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京
都
御
苑
の
周
辺
を
歩
く
と
、
江
戸
時
代
以
来
長
く
続
い
て
き
た
商
店
を
い
く
つ
も
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
つ
て
御
所
に
御
用
を
勤
め
て
い
た
商
店
が
多
く
、
今
も
変
わ
ら
ず
由

緒
あ
る
商
い
を
続
け
て
お
ら
れ
る
。変
転
極
ま
り
な
い
市
の
中
心
部
の
商
業
地
域
か
ら
見
る
と
、

ま
る
で
別
天
地
の
、
格
式
高
く
、
静
か
な
商
い
で
す
が
、
か
つ
て
の
御
苑
の
住
人
が
東
京
へ
遷

ら
れ
て
、
そ
の
大
き
な
空
白
を
護
っ
て
い
る
よ
う
な
、
健
気
と
も
見
え
る
た
だ
ず
ま
い
を
感
じ

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

虎
屋
も
そ
う
し
た
商
店
の
一
つ
。
け
れ
ど
当
時
の
虎
屋
は
、
明
治
天
皇
が
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
に
東
上
さ
れ
た
折
、
共
に
東
上
し
て
、
東
京
で
新
し
い
店
を
開
き
ま
し
た
。
天

皇
に
ど
れ
程
の
人
数
の
人
々
が
供
奉
し
て
東
上
し
た
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
後
に
京
都
の

虎
屋
の
主あ
る
じ人
と
親
交
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
富
岡
鉄
斎
も
、
そ
の
随
行
の
中
に
居
た
の
で
す
。
鉄

斎
の
東
京
滞
在
は
、
妻
た
つ
の
急
死
の
知
ら
せ
に
よ
っ
て
早
々
と
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
虎
屋
の
東
京
店
は
そ
の
後
、
順
調
に
発
展
し
、
東
京
を
代
表
す
る
菓
子
舗
の
一
つ
と
し

て
今
日
に
到
っ
て
い
ま
す
。
東
京
か
ら
や
っ
て
来
る
人
の
中
に
は
、
虎
屋
の
羊よ
う

羹か
ん

を
持
参
す
る

人
が
折
々
あ
り
ま
す
。
そ
の
折
、
多
少
の
違
和
感
と
と
も
に
、「
こ
の
方
は
京
都
が
元
祖
と
ご

存
知
な
の
だ
ろ
う
か
。」
と
、
意
地
の
悪
い
態
度
も
し
て
み
る
の
で
す
。
い
つ
ま
で
も
、
こ
ち

ら
が
上
と
思
い
た
い
京
都
人
の
悪
い
癖
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
富
岡
鉄
斎
が
虎
屋
の
京
都
の
店
の
ご
く
近
く
に
転
居
し
て
き
た
の
は
、
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）十
二
月
の
こ
と
で
し
た
。
一
条
通
室
町
下
ル
薬
屋
町
。
そ
し
て
九
十
歳
を
目
前
に
、

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
十
二
月
三
十
一
日
に
他
界
す
る
ま
で
、四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
、

こ
の
地
を
棲
み
処
と
し
ま
し
た
。
本
誌
『
上
京

−

史
蹟
と
文
化
』
の
二
〇
〇
六
年
第
三
十
号
に
、

鉄
斎
旧
邸
の
こ
と
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
、
石
碑
の
グ
ラ
ビ
ア
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

記
憶
の
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
鉄
斎
が
終つ
い

の
棲
み
家
を
定
め
た
の
は
、

四
十
六
歳
の
時
。当
時
と
し
て
は
長
寿
の
、鉄
斎
の
生
涯
の
ほ
ぼ
半
ば
を
過

ぎ
た
頃
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
鉄
斎
の
前
半
生
を
少
し
辿
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

富
岡
鉄
斎
が
生
ま
れ
た
の
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
京
都
三
条
通
衣

棚
、
法
衣
商
十
一
屋
伝
兵
衛
・
富
岡
維
叙
の
次
男
と
し
て
で
し
た
。
こ
の
頃
、

二
百
年
余
続
い
た
徳
川
幕
府
の
支
配
に
も
次
第
に
綻
ほ
こ
ろ
び
が
見
え
は
じ
め
、
近

海
の
波
も
高
く
な
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
鉄
斎
は
幼
少
時
に
病
ん
だ
胎
毒

が
も
と
で
耳
が
遠
く
、
ま
た
学
問
を
好
ん
だ
の
で
、
商
人
の
道
を
進
ま
ず
、

早
く
か
ら
学
問
の
道
を
志
し
ま
し
た
。
当
時
の
子
弟
教
育
の
お
決
ま
り
の

漢
学
の
外
に
も
、
国
学
、
陽
明
学
、
天
台
仏
教
、
詩
文
な
ど
、
貪
欲
に
巾

広
く
学
び
、
二
十
歳
頃
に
は
学
問
で
身
を
立
て
る
程
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
鉄
斎
は
、
父
の
紹
介
で
高
名
な
歌
人
大
田
垣
蓮
月
の
書
生
と
な
り
、

彼
女
の
陶
器
作
り
や
運
搬
を
手
伝
い
な
が
ら
、
そ
の
余
暇
に
読
書
や
書
画

の
修
得
に
は
げ
み
ま
し
た
。
大
田
垣
蓮
月
が
京
都
で
の
倒
幕
運
動
に
加
担

し
て
い
た
と
す
る
言
い
伝
え
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
事
実
と
言
い

得
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
噂
が
絶

え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
蓮
月
の
下
に
出
入
り
し
た
当
時
の
若
い
人
々

の
中
に
、
後
に
幕
吏
の
追
跡
を
受
け
た
り
、
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
り
し
た

人
々
が
居
た
こ
と
は
、
想
像
さ
れ
ま
す
。
鉄
斎
そ
の
人
も
、
国
学
に
傾
倒
し
、

神
な
が
ら
の
道
を
指
導
原
理
と
す
る
新
し
い
時
代
を
待
望
し
て
い
た
に
相

違
あ
り
ま
せ
ん
。
二
十
五
歳
の
文
久
元
年
頃
に
長
崎
へ
遊
学
、
同
地
で
絵

鉄
斎
と
交
友

｜

虎
屋

●表紙の題字　吉川蕉仙先生
　上京区 130 周年を記念して、題字を上京区在住の書家 吉

よし

川
かわ

蕉
しょう

仙
せん

先生に、揮
き

毫
ごう

していただきました。先生は京都学芸
大学（現京都教育大）卒、学生時代より日展に入選入賞を重ねられ、平成 19 年には内閣総理大臣賞を受賞されました。
　現在は京都橘大学名誉教授、日展評議員、京都書作家協会顧問等を務められ、活躍されています。
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を
学
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
鉄
斎
が
京
都
に
留
る
こ
と
に
危
険
を
感
じ
た
両
親
や
蓮
月

