
殿
で
は
、
天

皇
即
位
の
儀
式
や
、
外
国
使
節
の
謁
見

な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
朝
堂
は
、
左

右
対
称
に
十
二
堂
が
あ
り
、
身
分
や
役

所
ご
と
に
座
る
べ
き
場
所
が
厳
格
に
決

め
ら
れ
、
政
治
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
朝

集
堂
で
は
、
朝
堂
に
入
る
前
の
待
機
場

所
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
平
成
十
九
年

上 
京 
の 
埋 
蔵 
文 
化 
財 

｜

平
成
十
九
年
度
の
平
安
宮
跡
発
掘
調
査

｜

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

｜

平
成
十
九
年
度
の
平
安
宮
跡
発
掘
調
査

｜

図１　朝堂院と豊楽院
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六
月
に
、
上
京
区
竹
屋
町
通
千
本
東
入

東
主
税
町
の
民
家
の
建
て
替
え
工
事
に

伴
い
実
施
し
た
も
の
で
、
面
積
は
約

八
〇
㎡
で
す
。
調
査
地
は
、
朝
堂
十
二

堂
の
中
で
、
東
第
一
堂
と
も
呼
ば
れ
る

昌
福
堂
跡
に
あ
た
り
ま
す
。昌
福
堂
は
、

平
安
時
代
の
施
行
規
則
で
あ
る
『
延
喜

式
』
に
は
、
太
政
大
臣
、
左
大
臣
、
右

大
臣
の
座
と
さ
れ
て
お
り
、
十
二
堂
の

中
で
最
も
格
式
の
高
い
建
物
で
し
た
。

　

調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
平
安
時
代

の
瓦
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
穴
が
い
く
つ

か
見
つ
か
り
、
中
に
は
緑
色
の
釉
薬
が

か
か
っ
た
瓦
が
た
く
さ
ん
出
土
し
、
期

待
が
膨
ら
み
ま
し
た
が
、
同
じ
穴
の
中

に
は
、
少
量
の
江
戸
時
代
の
焼
き
物
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
、
江
戸
時

代
に
周
辺
に
散
乱
し
て
い
た
平
安
時
代

の
瓦
を
、
穴
を
掘
っ
て
埋
め
た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
壁
土
な
ど
に
用
い
る
た
め

に
、
聚
楽
土
と
呼
ば
れ
る
黄
褐
色
シ
ル

ト
の
採
取
を
目
的
と
し
た
穴
も
た
く
さ

ん
掘
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
、

江
戸
時
代
の
遺
構
は
た
く
さ
ん
見
つ
か

る
も
の
の
、
平
安
時
代
の
も
の
は
瓦
ば

か
り
で
、
昌
福
堂
に
関
わ
る
遺
構
は
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
調
査
区
の
北

側
で
は
、
小
石
の
混
じ
っ
た
非
常
に
固

い
層
が
残
っ
て
お
り
、
昌
福
堂
の
基
壇

の
盛
土
の
可
能
性
も
考
え
て
掘
っ
た
の

で
す
が
、
土
器
も
瓦
も
出
土
せ
ず
、
答

え
が
出
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
調
査
最
終

日
。
全
体
の
写
真
も
撮
り
、
下
層
の
遺

構
の
確
認
も
終
わ
り
、
図
面
等
の
記
録

も
と
り
、
翌
日
か
ら
の
埋
め
戻
し
の
段

取
り
ま
で
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
念

の
た
め
と
、
北
側
の
テ
ン
ト
を
張
っ
て

い
る
下
に
、
幅
一
ｍ
、
長
さ
二
・
五
ｍ

の
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
、
掘
削
を
始
め

ま
し
た
。
す
る
と
、北
端
の
道
路
際
で
、

白
い
石
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
石

こ
そ
が
、
約
八
〇
〇
年
ぶ
り
に
姿
を
現

し
た
昌
福
堂
基
壇
北
縁
の
凝
灰
岩
だ
っ

た
の
で
す
（
図
２
）。
す
ぐ
に
翌
日
か

ら
の
埋
め
戻
し
を
延
期
し
た
こ
と
は
云

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ト
レ
ン
チ
を
東
西
に
ひ
ろ
げ
た
と
こ

ろ
、
凝
灰
岩
の
切
石
を
四
石
分
、
東
西

約
三
ｍ
に
わ
た
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
一
石
の
長
さ
は
一
〇
〇

