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油
絵
は
額
縁
に
入
れ
て
飾
ら
れ
る
が
、
日
本
画
の
場
合
は
襖
・

屏
風
・
掛
軸
等
、
表
装
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
鑑
賞
さ
れ
る

も
の
と
な
る
。
中
で
も
掛
軸
は
本
紙
（
書
画
の
部
分
）
に
も
劣
ら

な
い
芸
術
的
な
表
装
を
必
要
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
屏
風
や
襖
が

縁へ
り

に
の
み
裂き
れ

（
織
物
）
を
用
い
る
の
に
対
し
て
、
掛
軸
の
場
合
は

一い
ち
も
ん
じ

文
字
・
中
ち
ゅ
う

廻ま
わ

し
・
上じ
ょ
う
げ下
（
天
地
）・
風ふ
う
た
い帯
な
ど
何
種
類
も
の
裂
を

貼
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
紙
を
引
き
立
た
せ
る
と
と
も
に
、

巻
い
て
も
傷
ま
な
い
と
い
う
補
強
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
は
高
い
品
格
を
も
つ
表
具
用
裂
地
が
欠
か
せ
な
い
の
だ

と
い
う
。

　

そ
の
裂
地
は
金き
ん
ら
ん襴
を
は
じ
め
錦に
し
き・
綾あ
や

・
羅ら

・
紗し
ゃ

・
緞ど
ん

子す

な
ど
多

く
の
種
類
が
あ
っ
て
、
昔
か
ら
西
陣
の
高
度
な
技
術
に
よ
っ
て
織

ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
古
代
か
ら
織
ら
れ
て
き
た
裂
の
復
元

さ
え
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
書
画
の

内
容
や
時
代
を
考
慮
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
古
代
裂
の
文
様
、
織

り
組
織
、
発
色
な
ど
の
綿
密
な
調
査
に
よ
っ
て
絹
糸
の
太
さ
や
金

糸
金
箔
の
色
な
ど
を
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
伝
統
的
な
技
術
を

も
っ
て
手て
お
り織
機ば
た

で
製
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

廣
瀬
賢
治
氏
は
父
敏
雄
氏
か
ら
の
技
を
受
け
継
い
で
昭
和
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四
十
一
年
か
ら
古
代
裂
復
元
製
作
に
励
ん
で
こ
ら
れ
た
。
昨
年
九

月
に
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
く
有
形
・
無
形
の
文
化
財
の
保

存
に
必
要
な
修
理
な
ど
の
技
術
を
文
部
科
学
大
臣
が
選
定
し
、
技

術
の
保
持
者
や
保
存
団
体
を
認
定
す
る
「
選
定
保
存
技
術
」
の
「
表

具
用
古
代
裂
（
金
襴
等
）
製
作
」
の
保
持
者
と
し
て
先
代
に
続
い

て
認
定
さ
れ
た
。

　

廣
瀬
氏
は
平
安
時
代
の
仏
画
の
最
高
傑
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
国

宝「
山や
ま
こ
し越
阿
弥
陀
図
」の
表
装
の
復
元
を
手
が
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
見
識
と
技
術
を
認
め
ら
れ
、
最
近
は
国
宝
「
彦

根
屏
風
」
の
表
具
裂
の
製
作
に
も
携
わ
る
な
ど
、

こ
の
業
界
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
表

具
裂
は
文
化
財
修
理
の
関
係
者
か
ら
高
い
評
価
を

得
て
い
る
。

　

文
化
財
の
修
理
に
当
た
っ
て
い
る
装そ
う

潢こ
う

師し

（
表

具
師
）
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
に
適
う
製
品
を

求
め
る
特
別
注
文
が
寄
せ
ら
れ
る
。
廣
瀬
氏
は
こ
れ
ら
注
文
者
の

希
望
の
す
べ
て
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
上
で
、
図
案
や
糸
の
種
類
、

色
な
ど
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
高
度
な
熟
練
技
術
と
豊
富

な
知
識
を
有
す
る
貴
重
な
織
師
で
あ
り
、
常
に
そ
の
研
究
を
怠
る

こ
と
な
く
日
々
研
鑽
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
廣
瀬
氏
は
上
京
区
体
育
振
興
会
連
合
会
の
会
長
と
し
て
、

上
京
区
民
の
体
育
振
興
に
も
大
い
に
寄
与
し
て
お
ら
れ
る
。
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小
川
の
流
れ
が
消
え
て
か
ら
す
で

に
四
十
五
年
、
今
で
は
こ
こ
に
川
が

あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
鴨
川
の
分

流
の
一
つ
で
す
が
、
時
代
に
よ
っ
て

そ
の
取
水
口
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

川
の
名
に
由
来
す
る
小
川
通
も
今
で

は
「
お
が
わ
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す

が
、江
戸
時
代
の
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」

や
地
誌
に
は
「
こ
か
は
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
す
で
に
水
が
流
れ
な
く

な
っ
て
い
た
小
川
は
、
昭
和
三
十
八

年
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
そ
の
役
目
を

終
え
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
石
橋
や
川
の
跡
が
残
っ
て

お
り
、
細
長
い
空
地
を
た
ど
れ
ば
、

そ
の
痕
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
地
誌
『
京
き
ょ
う
ま
ち
か
が
み