が
、
鉄
斎
を
遊
学
に
か
こ
つ
け
て
逃
が
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
実
、

鉄
斎
と
交
際
の
あ
っ
た
友
人
の
幾
人
か
は
勤
王
運
動
に
倒
れ
、
投
獄
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。

　

明
治
の
新
時
代
が
到
来
し
ま
す
と
、
鉄
斎
は
兵
庫
・
湊
川
神
社
の
権ご
ん

禰ね

宜ぎ

、
大
和
・
石い
そ
の
か
み上
神

宮
の
少
宮
司
、
和
泉
国
・
大
鳥
神
社
の
宮
司
な
ど
、
神
官
を
歴
任
し
て
、
新
し
い
国
事
に
協
力

す
る
一
方
、
実
に
頻
繁
に
日
本
全
国
を
行
脚
し
て
、
荒
廃
し
た
古
遺
跡
や
御
陵
を
修
復
し
た
り
、

石
碑
を
建
立
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
大
旅
行
は
、
中
国
・
明
時
代
の
大
文
人
で
あ
っ
た
董と
う

其き

昌し
ょ
う

の
「
万
巻
の
書
を
読
み
、
万
里
の
路
を
行
っ
て
以
て
画
祖
と
な
す
」
と
い
う
言
葉
、
即
ち
、

学
問
を
極
め
、
広
く
旅
し
て
見
聞
を
広
め
、
多
く
の
絶
景
を
心
に
刻
ん
で
、
そ
の
胸
中
の
山
水

を
表
現
す
る
と
い
う
道
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
交
通
不
便
な
時
代
に
、
ぼ
う
大
な
回

数
の
旅
を
繰
り
返
す
な
ど
、
実
に
驚
く
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
若
き
日
の
鉄
斎
は
、
龍
馬
や
吉
田
松
蔭
や
新
島
襄
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
若
者

ら
し
く
、
情
熱
的
で
、
時
に
は
激
し
い
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
中
年
以
降
の
鉄
斎
は
、

自
分
は
学
問
の
徒
で
あ
り
画
家
で
は
な
い
、
あ
く
ま
で
学
問
の
余
技
と
し
て
の
文
人
画
と
い
う

姿
勢
こ
そ
崩
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
文
人
画
（
一
般
に
は
南
画
と
呼
ば
れ
る
）
の
育
成
に
力
を

貸
し
、
他
の
分
野
の
画
家
た
ち
と
の
交
流
に
も
、
他
派
の
画
家
よ
り
む
し
ろ
心
広
く
、
大た
い

人じ
ん

と

し
て
の
風
格
を
漂
わ
せ
て
、
京
都
の
画
界
の
大
黒
柱
的
な
存
在
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

度
重
な
る
旅
行
の
滞
在
先
で
の
揮き

毫ご
う

（
筆
を
揮ふ

る
こ
と
）、
創
作
な
ど
、
今
日
で
も
日
本
の

各
地
に
は
鉄
斎
の
襖
絵
や
掛
軸
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
京
都
府
下
や
市
内
に
も
、
そ
れ
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
春
、
虎
屋
京
都
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て
公
開
さ
れ
た
虎
屋
の
鉄
斎
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
鉄
斎
と
の
交
友
は
、
十
四
代
店
主
黒
川
光
景
氏
の
実

弟
で
、
当
時
の
京
都
店
の
支
配
人
で
あ
っ
た
黒
川
正
弘
氏
が
、
素
人
芸
と
し
て
描
い
て
い
た
絵

を
、
近
く
に
移
っ
て
き
た
鉄
斎
に
と
き
ど
き
視
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま

す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
蓮
月
と
鉄
斎
の
生
涯
の
師
弟
・
交
友
を
知
る
貼は
り

交ま
ぜ

屏
風
（
何
故
か

蓮
月
と
の
合
作
で
は
、
鉄
斎
の
絵
は
優
美
で
や
さ
し
い
の
で
す
が
）、
晩
年
に
描
か
れ
た
売
茶

翁
が
一
服
の
煎
茶
を
売
る
姿
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
什
器
に
鉄
斎
の
描
い
た
絵
な
ど
が
あ
り
、
中

で
も
、
嘉か

祥じ
ょ
う

菓
子
の
い
わ
れ
を
細
か
く
解
説
し
た
〈
嘉
祥
菓
子
図
〉
は
、
色
彩
も
や
さ
し
く
、

は
ん
な
り
と
、
京
都
の
茶
菓
の
奥
床
し
さ
が
ほ
の
ぼ
の
と
偲
ば
れ
て
、
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い

た
い
一
点
で
し
た
。

嘉 祥 菓 子 図 （ 虎 屋 所 蔵 ）
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宝
永
五
年（
一
七
〇
八
）三
月
八
日
の

正
午
頃
、油
小
路
姉
小
路
下
る
西
側
二
軒

目
の
両
替
商
伊
勢
屋
市
兵
衛
方
か
ら
出

た
火
は
、折
か
ら
の
強
風
に
煽
ら
れ
て
東

北
と
東
南
の
方
向
へ
燃
え
広
が
り
、翌
九

日
の
午
後
二
時
頃
に
な
っ
て
鎮
火
し
ま

し
た
。こ
れ
が
宝
永
の
大
火
な
の
で
す
。

東
は
鴨
川
、西
は
油
小
路
、南
は
四
条
、

北
は
寺
町
頭
の
範
囲
に
及
び
、
皇
居
を

は
じ
め
公
家
・
武
家
の
邸
宅
・
神
社
仏
寺

を
焼
き
、そ
の
町
数
三
百
六
十
四
町
、
町

家
は
一
万
三
千
五

十
一
戸
が
類
焼
し

た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に

下
鴨
村
に
も
飛
火

し
、
河
合
社
や
農

家
八
十
七
戸
を
焼

い
て
い
ま
す
。
相

国
寺
と
周
辺
の
公

家
屋
敷
は
類
焼
を

免
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
焼
失
の
範
囲
は
現
在
の
上
京
区
と

中
京
区
の
東
半
分
に
当
た
り
ま
す
。

　

