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は
じ
め
に

　

小
文
で
取
り
上
げ
る
天
神
山
町
は
、
京
都
市
中
京
区
を
東
西
に
横
切
る

錦
小
路
通
に
面
し
、
西
を
新
町
通
、
東
を
室
町
通
に
は
さ
ま
れ
た
両
側
町

で
あ
る
。
同
町
は
、
祇
園
祭
に
霰
天
神
山
を
出
す
こ
と
で
知
ら
れ
、
山
鉾

を
収
め
る
町
会
所
は
京
都
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。『
京
都
市

の
文
化
財 　

 

京
都
市
指
定
・
登
録
文
化
財
第
一
集 　

』
（
１
）

は
、
同
町
の

町
会
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

天
神
山
町
は
祇
園
祭
の
と
き
霰
天
神
山
を
出
す
町
内
で
あ
る
。
会
所

地
は
、
以
前
は
現
在
地
よ
り
西
寄
り
に
位
置
し
て
い
た
が
、
寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）
に
当
地
へ
移
っ
て
き
た
。
現
会
所
家
の
建
築
年
代
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
大
日
堂
前
の
線
香
台
に
「
明
治
十
九
年
九
月
」
と

あ
っ
て
、
こ
の
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。
土
蔵
は
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
に
修
理
さ
れ
て
お
り
、
文
政
六
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

会
所
家
は
、
ス
イ
ジ
バ
、
ダ
イ
ド
コ
、
ゲ
ン
カ
ン
、
オ
ザ
シ
キ
が
南

北
に
並
び
、
ダ
イ
ド
コ
部
分
の
み
二
階
建
と
な
る
。
ゲ
ン
カ
ン
に
は
半

間
入
り
こ
ん
だ
土
間
の
奥
に
式
台
を
備
え
、
ま
た
「
町
席
」
と
も
称
す

近
代
京
都
の
町
式
目
を
め
ぐ
っ
て

　

 

天
神
山
町
の
場
合 

　

小　

林　

丈　

広

　

近
代
の
地
域
住
民
組
織
の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
、
祇
園
祭
に
山
鉾
を
出
す
天
神
山

町
に
残
る
町
式
目
を
検
討
し
た
。
前
半
で
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
町
共
有
文
書
の
あ
り

方
や
そ
の
調
査
の
歩
み
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
町
共
有
文
書
の
調
査
や
保
存
は
、
町
運
営

や
町
づ
く
り
な
ど
と
同
様
に
公
共
的
性
格
を
持
つ
が
、
そ
の
実
態
は
一
部
の
人
に
し
か
知

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
紹
介
も
兼
ね
て
、
調
査
の
経
過
も
記
述
し
た
。
後
半
で

は
、
天
神
山
町
に
残
る
い
く
つ
か
の
町
式
目
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
。
と
く
に
、
一
九
〇
二

年
の
「
借
家
人
町
則
」
に
着
目
し
、
そ
れ
が
隣
接
す
る
山
伏
山
町
の
「
借
宅
者
町
則
」
を

モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
近
代
京
都
の
町
運
営
の
転
換
点
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
公
同
組
合
の
設
置
を
重
視
す
る
見
方
が
根
強
く
あ
っ
た
が
、
少
な

く
と
も
山
鉾
町
で
は
、
山
鉾
の
維
持
問
題
が
そ
の
契
機
と
な
っ
た
。
町
組
織
の
よ
う
な
地

域
住
民
組
織
の
歴
史
的
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
う
し
た
具
体
例
を
通

じ
て
、
個
別
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
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る
十
畳
の
オ
ザ
シ
キ
に
は
釣
床
を
設
け
て
格
式
を
整
え
て
い
る
。
土
蔵

の
一
階
に
は
厨
子
を
作
り
付
け
て
、
中
に
唐
破
風
屋
根
を
も
つ
天
神
祠

を
安
置
す
る
。
大
日
堂
は
、
オ
ニ
ワ
の
北
西
す
み
に
建
ち
、
大
日
如
来

を
祭
祀
す
る
。
表
通
り
に
面
し
た
門
を
は
い
る
と
狭
い
路
地
に
面
し
て

奥
に
会
所
家
が
建
ち
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
オ
ニ
ワ
を
は
さ
ん
で
土
蔵
と

大
日
堂
が
並
ぶ
構
成
は
、
祇
園
町
会
所
の
典
型
の
ひ
と
つ
と
し
て
貴
重

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
町
会
所
は
明
治
期
の
建
物
だ
が
、
土
蔵
は
築
後
約

二
百
年
に
も
な
る
。
霰
天
神
山
は
、
元
治
元
年
の
大
火
（
ど
ん
ど
ん
焼

け
）
で
他
の
多
く
の
山
鉾
が
消
失
し
た
際
に
も
、「
無
事
」
だ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
山
を
守
っ
た
土
蔵
が
今
も
残
っ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

