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京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

（
京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
条
上
ル
）

　
「
千
年
の
都 

京
都
の
町
で 
生
き
た
仏
教
に
出
会
う
」
を
テ
ー
マ
に
、
２
０
１
２

（
平
成
24
年
）
７
月
、
京
都
北
野
に
誕
生
し
た
「
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」。
仏

像
、
救
い
と
教
え
、
通
夜
、
葬
儀
、
法
要
、
お
盆
…
。
神
社
仏
閣
が
点
在
す
る
京

都
で
仏
教
は
比
較
的
身
近
な
存
在
で
あ
る
が
、「
生
き
た
仏
教
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
。

　

一
歩
足
を
踏
み
入
れ
、
館
内
で
過
ご
し
て
い
る
と
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
自
ら
が
仏

教
と
触
れ
合
う
機
会
を
創
り
出
し
て
い
る
、
と
の
印
象
を
受
け
た
。
難
し
い
漢
字

に
は
全
て
ル
ビ
（
ふ
り
仮
名
）
が
打
た
れ
て
い
る
展
示
パ
ネ
ル
、
無
料
開
放
さ
れ

て
い
る
広
く
明
る
い
ロ
ビ
ー
、
車
い
す
や
子
供
連
れ
で
も
安
心
し
て
使
用
で
き
る

高
機
能
ト
イ
レ
や
休
憩
所
。
ま
た
、
地
元
北
野
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
一
環

と
し
て
企
画
展
示
さ
れ
て
い
る
北
野
界
隈
の
大
ジ
オ
ラ
マ
等
、
親
し
み
や
す
さ
、

お
も
て
な
し
の
心
…
い
ろ
ん
な
人
に
ど
ん
ど
ん
こ
こ
に
来
て
ほ
し
い
、
と
の
思
い

が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　

仏
教
施
設
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
人
々
に
有
効
活
用
し
て
頂
け
る
よ
う

館
内
の
柱
の
多
く
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
取
り
外
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
に
対
応
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
を
可
能
に
し
て
い
る
と

の
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
、
万
人
に
愛
さ
れ
る
よ
う
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
施
設
が
誕
生
し
た
背
景
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　

時
は
江
戸
・
幕
末
。
勤き

ん
の
う
じ
ょ
う
い

王
攘
夷
の
思
想
が
台
頭
し
た
動
乱
の
世
。
仏
教
は
政
治

や
経
済
に
利
用
さ
れ
、
僧
侶
は
高
貴
な

存
在
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
、
仏
教
本

来
の
使
命
で
あ
る
「
衆
し
ゅ
じ
ょ
う
生
救
済
」
と
は

か
け
離
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
、
こ
の
京
都
で
危
機

感
を
抱
き
、
仏
教
を
民
衆
の
手
に
取
り

戻
し
、
本
来
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
奔

走
し
た
一
人
の
僧
侶
が
い
た
。後
に「
幕

末
・
維
新
の
仏
教
改
革
者
」
と
呼
ば
れ

る
「
長な
が

松ま
つ

清せ
い

風ふ
う

」
で
あ
る
。
清
風
は
京

都
の
裕
福
な
商
家
に
生
ま
れ
、
幼
い
こ

ろ
か
ら
芸
術
家
、
学
識
者
と
し
て
の
才

能
を
発
揮
し
て
い
た
が
、
母
親
の
死
を
機
に
仏
教
の
教
え
に
興
味
を
抱
く
。
日
蓮

を
祖
師
と
す
る
本
門
法
華
宗
で
出
家
し
た
後
、本
門
佛
立
講
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　

清
風
は
、
死
後
の
世
界
で
は
な
く
、
現
在
生
き
て
い
る
人
の
中
で
息
づ
く
も
の

が
本
来
の
仏
教
で
あ
る
と
し
て
、「
生
き
た
仏
教
」
を
体
現
し
な
が
ら
人
々
に
伝

え
続
け
て
き
た
。「
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
運
営
す
る
本
門
佛
立
宗
は
、

清
風
が
開
い
た
本
門
佛
立
講
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
、
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
は
、
生
涯
本
物
の
仏
教
を
追
求
し
た
長
松
清
風
を
紹
介
し
な
が
ら
、
彼
が
体
現

し
た
「
生
き
た
仏
教
」
と
、
そ
の
必
要
性
、
重
要
性
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
こ

と
を
目
的
に
開
設
さ
れ
た
施
設
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
歴
史
背
景
を
知
る
と
、
こ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
よ

く
理
解
で
き
る
。
今
生
き
て
い
る
人
々
に
理
解
さ
れ
、
よ
り
楽
し
く
、
親
し
み
や

す
く
、本
来
の
仏
教
に
触
れ
て
ほ
し
い
…
、そ
ん
な
願
い
や
目
的
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
位
置
す
る
の
は
、
昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）
に
廃
止 外　観
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さ
れ
た
京
福
電
鉄
「
北
野
駅
」
の
跡
地
。「
本
門
佛
立
宗　

第
一
佛
立
会
館
」
と
し

て
建
設
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
後
、
老
朽
化
に
よ
る
建
て
替
え
が
行
わ
れ
、

「
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
。
建
て
替
え
が
検
討
さ
れ
た

２
０
１
１
年
に
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
、
宗
務
本
庁
の
た
め
だ
け
の

建
物
で
は
な
く
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
建
物
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と

い
う
。
非
常
時
に
は
防
災
の
拠
点
と
な
る
施
設
と
し
て
も
活
用
で
き
る
そ
う
だ
。

　

こ
の
施
設
の
中
に
は
国
宝
と
さ
れ
る
よ
う
な
仏
像
や
絵
画
、
ま
た
美
し
い
庭
園

や
伽が

藍ら
ん

な
ど
も
無
い
。「
生
き
た
仏
教
」
と
の
教
え
を
通
じ
て
、今
を
生
き
る
人
々

に
、
そ
の
指
針
や
文
化
を
発
信
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
長
松
清
風
の
よ
り
多
く
の

人
に
仏
教
本
来
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
に
通
じ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
具
現
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
各
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
企
画
展
の
他
、
一
般
参
加
型
公
開
講
座
「
テ
ラ
コ
ヤ
ス
コ
ラ
」
を
年
に
数

回
開
催
し
て
い
る
。
仏
教
が
日
々
の
暮
ら
し
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
よ
う
意
趣
を
凝
ら

し
、
21
世
紀
の
寺
子
屋
を
目
指
し
て
い
る

と
の
事
。
興
味
深
い
こ
と
に
そ
の
講
演
内

容
で
、「
福
祉
×
仏
教
」
や
「S

D
G

s

×

仏
教
」
な
ど
、
社
会
情
勢
や
暮
ら
し
に
密

着
し
た
仏
教
の
教
え
を
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
。「
宮
沢
賢
治
×
仏
教
」
で
は
、
文
学

と
仏
教
の
接
点
を
伝
え
、
そ
の
奥
深
さ
に

大
変
好
評
を
得
た
ら
し
く
、
後
日
、
私
自

身
もYo

uTube

で
一
般
公
開
さ
れ
て
い

る
動
画
を
拝
見
し
感
銘
を
受
け
た
。

　

ま
た
、
構
内
で
は
毎
月
25
日
に
「
ほ
ん

も
ん
さ
ん
ア
ー
ト
市
」
と
い
う
手
作
り
市

を
開
催
し
、
地
域
活
性
化
の
拠
点
と
し
て
賑
い
を
見
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
「
普
段
着
で
聴
け
る
１
０
０
万
人
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
ラ
イ
ブ
」
と
い
う
解
説
付

の
ミ
ニ
ラ
イ
ブ
を
定
期
開
催
し
、
よ
り
身
近
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
場
も
創
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ら
、「
来
場
者
の
多