こ
の
大
火
後
、
焼
失
し
た
公く

家げ

町ま
ち

を

整
備
す
る
た
め
に
大
が
か
り
な
市
街
地

の
改
造
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
の
京

都
御
苑
は
南
北
一
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

東
西
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
外
側
一
周
四

キ
ロ（
一
里
）と
い
う
石
垣
に
囲
ま
れ
た

一
廓
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
明

治
の
十
年
代
に
公
家
町
の
廃
屋
を
撤
去

し
て
公
園
化
さ
れ
た
結
果
な
の
で
す
。大

火
以
前
は
、
そ
の
南
一
丁
分
と
西
南
部

が
民
地
で
し
た
。
当
時
の
椹
木
町
通
は

烏
丸
通
か
ら
東
へ
寺
町
通
ま
で
存
在
し

て
い
た
の
で
し
た
。ま
た
、三さ
ん

本ぼ
ん

木ぎ

通
と

い
わ
れ
て
い
た
東
洞
院
通
も
、
丸
太
町

通
か
ら
北
へ
出
水
通
ま
で
三
丁
分
が
民

地
で
し
た
。現
在
、東
洞
院
通
の
竹
屋
町

を
下
が
っ
た
所
に
あ
る
町
を
三
本
木
五

丁
目
と
い
う
の
は
、出
水
通
か
ら
一
丁
目

が
始
ま
っ
て
い
た
た
め
で
す
。し
た
が
っ

て
椹
木
町
通
と
丸
太
町
通
の
間
に
は
、

御
幸
町
通
に
始
ま
る
竪
通
り
が
そ
れ
ぞ

れ
南
か
ら
の
び
て
き
て
い
た
の
で
す
。

　

大
火
後
、
公
家
町
を
拡
張
す
る
た
め

に
、
こ
の
部
分
の
民
地
を
鴨
川
の
東
に

あ
っ
た
岡
崎
村
の
農
地
に
強
制
移
転
さ

せ
た
の
で
し
た
。
そ
こ
は
現
在
の
左
京

区
の
新
洞
学
区
で
あ
り
、「
新
」の
つ
く

通
り
名
や
町
名
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

新
丸
太
町
・
新
麩
屋
町
・
新
富
小
路
・

新
柳
馬
場
・
新
堺
町
・
新
高
倉
・
新
間

之
町
・
新
東
洞
院
・
新
車
屋
町
が
そ
れ
に

当
た
り
、寺
町
と
鴨
川
の
間
に
新
烏
丸
・

新
椹
木
町
、さ
ら
に
三
本
木
が
残
っ
て
い

ま
す
が
、新
御
幸
町
だ
け
は
下
長
者
町

通
浄
福
寺
西
入
に
町
名
を
伝
え
て
い
ま

す
。こ
の
時
、寺
町
と
鴨
川
の
間
に
あ
っ

た
多
く
の
寺
も
川
東
へ
移
転
し
ま
す
。

移
っ
て
き
た

 
 
 

公
家
町

移
っ
て
き
た

 
 
 

公
家
町

　

公
家
町
の
復
興
が
進
む
と
と
も
に
、

こ
の
一
帯
に
新
し
い
公
家
屋
敷
が
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
丸
太
町
通
に
面

し
て
い
る
堺
町
御
門
も
、
幕
末
ま
で
は

今
よ
り
一
丁
北
に
あ
り
、
蛤
御
門
や
下

立
売
御
門
も
一
丁
東
付
近
で
し
た
。
こ

こ
は
宝
永
大
火
以
前
の
公
家
町
と
民
地

の
境
に
な
る
地
点
に
あ
た
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
門
が
明
治
の
公
園
化
に
際
し
て

新
し
く
築
か
れ
た
石
垣
の
間
に
移
さ
れ

ま
し
た
。

　

大
火
後
の
新
し
い
公
家
町
は
、
東
南

隅
に
下
級
公
家
の
屋
敷
が
軒
を
連
ね
て

い
ま
し
た
。
当
時
の
京
都
の
人
は
「
長

風
や
芝
園
池
に
梅
桜
、
池
尻
交
野
、
妙

法
林
丘
」
と
口
ず
さ
ん
で
、
今
の
堺
町

御
門
の
東
側
に
あ
っ
た
長な
が

谷た
に

・
風か
ざ

早は
や

・

芝
山
・
園
池
・
梅
小
路
・
桜
井
・
池
尻
・

交か
た

野の

の
諸
家
と
妙
法
院
と
林り
ん

丘き
ゅ
う

寺じ

の
里さ
と

坊ぼ
う

の
順
序
を
覚
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は

他
に
も
公
家
町
の
覚
え
歌
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
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今
の
堺
町
御
門
の
両
側
に
は
五
摂
家

の
大
邸
宅
が
構
え
ら
れ
ま
す
。
東
側
に

千
五
百
石
の
鷹た
か

司つ
か
さ

家
、
西
側
の
九
条
家

は
二
千
石
の
家
禄
に
ふ
さ
わ
し
い
屋
敷

を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
九
条
家
の
邸

跡
は
九
条
池
を
中
心
に
そ
の
面
影
を

残
し
て
お
り
、
一
万
余
坪
の
敷
地
に

三
千
八
百
坪
の
建
物
が
あ
り
ま
し
た
。

今
も
残
る
池
は
そ
の
形
か
ら
勾ま
が

玉た
ま

池
の

名
が
あ
り
、
廻
遊
式
の
庭
園
は
公
家
の

好
み
に
よ
る
も
の
で
、
京
都
御
苑
の
北

西
部
に
あ
る
近
衛
池
と
と
も
に
江
戸
期

を
代
表
す
る
公
家
の
私
邸
の
庭
と
し
て

貴
重
な
遺
産
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

明
治
初
年
の
絵
図
に
は
九
条
家
の
建

物
を
活
用
し
た
料
理
屋
の
存
在
が
知
ら

れ
ま
す
。
池
の
中
央
に
あ
る
橋
は
お
そ

ら
く
そ
の
頃
に
架
け
ら
れ
た
の
で
す
。

池
の
西
側
に
は
拾し
ゅ
う

翠す
い

亭て
い

と
い
う
二
階
建

の
瀟し
ょ
う

洒し
ゃ

な
建
物
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

九
条
家
の
本
邸
が
ど
の
よ
う
な
建
物
で

あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
小
亭
は
池
を
挟
ん
だ

離
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
数す

寄き

屋や

造

の
営
み
は
勾
玉
池
を
前
に
私
的
な
客

を
遇
す
る
恰
好
の
場
所
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の

大
火
後
に
建
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
、

京
都
御
所
や
京
都
御
苑
に
残
る
最
古
の

建
造
物
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

九 条 池 ・ 拾 翠 亭

千本通

土屋町通

浄福寺通

智恵光院通

日暮通

松屋町通

大宮通

黒門通

猪熊通

葭屋町通

堀川通

油小路通

小川通

西洞院通

釜座通

新町通

衣棚通

室町通

両替町通

烏丸通

車屋町通

間之町通

高倉通

堺町通

柳馬場通

富小路通

麩屋町通

御幸町通

寺町通
丸
太
町
通

椹
木
町
通

東洞院通
（三本木通）

sa
w

ar
ag

ic
h

o 
d

or
i

京
都
御
苑

旧閑院宮家

旧九条家

旧鷹司家

東
魚
屋
町

∴旧堺町御門
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こ
の
池
の
中
央
に
突
き
出
し
た
岬
に