㎝
、
幅
三
四
〜
三
八
㎝
、
厚
さ
一
一
〜

二
一
㎝
あ
り
ま
す
。
こ
の
凝
灰
岩
列

は
、
壇
上
積
基
壇
を
構
成
す
る
最
下
部

の
延
石
に
あ
た
り
ま
す
（
図
３
）。
凝

灰
岩
と
い
う
石
は
、
火
山
灰
が
堆
積
し

て
固
ま
っ
た
も
の
で
、
見
つ
か
っ
た
凝

灰
岩
は
、
奈
良
県
と
大
阪
府
の
県
境
あ

る
二
上
山
周
辺
で
切
り
出
さ
れ
た
も
の

で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
離
れ
た
二
上
山

か
ら
運
ん
で
き
た
、
と
い
い
た
い
と
こ

ろ
な
の
で
す
が
、
実
は
…
。

　

延
石
は
、
い
ず
れ
も
厚
さ
が
違
っ
て

お
り
、
上
面
を
揃
え
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
地
面
を
掘
り
込
む
も
の
（
①
）・

石
の
下
に
土
を
入
れ
て
嵩か
さ

上
げ
す
る
も

の
（
②
）・
地
面
に
そ
の
ま
ま
置
く
も

の（
③
）、が
認
め
ら
れ
ま
し
た（
図
４
）。

こ
の
厚
み
の
違
い
こ
そ
が
、
昌
福
堂
の

延
石
の
た
め
に
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
別
の
場
所
で
使
用
さ
れ
て
い

た
凝
灰
岩
を
も
っ
て
き
て
使
用
す
る
と

い
う
、
今
で
言
う
リ
サ
イ
ク
ル
品
で
あ

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
延
石
の
南
側
に
は
、
基
壇
の

盛
土
が
一
部
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
、
先
の
調
査
区
北
側
で
確
認
し
た
、

小
石
の
混
じ
っ
た
固
い
層
も
、
基
壇
の

盛
土
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
昌
福
堂
の
北
端
を
確
認
で
き

た
こ
と
は
、
朝
堂
院
の
正
確
な
復
元
を

行
う
上
で
大
き
な
成
果
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
、
大
極
殿
と
朝
堂
を
区

切
る
龍り
ゅ
う
び
だ
ん

尾
壇
の
位
置
が
は
っ
き
り
と
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
指さ
し

図ず

（
陽
明
文
庫
本
『
宮
城
図
』）
に
、

図２　昌福堂北縁の基壇延石（西から）

図３　壇上積基壇模式図
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昌
福
堂
北
端
と
龍
尾
壇
の
間
に
七
丈
三

尺（
約
二
一
・
九
ｍ
）と
の
記
載
が
あ
り
、

龍
尾
壇
の
正
確
な
位
置
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
昌
福
堂
基
壇
の
規

模
が
、南
北
十
丈
九
尺（
約
三
二
・
七
ｍ
）

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
朝
堂
十
二
堂

が
左
右
対
称
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
西

第
一
堂
で
あ
る
延
休
堂
の
位
置
と
規
模

も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
見
つ
か
っ
た
昌
福
堂
基
壇
の

凝
灰
岩
は
、
地
権
者
の
ご
理
解
に
よ
っ

て
現
地
保
存
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現

地
に
は
説
明
板
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

［ 

豊
楽
院
の
発
掘
調
査 

］

　

豊
楽
院
は
、
朝
堂
院
の
西
隣
に
位
置

し
、
歴
代
の
都
城
の
中
で
は
唯
一
平
安

宮
に
の
み
設
け
ら
れ
た
施
設
（
図
１
）

で
、
九
世
紀
初
頭
に
完
成
し
ま
し
た
。

規
模
は
、
東
西
約
一
七
〇
ｍ
、
南
北
約

四
〇
〇
ｍ
の
広
さ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
元
旦
に
行
わ
れ
る
宴
会
や
、
弓

矢
の
腕
比
べ
な
ど
の
節
会
、
現
在
で
も

皇
室
で
行
わ
れ
て
い
る
新
嘗
祭
や
、
大

嘗
祭
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
ま
さ
に
『
西

宮
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
饗
宴

の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
儀
式
の
整
備
に
伴
い
、
大

嘗
祭
以
外
は
、
別
の
施
設
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
荒
廃
し
て
い
き
ま
す
。

藤
原
道
長
が
豊
楽
院
で
肝
試
し
を
行
っ

た
と
い
う
話
や
、
道
長
が
建
立
し
た
法

成
寺
に
緑
釉
瓦
を
葺
く
た
め
に
、
豊
楽

殿
の
鴟
尾
を
降
ろ
さ
せ
た
と
い
う
話
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
結
局
、
康
平
六