く
は
、
地
域
の
方
や
一
般
の
方
で
、
仏
教
関
係
以
外
の
方
が
多
い
」
と
い
う
事
も

頷
け
る
。

　

10
月
９
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
る
企
画
展
、「
高
祖
日
蓮
大
士
ご
降
誕
八
百
年

慶け
い

讃さ
ん　

本
山
大
法
要
奉
修
記
念
“
大だ
い

宥ゆ
う

清せ
い

寺じ

展て
ん

”—

京
都
北
野
の
知
ら
れ
ざ
る
名め
い

刹さ
つ—

」
で
は
、日
蓮
門
下
関
西
圏
最
古
の
寺
院
“
宥
清
寺
”
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、

長
松
清
風
を
迎
え
入
れ
た
歴
史
と
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
北
野
の
名
刹
を
紹

介
し
て
い
る
。
少
し
で
も
興
味
の
あ
る
方
に
は
一
見
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

　

京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
企
画
展
や
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
等

は
全
て
、
隣
接
す
る
宥
清
寺
の
僧
侶
ら
が
企
画
運
営
し
て
い
る
と
い
う
点
も
興
味

深
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
生
き
た
仏
教
」
の
教
え
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

戦
争
、
感
染
症
、
気
候
変
動
、
環
境
問
題
、
差
別
格
差
、
若
年
層
の
自
殺
…
。

現
代
は
幕
末
に
匹
敵
す
る
か
、
そ
れ
以
上
に
混
沌
と
し
た
時
代
。
生
き
た
仏
教
を

体
現
し
た
清
風
の
志
と
情
熱
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
方
々
と
共
に
、

心
豊
か
な
世
界
へ
の
扉
を
開
き
、
そ
の
階
段
を
上
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
本
投
稿
に
際
し
て
「
今
後
も
仏
教
の
本
質
を
、
パ
ン
チ
と

ト
ン
チ
の
効
い
た
企
画
で
伝
え
、
多
く
の
方
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
神
社
仏

閣
が
多
い
京
都
で
す
が
、
仏
教
の
教
え
を
学
ん
で
か
ら
京
都
観
光
に
出
か
け
る
の

も
良
い
で
し
ょ
う
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
」
と
の
言
葉
と
と
も

に
懇
切
丁
寧
に
解
説
し
て
頂
い
た
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

松
本
現
薫
主
任
に

心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
ｂ
ｅ
京
都 

館
長
：
岡
元
麻
有
）

展示パネル
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町
名
・
地
名
は
歴
史
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

上
席
特
別
客
員
研
究
員

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

　

今
回
は
、
二
町
に
絞
り
、
そ
の
町
内

ゆ
か
り
の
代
々
の
当
主
に
思
い
を
馳
せ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
商
い
」
と

「
芸
能
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
こ
そ
異
な

り
ま
す
が
、
歴
代
の
リ
ー
ダ
ー
達
の
活

躍
と
苦
労
が
偲
ば
れ
る
町
名
を
ご
案
内

し
ま
し
ょ
う
。

★
「
茶
屋
町
」
小
川
通
下
長
者
町
下
ル

　

京
都
府
庁（
藪
之
内
町
）の
西
隣「
農

林
水
産
省  

近
畿
農
政
局
」
を
始
め
と

す
る
官
庁
街
の
大
き
な
建
物
の
集
中
す

る
辺
り
が
「
茶
屋
町
」
で
す
。
公
儀
呉

服
師
を
世
襲
し
た
京
都
の
豪
商
「
茶
屋

四
郎
次
郎
」
の
邸
宅
が
有
っ
た
こ
と
が

名
前
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

茶
屋
邸
は
、
室
町
時
代
の
後
期
で
あ

る
大
永
年
間
（
１
５
２
１—

２
７
）
に

下
京
（
現
在
は
中
京
区
）
の
新
町
六
角

下
ル
百む
か
で足
屋や
ち
ょ
う町
に
建
て
ら
れ
、
当
時
、

中
島
四
郎
左
衛
門
明あ
き

延の
ぶ

が
室
町
幕
府
13

代
将
軍
足
利
義
輝
に
、
そ
の
邸
内
で
茶

を
呈
し
た
こ
と
か
ら
「
茶
屋
」
と
名
乗

る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

茶
屋
（
中
島
）
家
が
上
京
に
屋
敷
を
構

え
た
の
は
、
初
代
清き
よ

延の
ぶ

の
時
代
、
天
正

18
年
（
１
５
９
０
）
に
豊
臣
秀
吉
が
北

条
氏
を
攻
め
天
下
人
と
な
り
、
徳
川
家

康
が
関か
ん
は
っ
し
ゅ
う

八
州
を
領
し
た
頃
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
下
京
の
茶
屋
邸
に
加
え
上
京
に

も
邸
宅
を
構
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
だ
け
商
売
が
順
調
で
あ
っ
た
こ
と

の
証
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家

康
が
上
洛
し
た
際
の
居
館
と
し
て
、
下

京
の
茶
屋
邸
と
共
に
、
上
京
の
屋
敷
で

も
準
備
を
し
た
た
め
、
武
将
同
士
の
緊

張
が
高
ま
っ
た
時
世
、
襲
撃
の
リ
ス
ク

を
分
散
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
よ
う
に
私

に
は
思
え
ま
す
。
下
京
の
茶
屋
邸
は
宝

永
５
年
（
１
７
０
８
）
の
火
災
（
宝
永

の
大
火
）
で
消
失
し
、
そ
の
後
は
再
建

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

茶
屋
家
は
、
明
延
の
子
の
清
延
の
代

と
な
り
、「
茶
屋
四
郎
次
郎
」
と
当
主

が
代
々
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
「
四
郎
次
郎
」
と
は
四
郎
の

次
男
と
い
う
意
味
で
、
清
延
が
明
延
の

次
男
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
そ

の
後
も
、
代
々
の
当
主
が
「
茶
屋
四
郎

次
郎
」
を
名
乗
り
、
受
け
継
い
で
い
き

ま
し
た
。
茶
屋
（
中
島
）
家
は
、
松
平

家
に
仕
え
て
い
た
武
士
で
あ
っ
た
と
も

言
わ
れ
、
元
は
三
河
武
士
で
、
先
祖
は

小
笠
原
氏
と
い
う
武
田
氏
と
同
じ
清
和

源
氏
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
で
は
都
の
商
人
で
あ
っ
た
と
も

伝
わ
り
、
ル
ー
ツ
は
は
っ
き
り
と
は
し

な
い
の
で
す
が
、
徳
川
家
康
の
時
代
か

ら
、
最
初
は
武
芸
の
面
で
、
後
に
は
金

銭
・
外
交
の
面
で
サ
ポ
ー
ト
し
、
ま
た

貿
易
商
と
し
て
将
軍
家
代
々
の
呉
服
所

（
呉
服
商
）
と
し
て
商
い
の
幅
を
拡
げ

て
い
き
ま
す
。

茶屋四郎次郎邸址 石標



─ 5 ─

■
茶
屋
四
郎
次
郎
　
初
代
　
清き
よ

延の
ぶ

　

商
人
と
し
て
の
活
躍
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、岡
崎
時
代
の
家
康
が
、浜
松
で
武