は
、
京
都
三
珍
鳥
居
の
一
つ
と
い
わ
れ

る
厳
島
神
社
の
石
鳥
居
が
あ
り
、
重
要

美
術
品
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

神
社
に
は
平
清
盛
に
ま
つ
わ
る
由
緒
も

あ
る
よ
う
で
す
が
、
少
な
く
と
も
宝
永

の
大
火
以
後
に
現
在
地
へ
移
さ
れ
た
と

思
わ
れ
、
こ
の
鳥
居
も
最
近
の
研
究
で

は
室
町
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
珍
鳥
居
の
由
来
は
鳥
居
上
部
の
笠か
さ

木ぎ

と
島し
ま

木ぎ

が
唐か
ら

破は

風ふ

形
に
反
り
返
っ
て

お
り
、
類
例
の
な
い
鳥
居
と
し
て
知
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

東
京
奠
都
後
の

 
 
 

公
家
町

東
京
奠
都
後
の

 
 
 

公
家
町

　

明
治
に
な
っ
て
東
京
へ
転
勤
し
た
公

家
の
邸
宅
は
空
家
と
な
り
荒
れ
果
て
て

し
ま
い
ま
す
。
明
治
六
年
か
ら
は
仙
洞

御
所
や
大
宮
御
所
で
博
覧
会
が
開
か
れ
、

明
治
十
三
年
に
は
東
南
隅
の
跡
地
で
京

都
府
画
学
校
が
開
設
さ
れ
、
田た

能の

村む
ら

直ち
ょ
く

入に
ゅ
う

が
摂せ
つ

理り（
校
長
）と
な
っ
て
、
東と
う

宗し
ゅ
う

・

西
宗
・
南
宗
・
北
宗
の
四
つ
の
学
科
を

置
き
、
当
時
の
京
都
の
名
立
た
る
画
家

が
教
授
と
し
て
指
導
し
ま
し
た
。
今
の

京
都
市
立
芸
術
大
学
の
始
ま
り
で
す
。

翌
十
四
年
に
は
ド
イ
ツ
人
ワ
グ
ネ
ル
の

設
計
で
博
覧
会
場
が
建
て
ら
れ
ま
す
。

　

京
都
の
衰
退
を
最
も
憂
い
た
岩
倉
倶

視
の
一
言
で
、
廃
墟
と
化
し
た
公
家
町

の
公
園
化
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
京
都
御

所
で
執
り
行
わ
れ
た
大
正
・
昭
和
度
の

大
礼（
即
位
礼
・
大だ
い

嘗じ
ょ
う

祭さ
い
・
饗き
ょ
う

宴え
ん

）で
は
、

東
南
隅
に
車
馬
を
駐
め
る
施
設
が
設
け

ら
れ
、
戦
後
は
藷い
も

畠ば
た
け

に
も
な
り
ま
し
た

が
、そ
の
後
、富
小
路
広
場
と
し
て
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
や
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
な
ど
の

運
動
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

御
苑
の
西
南
隅
、
一
丁
四
方
が
築
地

塀
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
北
側
が

旧
椹
木
町
通
で
す
。
こ
の
一
廓
は
、
か

つ
て
閑か
ん

院い
ん

宮
家
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

明
治
以
降
、
宮
内
省
内た
く
み
り
ょ
う

匠
寮
出
張
所
と

し
て
京
都
御
所
を
管
理
す
る
役
所
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
屋
敷
地
は
、

烏
丸
・
椹
木
町
・
東
洞
院
・
丸
太
町
に

囲
ま
れ
た
一
等
地
で
す
。
こ
こ
に
閑
院

宮
家
の
邸
宅
が
置
か
れ
ま
し
た
。
閑
院

宮
家
は
伏
見
宮
家
・
有
栖
川
宮
家
・
桂

宮
家
と
と
も
皇
位
継
承
権
を
有
す
る
四

親
王
家
で
、
光
格
天
皇
は
閑
院
宮
家
の

出
自
な
の
で
す
。
そ
の
壮
麗
な
邸
宅
は

解
体
さ
れ
、
そ
の
古
材
を
も
っ
て
宮
内

省
の
庁
舎
が
建
造
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

た
め
玄
関
な
ど
は
往
時
の
遺
構
を
と
ど

め
て
い
ま
す
が
、
今
残
る
建
物
は
事
務

所
に
改
造
さ
れ
た
も
の
で
、
往
時
の
宮

邸
そ
の
ま
ま
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

た
だ
近
年
に
な
っ
て
環
境
省
の
京
都

御
苑
管
理
事
務
所
と
な
り
、
保
存
の
た

め
の
解
体
修
理
が
な
さ
れ
、
京
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所
の
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
、
南
側
に
あ
っ
た
往
時
の
池
庭
が
復

元
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
之
店

上
之
店

　

京
都
御
苑
を
西
へ
出
る
と
烏
丸
通
か

ら
千
本
通
ま
で
一
・
五
キ
ロ
程
の
家
並

が
続
き
ま
す
。
府
庁
前
の
広
い
釜
座
通

を
越
え
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
商
店

が
見
ら
れ
ま
す
。
西
洞
院
通
か
ら
小
川

通
を
経
て
、
油
小
路
通
に
至
る
一
丁
を

旧 閑 院 宮 邸

東　魚　屋　町
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東ひ
が
し

魚う
お

屋や

町ち
ょ
う

と
い
い
、
上か
み

之の

店た
な

と
呼
ば
れ

た
魚
問
屋
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

江
戸
時
代
の
京
都
に
は
椹
木
町
の
上
之

店
、
錦
小
路
の
錦
棚
、
六
条
の
魚う
お
の

棚た
な

と

い
っ
た
三
ヶ
所
の
魚
問
屋
が
あ
り
ま
し

た
。
店
・
棚
は
商
品
を
置
く
棚
が
あ
る

固
定
し
た
店
舗
の
意
味
で
す
。
そ
の
た

め
椹
木
町
通
は
上
魚
棚
通
と
も
呼
ば
れ

ま
し
た
。
古
く
は
聚
楽
第
の
周
辺
に
集

ま
っ
て
き
た
魚
鳥
・
蔬そ

菜さ
い

・
果
物
等
の

市
場
で
あ
り
、
宝
永
の
大
火
後
に
椹
木

町
通
へ
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
昭
和
二
年
に
京
都
市
中
央
卸
売
市