町
鑑
』
に
、

「
小
川
通　

上
賀
茂
本
社
の
西
に
水
源

有
。
鴨
川
を
南
へ
流
れ
、
大
宮
通
の

東
へ
一
町
計ば
か
り
南
へ
通
じ
て
妙
覚
寺
の

構か
ま
えの
北
に
い
た
り
、
本
法
寺
の
門
前

に
出
て
上
立
売
の
南
へ
落
る
流
れ
を

小
川
と
云
。
此
所
の
西
側
人
家
の
下

を
流
れ
、
一
条
に
至
て
西
に
な
が
れ

堀
川
に
入
也
。」（
原
文
の
ま
ま
）
と

あ
っ
て
、
水
源
を
上
賀
茂
に
発
し
て

お
り
、『
名
所
都
鳥
』
に
は
「
又
小
川

の
水
上
も
今
宮
御
旅
所
の
北
東
に
西

南
に
な
が
る
ゝ
川
を
二ふ
た
ま
た股
川
と
名
づ

く
。
そ
れ
よ
り
百ど

ど々

の
橋
の
下
を
通

り
、
小
川
通
の
西
側
の
人
家
の
下
を

音
し
づ
か
に
な
が
れ
き
て
一
条
よ
り

此
堀
川
へ
落
つ
。」
と
上
流
を
二
股
川

と
呼
び
、
人
家
の
下
を
暗
渠
と
な
っ

て
静
か
に
流
れ
て
い
た
有
様
が
語
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

廃
川
に
な
る
前
の
小
川
は
、
今
の

紫
明
通
を
堀
川
へ
流
れ
て
い
た
疏
水

分
線
か
ら
取
水
し
て
い
て
、
そ
れ
が

暗
渠
化
さ
れ
た
あ
と
水
が
流
れ
な
く

な
っ
た
よ
う
で
す
。
疏
水
分
線
か
ら

の
取
水
口
は
、
堀
川
紫
明
下
ル
東
側

の
後
花
園
天
皇
火
葬
塚
の
北
あ
た
り

で
、
小
川
は
大
応
寺
と
扇
町
児
童
公

園
の
東
端
を
南
流
し
て
い
ま
し
た
。

上
御
霊
前
通
に
は
扇
橋
が
架
か
っ
て

お
り
、
当
時
、
扇
図
子
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
小
川
通
の

西
側
を
流
れ
ま
す
。

　

上
御
霊
前
通
を
越
え
る
と
西
側
に
本

法
寺
、
東
側
に
裏
千
家
と
表
千
家
が
向

か
い
合
い
ま
す
。
本
法
寺
の
前
に
は
古

い
石
橋
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
両
側
が
凹

地
に
な
り
、
今
は
低
木
が
植
わ
っ
て
い

ま
す
が
、こ
こ
が
小
川
の
跡
な
の
で
す
。

幅
八
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
五
〇
セ
ン
チ
ほ

ど
の
川
跡
は
両
岸
に
石
組
が
残
り
、
わ

ず
か
な
が
ら
小
川
の
長
い
歴
史
を
伝
え

て
く
れ
て
い
ま
す
。

上
京
の
史
蹟
　

そ
の
16

小
川
通

おおじ

こうじ

OGAWA
street

OGAWA
street
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本
法
寺
は
室
町
時
代
の
永
享
年
間

（
一
四
二
九

−

四
一
）
に
日
親
に
よ
っ

て
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
京
都
府
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ

て
い
る
本
堂
・
開
山
堂
・
多
宝
塔
・
仁

王
門
な
ど
の
建
造
物
が
日
蓮
宗
本
山
の

伽
藍
景
観
を
よ
く
伝
え
て
お
り
、
書
院

の
三み
つ
ど
も
え巴の
庭
は
本
阿
弥
光
悦
の
豪
放
な

作
で
、
国
の
指
定
名
勝
と
な
っ
て
い
ま

す
。
日
親
は
不ふ

受じ
ゅ

不ふ

施せ

（
法
華
経
の
信

者
以
外
に
は
布ふ

せ施
を
受
け
ず
施
さ
ぬ
主

義
で
、
室
町
幕
府
に
禁
圧
さ
れ
る
）
を

唱
え
て
禅
宗
を
批
判
し
た
立
正
治
国
論

を
著
わ
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
将
軍
義よ
し
の
り教
の
怒
り
に
触
れ
て
投
獄