田
軍
に
完
敗
し
た
際（
三み

方か
た

ヶが

原は
ら

の
合

戦
）に
も
従
軍
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、

「
近き
ん

侍じ

五
十
三
回
」と
伝
わ
り
ま
す
。本

能
寺
の
変
の
後
、家
康
が「
伊
賀
越
え
」

を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
に
は
、商

人
と
し
て
の
金
銭
面
で
の
感
覚
や
培
っ

た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
交
流
関
係
）に
加

え
、武
士
と
し
て
幾
た
び
の
合
戦
で
の

経
験
が
、非
常
に
役
立
っ
た
は
ず
で
す
。

「
伊
賀
越
え
」は
、茶
屋
四
郎
次
郎
清
延

無
く
し
て
、成
功
し
な
か
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

豊
臣
秀
吉
が
天
下
人
で
あ
っ
た
頃
か

ら
、
秀
吉
の
朱
印
状
を
得
て
、
安あ
ん

南な
ん

方

面
と
の
貿
易
（
朱
印
船
貿
易
）
に
着
手
、

そ
の
後
糸い
と

割わ
っ

符ぷ

制
が
始
ま
る
と
、
更
に

貿
易
商
と
し
て
の
才
覚
を
存
分
に
ふ
る

い
、
や
が
て
「
茶
屋
家
」
は
京
都
三
長

者
（
後
藤
家
・
角
倉
家
・
茶
屋
家
）
の

一
家
に
そ
の
名
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

■
茶
屋
四
郎
次
郎
　
二
代
　
清き
よ

忠た
だ

　

父
、
清
延
と
同
じ
よ
う
に
、
江
戸
幕

府
を
開
い
た
ば
か
り
の
家
康
に
仕
え
、

幕
府
の
呉
服
を
預
か
る
商
人
達
の
キ
ー

マ
ン
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。
京
の
都
の

み
な
ら
ず
、
伏
見
、
大
坂
、
奈
良
、
堺

等
の
町
人
を
束
ね
、
町
方
の
取
締
り
を

す
る
「
総
町
頭
役
」
を　

命
じ
ら
れ
ま

し
た
。
今
で
い
う
な
ら
、
商
工
会
議
所

の
会
頭
と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

■
茶
屋
四
郎
次
郎
　
三
代
　
清き
よ

次つ
ぐ

　

父
（
清
延
）、兄
（
清
忠
）
と
同
じ
く
、

家
康
の
庇
護
を
受
け
、
安
南
貿
易
を
拡

大
し
、
当
時
、
堺
の
商
人
達
が
独
占
し

て
い
た
白
糸
（
中
国
の
生
糸
）
の
輸
入

販
売
を
拡
大
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
（
白
）

糸
割
符
の
特
権
を
得
た
の
で
す
。
大
企

業
が
独
占
す
る
中
、
急
成
長
中
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
が
、
シ
ェ
ア
の
牙
城
を
崩

し
た
に
等
し
い
こ
と
で
し
た
。

■
茶
屋
四
郎
次
郎
　
四
代
　
道ど
う
ち
ょ
う澄・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
代
　
延え
ん

宗そ
う

　

寛
永
12
年（
１
６
３
５
）異
国
渡
海
禁

令
が
発
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
貿
易
事
業

は
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
鎖
国
の
風
潮

と
共
に
、茶
屋
家
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ

ス
戦
略
は
、転
換
点
を
迎
え
た
の
で
す
。

■
茶
屋
四
郎
次
郎
　
十
代
　
延え
ん

因い
ん

　

寛
政
12
年
（
１
８
０
０
）
幕
府
納
入

呉
服
物
の
価
格
が
問
題
と
な
り
、
呉
服

御
用
差
し
留
め
と
な
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
幕
府
と
の
呉
服
ビ
ジ
ネ
ス
が
行
き
詰

ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

★
「
観
世
町
」
大
宮
通
今
出
川
上
ル

　

西
陣
の
織
物
産
業
の
コ
ア
な
エ
リ
ア

の
中
に
位
置
す
る
「
観
世
町
」。
町
名
は

「
能
楽
（
猿
楽
）」
で
有
名
な
「
観
世
流
」

に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

室
町
時
代
に
能
楽
を
大
成
し
た
結
崎

三
郎
清
次
（
観
阿
弥
）、
元
清
（
世
阿

弥
）
父
子
が
、
室
町
幕
府
三
代
将
軍
足

利
義
満
か
ら
拝
領
し
た
地
と
伝
わ
る
の

が
こ
こ
観
世
町
で
す
。
西
陣
中
央
小
学

校
内
に
現
在
も
鎮
座
す
る
観
世
稲
荷
社

（
参
拝
に
は
事
前
に
小
学
校
の
許
可
が

必
要
）、
そ
の
傍
ら
に
あ
る
「
観
世
井
」

と
称
す
る
井
戸
の
水
面
が
常
に
波
動
し

水
紋
を
描
い
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
観

世
水
」
と
呼
ば
れ
る
紋
様
が
生
ま
れ
ま

本能寺蔵 茶屋四郎次郎（清次）坐像
画像提供：大本山 本能寺

HOSOO FLAGSHIP STORE

〒604-8173 京都市中京区柿本町 412
TEL 075 - 221 - 8888 10:30 - 18:00（祝日を除く）

www.hosoo.co.jp
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し
た
。

　

も
と
も
と
観
世
の
発
祥
は
、
大
和
国

の
結
崎
（
奈
良
県
磯
城
郡
川
西
町
）
で
、

大
和
猿
楽
四
座
の
一
流
と
し
て
、
興
福

寺
や
春
日
大
社
に
奉
仕
し
て
い
ま
し
た
。

観
阿
弥
・
世
阿
弥
親
子
が
、
京
の
新い
ま

熊く
ま

野の

神
社
（
京
都
市
東
山
区
）
で
の
猿
楽

奉
納
の
際
、
将
軍
足
利
義
満
に
気
に
入

ら
れ
、
以
降
、
足
利
将
軍
家
に
仕
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

■
観
世
座（
結
崎
座
）
初
世
　
清き
よ

次つ
ぐ

（
観
阿
弥
）

　

名
を
「
観
世
」
と
あ
ら
た
め
、
後
に

「
観
世
大
夫
」・「
観
阿
弥
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
名
の
由

来
は
「
観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

（「
観
音
菩
薩
」

と
も
い
う
）」
で
あ
り
、
観
音
菩
薩
は
、

救
済
に
出
向
く
時
に
、
そ
の
姿
を
変
え

る
こ
と
か
ら
、
猿
楽
の
役
者
と
し
て
は

様
々
な
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
る
こ
と
と
重

な
り
、
ま
さ
に
打
っ
て
つ
け
の
命
名
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
清

次
の
「
観
世
」
が
や
が
て
、
流
派
の
名

前
「
観
世
流
」
と
な
り
ま
す
。

■
観
世
座（
結
崎
座
）
二
世
　
元も
と

清き
よ

（
世
阿
弥
）

　

将
軍
、
足
利
義
満
に
最
も
寵
愛
さ
れ

た
の
が
、元
清
で
す
。
幼
少
期
に
は「
藤

若
」、「
鬼
夜
叉
」と
呼
ば
れ
て
い
た
と
も
。

　

一
般
に
「
世
阿
弥
」
と
し
て
、
世
に

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新い
ま

熊く
ま

野の

神
社
で
、
義
満
に
見
初
め
ら

れ
た
の
は
、
ま
だ
少
年
の
面
影
を
残
し

て
い
た
頃
で
す
。
後
に
創
作
家
と
し
て

の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
次
々
と
新
し
い

曲
（
演
目
）
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。

古
の
人
物
が
、
生
き
て
い
た
頃
を
思
い

出
し
そ
し
て
語
る
と
い
う
「
複ふ
く

式し
き

夢む

幻げ
ん

能の
う

」
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
を
開
発
し
た

事
で
も
有
名
で
す
。
ま
た
歌
論
書
と
し

て
「
風ふ
う

姿し

花か

伝で
ん

（
書
）」
を
世
に
送
り

出
し
ま
す
。「
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘

せ
ざ
る
は
、
花
な
る
べ
か
ら
ず
。」
や

「
初
心
、
忘
す
る
べ
か
ら
ず
。」
と
い
う

言
葉
も
、
そ
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

　