場
が
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
問
屋
と

し
て
の
役
目
を
終
え
少
数
の
鮮
魚
店
を

残
す
の
み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
で
は
仕
出
し
料
理
店
の
ほ
か
に
は
昔

な
が
ら
の
製
造
を
続
け
る
麩
と
豆
腐
店

が
見
ら
れ
る
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
町
の
氏
神
で
あ
る
下
御
霊
神
社
（
寺

町
通
丸
太
町
下
る
）
に
は
台
石
に
「
上

之
店
魚
問
屋
」
と
刻
ま
れ
た
大
き
な
石

灯
篭
が
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
に

奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
竿
石
に
は
「
福

神
講
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
上
之
店
の

講
中
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
享
保

年
間
（
一
七
一
六
〜
三
六
）、
上
之
店

に
は
十
二
軒
の
魚
問
屋
が
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
繁
盛
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

椹
木
町
通
周
辺
は

良
質
で
豊
富
な
地
下

水
に
恵
ま
れ
て
お

り
、
染
工
場
や
蒸
工

場
を
は
じ
め
地
下
水

を
必
要
と
す
る
食
品

加
工
業
も
多
く
あ
っ

た
の
で
す
。
堀
川
を

越
え
た
大
宮
通
か
ら

は
平
安
京
の
大
内
裏

に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
地
点
は
待
賢
門

の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
陽よ
う

明め
い

門
と
郁い
く

芳ほ
う

門
の
間
に
挟
ま
っ
た
門
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
中な
か

御み

門か
ど

大
路
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

　

日
暮
通
あ
た
り
に
一
軒
の
造
り
酒
屋

が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
京
都
市
の
中
心

部
で
醸
造
を
し
て
い
る
唯
一
の
酒
蔵
と

な
っ
て
お
り
、
銘
柄
に
も
縁
り
あ
る
土

地
の
名
が
用
い
ら
れ
、
往
時
の
椹
木
町

通
を
し
の
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（

出
雲
路
敬
直
） 昔 な が ら の 酒 蔵

上 之 店 奉 納 の 石 灯 篭
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「
上
京
遺
跡
」
と
は

　

上
京
遺
跡
と
は
、
平
安
京
の
北
東
側

に
接
す
る
中
世
の
都
市
遺
跡
で
す
。
そ

の
範
囲
は
、
北
は
上
御
霊
前
通
、
西
は

智
恵
光
院
通
、
東
は
ほ
ぼ
烏
丸
通
、
南

は
一
条
通
に
囲
ま
れ
た
約
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
四
方
に
お
よ
ぶ
広
い
遺
跡
で
す
。

ま
た
、
こ
の
遺
跡
と
深
い
関
連
が
あ
り
、

そ
の
東
側
に
隣
接
、
或
い
は
重
複
す
る

遺
跡
と
し
て
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足

利
義
満
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
相
国
寺

旧
境
内
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
足

利
義
満
に
よ
る
造
営
の
室
町
幕
府
御

所
・
室
町
殿
跡
（
花
の
御
所
）、
貴
族

の
邸
宅
で
あ
る
五
摂
関
家
近
衛
家
の
屋

敷
（
桜
御
所
）
跡
を
中
心
と
す
る
新
町

校
地
遺
跡
と
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）

に
造
営
さ
れ
た
九
条
実
経
の
邸
宅
跡
の

一
条
室
町
殿
跡
、
本
満
寺
の
構
え
跡
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

い
ま
ま
で
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査

　

上
京
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
す
で
に

二
度
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。一
度
目
は
、

二
〇
〇
四
年
に
上
京
遺
跡
の
中
央
部
北

寄
り
に
位
置
す
る
表
千
家
不
審
菴
敷
地

内
で
行
わ
れ
、
平
安
時
代
の
溝
、
室
町

時
代
の
柵
列
・
塀
・
井
戸
・
土
坑
（
ゴ

ミ
な
ど
を
捨
て
た
穴
）、
江
戸
時
代
の

土
坑
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

二
度
目
は
二
〇
〇
五
年
、
前
回
の
調

査
地
か
ら
約
八
十
メ
ー
ト
ル
北
西
に
位

置
す
る
裏
千
家
今
日
庵
敷
地
内
で
調
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
室
町
時
代
後
期
の

溝
、
井
戸
、
土
坑
、
江
戸
時
代
の
石
室
、

井
戸
、
土
坑
、
埋
納
遺
構
な
ど
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
三
度
目
の
調
査
を
二
〇
一
〇

年
四
月
十
九
日
か
ら
五
月
十
四
日
ま
で

行
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
調
査
も（
財
）

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
が
担
当
し

ま
し
た
。

今
回
の
調
査
地
の
歴
史

　

今
回
調
査
し
た
場
所
は
、
上
京
遺
跡

の
中
央
部
西
寄
り
に
位
置
し
ま
す
。
現

在
の
住
所
は
、
京
都
市
上
京
区
堀
川
通

上
立
売
下
る
北
舟
橋
町
で
す
。
通
り
で

は
、
南
を
今
出
川
通
、
西
を
猪
熊
通
、

東
を
堀
川
通
、
北
は
山
名
町
を
貫
く
東

西
通
に
囲
ま
れ
た
範
囲
の

ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
ま
す

（
図
一
）。
こ
の
あ
た
り
一

帯
の
自
然
地
形
は
、
も
と

も
と
船
岡
山
か
ら
続
く
丘

陵
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
広

が
り
は
、
北
が
船
岡
山
、

西
は
天
神
川
、東
は
堀
川
、

南
は
二
条
通
を
ほ
ぼ
境
と

す
る
範
囲
で
す
。
調
査
地

は
そ
の
北
東
端
部
に
位
置

し
ま
す
。
平
安
京
が
造
営

さ
れ
た
時
、
こ
の
丘
陵
の
南
側
に
平
安

宮
が
お
か
れ
、
そ
の
北
側
は
平
安
京
外

に
な
り
ま
し
た
。

　

京
外
は
当
初
、
計
画
的
な
開
発
は
な

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
安
時
代
後

期
あ
た
り
か
ら
、
京
域
を
越
え
、
左
京

に
人
家
が
集
り
は
じ
め
、
そ
の
京
外
の

北
に
も
開
発
が
及
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

す
。中
世
に
入
る
と
、さ
ら
に
開
発
が
進

み
、市
街
地
化
し
て
い
き
ま
す
。そ
れ
と

と
も
に
平
安
京
左
京
の
南
北
通
が
北
へ

延
長
さ
れ
、新
た
に「
辻
子（
ず
し
）」と

い
わ
れ
る
東
西
通
も
作
ら
れ
始
め
ま
す
。図１　調査地の周辺概略図
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調
査
地
周
辺
の
南
北
通
り
で
あ
る
猪
熊