筆
者
が
同
町
の
共
有
文
書
（
以
下
、
天
神
山
町
文
書
と
称
す
）
に
初
め

て
接
し
た
の
は
、
一
九
九
九
年
二
月
に
発
刊
し
た
『
京
都
町
式
目
集
成
』

の
編
纂
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
集
は
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
が

所
蔵
す
る
古
文
書
（
原
文
書
）
や
古
文
書
の
写
真
帳
の
中
か
ら
、
町
の
規

則
や
取
り
決
め
（
こ
こ
で
は
町
式
目
と
総
称
し
た
）
に
あ
た
る
も
の
を
ま

と
め
た
も
の
で
、
市
内
中
心
部
の
七
十
八
の
町
か
ら
百
三
十
九
点
を
掲
載

し
た（

２
）。

こ
の
時
、
天
神
山
町
か
ら
も
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三
）
制
定

の
町
則
を
一
点
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
『
京
都
町
式
目
集
成
』
は
、
そ
の
後
歴
史
学
や
建
築
学
、
市
民
の
町
づ

く
り
活
動
な
ど
に
も
活
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る（

３
）が

、
編
者
と
し
て
省
み

る
と
、
不
十
分
に
感
じ
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
掲
載
す

る
町
式
目
を
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）
ま
で
の
も
の
に
限
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
や
む
を
え
な
い
こ
と

で
は
あ
っ
た
が
、
同
年
が
公
同
組
合
と
い
う
京
都
独
自
の
地
域
住
民
組
織

の
枠
組
み
が
作
ら
れ
た
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し

て
取
り
入
れ
た
基
準
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
い
た

明
治
維
新
後
の
町
式
目
を
二
十
点
以
上
採
録
し
、
中
世
史
か
ら
近
世
史
を

中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
町
の
研
究
を
、
近
現
代
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
手

が
か
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
一
八
九
七
年
を
区
切
り
と
し
た
こ
と
が
、
こ

の
年
を
機
に
町
の
役
割
が
大
き
く
転
換
し
た
と
か
、
町
の
重
要
な
機
能
が

失
わ
れ
た
と
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
以
降
町
独
自
の
式
目
は
作
ら

れ
な
く
な
っ
た
な
ど
と
い
う
誤
解
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る（

４
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
は
す
で
に
別
稿（

５
）で

述
べ
た
が
、
公
同
組

合
が
設
置
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
機
に
従
来
か
ら
あ
る
町
組

織
の
存
在
意
義
が
失
わ
れ
た
り
、
町
式
目
が
廃
止
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
幸
い
、
こ
の
『
社
会
科
学
』
誌
で
は
近
年
、

奥
田
以
在
氏
が
筆
者
ら
の
問
題
提
起
を
積
極
的
に
受
け
と
め
、
近
代
の
町

運
営
に
つ
い
て
興
味
深
い
事
実
の
発
掘
を
行
っ
て
い
る（

６
）。

そ
こ
で
筆
者
も
、

近
年
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
近
代
の
町
式
目
の
あ
り
様
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
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た
だ
筆
者
は
、
小
文
で
取
り
上
げ
る
天
神
山
町
が
、
近
代
京
都
の
町
の

典
型
例
と
は
考
え
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
同
町
は
祇
園
祭
の
山
鉾

町
で
あ
る
が
、『
京
都
町
式
目
集
成
』
を
見
て
も
、
掲
載
し
た
七
十
八
ケ

町
の
う
ち
山
鉾
町
が
十
三
ケ
町
を
占
め
て
い
る
（
休
み
山
の
衣
棚
町
を
含

む
）。
こ
れ
は
、
編
者
が
そ
れ
を
意
図
し
た
の
で
は
な
く
、
山
鉾
町
に
は

町
会
所
が
現
存
す
る
こ
と
が
多
く
、
他
地
域
に
比
べ
て
共
有
文
書
の
保
存

状
態
が
良
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
以
前
か
ら
祇
園
祭
に
対
す
る
関
心

の
高
さ
か
ら
、
他
地
域
に
比
べ
て
山
鉾
町
の
調
査
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
文

書
の
発
見
や
保
存
が
図
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

一
般
的
に
、
町
の
共
有
文
書
は
多
く
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
維
持
・
保

存
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

文
書
調
査
の
場
合
で
も
、
研
究
者
の
関
心
と
当
事
者
の
協
力
と
の
両
者
が

整
わ
な
け
れ
ば
十
分
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
歴
史
研
究
の
成

果
が
、
特
定
の
地
域
に
偏
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
京
都
に
多
数
あ
る
個
別
町
の
歴
史
を
、
総
合
的
か