さ
れ
た
上
に
焼
鍋
を
か
ぶ
ら
さ
れ
ま
し

た
が
、
不
屈
の
精
神
を
称
え
ら
れ
て
鍋な
べ

冠か
ぶ

り
日
親
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
や
が
て

嘉か

吉き
つ

の
乱
（
一
四
四
一
）
で
義
教
が
殺

さ
れ
た
あ
と
獄
中
で
知
り
合
っ
た
本ほ
ん

阿な

み弥
本
光
の
力
を
得
て
本
法
寺
を
再
興

し
ま
す
。
そ
の
後
、
天
文
法
華
の
乱
で

避
難
し
て
い
た
堺
か
ら
一
条
堀
川
に
再

建
し
ま
す
が
、
豊
臣
秀
吉
の
聚
楽
第
造

営
に
よ
り
現
在
地
に
移
さ
れ
ま

し
た
。
天
明
八
年（
一
七
八
八
）

の
大
火
後
に
再
建
さ
れ
た
の
が

今
の
堂
宇
で
す
。
な
お
、
本
阿

弥
家
は
刀
剣
の
鑑
定
や
手
入
れ

を
業
と
し
た
家
で
、
本
光
の
曾

孫
に
な
る
光
悦
（
一
五
五
八

−

一
六
三
七
）
は
書
画
や
工
芸
に

優
れ
た
芸
術
家
と
し
て
有
名
で

す
。
本
法
寺
に
は
本
阿
弥
一
族

の
墓
も
あ
り
、
光
悦
や
長
谷
川

等
伯
な
ど
に
か
か
わ
る
多
く
の

文
化
財
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

表
千
家
と
裏
千
家
が
通
り
の
東
側
に

表
門
を
構
え
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は

和
服
姿
の
男
性
も
女
性
も
見
ら
れ
、
い
か

に
も
茶
道
の
町
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

表
千
家
は
千
利
休
（
一
五
二
二

−

九
一
）

の
子
の
少
庵
が
千
家
再
興
を
許
さ
れ
、
利

休
の
遺
席
で
あ
っ
た
不ふ
し
ん
あ
ん

審
菴
を
移
し
ま
し

た
。
天
明
の
大
火
に
罹
災
後
、
露
地
や
茶

室
が
整
備
さ
れ
ま
す
が
、
明
治
三
十
九

OGAWA
street

本法寺石橋

本法寺開山堂
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年
の
火
災
に
遭
い
ま
す
。
四
畳
半
茶
室
の

点て
ん

雪せ
つ

堂ど
う

と
利
休
の
祀
堂
か
ら
な
る
祖
堂

は
寛
政
六
年
（
一
七
八
六
）
に
建
て
ら
れ

て
い
て
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歴
代
宗
左
家
元
の
好
み
で
造
り
上
げ
ら

れ
た
国
指
定
名
勝
の
庭
園
は
、
深
山
幽

谷
の
趣
き
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　

裏
千
家
は
表
千
家
の
北
に
あ
っ
て
、

千
少
庵
の
子
の
宗
旦
が
隠
居
所
と
し
て

北
裏
に
今こ
ん
に
ち日
庵
を
建
て
た
の
に
始
ま
り

ま
す
。
一
間
腕う
で

木き

門も
ん
の
表
門
を
入
る
と
、

国
の
名
勝
と
な
っ
て
い
る
庭
園
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
奥
に
は
裏
千
家

住
宅
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
一
群
の
建
物
が
あ
り
、
一
畳
台だ
い

目め

の
今
日
庵
、
四
畳
半
の
又ゆ
う
い
ん隠
、
棟
札

に
天
明
八
年
と
あ
る
寒
雲
亭
な
ど
歴
代

宗
室
家
元
の
好
み
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て

い
ま
す
。

　

寺
之
内
通
に
架
か
っ
て
い
た
百ど

ど々

橋ば
し

の
石
材
が
残
る
宝
鏡
寺
裏
手
の
小

さ
な
公
園
は
小
川
の
跡
で
、
小
川
は

そ
の
ま
ま
民
家
の
裏
手

を
流
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
は
射い

ば場
町
と
呼
ば

れ
、『
京
町
鑑
』
に
は
「
此

町
、
古
へ
笠か

さ

懸が
け

の
騎
射

あ
り
し
所
と
ぞ
。
俗
に

い
ん
ば
の
町
と
云
。
是

古
、
犬
馬
場
と
い
ひ
し

所
也
。
又
報
恩
寺
町
と

も
云
。」
と
あ
っ
て
、
そ

の
由
来
を
伝
え
て
い
ま

す
。

　

射
場
町
の
中
程
に
小

川
の
石
橋
を
残
す
報
恩

寺
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
橋
に
は
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
架
橋
の
銘

が
あ
り
、
幕
末
の
鉄
製

の
擬ぎ

ぼ

し

宝
珠
に
は
そ
の
当

時
栄
え
た
西
陣
の
商
人

の
名
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

報
恩
寺
は
鳴な

き
と
ら虎
の
寺

と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
豊
臣
秀
吉
が
中

国
の
画
人
四し

明め
い

陶と
う

佾い
つ

が

OGAWA
street

裏千家 表千家

報恩寺石橋
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描
い
た
虎
の
絵
を
所
望
し
、
聚
楽
第

の
床
へ
飾
っ
た
と
こ
ろ
夜
中
に
虎
が

鳴
き
出
し
、
秀
吉
が
一
晩
中
眠
れ
な

か
っ
た
た
め
に
、
絵
は
寺
へ
戻
さ
れ

た
と
い
わ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
鳴
虎

と
し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
寺
に
は
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
梵
鐘
が
あ
り
ま
す
。
墓
地
の