通
や
堀
川
通
、
東
西
通
で
あ
る
山
名
辻

子
も
同
様
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

室
町
時
代
後
期
に
は
、
室
町
小
路
を
中

心
に
「
上
京
」「
下
京
」
と
い
わ
れ
る

町
が
で
き
上
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
あ
た
り
一
帯
を
西
陣
と
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
応
仁
・
文
明
の
乱
で

山
名
宗
全
ら
の
西
軍
が
こ
の
あ
た
り
に

陣
を
置
い
た
こ
と
が
由
来
で
す
。
西
陣

は
近
世
に
な
る
と
、
大
宮
通
を
中
心
に

絹
織
物
の
一
大
生
産
地
と
な
り
ま
す
。

調
査
地
周
辺
の
歴
史
的
な
石
碑
な
ど

　

調
査
地
の
周
辺
に
は
歴
史
的
な
説
明

板
や
碑
が
あ
り
ま
す
。
山
名
町
に
あ
る

「
図
一
の
一
」
は
、
山
名
宗
全
邸
跡
の

石
碑
で
す
。
山
名
宗
全
は
室
町
時
代
に

数
カ
国
を
領
し
た
有
力
な
守

護
代
大
名
で
し
た
。
応
仁
元

年
（
一
四
六
七
）、
八
代
将

軍
足
利
義
政
の
跡
継
を
め
ぐ

る
争
い
か
ら
、
応
仁
・
文
明

の
乱
が
起
こ
り
、
山
名
宗
全

は
細
川
勝
元
と
争
い
、
戦
乱

は
全
国
に
広
が
り
十
一
年
間

続
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
戦
国

時
代
の
は
じ
ま
り
で
す
。「
図

一
の
二
」
は
舟
橋
の
石
碑
で

す
。「
舟
橋
」
の
地
名
の
由

来
は
、
堀
川
が
氾
濫
し
た
と

き
、
舟
を
繋
い
で
橋
と
し
た

こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
足
利

尊
氏
の
執
事
、
高こ
う
の

師も
ろ

直な
お

の
邸
が
あ
り
、

泉
殿
の
下
に
舟
橋
を
浮
か
べ
て
遊
興
し

た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
「
北
舟
橋
」
が
上
杉
本

洛
中
洛
外
図
屏
風
に
は
描
か
れ
て
い
ま

す
。「
図
一
の
三
」
は
、
西
陣
の
地
名

の
由
来
が
書
か
れ
た
石
碑
で
す
。
前
述

し
た
山
名
宗
全
が
細
川
勝
元
と
対
峙

し
、
西
側
の
山
名
邸
で
陣
を
構
え
た
こ

と
か
ら
そ
の
地
名
が
起
こ
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
石
碑
が
あ
る
京
都
市
考
古

資
料
館
に
は
、
発
掘
調
査
成
果
の
展
示

や
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
来
館
く
だ
さ
い
（
入
場
無
料
）。「
図

一
の
四
」
は
、
江
戸
時
代
の
西
陣
が
絹

織
物
の
一
大
生
産
地
と
な
り
、
大
宮
今

出
川
あ
た
り
が
栄
え
た
由
来
の
説
明
板

で
す
。
大
宮
通
に
は
糸
問
屋
が
軒
を
連

ね
、
日
々
千
貫
千
両
に
値
す
る
品
物
が

往
来
し
た
こ
と
か
ら
「
千
両
ヶ
辻
」
と

よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

図１-1 図１-2

図１-3 図１-4

診察時間　午前9時～12時
　　　　　午後4時半～7時半

祝休診

日×
×

土
○×

金
○
○

木×
×

水
○
○

火
○
○

月
○
○

午前
午後
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調
査
で
見
つ
か
っ
た
も
の

　

発
掘
調
査
で
は
新
旧
に
時
期
が

分
け
ら
れ
る
遺
構
が
見
つ
か
り
ま

し
た
。

　

古
い
時
期
の
も
の
は
、
室
町
時

代
後
期
（
十
六
世
紀
中
葉
）
か
ら

江
戸
時
代
初
期（
十
七
世
紀
初
頭
）

の
土
坑
や
溝
、
柱
穴
列
な
ど
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
主
な
も
の
を
あ

げ
て
い
き
ま
す
（
図
二
・
三
）。

　

調
査
区
の
中
央
部
東
側
で
見
つ

け
た
土
坑
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
規

模
は
東
西
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、

南
北
約
三
・
八
メ
ー
ト
ル
、
深
さ

約
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
は
十
六
世
紀
中
葉
の
土

師
器
皿
（
素
焼
き
の
土
器
・
か
わ

ら
け
）
が
多
く
出
土
し
ま
し
た
。

ま
た
調
査
区
中
央
部
西
側
で
見
つ

か
っ
た
土
坑
は
、
そ
の
規
模
が
直

径
二
・
六
〜
二
・
八
メ
ー
ト
ル
の
楕

円
形
で
、
深
さ
約
〇
・
八
メ
ー
ト

ル
あ
り
ま
し
た
。
出
土
し
た
も
の

に
は
、
土
師
器
皿
、
釉ゆ
う

薬や
く

を
か
け

た
陶
器
皿
、
焼
締
め
た
信
楽
産
の
鉢
や

刀
の
部
品
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

調
査
区
南
端
で
は
、
溝
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
規
模
は
東
西
約
五
メ
ー

ト
ル
、
北
側
半
分
の
幅
約
〇
・
五
メ
ー

ト
ル
、深
さ
約
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
で
し
た
。 

　

こ
の
溝
と
重
複
し
て
柱
穴
列
が
東
西

約
七
・
五
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
見
つ

か
り
ま
し
た
（
図
四
）。
い
ず
れ
も
柱

穴
の
北
半
分
だ
け
で
す
。
柱
七
本
分
を

復
元
で
き
ま
し
た
。
方
向
は
東
に
向

か
っ
て
少
し
南
に
振
れ
て
い
ま
す
。
柱

と
柱
の
間
は
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
前
後

で
す
。
前
述
の
溝
が
埋
ま
っ
て
か
ら

作
っ
て
あ
る
の
で
、
溝
よ
り
新
し
い
も

の
で
す
。
土
地
を
分
け
る
何
か
の
施
設

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

新
し
い
時
期
の
も
の
は
江
戸
時
代
の

土
坑
や
柱
穴
、
溝
、
礎
石
な
ど
が
見
つ

か
り
ま
し
た
。
主
な
も
の
を
あ
げ
て
い

き
ま
す
。（
図
五
）

　