猿
楽
を
能
と
呼
ば
れ
る
芸
術
の
域
に

ま
で
高
め
、
学
問
的
な
研け
ん
さ鑽ん

に
努
め
た

功
労
者
で
し
た
が
、
や
が
て
無
実
の
罪

を
着
せ
ら
れ
た
の
か
、
晩
年
は
流
罪
に

な
っ
た
と
も
左
遷
さ
れ
た
と
も
言
わ

れ
、
悲
し
き
謎
の
多
い
後
半
生
を
送
り

ま
し
た
。

■
観
世
座（
結
崎
座
）
四
世
　
元も
と

重し
げ

（
音
阿
弥
）

　

父
は
世
阿
弥
の

弟
、
四
郎
。
世
阿
弥

の
甥
に
あ
た
り
ま
す
。

出
家
後
「
音お
ん

阿あ

弥み

」

と
称
し
ま
し
た
。

　

若
い
頃
は
、
観
阿

弥
や
世
阿
弥
ら
一
族

と
共
に
行
動
を
共
に

し
て
い
ま
し
た
が
、

や
が
て
六
代
将
軍
、

足
利
義よ
し

教の
り

の
眼
に
止

ま
っ
て
か
ら
は
、
次

第
に
独
立
色
を
強
め

て
い
き
ま
し
た
。
当

時
の
観
世
大
夫
で
あ

る
元も
と

雅ま
さ

が
死
去
す
る

と
、義
教
の
力
も
あ
っ

て
、
観
世
大
夫
の
地

位
に
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
芸
風
は
、
ス

ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
ま
た
所
作
な
ど
の

技
に
も
工
夫
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
う

い
っ
た
奇
抜
さ
が
義
教
の
気
に
入
っ
た

理
由
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
嘉

吉
の
変
で
、義
教
と
い
う
庇
護
者
を
失
っ

た
後
も
、
他
の
座
と
協
力
し
て
切
り
抜

け
ま
し
た
。「
機
を
見
る
に
敏
」
な
、
世

渡
り
が
上
手
で
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

観世稲荷社　駒札

画像協力：上京区役所

今回紙面登場の町名 エリアを確認

茶屋町

観世町
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上
京
の
埋
蔵
文
化
財

─ 
文
化
庁
移
転
に
と
も
な
う

　
　
　
　発
掘
調
査
で
み
え
た
町
家
の
す
が
た 

─
─ 

文
化
庁
移
転
に
と
も
な
う

　
　
　
　発
掘
調
査
で
み
え
た
町
家
の
す
が
た 

─

は
じ
め
に

　

こ
の
発
掘
調
査
は
、
平
成
30
（
２
０

１
８
）
年
冬
か
ら
令
和
２
（
２
０
２
０
）

年
春
ま
で
、
文
化
庁
移
転
に
と
も
な
っ

て
京
都
府
庁
内
に
て
公
益
財
団
法
人
京

都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

が
実
施
し
ま
し
た
。
当
地
は
新
町
通
に

面
し
た
旧
京
都
府
警
察
本
部
の
北
側
に

あ
た
り
、
平
安
時
代
か
ら
府
庁
時
代
ま

で
の
多
く
の
遺
構
と
遺
物
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
調
査
で
見
つ

か
っ
た
近
世
の
遺
構
と
遺
物
に
つ
い
て

説
明
い
た
し
ま
す
。

調
査
地
の
歴
史

　

こ
の
地
は
、
平
安
京
で
は
左
京
一

条
三
坊
三
町
と
近
衛
大
路
に
あ
た
り
ま

す
。
平
安
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

多
様
な
人
々
が
集
住
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
応
仁
元
（
１
４
６
７
）
年
か
ら
約

11
年
に
及
ん
だ
応
仁
の
乱
以
降
、
防
御

施
設
と
し
て
道
路
側
溝
や
路
面
を
分
断

す
る
巨
大
な
堀
が
掘
削
さ
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
役
割
を
終
え
た
堀
は
埋
め
立
て

ら
れ
、
安
土
桃
山
時
代
以
降
、
町
人
の

集
住
す
る
町
家
空
間
が
再
び
形
成
さ
れ

ま
す
。
江
戸
時
代
を
通
し
て
町
家
は
幾

度
も
の
火
災
を
経
験
し
、
そ
の
た
び
に

復
興
し
て
い
き
ま
す
が
、
嘉
永
の
大
火

（
１
８
５
４
年
）
の
被
害
に
あ
っ
た
当

地
は
文
久
２
（
１
８
６
２
）
年
か
ら
京

都
守
護
職
の
上
屋
敷
建
設
が
進
め
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
京
都
府
庁
の
範

囲
の
原
型
に
な
り
ま
す
。

調
査
の
概
要

　

発
掘
調
査
は
、
幕
末
の
京
都
守
護
職

の
遺
構
面
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か

ら
開
始
し
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
順
次
記

録
を
取
り
な
が
ら
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、

天
明
の
大
火
（
１
７
８
８
年
）
か
ら
復

興
し
て
、嘉
永
の
大
火
（
１
８
５
４
年
）

で
罹
災
す
る
ま
で
の
期
間
の
良
好
な
町

家
の
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
地
の
北
側
に
は
出
水
通
り
、

東
側
に
新
町
通
り
が
あ
り
ま
す
。
町
家

の
多
く
は
新
町
通
り
に
面
し
た
東
西
に

細
長
い
土
地
に
建
て
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

様
々
な
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
生
活
に
使
う
水
を
汲
み
取
る

石
組
み
の
井
戸
、
そ
し
て
こ
の
水
を
排

水
す
る
漆
喰
遺
構
で
す
。
漆
喰
遺
構
の

傾
斜
す
る
方
向
か
ら
、
町
家
の
出
入
り

口
に
面
す
る
通
り
に
水
を
流
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
写
真
の
石
組
み

の
溝
の
上
部
分
に
黄
色
い
漆
喰
の
構
造

物
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
漆し

っ

喰く
い

遺

https://seishodo.com/
お気軽にお問い合わせください

公
益
財
団
法
人
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

加
藤 
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構
が
町
家
に
付
随
す
る
遺
構
で
、
石
組

み
の
溝
は
出
水
通
り
の
南
側
道
路
側
溝

で
す
。
路
面
は
幾
度
も
修
築
さ
れ
た
痕

が
確
認
で
き
、
互
層
状
に
重
な
り
合
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、近
世
を
通
じ
て「
通

り
」
は
き
ち
ん
と
使
用
で
き
る
よ
う
に

維
持
管
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

　

漆
喰
遺
構
は
本
来
暗あ
ん

渠き
ょ

で
、
住
人
が

歩
く
土
間
や
通
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
暗
渠
は
設
置
し
た
い
形
に

地
面
を
掘
削
し
、
そ
の
中
に
漆
喰
を
流

し
込
み
凹
形
の
断
面
に
な
る
よ
う
に
製

造
し
ま
す
。
漆
喰
溝
の
上
に
は
溝
を
覆

う
よ
う
に
河
原
石
を
並
べ
、
漆
喰
を
接

着
剤
と
し
て
利
用
し
て
石
を
溝
と
固
定

し
、
溝
を
塞
い
で
し
ま
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
ま
ま
で
は
凸
凹
し
て
い
て
不

便
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
暗
渠
は
土
中

に
埋
め
て
し
ま
い
丁
寧
に
突
き
固
め
て

土
間
や
通
路
の
下
に
隠
し
て
し
ま
い
ま

す
。
ち
な
み
に
こ
の
暗
渠
で
す
が
、
曲

が
り
角
な
ど
の
一
定
の
間
隔
に
木
蓋
で

塞
い
だ
マ
ン
ホ
ー
ル
状
の
開
口
部
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
溜
ま
っ
た