（
一
〇
六
三
）
年
に
火
事
で
焼
失
し
た

後
、
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
平
成
十
九
年

９
月
に
、
中
京
区
聚
楽
廻
西
町
に
あ
る

「
史
跡
平
安
宮
豊
楽
殿
跡
」
の
す
ぐ
北

側
で
遺
構
の
確
認
を
目
的
と
し
て
実
施

し
た
も
の
で
、
面
積
は
、
約
一
八
〇
㎡

で
す
。
豊
楽
殿
跡
は
、
昭
和
六
十
二
年

に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、基
壇
盛
土
や
、

礎
石
の
据
え
付
け
穴
、
基
壇
の
凝
灰
岩

な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
地
は
、
清せ
い

暑し
ょ

堂ど
う

跡
と
豊
楽
殿
北

廊
跡
（
以
下
北
廊
）
に
あ
た
り
ま
す
。

清
暑
堂
は
、
豊
楽
院
で
宴
会
が
行
わ
れ

る
際
に
、
天
皇
の
控
え
の
間
と
し
て
使

用
さ
れ
、
北
廊
は
、
清
暑
堂
と
豊
楽
殿

と
を
繋
ぐ
渡
り
廊
下
で
し
た
。
ま
た
、

大
嘗
祭
の
際
に
は
、
夜
に
天
皇
が
清
暑

堂
に
赴
き
、
高
位
の
臣
下
と
も
に
、
神

楽
を
楽
し
む
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た

（
清
暑
堂
神
楽
）。

　

調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
昌
福
堂
跡

の
調
査
以
上
に
土
取
穴
が
多
数
掘
ら
れ

て
お
り
、
壊
さ
れ
て
い
る
所
も
多
い
も

の
の
、
清
暑
堂
と
北
廊
の
遺
構
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
清
暑
堂
で

は
、
基
壇
の
盛
土
は
固
く
締
ま
っ
た
土

で
約
三
〇
㎝
分
を
確
認
し
ま
し
た
。
南

縁
基
壇
の
化
粧
で
あ
る
凝
灰
岩
は
全
て

抜
き
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
抜
き
取

る
際
に
掘
っ
た
溝
を
確
認
し
て
い
ま

す
。
南
面
西
階
段
は
延
石
と
踏
石
（
一

段
目
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
延
石
の

大
き
さ
は
長
さ
九
二
㎝
以
上
、
幅
三
五

〜
三
七
㎝
、
厚
さ
が
一
八
〜
二
〇
㎝
で

合
計
五
石
確
認
で
き
ま
し
た
。
踏
石
は

長
さ
九
五
㎝
、
幅
四
〇
㎝
、
厚
さ
三
一

㎝
で
一
石
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
延

石
と
踏
石
は
組
合
わ
さ
っ
た
状
態
で
見

つ
か
り
ま
し
た
。階
段
の
幅
は
約
五
・
二

ｍ
、張
り
出
し
は
約
一
・
五
ｍ
で
す
（
図

５
・
６
）。

　

北
廊
で
は
、
基
壇
の
盛
土
は
良
好
に

残
っ
て
お
り
、幅
は
最
大
で
約
一
三
ｍ
、

図４　延石の据え方（右から①②③）
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厚
さ
約
六
〇
㎝
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

北
廊
の
築
か
れ
た
順
序
を
調
べ
る
た
め

に
断
ち
割
り
を
入
れ
た
と
こ
ろ
、
北
廊

は
一
度
に
築
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
２

回
に
わ
た
っ
て
拡
幅
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
豊
楽
殿
の
調
査
で

も
見
つ
か
っ
た
屋
根
か
ら
落
ち
る
雨
水

を
受
け
る
磚せ
ん

敷じ

き
も
見
つ
か
り
ま
し
た

（
図
７
）。

　

清
暑
堂
の
南
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
で
、
基
壇
幅
は
東
西
約
三
五
ｍ

で
、
清
暑
堂
と
豊
楽
殿
が
三
〇
ｍ
離
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
階
段

の
幅
は
、
豊
楽
殿
と
同
じ
五
・
二
ｍ
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
向
か
い
合
う
豊
楽
殿

を
意
識
し
て
階
段
幅
を
合
わ
せ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
壇だ
ん
じ
ょ
う
づ
み

上
積
基

壇
の
建
物
は
、
取
り
付
く
階
段
の
傾
斜

が
最
大
で
四
五
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
階
段
の
張
り
出
し
部