入
り
口
の
小
さ
な
鐘
撞
堂
の
中
に

あ
っ
て
外
か
ら
は
よ
く
見
え
ま
せ
ん

が
、
平
安
時
代
後
期
（
十
二
世
紀
後

半
）
の
作
と
推
定
さ
れ
、
奈
良
時
代

以
来
の
古
式
を
残
す
名
鐘
で
す
。
高

さ
一
二
三
・
五

セ
ン
チ
、
口
径

七
三
セ
ン
チ
、

素
文
で
す
が
池い

け

の
間ま

に
は
金
剛

界
四
仏
の
梵
字

を
籠か

ご

字じ

で
あ
ら

わ
し
、
梵
文
で

陀だ

羅ら

尼に

真し
ん

言ご
ん

を

細
字
で
刻
ん
で

い
ま
す
。
大
正

三
年
頃
に
美
術

的
価
値
を
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
勿つ

か

撞ず

の
鐘
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

古
く
は
、
西
陣
で
は
こ
の
鐘
の
音
を

聞
い
て
仕
事
を
始
め
、
終
わ
る
と
い

う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
、

お
十

じ
ゅ
う

夜や

の
晩
に
鐘
が
鳴
る
か
鳴
ら
ぬ

か
で
織
屋
の
丁
稚
と
織
子
が
口
論
を

し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
日
に
限
っ
て
鳴

ら
な
か
っ
た
の
で
、
織
子
が
悔
し
さ

の
あ
ま
り
自
害
し
た
こ
と
か
ら
、
除

夜
の
鐘
以
外
は
撞つ

か
な
く
な
っ
た
と

い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
南
へ
行
く
と
上
立
売
通
へ
出

ま
す
。
こ
こ
に
小
さ
な
空
地
が
あ
っ
て

水み
ず
お
ち落
橋
の
欄
干
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
民
家
前
の
片
隅
に
小
さ
な
立
石
が

あ
っ
て
よ
く
見
ま
す
と
「
昭
和
十
年
六

月
末　

大
出
水
地
上
四
尺
」
と
彫
っ
た

文
字
が
見
え
ま
す
。
水
落
橋
の
親
柱
か

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
昭
和
十
年
六
月

二
十
九
日
、
梅
雨
の
豪
雨
が
京
阪
神
を

襲
い
、
京
都
で
も
近
年
に
な
い
洪
水
に

見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
小
川
も

溢
れ
四
尺
（
一
・
二
メ
ー
ト
ル
）
ま
で

水
に
浸
か
っ
た
こ
と
を
後
世
の
戒
め
と

し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

小
川
は
こ
こ
で
東
へ
折
れ
曲
が
り
暗

渠
に
な
り
ま
す
。
古
く
は
深
い
暗
渠
へ

水
が
落
ち
込
ん
だ
の
で
水
落
の
名
が
生

ま
れ
、水
落
図
子
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。

上
立
売
通
の
南
に
沿
っ
て
流
れ
、
小
川

児
童
公
園
の
と
こ
ろ
で
南
へ
折
れ
再
び

地
上
へ
出
た
よ
う
で
す
。
こ
の
あ
た
り

OGAWA
street

報恩寺梵鐘

水落橋旧欄干
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で
は
小
川
通
の
西
側
に
沿
っ
て
細
長
い

空
地
が
残
り
、
駐
車
場
に
な
っ
て
い
た

り
、
鉄
パ
イ
プ
の
欄
干
が
残
っ
て
い
た

り
し
ま
す
。

　

今
出
川
通
（
昔
は
須
磨
町
通
）
に

架
か
っ
て
い
た
羅
漢
橋
を
く
ぐ
っ
た

小
川
は
元
小
川
小
学
校
（
現
小
川
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
み
つ
ば
幼
稚

園
）
の
東
側
か
ら
一
条
通
の
南
側
を

西
へ
流
れ
、
一
条
戻
り
橋
の
と
こ
ろ

で
堀
川
へ
流
れ
込
み
ま
し
た
。
今
の

一
条
通
の
道
幅
の
南
半
分
位
が
小
川

で
し
た
。

　

小
川
通
は
一
条
通
以
南
で
細
い
道

路
と
な
り
、
京
都

府
庁
な
ど
官
庁
街
の

脇
を
経
て
中
京
区
へ

つ
な
が
り
ま
す
。
下

長
者
町
通
南
東
角
に

「
茶
屋
四
郎
次
郎
邸

址
」
の
石
標
が
立
っ

て
い
ま
す
。
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
初
期
の
豪
商
で
、
徳
川