調
査
区
北
西
部
で
、
穴
蔵
が
見
つ
か

り
ま
し
た
（
図
六
）。
そ
の
規
模
は
東

西
辺
約
二
・
四
メ
ー
ト
ル
、
南
北
辺
約

二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
で
、
深
さ

図 2　室町時代後期（16 世紀中葉）〜江戸時代初期（17 世紀初頭）の遺構

図 3　全景写真

図 5　江戸時代の遺構図 4　柱穴と溝写真
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は
約
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
。

底
の
壁
際
に
は
〇
・
二
〜
〇
・
四
メ
ー
ト

ル
の
花
崗
岩
の
礎
石
五
基
が
あ
り
、
う

ち
北
西
隅
の
一
基
は
抜
き
取
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
江
戸
時
代
初

期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
の
土
器
が
多
く

出
土
し
ま
し
た
。

　

調
査
区
中
央
部
北
側
で
礎
石
列
が
見

つ
か
り
ま
し
た
（
図
七
）。
一
辺
〇
・
二

〜
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
の
花
崗
岩
の
切
石

と
直
径
〇
・
三
五
〜
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
の

河
原
石
が
南
北
に
並
び
、
そ
の
間
は
約

一
・
一
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
。
時
期

は
江
戸
時
代
前
期
の
も
の
で
す
。

調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と

　

中
世
の
都
市
遺
跡
で
あ
る
上
京
遺
跡

の
西
部
に
あ
た
る
調
査
地
で
、
そ
の
時

期
の
遺
構
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。こ
の
こ
と
は
、調
査
地
周
辺
に
中

世
の
遺
構
が
埋
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。ま
た
見
つ
か
っ

た
主
な
遺
構
は
、
そ
の
時
期
が
室
町
時

代
後
期（
十
六
世
紀
中
葉
）か
ら
江
戸
時

代
初
期（
十
七
世
紀
初
頭
）の
も
の
で
す
。

上
京
は
、
織
田
信
長
に
よ
っ
て
元
亀
四

年（
一
五
七
三
）四
月
、「
上
京
焼
き
打

ち
」
に
遭
い
、町
全
体
が
焼
亡
し
ま
す
。

そ
の
の
ち
同
年
七
月
に
は
復
旧
が
始
ま

り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
調
査
地
一
帯
も

整
備
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
調
査
で

見
つ
か
っ
た
遺
構
は
、
壊
さ
れ
た
も
の

や
新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
古
い
地
図
、『
洛
中
絵
圖　

寛

永
後
萬
治
前
』（
京
都
大
学
附
属
図
書

館
蔵
・
中
井
家
旧
蔵
）
に
よ
る
と
、
調

査
地
は
本
阿
弥
家
所
領
推
定
地
で
す
。

本
阿
弥
家
は
刀
剣
の
磨
ぎ
・
拭
い
・

目
利
き
を
つ
と
め
た
家
系
で
あ
り
、

室
町
時
代
後
期
に
は
上
層
町
衆
と
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
本
阿
弥
光
悦
の

代
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）、
小

川
通
上
立
売
下
る
本
阿
弥
辻
子
の
屋

敷
か
ら
徳
川
家
康
に
賜
っ
た
洛
北
鷹

峯
の
地
へ
、
一
族
・
職
人
と
共
に
移

り
住
み
、光
悦
村
を
つ
く
り
ま
し
た
。

出
土
し
た
遺
物
に
は
、
刀
の
部
品
や

茶
席
で
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
土
器
類

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
阿
弥
家

の
家
業
と
上
層
町
衆
で
あ
る
こ
と
に

関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　

上
京
遺
跡
は
、
今
回
の
調
査
が
三
度

目
で
あ
る
よ
う
に
、
遺
跡
と
し
て
は
、

新
し
く
登
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か

し
、こ
れ
か
ら
発
掘
調
査
が
度
重
な
り
、

そ
の
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
け
ば
、

中
世
京
都
の
様
子
が
、
い
ま
ま
で
以
上

に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

（
布
川
豊
治
）

図 6　穴蔵写真 図 7　礎石列写真
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上
京
区
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
と
し

て
、
上
京
区
に
ゆ
か
り
の
あ
る
音
楽
家

の
皆
さ
ん
に
よ
る
「
記
念
音
楽
会
」
が
、

上
京
区
文
化
振
興
会
と
上
京
区
役
所
の

主
催
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二

十
八
日
に
京
都
こ
ど
も
文
化
会
館
に
お

い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
入
場
整
理
券

に
は
多
く
の
区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
申
込

み
が
あ
り
、
当
日
は
満
席
と
な
っ
た
会

場
で
演
奏
を
聴
い
て
い
た
だ
き
、
ア
ン

ケ
ー
ト
に
は
「
す
ば
ら
し
か
っ
た
」「
感

動
し
ま
し
た
」
と
い
う
声
が
数
多
く
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
記
念
音
楽
会
」
の
開
催
に
当
た
っ

て
は
、
上
京
区
文
化
振
興
会
が
上
京
区

在
住
の
作
曲
家
・

櫛
田
胅
之
扶
氏

に
上
京
区
一
三

〇
周
年
を
記

念
し
た
作
品

を
委
嘱
し
、上

京
区
の
歴
史
・
伝
統
を
表
現
し
た
作

品
で
あ
る
「
華
音
櫻
來
」（
か
の
ん

お
う
ら
い
）が
完
成
し
ま
し
た
。「
華

音
」
と
は
、
美
し
い
優
雅
な
上
品
な

響
き
、
そ
れ
も
た
だ
音
・
響
き
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
上
京
区
に
流
れ
る

伝
統
の
息
吹
き
と
い
っ
た
も
の
の
表

現
で
す
。
そ
し
て
、「
櫻
來
」
は
櫻
さ
く
ら

の
季
節
、
季
節
が
巡
る
、
と
い
う
意

味
で
使
わ
れ
て
お
り
、「
華
音
櫻
來
」

に
は
、
伝
統
文
化
に
支
え
ら
れ
た
上

京
区
に
歴
史
の
季
節
が
巡
っ
て
、
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

第
一
部
（
吹
奏
楽
）
で
は
、
終
戦

直
後
に
創
部
さ
れ
た
歴
史
と
伝
統
あ

る
上
京
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
約
五
十

人
の
生
徒
が
、
高
齢
の
方
に
な
つ
か
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し
い
「
服
部
良
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に

は
じ
ま
り
、
ア
ン
コ
ー
ル
で
は
中
学
生

ら
し
く
元
気
に
「
嵐
」
の
ヒ
ッ
ト
曲
メ

ド
レ
ー
を
演
奏
し
、
大
い
に
盛
り
上
げ

て
く
れ
ま
し
た
。「
華
音
櫻
來
」
を
世

界
初
演
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
櫛
田
氏

か
ら
、
平
安
京
か
ら
の
歴
史
を
誇
る
地

元
の
情
景
や
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
演

奏
を
と
直
接
に
指
導
も
受
け
、
一
生
懸

命
に
練
習
を
重
ね
、
区
民
の
皆
さ
ん
に

感
動
を
与
え
る
演
奏
を
披
露
し
て
く
れ

ま
し
た
。

　