泥
や
ご
み
を
取
り
除
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
井
戸
の
ほ

と
ん
ど
は
石
組
み
で
地
下
水
の
得
ら

れ
る
と
て
も
深
い
と
こ
ろ
ま
で
掘
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
部
の
井
戸
状

の
遺
構
は
石
組
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、

１
m
程
の
浅
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
遺
構
は
か
ま
ど
の
近
く
に
設
け
ら

れ
、
排
水
用
の
暗
渠
か
ら
水
が
流
れ
込

む
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
水
を
貯
め
て
お
く
役
割
を
担
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
天
明
の
大
火

後
の
復
興
で
建
て
ら
れ
た
町
家
で
す
か

ら
、
火
事
を
意
識
し
て
、
防
火
水
槽
と

し
て
設
置
し
、
生
活
排
水
を
貯
め
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
か
ま
ど
の

跡
が
３
か
所
見
つ
か
っ
て
お
り
、
こ
れ

に
隣
接
す
る
位
置
に
井
戸
が
出
て
き
て

い
ま
す
。
煮
炊
き
を
す
る
か
ま
ど
の
隣

に
生
活
用
水
を
確
保
す
る
井
戸
が
位

置
す
る
の
は
、
炊
事
を
行
う
上
で
便
利

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
か
ま
ど
は
い
ず

れ
も
黄
色
の
粘
土
で
構
築
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
連
の
も
の
か
ら
三
連
の
か
ま
ど

が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
か
ま
ど
の
内

側
は
赤
く
、
火
を
受
け
て
い
た
痕
跡
が

あ
っ
た
た
め
、
日
常
的
に
火
を
お
こ
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。そ
し
て
、

三
連
の
か
ま
ど
の
燃
焼
部
か
ら
、
土は

師じ

質し
つ

の
壺
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
壺

は
近
世
の
町
家
の
土
間
な
ど
に
し
ば
し 近世後期の町家復元

道路側溝と漆喰溝

漆 喰 溝

かまどと土師質の壺
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ば
埋
め
ら
れ
て
い
る
壺
で
、
本
調
査
で

も
こ
れ
以
外
に
も
町
家
の
土
間
に
埋
め

ら
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
胞え

衣な

壺
と
呼
び
、
子
供
の
成

長
を
願
う
親
が
気
持
ち
を
込
め
て
、
胎

児
が
生
ま
れ
た
の
ち
に
排
出
さ
れ
る
胎

盤
を
納
め
て
埋
納
し
ま
す
。
多
く
の
家

の
下
に
埋
め
ら
れ
た
壺
は
胞
衣
壺
と
し

て
埋
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、か
ま
ど
の
中
か
ら
出
て
き
た
壺
は
、

同
じ
形
の
壺
で
す
が
、
出
土
し
た
状
況

か
ら
火
消
し
壺
な
ど
の
用
途
で
用
い
ら

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ほ
か
大
き
な
甕か
め

が
埋
め
ら
れ
て

い
る
遺
構
が
３
基
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ト
イ
レ
で
、
こ
こ
で

貯
め
た
屎し
に
ょ
う尿
を
郊
外
の
農
家
に
回
収
し

て
も
ら
い
畑
な
ど
の
肥
料
と
し
て
再
利

用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

新
町
通
り
に
面
す
る
町
家
の
裏
手
の

境
は
石
組
み
の
幅
広
の
溝
に
よ
っ
て
区

画
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
図
に
よ
れ
ば
新

町
通
り
の
町
家
を
「
の
り
も
の
や
町
」、

石
組
み
溝
の
西
側
を
「
な
ら
や
町
」
と

呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
家
々
の
裏
手

か
ら
は
突
き
固
め
た
土
間
状
の
痕
跡
や

漆
喰
遺
構
な
ど
は
確
認
で
き
ず
、
空
閑

地
や
庭
な
ど
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
一
帯
か
ら
は
い

く
つ
か
廃
棄
土ど

坑こ
う

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、

江
戸
時
代
前
期
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
な

不
用
品
を
廃
棄
す
る
空
間
で
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
裏
手
の
ご

み
捨
て
穴
か
ら
と
て
も
貴
重
な
資
料
が

出
土
し
て
い
ま
す
。

発
見
し
た
遺
物
と
歴
史
的
意
義

　

近
世
後
期
の
京
都
の
町
家
か
ら
は
多

様
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
発
掘
調
査
で
も
、
多
様
な
遺
物
が
出

土
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
「
光
格

菊
御
紋
付
染
付
碗
」
は
特
異
な
遺
物
で

す
。
こ
の
碗

は
肥
前
で
生

産
さ
れ
た
磁

器
製
品
で
透

明
感
の
あ
る

白
い
磁
胎
に

呉ご

須す

で
文
様

が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
内
面
に
は
光
格
菊
御
紋
と
雲

立
涌
を
交
互
に
三
方
に
描
き
、
外
面
に

は
梅
花
唐
草
を
描
い
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
禁
裏
御
用
品
（
注
文
品
）
と
称
さ

れ
る
製
品
で
朝
廷
か
ら
の
注
文
で
生
産

さ
れ
ま
し
た
。
毎
月
ま
と
ま
っ
た
量
を

禁
裏
に
運
び
込
み
、
天
皇
や
皇
族
が
使

用
す
る
禁
裏
御
用
品
で
す
が
、
こ
れ
ら

の
製
品
は
一
か
月
し
か
使
用
で
き
ず
、

そ
れ
以
降
は
公
家
衆
や
女
官
、
出
入
り

の
商
人
ら
に
下か

賜し

さ
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
出
土
し
た
「
光
格
菊
御
紋
付
染
付

碗
」
は
、
光
格
菊
が
配
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
光
格
天
皇
が
ご
使
用
に
な
ら

れ
た
品
が
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
の
手
に

渡
り
、
今
回
の
調
査
地
の
住
人
の
手
に

渡
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
禁
裏

御
用
品
の
出
土
は
全
国
的
に
も
非
常
に

ま
れ
で
、京
都
市
内
に
お
き
ま
し
て
も
、

そ
の
多
く
は
御
所
と
そ
の
周
辺
の
公
家

邸
宅
跡
な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
特
殊
な
遺
物
が
出
土
し
た
経
緯
は

発
掘
調
査
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
碗
の
ほ
か
に
も
周
辺
遺
構
か
ら
中

国
製
の
急
須
や
仁
清
焼
、
尾
形
周
平
の

杯
な
ど
の
資
料
が
出
土
し
て
お
り
、
調

査
地
域
に
居
住
し
て
い
た
町
家
の
住
人

の
特
殊
性
が
う
か
が
え
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
上
京
の
近
世
後
期
の
町
家

の
調
査
は
あ
ま
り
事
例
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
本
調
査
に
お
き
ま
し
て
良

好
な
状
態
で
建
物
の
様
々
な
施
設
や
貴

重
な
遺
物
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
調
査
事
例
の
地
道
な
積
み
重
ね

に
よ
り
、
京
都
の
町
家
の
状
況
が
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
明
ら
か
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。

光格菊御紋付染付碗
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『
源
氏
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
（
葵
巻
）

　
　—

 
賀
茂
祭
の
様
子
を
た
ど
り
な
が
ら —

飯
塚
ひ
ろ
み

同
志
社
女
子
大
学
嘱
託
講
師

　

令
和
五
年
五
月
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止

さ
れ
て
い
た
葵
祭
（
賀
茂
祭
）
の
「
路

頭
の
儀
」
が
四
年
ぶ
り
に
実
施
さ
れ
、

晴
れ
や
か
な
空
の
も
と
に
美
し
い
行
列

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
の
賀
茂
祭
は
現
在
の
よ
う

に
日
に
ち
が
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
く
、
旧
暦
四
月
の
中
の
酉
の
日
（
月