家
康
の
側
近
で
も
あ
っ
た
中
島
清
延

（
一
五
四
二

−

九
六
）
は
初
代
の
茶
屋

四
郎
次
郎
を
通
称
と
し
、
代
々
南
海

貿
易
と
糸い
と
わ
っ
ぷ

割
符
制
度
に
関
係
し
て
巨

利
を
得
ま
し
た
。
四
代
以
後
も
公
儀

の
関
東
御
服
所
を
営
み
、
幕
末
ま
で

こ
こ
に
居
宅
を
設
け
、
茶
屋
町
の
名

も
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
現

在
の
京
都
農
林
水
産
総
合
庁
舎
の
あ

た
り
に
な
り
ま
す
。

（
出
雲
路
敬
直
）

紫明通

上御霊前通

寺之内通

上立売通

今出川通

元誓願寺通

一条通

中立売通

上長者町通

下長者町通

出水通

下立売通

椹木町通

丸太町通

本法寺●

報恩寺●

小
　

川

●茶屋四郎次郎
　　　　邸址

●裏千家
●表千家

百々橋跡●

小川児童公園●
水落橋

茶屋四郎次郎邸址
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は
じ
め
に

同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
で
は
、
同

志
社
女
子
大
学
（
今
出
川
校
地
内
）
の

体
育
館
建
設
に
伴
っ
て
発
掘
調
査
を

実
施
し
ま
し
た
。
発
掘
調
査
期
間
は

二
〇
〇
七
年
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
約

六
ヶ
月
間
で
、
一
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
と
い
う
広
大
な
面
積
を
調
査
し
ま
し

た
。
遺
跡
名
は
常
盤
井
殿
町
（
と
き
わ

い
ど
の
ち
ょ
う
）
遺
跡
と
い
う
名
前
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
遺
跡
で
は
こ
れ

ま
で
計
四
回
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
行

い
、
近
世
を
主
と
し
て
古
墳
時
代
か
ら

中
世
ま
で
の
幅
広
い
時
期
の
各
遺
構
・

遺
物
を
検
出
し
て
い
ま
す
。（
図
１
）

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
、
十
七
世

紀
中
頃
（
江
戸
中
期
）
か
ら
十
九
世
紀

中
頃
（
幕
末
期
）
ま
で
の
約
二
〇
〇
年

に
わ
た
っ
て
同
志
社
女
子
大
学
の
東
半

部
を
占
め
る
広
さ
の
屋
敷
地
を
か
ま
え

て
い
た
二
条
家
邸
に
関
す
る
遺
構
・
遺

物
を
主
に
検
出
し
ま
し
た
。
今
回
発
掘

の
最
大
の
成
果
は
非
常
に
良
好
な
状
態

で
遺
構
面
を
検
出
し
た
こ
と
で
す
。
そ

の
結
果
、
文
献
史
料
な
ど
で
は
知
る
こ

と
の
で
き
な
い
、
二
条
家
公
家
屋
敷
の

詳
細
な
時
期
的
変
遷
を
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

公
家
町
と
調
査
地

ま
ず
近
世
期
の
こ
の
界
隈
の
状
況

に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。
近
世
い
わ

ゆ
る
江
戸
時
代
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
南

側
（
現
在
の
京
都
御
苑
）
に
は
内
裏
を

中
心
に
数
多
く
の
公
家
が
集
住
す
る
と

こ
ろ
（
公
家
町
）
で
し
た
。
京
都
御
苑

は
明
治
天
皇
が
明
治
十
年（
一
八
七
七
）

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

近
世
後
期
二
条
家
邸
の
発
掘
調
査
成
果 

｜
常
盤
井
殿
町
遺
跡
｜

近
世
後
期
二
条
家
邸
の
発
掘
調
査
成
果 

｜
常
盤
井
殿
町
遺
跡
｜

図１　調査地の位置（南から、2000 年 11 月 29 日撮影）　京都市埋蔵文化財研究所所蔵

京都御苑

相国寺
調査地

↓
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に
東
京
へ
奠て
ん

都と

し
た
の
ち
に
、
荒
廃
し

た
こ
の
公
家
町
一
帯
を
整
備
し
た
も
の

で
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に

国
民
公
園
と
し
て
開
放
さ
れ
た
も
の
で

す
。調

査
地
は
こ
の
公
家
町
界
隈
の

北
辺
部
に
位
置
し
ま
す
。
図
２
『
新

改
内
裏
之
図
御
紋
入
』（
延
宝
五
年

［
一
六
七
七
］
刊
）
に
よ
れ
ば
、
調
査

地
は
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
二
条
家
の

屋
敷
地
で
し
た
。
そ
の
後
の
絵
図
を
み

て
い
く
と
明
治
初
年
ま
で
二
条
家
の
屋

敷
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
も
と
も
と
の
二
条
家
邸
は
先
の
絵

図
で
い
う
「
禁
中
様
」
す
な
わ
ち
内
裏

の
こ
と
で
、
そ
の
南
に
位
置
す
る
「
新

院
御
所
様
」（
後
西
天
皇
の
譲
位
後
の

御
所
地
）
に
あ
り
ま
し
た
。
万
治
四
年

（
一
六
六
一
）
正
月
十
五
日
に
こ
の
二

条
家
邸
か
ら
出
火
し
、
火
災
は
延
焼
し

て
内
裏
を
始
め
多
く
の
公
家
屋
敷
を
類

焼
す
る
大
火
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
大

火
後
に
今
回
発
掘
し
た
地
点
に
移
転
し

て
き
ま
し
た
。二
条
家
の
移
転
以
前
は
、

別
の
絵
図
に
よ
れ
ば
「
御
国
母
様
」
す

な
わ
ち
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
娘
和
子

（
東
福
門
院
和
子
）
の
下
屋
敷
で
し
た
。

　