と
基
壇
の
高
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と

い
え
る
こ
と
か
ら
、
基
壇
の
最
大
高
は

一
・
五
ｍ
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

調
査
地
は
、
遺
構
の
残
存
状
況
が
良

好
で
あ
っ
た
た
め
、
平
成
二
十
年
度
に

「
史
跡
平
安
宮
跡
」
に
追
加
指
定
さ
れ

ま
し
た
。［ 

お
わ
り
に 

］

　

平
安
宮
跡
の
調
査
は
、
狭
い
面
積
の

調
査
が
多
く
、
ま
さ
に
点
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
緻
密
な
調
査
を
積

み
重
ね
る
こ
と
で
、
わ
か
っ
て
く
る
こ

と
が
少
し
ず

つ
増
え
て
い

き
ま
す
。
平

安
宮
に
は
、

ま
だ
ま
だ
謎

が
た
く
さ

ん
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
今

後
も
、（
財
）

京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
で
は
平
安
宮
の
解
明
に

全
力
を
注
い
で
い
き
ま
す
。

（
西
森　

正
晃
）

図５　清暑堂西階段の延石と踏石（西から）

図６　階段模式図

図７　北廊と磚敷（西から）

京
・
上
御
霊
前
烏
丸
西

☎
〇
七
五
・
四
四
一
・
〇
六
一
〇
㈹



　昨年秋から，区民
ボランティアの皆さん
の手によって，区役
所玄関前を花で飾る
取組を進めています。
５月に植え付けた花々
が現在，玄関前を色とりど
りに美しく彩っています。
　本年度は，春から一年を通じて花を咲かそうと，
ボランティアの皆さんが水やりなど日々 の手入れを
熱心に行われており，来庁者や道行く人々が潤い
と安らぎを感じ，まちの美化や環境問題などにも思
いを巡らせていただけたらうれしく思います。
　園芸に興味があり継続して花の手入れをして
いただける方は，ぜひこの活動に参加していただ
けませんか。お問合せは，区役所まちづくり推進
課まで（電話 441-5040）。

　

五
月
の
憲
法
月
間
の
取
組
と
し
て
，
五

月
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
・
上
京
区
地
域
啓
発
推

進
協
議
会
主
催
，同
志
社
大
学
学
生
支
援

課
共
催
に
よ
る
映
画
「
手
紙
」（
監
督
・
生

野 

慈
朗　

原
作
・
東
野 

圭
吾
）
が
上
映

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
映
画
は
，
誤
って
人
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
兄
と
，
そ
の
こ
と
で
苦
し
め
ら
れ
る
弟

の
葛
藤
を
描
い
て
お
り
，
会
場
に
は一
部
・

二
部
あ
わ
せ
て
約
七
七
〇
名
の
来
場
者
が

訪
れ
，
感
動
に
包
ま
れ
た
意
義
深
い
映
画

上
映
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

六
月
十
五
日
，
大
本
山
妙
顕
寺
に
於
い
て
恒
例
の「
上

京
茶
会
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

表
千
家
に
よ
る
懸
釜
で
，お
茶
席
は
二
席
用
意
さ
れ
ま

し
た
。孟
宗
竹
林
の
坪
庭
を
抜
け
る
風
も
心
地
よ
く
，

「
光
琳
曲
水
の
庭
」や「
龍
華
飛
翔
の
庭
」を
眺
め
な
が
ら

い
た
だ
く
お
茶
に
は
，味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

心
配
さ
れ
て
い
た
空
模
様
も
安
定
し
，
来
場
者
は
途
絶

え
る
こ
と
な
く
，心
落
ち
着
く
ひ
と
と
き
を
堪
能
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　２月26日に「上京の歴史見学会」が開催されました。
　まず，京菓子資料館で生菓子づくりの実演と展示室を
見学した後，相国寺を訪れ，塔頭・大光明寺で住職から
上京の歴史にまつわる貴重なお話を聞き，「相国寺の禅
林文化展」を開催中の承天閣美術館を見学しました。
　時折冷たい小雨の降る中，参加者は，上京の歴史や文
化を身近に感じ，充実した早春のひと時を過ごしました。

　「みんなで花を咲かそう」活動の一環として，３月１２日
に「園芸講演会」を区役所会議室で開催しました。講師
にNPO 法人・京の園芸福祉研究会
副理事長の髙林成年氏をお招きし，
家庭での園芸のアドバイスや花や緑
を活かした環境づくりなどについて
お話いただき，参加者は熱心に聞き
入っていました。

上京の歴史見学会上京の歴史見学会

園芸講演会
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な
で
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を
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う
活動
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表紙／京都御苑／小谷一之撮影
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※㈶日本健康・栄養食品協会のＧＭＰ基準に合格した認定工場。 