の
う
ち
二
番
目
に
巡
っ
て
く
る
「
酉
」

の
日
）
に
行
わ
れ
、
行
列
の
通
行
ル
ー

ト
も
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
人
々
も
こ

の
祭
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
よ
う
で
、

『
源
氏
物
語
』や『
栄
花
物
語
』に
も
そ
の

様
子
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
賀

茂
祭
の
様
子
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

〇
斎さ
い

院い
ん

御ご

禊け
い

の
日
の
車
争
い

　
『
源
氏
物
語
』
に
賀
茂
祭
に
関
わ
る

描
写
は
何
か
所
か
あ
り
ま
す
が
、
中
で

も
有
名
な
の
は
葵
巻
に
お
け
る
葵
の
上

と
六
条
御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
の
車
争
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
車
争
い
は
賀
茂
祭
の
当

日
で
は
な
く
、
数
日
前
に
行
わ
れ
る
斎

院
御
禊
の
日
（
斎
院
が
鴨
川
で
禊
を
す

る
日
）
の
出
来
事
で
す
。
斎
院
と
は
、

天
皇
の
御
代
を
守
る
た
め
に
賀
茂
社
に

奉
仕
し
た
女
性
の
こ
と
で
、
同
様
に
伊

勢
神
宮
に
奉
仕
し
た
女
性
を
斎さ
い

宮く
う

と
称

し
ま
し
た
。
と
も
に
未
婚
の
内
親
王
ま

た
は
女
王
か
ら
選
ば
れ
、
御
代
替
わ
り

や
自
身
の
病
気
、
あ
る
い
は
身
内
の
死

去
な
ど
が
あ
る
と
交
替
し
ま
し
た
。
葵

巻
に
描
か
れ
る
の
は
、
朱
雀
帝
の
即
位

に
よ
り
新
た
に
定
ま
っ
た
斎
院
（
桐
壺

院
の
第
三
皇
女
、
朱
雀
帝
の
同
腹
の

き
ょ
う
だ
い
）
の
御
禊
の
様
子
で
す
。

場
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

御ご

禊け
い

の
日
、
上か
む

達だ
ち

部め

な
ど
数
定
ま
り

て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
わ
ざ
な
れ
ど
、

お
ぼ
え
こ
と
に
容か
た
ち貌
あ
る
か
ぎ
り
、

下し
た
が
さ
ね
襲
の
色
、
表
う
へ
の
は
か
ま
袴
の
紋
、
馬む
ま

、
鞍
ま

で
み
な
と
と
の
へ
た
り
、
と
り
わ
き

た
る
宣せ
ん

旨じ

に
て
大
将
の
君
も
仕
う
ま

つ
り
た
ま
ふ
。
か
ね
て
よ
り
物も
の
み
ぐ
る
ま

見
車

心
づ
か
ひ
し
け
り
。
一
条
の
大
路
所

な
く
む
く
つ
け
き
ま
で
騒
ぎ
た
り
。

所
ど
こ
ろ
の
御
桟さ

敷じ
き

、
心
々
に
し
尽

く
し
た
る
し
つ
ら
ひ
、
人
の
袖
口
さ

へ
い
み
じ
き
見み

物も
の

な
り
。（『
源
氏
物

語
』
葵
巻
）

　

帝
の
特
別
な
命
に
よ
り
大
将
の
君

（
＝
光
源
氏
）
が
斎
院
御
禊
の
列
に
加

わ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
続
く
本
文
に
は

「
あ
や
し
き
山
が
つ
さ
へ
見
た
て
ま
つ

ら
ん
と
す
」「
遠
き
国
々
よ
り
妻
子
を

ひ
き
具
し
つ
つ
も
参
で
来
」
と
あ
り
、

光
源
氏
見
た
さ
に
我
も
我
も
と
人
々
が

遠
方
か
ら
押
し
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
光
源
氏
を
夫
に
持

つ
葵
の
上
は
、
自
身
は
そ
れ
ほ
ど
積
極

的
で
は
な
い
も
の
の
、
周
囲
の
勧
め
で

御
禊
の
見
物
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
場
所
は
一
条
大
路
、
す
な

わ
ち
現
在
の
一
条
通
り
に
当
た
り
ま
す
。

冷泉家時雨亭文庫
公益財団法人

御靈神社
心しづめの宮

（上御霊神社）
毎月１８日　さえずり市（５月を除く）

上京区上御霊前通烏丸東入

電話０７５‒４４１‒２２６０
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詳
し
い
地
点
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

葵
の
上
が
到
着
し
た
時
に
は
す
で
に
隙

間
も
な
い
ほ
ど
に
見
物
の
車
が
並
ん
で

い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
権
力
の
あ
る

左
大
臣
家
の
姫
君
の
見
物
と
あ
っ
て
、

従
者
は
次
々
と
周
辺
の
車
を
立
ち
退

か
せ
ま
す
。
そ
の
中
に
、
光
源
氏
の
（
疎

遠
に
な
っ
て
い
た
）
恋
人
で
あ
る
六
条

御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
の
車
も
あ
っ
た
の
で
し
た
。
光

源
氏
の
姿
を
見
れ
ば
少
し
は
心
も
晴
れ

る
か
と
、
こ
っ
そ
り
と
出
か
け
て
来
て

い
た
の
で
す
。
結
局
、
御
息
所
の
車
は
酒

に
酔
っ
た
従
者
た
ち
に
よ
っ
て
後
ろ
に

追
い
や
ら
れ
、
御
禊
の
列
に
い
る
光
源

氏
も
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
通
り
過
ぎ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
後
の
葵

の
上
の
死
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

〇
紫
野
に
あ
っ
た
賀
茂
斎
院

　

葵
巻
に
描
か
れ
た
斎
院
は
こ
の
後
父

で
あ
る
桐
壺
院
の
崩
御
に
と
も
な
い
退

下
し
、
替
わ
り
に
光
源
氏
の
従
姉
妹
に

当
た
る
朝
顔
の
姫
君
が
斎
院
と
な
り
ま

す
（
賢さ
か

木き

巻
）。
朝
顔
の
斎
院
も
父
で

あ
る
式し
き
ぶ
き
ょ
う
の
み
や

部
卿
宮
の
薨こ
う

去き
ょ

に
よ
っ
て
退
下

し
ま
す
（
朝
顔
巻
）。
そ
の
後
の
斎
院

に
ど
の
よ
う
な
人
が
な
っ
た
の
か
は
物

語
に
明
記
さ
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ

う
に
『
源
氏
物
語
』
に
は
少
な
く
と
も

三
回
の
斎
院
交
替
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
歴
史
上
で
は
、『
源
氏
物

語
』
が
書
か
れ
て
い
た
頃
は
長
期
間
に

わ
た
っ
て
斎
院
の
交
替
が
な
く
、
村
上

天
皇
の
第
十
皇
女
で
あ
る
選
子
内
親
王

が
円
融
・
花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一

条
天
皇
の
五
代
に
わ
た
っ
て
五
十
七
年

間
も
斎
院
を
務
め
ま
し
た
。『
紫
式
部

日
記
』
に
は
斎
院
に
関
す
る
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

（
斎
院
は
）
た
だ
い
と
を
か
し
う
、

よ
し
よ
し
し
う
お
は
す
べ
か
め
る
所

の
や
う
な
り
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
を
く
ら

べ
て
い
ど
ま
む
に
は
、
こ
の
見
た
ま

ふ
る
わ
た
り
の
人
に
、
か
な
ら
ず
し

も
か
れ
は
ま
さ
ら
じ
を
、
つ
ね
に
入

り
た
ち
て
見
る
人
も
な
し
、
を
か
し

き
夕
月
夜
、
ゆ
ゑ
あ
る
有
明
、
花
の

た
よ
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
た
づ
ね
ど

こ
ろ
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
院
は
い
と

心
の
ゆ
ゑ
お
は
し
て
、
所
の
さ
ま
は

い
と
世
は
な
れ
、
か
ん
さ
び
た
り
。

（『
紫
式
部
日
記
』）

　