な
お
図
２
の
絵
図
に
記
さ
れ
る
「
二

條
殿
」
と
は
二
条
光
平
の
こ
と
で
、「
二

条
殿
」
の
右
に
記
さ
れ
る
「
女
五
宮
様
」

は
正
室
の
賀
子
内
親
王
で
す
。
こ
の
内

親
王
は
徳
川
和
子
の
娘
に
あ
た
り
、
そ

の
縁
で
当
地
に
移
転
し
て
き
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

二
条
家
に
つ
い
て

　

二
条
家
と
は
、
一
条
・
九
条
・
近
衛
・

鷹
司
と
並
び
五
摂
家
と
称
さ
れ
る
朝
廷

内
で
も
格
式
の
高
い
家
柄
で
す
。
摂
家

と
は
、
摂
政
・
関
白
に
任
ぜ
ら
れ
る
家

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
の
五
つ
の
家

に
よ
っ
て
江
戸
時
代
末
期
ま
で
原
則
的

に
は
こ
の
要
職
に
つ
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。
二
条
家
は
、
鎌
倉
時
代
前
期
に
九

条
道
家
の
二
男
良
実
が
、
二
条
京
極
に

邸
宅
を
も
ち
二
条
殿
と
称
し
た
こ
と
か

ら
家
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。ま
た
室
町
・

江
戸
時
代
に
は
将
軍
家
の
足
利
氏
・
徳

川
氏
の
諱い
み
なを
一
字
も
ら
う
な
ど
武
家
と

も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
五
摂

家
の
な
か
で
は
最
も
親
幕
府
派
で
し

た
。
幕
末
期
に
は
幕
府
寄
り
の
政
治
的

姿
勢
を
と
っ
た
た
め
に
東
京
へ
は
他
家

よ
り
も
遅
れ
て
移
転
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

発
掘
調
査

検
出
遺
構　

今
回
検
出
し
た
二
条

家
邸
の
遺
構
は
、
大
き
く
上
下
４
層
に

分
か
れ
て
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
二
条
家
邸
が
何
度
も
建
て
替
え
や

作
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
火
災
や
賀
茂

川
の
洪
水
に
よ
る
災
害
で
あ
っ
た
こ
と

が
土
層
の
様
子
か
ら
よ
み
と
れ
ま
し

た
。
土
層
観
察
か
ら
二
つ
の
火
災
層
と

そ
の
間
に
洪
水
の
堆
積
層
を
確
認
し
ま

し
た
。
上
層
の
火
災
層
は
調
査
地
の
ほ

ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
、
天
明
八

年
（
一
七
八
八
）
に
起
き
た
大
火
の
痕

跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
下
層
の
洪
水
層

と
火
災
層
に
つ
い
て
は
時
期
の
特
定
に

は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
数
多
く
み
ら

れ
る
災
害
記
録
の
実
態
を
彷
彿
と
さ
せ

図２　『新改内裏之図  御紋入』（延宝 5 年〔1677〕）
　　　にみる調査地の位置　　京都市歴史資料館所蔵

↑
調査地
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る
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
十
七
世
紀
中
頃
移
転

時
（
初
期
）
の
遺
構
と
天
明
の
大
火
後

に
再
建
さ
れ
た
幕
末
期
の
遺
構
の
二
点

に
つ
い
て
主
に
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

初
期
の
遺
構
面
か
ら
は
、
礎
石
建

物
・
道
路
跡
・
倉
庫
跡
・
竈
跡
・
井

戸
・
土
坑
・
溝
等
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

（
図
３
）　

道
路
跡
は
調
査
地
南
半
中
央

や
や
西
寄
り
で
検
出
し
ま
し
た
。
南
北

方
向
に
幅
三
メ
ー
ト
ル
程
の
範
囲
で
砂

利
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
道
路
の
東
西
両
側
に
近
接
す
る
形
で

礎
石
建
物
が
複
数
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
建
物
も
そ
の
規
模
や
性
格
は

不
明
で
す
が
、
東
側
で
見
つ
か
っ
た
建

物
は
床
張
り
の
比
較
的
大
き
な
構
造
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
今
回

見
つ
か
っ
た
遺
構
の
屋
敷
地
内
に
お
け

る
空
間
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

公
家
屋
敷
の
御
殿
部
分
で
は
各
建
物
は

渡
り
廊
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
今
回
見

つ
か
っ
た
よ
う
な
路
面
の
道
は
存
在
し

が
た
く
、
ま
た
竈か
ま
ど跡
や
倉
庫
跡
と
い
っ

た
生
活
関
連
施
設
が
検
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
か
ら
、
二
条
家
の
日
常
生
活
を

支
え
る
空
間
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

幕
末
期
で
は
大
き
な
庭
園
と
し
て

利
用
さ
れ
、
厚
さ
約
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
漆
喰
を
貼
っ
て
作
ら
れ
た
人
工
池