第
二
部
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）
は
、
フ

ラ
ン
ス
政
府
よ
り
芸
術
文
化
勲
章
「
オ

フ
ィ
シ
エ
章
」
を
授
与
さ
れ
て
い
る
世

界
的
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
森
悠
子

さ
ん
が
、
樋
上
由
紀
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
伴

奏
に
よ
り
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
バ
ル

ト
ー
ク
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
作
品
を
演

奏
し
、
観
客
を
大
い
に
魅
了
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

結
成
以
来
五
十
年
近
く
の
歴
史
と
伝

統
あ
る
上
京
コ
ー
ル
・
ア
ミ
の
皆
さ
ん

に
よ
る
第
三
部
（
コ
ー
ラ
ス
）
で
は
、

尺
八
演
奏
も
と
り
入
れ
た
上
京
ら
し
い

「
一
条
戻
り
橋　

渡
る
の
は
誰
」
で
幕

を
あ
け
、
最
後
は
男
声
コ
ー
ラ
ス
も
加

わ
っ
て
「
上
京
コ
ー
ル
・
ア
ミ
合
唱
讃

歌
」「
南
国
の
バ
ラ
」
の
合
唱
で
、
力

強
く
美
し
い
歌
声
で
フ
ィ
ナ
ー
レ
を

飾
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

上
京
区
に
は
、
伝
統
文
化
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
に
「
音
楽
」
の

分
野
に
お
い
て
も
国
内
外
で
大
活
躍
さ

れ
、
芸
術
文
化
を
支
え
て
お
ら
れ
る

方
々
が
お
住
ま
い
で
す
。
そ
し
て
、
上

京
区
民
が
作
曲
し
た
作
品
を
上
京
区
の

次
代
を
担
っ
て
く
れ
る
若
者
た
ち
が
演

奏
で
き
る
の
も
文
化
の
ま
ち
・
上
京
で

あ
れ
ば
こ
そ
で
あ

り
、
来
場
さ
れ

た
皆
さ
ん
に
は
、

上
京
の
懐
の
深
さ

を
改
め
て
感
じ
て

い
た
だ
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。



みんなで花を
咲かそう活動

　

３
月
11
日
に
「
み
ん
な
で
花
を
咲
か
そ
う
」
活
動
の一環

と
し
て
、ホ
テ
ル
ル
ビ
ノ
京
都
堀
川
に
お
い
て
、今
人
気
の
プ

リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
使
っ
た
「
ミ
ニ
ガ
ー
デ
ン
講
習
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ラ
ワ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
育
成
協
会

理
事
長
の
辻
井
康
雄
氏
を
お
招
き
し
、参
加
者
は
10
年
以

上
も
保
存
可
能
な
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
使
っ
て
、
思

い
思
い
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
作
品
を
、
和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し

み
な
が
ら
仕
上
げ
ま
し
た
。

　

気
軽
で
身
近
な
環
境
づ
く
り
が
で
き
る
こ
と
を
学
習

し
、ま
ち
の
美
化
へ
の
意
識
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

５
月
の
憲
法
月
間
に
あ
わ
せ
て
、
同
志
社
大
学
寒
梅

館
に
お
い
て
、
映
画「
お
く
り
び
と
」が
上
映
さ
れ
ま
し

た
。（
主
催
／
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
事
業
実
行
委
員
会
）

　

今
回
も
、
日
本
語
字
幕
と
音
声
ガ
イ
ド
に
よ
る
場
面

ご
と
の
説
明
を
付
け
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映
と
し
、
視
覚

や
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
や
ご
高
齢
の
方
も
含
め
、み
な

さ
ん
が
と
も
に
映
画
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。会
場
に
は
一
部
・

二
部
あ
わ
せ
て
約
七
百
名
の
方
が

来
場
さ
れ
、
納
棺
師
と
い
う
職
業

の
意
義
深
さ
を
感
じ
、
感
動
に
包

ま
れ
た
上
映
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

恒
例
の「
上
京
茶
会
」が
五
月
三
十
日
、大
本

山
大
徳
寺
塔
頭・瑞
峯
院
を
会
場
に
、表
千
家

の
懸
釜
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

茶
室
で
の
本
席
と
、方
丈
で
名
庭「
独
坐
庭
」

を
眺
め
な
が
ら
い
た
だ
く
副
席
の
二
席
で
お
茶

を
味
わ
い
、贅
沢
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

心
地
よ
い
初
夏
の
風
が
流
れ
る
中
、風
情
を

味
わ
い
な
が
ら
、の
ん
び
り
と
お
茶
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

みんなで花を
咲かそう活動

　日頃から熱心に手入れを続けているボランティアの皆さん
の手によって、６月の好天の日、区役所玄関前のゴールドクレ
ストに、動物などのかたちをした５つのトピアリーフレームが取
り付けられました。夏にかけて大きく成長するゴールドクレスト
ですが、うさぎやくまなどのかわいい姿は、早くも来庁者の目を
引き、楽しませています。
　こうした取組は、草花に親しみながら楽しくまちの美化や環
境問題を考える機会にもつながっています。
　園芸に興味を持ち、継続して花の手入れをしていただける
方は、お気軽に区役所まちづくり推進課までお問い合わせく
ださい。

区役所まちづくり推進課（電話４４１－５０４０）

ミ
ニ
ガ
ー
デ
ン
講
習
会

「
み
ん
な
で
花
を
咲
か
そ
う
」活
動

「
映
画
の
つ
ど
い
」

上
京
区

憲
法
月
間

上
京
茶
会

─ 1� ─
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「
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／京都御苑／宜秋門　小谷一之　撮影

は
る　
　
　
　
　
　

か
み

昼
：
コ
ー
ス
　

二
、一
〇
〇
〜

夜
：
コ
ー
ス
　

四
、二
〇
〇
〜

　

夜
は
ア
ラ
カ
ル
ト
メ
ニ
ュ
ー
も
ご
ざ
い
ま
す
。

営
業
時
間

昼
：
十
一
時
〜
十
四
時
三
十
分

　
　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
十
四
時
）

夜
：
十
七
時
〜
二
十
三
時

　
　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
二
十
二
時
三
十
分
）

〒
六
〇
四

－

八
〇
一
四

京
都
市
中
京
区
先
斗
町
四
条
上
ル
柏
屋
町
一
六
九

－

三

電   

話 

〇
七
五

－

二
二
一

－

〇
〇
一
一

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
五

－

二
二
一

－

〇
〇
一
五
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