斎
院
は
と
て
も
風
流
な
と
こ
ろ
の
よ

う
だ
が
、
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
を
比

べ
て
競
う
な
ら
ば
、
私
が
仕
え
て
い
る

辺
り
（
中
宮
方
）
の
人
た
ち
に
必
ず
し

も
あ
ち
ら
（
斎
院
方
）
が
勝
る
こ
と
は

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
風
情
あ
る
夜
や

有
明
、
花
や
ほ
と
と
ぎ
す
を
楽
し
む
場

所
と
し
て
出
か
け
て
み
る
と
、斎
院（
選

子
内
親
王
）
は
と
て
も
情
趣
の
あ
る
お

方
で
あ
り
、
そ
の
御
所
は
と
て
も
浮
世

離
れ
し
て
神
々
し
い
と
、
紫
式
部
は
称

賛
し
て
い
ま
す
。
斎
院
が
暮
ら
す
御
所

も
斎
院
と
呼
ば
れ
、
平
安
京
の
北
の
紫

野
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
と
さ
れ

て
い
る
の
が
現
在
の
上
京
区
に
あ
る

櫟い
ち
い
だ
に
な
な
の

谷
七
野
神じ
ん

社じ
ゃ（
大
宮
通
盧
山
寺
上
る
）

で
あ
り
、
社
内
に
「
賀
茂
斎
院
跡
」
の

石
碑
と
説
明
版
が
あ
り
ま
す
。

〇
光
源
氏
の
見
物
場
所  

道
長
も
行
成
も

　

祭
当
日
の
こ
と
も
『
源
氏
物
語
』
に

は
描
か
れ
て
い
ま
す
。
祭
当
日
に
は
光

源
氏
は
行
列
に
加
わ
る
こ
と
な
く
、
紫

賀茂斎院跡
画像協力：櫟谷七野神社
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の
上
と
と
も
に
見
物
に
出
か
け
ま
し
た
。

今
日
も
所
な
く
立
ち
に
け
り
。
馬む
ま
ば
の場

殿お
と
どの

ほ
ど
に
立
て
わ
づ
ら
ひ
て
、「
上

達
部
の
車
ど
も
多
く
て
、
も
の
騒
が

し
げ
な
る
わ
た
り
か
な
」
と
や
す
ら

ひ
た
ま
ふ
に
（『
源
氏
物
語
』
葵
巻
）

　

光
源
氏
は
馬
場
殿
の
辺
り
に
車
を
止

め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
一
条

大
路
の
北
に
左
近
の
馬
場
と
右
近
の
馬

場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
左
近

の
馬
場
の
馬
場
殿
と
考
え
ら
れ
、
そ
の

位
置
は
お
お
よ
そ
一
条
西
洞
院
辺
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
す
で
に
車
は
立
て
込

ん
で
お
り
、
自
分
の
車
を
止
め
る
と
こ

ろ
が
な
く
困
っ
て
い
る
光
源
氏
の
様
子

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
幸
い
に
し
て

光
源
氏
は
知
り
合
い
の
女
官
で
あ
る

源げ
ん
の
な
い
し
の
す
け

典
侍
に
場
所
を
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
所
に
つ
い
て

本
文
に
は
「
所
も
げ
に
よ
き
わ
た
り
な

れ
ば
」（
場
所
も
本
当
に
良
い
辺
り
で

あ
る
か
ら
）
と
あ
り
、
人
気
の
見
物
場

所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

当
時
の
貴
族
の
日
記
に
も
一
条
大
路

で
の
見
物
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。「
一
條
馬
場
立
㝡（
最
）前
見
物
如
例
」（
藤

原
行
成
、『
権
記
』
長
保
五
（
一
〇
〇
三
）

年
四
月
十
四
日
条
）、「
於
一
條
大
納
言

殿
北
門
見
物
」（
同
、
寛
弘
元
（
一
〇

〇
四
）
年
四
月
二
十
日
条
）、「
渡
春
宮

大
夫
一
條
見
物
」（
藤
原
道
長
、『
御
堂

関
白
記
』同
年
四
月
二
十
日
条
）と
い
っ

た
例
で
す
。
当
時
の
賀
茂
祭
は
、
一
条

大
路
の
北
の
紫
野
か
ら
出
発
す
る
斎
院

の
列
と
、
一
条
大
路
の
南
の
内
裏
か
ら

出
発
す
る
勅
使
の
列
と
が
合
流
す
る
一

条
大
路
が
恰
好
の
見
物
場
所
だ
っ
た
の

で
す
。

　

一
条
大
路
に
は
見
物
の
た
め
の
桟
敷

も
多
く
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。『
源

氏
物
語
』
の
葵
巻
の
御
禊
の
場
面
に
は

後
に
斎
院
と
な
る
朝
顔
の
姫
君
が
父
の

式
部
卿
宮
と
と
も
に
桟
敷
で
見
物
し
て

い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
し
、『
栄

花
物
語
』
に
は
藤
原
道
長
の
桟
敷
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

殿
は
、
一
条
の
御
桟
敷
の
屋
長
々
と

造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
檜ひ
は
だ
ぶ
き

皮
葺
、
高か
う
ら
ん欄

な
ど
い
み
じ
う
を
か
し
う
せ
さ
せ
た

ま
ひ
て
、
こ
の
年
ご
ろ
御
禊
よ
り
は

じ
め
、
祭
を
殿
も
上
も
渡
ら
せ
た
ま

ひ
て
御
覧
ず
る
に
、
今
年
は
使つ
か
ひの
君

の
御
事
を
、
世
の
中
揺ゆ
す

り
て
い
そ
が

せ
た
ま
ふ
。（『
栄
花
物
語
』
巻
第
八

は
つ
は
な
）

　

道
長
は
妻
の
源
倫
子
と
と
も
に
一
条

大
路
に
作
っ
た
豪
華
な
桟
敷
で
た
び
た

び
賀
茂
祭
を
見
物
し
た
よ
う
で
、
道
長

の
日
記
で
あ
る
『
御
堂
関
白
記
』
に
も

桟
敷
で
見
物
し
た
と
い
う
記
事
が
い
く

つ
か
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
特
に
寛
弘
八

（
一
〇
一
一
）
年
四
月
十
八
日
条
に
は
、

「
若
宮
・
三
宮
・
尚
侍
同
道
御
一
条
桟

敷
室
、
巳
午
時
許
上
達
部
等
参
会
」
と

あ
り
、道
長
の
孫
で
あ
る
敦あ
つ

成ひ
ら

親
王（
若

宮
）・
敦あ
つ
な
が良
親
王
（
三
宮
）、
次
女
の
藤

原
妍
子
（
尚
侍
）
の
ほ
か
大
勢
の
上
達

部
（
公
卿
）
が
桟
敷
に
集
ま
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

〇
里
内
裏
一
条
院
と
『
源
氏
物
語
』

　

先
に
斎
院
の
列
が
紫
野
か
ら
出
発
す

る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
通
行

ル
ー
ト
に
関
し
て
注
目
し
た
い
記
事
が

あ
り
ま
す
。

　

藤
原
行
成
の
『
権
記
』
長
保
二
（
一

〇
〇
〇
）
年
四
月
十
一
日
条
（
御
禊
の

日
）
に
「
斎
院
供
奉
者
於
大
宮
路
下
馬
、

至
堀
川
橋
東
、
更
騎
馬
」（
斎
院
に
供ぐ

奉ぶ

す
る
者
は
（
一
条
の
）
大
宮
大
路
で
馬

を
降
り
、
堀
川
の
橋
の
東
で
再
び
馬
に
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乗
っ
た
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
地
理
で
言
え
ば
、
一
条
通
と
大
宮
通