を
中
心
と
す
る
庭
園
遺
構
が
検
出
さ
れ

ま
し
た
。（
図
４
）　

池
跡
は
南
北
約

二
十
メ
ー
ト
ル
で
細
長
く
、
北
端
に
は

二
つ
の
漆
喰
で
作
ら
れ
た
集
水
升
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
池
の
水
量
は
こ

の
二
つ
の
升
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
、
北

か
ら
南
に
む
か
っ
て
流
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
庭
園
の
規
模
は
京
内
出
土
の
他

の
出
土
事
例
よ
り
も
大
き
く
、
二
条
家

と
い
う
家
柄
を
ま
さ
し
く
象
徴
的
に
示

す
も
の
と
い
え
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
も

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

出
土
遺
物　

非
常
に
多
く
の
遺
物

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
現
在
整
理
中
の

た
め
こ
こ
で
は
ト
ピ
ッ
ク
ス
的
に
三
つ

の
遺
物
を
と
り
あ
げ
ま
す
。

　

二
条
家
家
紋
瓦
（
図
５
）　

二
条
家

の
家
紋
で
あ
る
二
条
藤
を
装
飾
し
た
瓦

が
天
明
大
火
の
廃
棄
土
坑
か
ら
出
土
し

ま
し
た
。
同
様
の
瓦
は
調
査
地
西
方
で

も
発
掘
調
査
か
ら
も
出
土
し
て
い
ま

す
。
留と
め
ぶ
た蓋
用
の
瓦
で
、
瓦
屋
根
に
お
い

て
一
際
目
立
つ
部
分
の
飾
り
に
家
紋
瓦

が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
そ
の
他
二
条
家
に
直
接
関
係
す
る

遺
物
と
し
て
二
条
藤
を
文
様
に
あ
し

ら
っ
た
肥
前
磁
器
の
碗
が
あ
り
ま
す
。

特
注
品
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

土
師
器
皿
（
図
６
）　

様
々
な
遺
構

か
ら
、
多
く
の
土は

じ

き
師
器
皿
（
素
焼
き
の

皿
）
が
出
土
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
中

期
以
降
、
町
屋
で
の
出
土
は
ほ
と
ん
ど

図３　17 世紀中頃の二条家邸遺構

図４　幕末期の庭園遺構

図５　二条家家紋瓦
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み
ら
れ
な
く
な
る
の
で
す
が
、
今
回
の

調
査
で
後
期
に
い
た
っ
て
も
多
数
出
土

し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
二
条
家
が

古
代
以
来
の
伝
統
的
生
活
様
式
を
保
持

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

土
人
形
（
図
７
）　

大
半
が
伏
見
人

形
と
呼
ば
れ
る
玩
具
類
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
信
仰
物
・
縁
起
物
、教
訓
・
説
話
物
、

動
物
な
ど
の
様
々
な
意
図
で
作
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
調
査

で
も
多
数
出
土
し
て
い
て
、
伏
見
人
形

が
江
戸
時
代
の
公
家
社
会
に
も
嗜
好
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

他
に
も
箱
庭
道
具
・
泥ど
ろ

面め
ん

子こ

・
碁
石
な

ど
の
玩
具
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

現
在
、
こ
れ
ら
の
発
掘
調
査
成
果

を
学
術
的
に
ま
と
め
る
べ
く
報
告
書
の

作
成
作
業
を
鋭
意
進
め
て
い
ま
す
。
発

掘
現
場
に
は
現
地
説
明
会
や
授
業
利
用

等
含
め
七
〇
〇
名
以
上
の
多
く
の
見
学

者
が
訪
れ
て
生
の
歴
史
の
醍
醐
味
を
味

わ
っ
て
く
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
今

後
は
出
土
し
た
遺
物
を
中
心
に
歴
史
資

料
館
（
京
田
辺
校
地
）
や
寒
梅
館
（
今

出
川
校
地
）
の
展
示
施
設
等
を
利
用
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
方
々
に
公
開

す
る
べ
く
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
こ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館　浜

中　

邦
弘
）

図６　土師器皿

図７　土人形

京
・
上
御
霊
前
烏
丸
西

☎
〇
七
五
・
四
四
一
・
〇
六
一
〇
㈹



　「上京区民ふれあいまつり2007」が、平成 19 年 10
月27日に、京都市立北総合支援学校（上京区堀川通
寺之内上る西側）にて開催されました。
　あいにくの雨模様でしたが、各学区・団体による模
擬店や遊びコーナーは多くの区民でにぎわいました。ま
た、特設ステージでは、御霊神社太
鼓の会による和太鼓演奏や、同志
社大学の学生によるアカペラコン
サート、お笑いライブなどが行わ
れ、子どもからお年寄りまで、幅
広い区民がふれあう楽しい一
日となりました。

　多様な文化への関心を高めることを目的
に、「上京区民ふれあい文化大学」が平成 19
年 11月15日、ホテルルビノ京都堀川で開か
れました。
　今回は、国際的に活躍されている演奏家、
葉衛陽氏（中国琵琶）と張連生氏（二胡）をお
招きし、中国の伝統楽器のゆったりとした調べ
に浸りました。
　演奏の合間に、楽器の由来や構造などの
お話を聞き、最後は「川の流れのように」を参
加者全員で合唱しまし
た。

　

平
成
19
年
11
月
25
日
「
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
史
蹟
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
」が
秋
深
ま
る
好
天
の
中
、開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
上
京
区
散
策
マッ
プ「
上
京
を
歩
く
」の「
京
都

御
所
周
辺
を
歩
く
」コ
ー
ス
を
も
と
に
、梨
木
神
社
を
ス
タ
ー

ト
し
、京
都
御
苑
内
建
礼
門
、平
安
女
学
院
、旧
西
陣
電
話

局
、堀
川
第
一橋
を
経
由
し
て
、白
峯
神
宮
ま
で
の
約
3
キ
ロ

を
歩
き
ま
し
た
。

　

史
蹟
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
紅
葉
の
中
、
心
地
よ
い

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
11
月
25
日
「
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
史
蹟
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
」が
秋
深
ま
る
好
天
の
中
、開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
上
京
区
散
策
マッ
プ「
上
京
を
歩
く
」の「
京
都

御
所
周
辺
を
歩
く
」コ
ー
ス
を
も
と
に
、梨
木
神
社
を
ス
タ
ー

ト
し
、京
都
御
苑
内
建
礼
門
、平
安
女
学
院
、旧
西
陣
電
話

局
、堀
川
第
一橋
を
経
由
し
て
、白
峯
神
宮
ま
で
の
約
3
キ
ロ

を
歩
き
ま
し
た
。

　

史
蹟
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
紅
葉
の
中
、
心
地
よ
い

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

12
月
の
人
権
月
間
に
あ
わ
せ
て
、
平
成

19
年
12
月
6
日
、
同
志
社
大
学
寒
梅
館

ハ
ー
デ
ィ
ー
ホ
ー
ル
に
お
い
て
人
権
講
演
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
講
師
に
京
都
市
出
身
で
タ
レ

ン
ト
の
原
田
伸
郎
氏
を
お
招
き
し
、「
つ
な

が
り
と
感
動
」〜
あ
り
の
ま
ま
に
生
き
よ

う
と
し
た
あ
り
は
あ
り
の
ま
ま
〜
と
い
う

テ
ー
マ
で
、歌
や
詩
の
朗
読
を
交
え
た
講
演

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。伸
郎
さ
ん
の

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
語
り
に
、
た
く
さ
ん
の
笑
い

声
が
あ
ふ
れ
る
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

─ 12 ── 13 ─



　

平
成
19
年
9
月
21
日
に
白
峯
神
宮
に
て
第
43
回
「
上
京
薪
能
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

第
一部
で
は
、各
社
中
に
よ
る
舞
獅
子
、仕
舞
、琴
演
奏
が
行
わ
れ
、火
入

れ
式
に
始
ま
る
第
二
部
で
は
、い
ち
ひ
め
雅
楽
会
舞
楽「
萬
歳
楽
」、宮
城
社
・

麻
ノ
会
　

琴「
昭
和
松
竹
梅
」、観
世
流
舞
囃
子「
高
砂
」、金
剛
流
仕
舞「
野

守
」、大
蔵
流
狂
言「
土
筆
」、観
世
流
能「
清
経
」等
が
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

か
が
り
火
が
揺
ら
め
く
中
、幻
想
的
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、伝
統
芸

能
を
十
分
に
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
11
月
4
日
、
毎
秋
恒
例
の
「
上
京
茶
会
」

が
晴
天
の
下
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
と
な
っ
た
光
照
院
門
跡
は
門
跡
尼
院
で
、
常
磐

御
所
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
懸
釜
は
裏
千
家
で
、
着

物
姿
の
来
場
者
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
寺
院
の
落
ち

着
い
た
佇
ま
い
の
中
で
い
た
だ
く
お
茶
は
豊
か
な
味
わ

い
で
、
穏
や
か
な
秋
の
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

平
成
19
年
11
月
4
日
、
毎
秋
恒
例
の
「
上
京
茶
会
」

が
晴
天
の
下
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
と
な
っ
た
光
照
院
門
跡
は
門
跡
尼
院
で
、
常
磐

御
所
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
懸
釜
は
裏
千
家
で
、
着

物
姿
の
来
場
者
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
寺
院
の
落
ち

着
い
た
佇
ま
い
の
中
で
い
た
だ
く
お
茶
は
豊
か
な
味
わ

い
で
、
穏
や
か
な
秋
の
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　平成19年11月から、上京区役所庁舎玄関前に花を咲かせる取り組
みを始めました。ボランティアの皆さんが熱心に手入れを行い、玄関前
が美しく飾られています。
　来庁者や道行く人々が、花や緑を通して自然に親しみ、環境問題につ
いて思いを巡らす良い機会となるようにとの願いが込められています。
　この活動の一環としまして、3月12日（水）午後2時から上京区役所2
階大会議室にて『園芸講演会』を開催します。講演のテーマは「花や
緑を活かして人にやさしい環境をつくろう」（予定）です。市民しんぶ
ん上京区版2月15日号にて受講者（先着30名、無料）を募集します。
どなたでも御参加いただけますので、園芸や環境に興味をお持ちの
方の御参加をお待ちしています。
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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／小谷一之撮影
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