が
交
差
す
る
地
点
で
馬
を
降
り
、
そ
こ

か
ら
晴
明
神
社
の
あ
る
晴
明
町
の
南
か

ら
堀
川
通
に
か
け
て
下
馬
の
ま
ま
通
行

し
、
一
条
戻
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
再

び
馬
に
乗
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
理
由
は
、
そ
こ
が
天
皇
の

居
所
の
す
ぐ
そ
ば
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

紫
野
の
斎
院
を
出
た
列
は
大
宮
大
路
を

南
下
し
一
条
大
宮
か
ら
進
路
を
東
に
取
る

の
で
す
が
、
一
条
大
宮
の
南
東
に
は
一

条
天
皇
が
里さ
と

内だ
い

裏り

と
し
て
い
た
一
条
院

が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
京
の
本
来
の
内

裏
は
現
在
の
千
本
丸
太
町
の
北
東
に
あ

り
ま
し
た
が
、
火
災
に
よ
り
た
び
た
び

焼
失
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
時

に
天
皇
の
居
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の

が
里
内
裏
で
す
。
一
条
院
は
も
と
も
と

藤
原
詮
子
（
藤
原
道
長
の
姉
で
一
条
天

皇
の
母
）
が
使
っ
て
い
た
建
物
で
、
長

保
元
（
九
九
九
）
年
六
月
の
内
裏
焼
亡

の
際
に
一
条
天
皇
の
里
内
裏
と
さ
れ
ま

し
た
。
以
来
、
一
条
天
皇
は
在
位
期
間

の
多
く
を
こ
の
場
所
で
過
ご
し
ま
し

た
。
現
在
の
一
条
通
の
南
、
大
宮
通
と

旧
大
宮
通
の
間
に
あ
る
名
和
児
童
公
園

（
大
宮
通
一
条
下
る
）
に
「
一
条
院
跡
」

の
説
明
版
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
条
天
皇
の
中
宮
で
あ
る
藤
原
彰
子

に
仕
え
た
紫
式
部
も
同
様
に
一
条
院
で

過
ご
し
て
い
ま
す
。
寛
弘
五
（
一
〇
〇

八
）
年
七
月
、
彰
子
は
出
産
の
た
め
に

実
家
で
あ
る
土つ
ち

御み

門か
ど

殿ど
の

（
現
在
の
京
都

御
苑
内
）
に
里
下
が
り
を
し
、
九
月
に

無
事
に
一
条
天
皇
の
皇
子（
敦
成
親
王
）

を
出
産
し
ま
す
。
そ
し
て
十
一
月
に
一

条
院
に
還
り
ま
す
が
、
こ
の
時
に
『
源

氏
物
語
』
の
一
部
が
冊
子
と
し
て
新
た

に
整
え
ら
れ
、
一
条
天
皇
に
献
上
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
一
条
院
は
土
御
門
殿
と
と

も
に
『
源
氏
物
語
』
の
ふ
る
さ
と
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

賀
茂
祭
に
関
す
る
記
述
を
も
と
に
ゆ

か
り
の
地
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
整

理
し
つ
つ
お
散
歩
コ
ー
ス
を
示
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

１

賀
茂
斎
院
跡
（
櫟
谷
七
野
神
社
、

大
宮
通
盧
山
寺
上
る
）
か
ら
大
宮
通
を

南
に
、
２

平
安
京
一
条
大
路
跡
の
説
明

版
（
大
宮
通
一
条
東
入
る
）
を
見
て
大
宮

通
を
さ
ら
に
南
に
、
３

一
条
院
跡
（
名

和
児
童
公
園
、
大
宮
通
一
条
下
る
）
か
ら

旧
大
宮
通
に
出
て
北
へ
、
一
条
通
に
も

ど
り
ま
す
。
一
条
通
を
東
へ
、
平
安
時

代
に
活
躍
し
た
陰

陽
師
安
倍
晴
明
ゆ

か
り
の
４

晴
明
神

社
（
堀
川
通
一
条

上
る
）
に
立
ち
寄

り
、
５

一
条
戻
橋

（
堀
川
通
一
条
東
入

る
）
か
ら
東
へ
、

６

左
近
の
馬
場
殿

の
あ
っ
た
辺
り（
西

洞
院
通
一
条
）
で

往
時
の
賑
わ
い
を

想
像
し
つ
つ
、
さ

ら
に
東
の
京
都
御

苑
ま
で
。
御
苑
内

に
あ
る
７

京
都
御

所
も
平
安
時
代
の

一
条
大
路
に
重
な

り
ま
す
か
ら
、
紫

宸
殿
や
清
涼
殿
を

見
て
平
安
の
世
を

偲
び
、
８

土
御
門

殿
跡
（
京
都
御
苑

内
仙
洞
御
所
北
）
で
『
源
氏
物
語
』
の

執
筆
に
思
い
を
馳
せ
る
。
そ
ん
な
ひ
と

と
き
を
過
ご
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
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　上京区文化振興会及び上京区役所では、豊かな歴史に育まれた伝統文
化を継承し、発展させることを目指して、昭和４０年から「上京薪能」を開催
しており、５７回目となる今回は文化庁京都移転を記念とし、華やかな演目
を予定しています。
　かがり火に照らされた幽玄な世界をお楽しみください。御来場をお待ち
しております。

日　時　令和５年９月２１日（木）
　　　　第一部開演：午後４時（午後３時３０分開場）
　　　　第二部開演：午後６時(終演予定 午後８時３０分)

場　所　白峯神宮（上京区今出川通堀川東入北側）
　　　　※雨天の場合：金剛能楽堂（上京区烏丸通中立売上ル）

入場料　前売券 ２，５００円、当日券 ３，０００円
※前売券は、８月２１日（月）から、上京区役所地域力推進室（１階
１番窓口）と白峯神宮にて販売。

主　　催　上京区文化振興会・上京区役所
協　　力　白峯神宮
問合せ先　京都いつでもコール　☎０７５－６６１－３７５５
　　　　　※お掛け間違いに御注意ください。

　秋の「上京茶会」を１１月５日に大本山妙
蓮寺にて裏千家の懸釜で開催します。深まる
秋の澄んだ空気のもと、一碗のお茶を楽し
み、こころ豊かなひと時をお過ごしください。

日　時　令和５年１１月５日（日）
　　　　※30分ごとの時間指定制

場　所　大本山 妙蓮寺
　　　　（上京区寺之内通大宮東入ル）

お茶券　２，０００円
※９月２５日（月）から、上京区役所
地域力推進室（１階１番窓口）に
て販売。

主　　催　
　上京区文化振興会・上京区役所

問合せ先
　上京区役所地域力推進室
　まちづくり推進担当
　☎０７５－４４１－５０４０

第５７回 上京薪能第５７回 上京薪能第５７回 上京薪能第５７回 上京薪能 上京茶会上京茶会上京茶会上京茶会

オンラインからも
購入できます。

オンラインからも
購入できます。

̶ 文化庁京都移転記念 ̶̶ 文化庁京都移転記念 ̶

表紙表紙 永年にわたって当冊子
の執筆に尽力されました
福井和雄氏が、本年五月
御逝去されました。
ここに、謹んで哀悼の意
を表します。

題字／吉川蕉仙氏
写真／西陣･千両が辻 京町家:朝顔 〈撮影:写真家 水野克比古氏〉

　京都の歴史や文化の象徴である京町家。伝統的な木造家屋は、見た目の京都らしさだけで
なく、四季の移り変わりを楽しむことができるのも魅力です。
※朝顔については撮影時のものであり、常に咲いているものではありませんので御了承いた
だきますよう願いいたします。
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「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
地
域
力
推
進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

ま
た
、
上
京
区
役
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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