つ
客
観
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
山
鉾
町
に
限
ら
ず
多
様
な
町
の
特
質
を

踏
ま
え
て
、
多
く
の
事
例
研
究
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
小

文
で
は
、
対
象
と
す
る
町
の
分
析
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
史
料
的
な

条
件
に
つ
い
て
も
紹
介
し
、
今
後
の
研
究
の
手
引
き
に
な
る
よ
う
に
心
が

け
た
。
無
数
に
あ
る
個
別
町
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
、
多
く
の
方
々

の
協
力
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

一　

天
神
山
町
文
書
を
め
ぐ
っ
て

　

天
神
山
町
文
書
は
、
現
在
も
天
神
山
町
の
霰
天
神
山
保
存
会
が
大
切
に

守
り
伝
え
て
い
る
。
筆
者
が
『
京
都
町
式
目
集
成
』
に
掲
載
し
た
七
十
八

の
町
の
う
ち
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
が
原
文
書
を
保
管
し
て
い
た
の
は
、

筋
違
橋
町
、
松
屋
町
な
ど
十
数
ケ
町
（
そ
の
う
ち
の
大
半
は
寄
託
）
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
史
料
集
を
編
纂
す
る
た
め
に
活
用
し
た
の
は
、

古
文
書
そ
の
も
の
で
は
な
く
古
文
書
の
写
真
帳
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う

写
真
帳
と
は
、
古
文
書
を
撮
影
し
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
、
文
字
が
解

読
で
き
る
大
き
さ
に
引
き
伸
ば
し
て
焼
き
付
け
た
も
の
を
い
い
、
こ
れ
ら

は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
京
都
市
史
編
さ
ん
所
（
の
ち
に
は
歴
史
資
料

館
）
が
行
っ
て
き
た
史
料
調
査
の
成
果
を
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
。
写
真

帳
の
中
に
は
、
現
在
で
は
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
る
古
文
書
も
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
写
真
帳
と
い
え
ど
も
、
原
文
書
に
準
ず
る

価
値
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

市
史
編
さ
ん
所
が
天
神
山
町
文
書
を
調
査
し
た
の
は
、
一
九
六
七
年
七

月
頃
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
戦
後
京
都
市
史
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
祇
園
祭

の
山
鉾
町
の
調
査
を
集
中
し
て
行
っ
た
時
期
に
重
な
る
。
こ
の
時
、
天
神

山
町
文
書
を
撮
影
し
た
フ
ィ
ル
ム
は
二
百
三
十
コ
マ
程
で
あ
る
が
、
残
さ

れ
た
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
と
、
そ
の
前
後
に
北
観
音
山
町
、
山
伏
山
町
、
占

出
山
町
、
太
子
山
町
、
長
刀
鉾
町
な
ど
、
連
日
山
鉾
町
の
古
文
書
調
査
が

実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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市
史
編
さ
ん
所
は
当
初
、『
京
都
の
歴
史
』
の
編
纂
事
務
局
と
し
て
設

置
さ
れ
、
古
文
書
の
収
蔵
は
目
的
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
く
に
天
神
山

町
文
書
の
よ
う
な
町
の
共
有
文
書
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
町
が
守
り
伝
え

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
各
町
が
大
切
に
保
管
す
る
こ
と
が
理
想
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、
当
時
の
調
査
は
、
現
地
で
撮
影
を
行

う
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
も
し
市
史
編
さ
ん
所
で
撮
影
し
た
場
合
に
も
、

作
業
が
済
み
次
第
返
却
し
て
い
た
。
市
史
の
執
筆
者
や
編
さ
ん
所
員
ら
は

そ
の
後
に
残
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
か
ら
写
真
帳
を
作
成
し
て
、
利
用
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
予
算
や
人
員
、
多
く
の
調
査

対
象
の
中
で
の
優
先
順
位
の
問
題
な
ど
か
ら
、
見
つ
か
っ
た
古
文
書
の
す

べ
て
が
撮
影
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
調
査
方
針
と
し
て
、
個
人

や
家
・
寺
社
に
関
わ
る
文
書
よ
り
も
町
や
村
の
共
有
文
書
を
優
先
し
、
新

し
い
時
期
の
文
書
よ
り
も
古
い
年
代
の
文
書
を
優
先
し
た
と
い
う
。
文
書

が
大
量
に
あ
る
場
合
に
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
を
目
安
と
し
て
、

撮
影
は
そ
れ
以
前
の
文
書
に
限
定
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
古
文
書
調
査
の
過
程
で
、
原
所
蔵
者
が
文
書
の
保

存
に
不
安
を
感
じ
た
り
、
転
居
や
家
の
建
て
替
え
な
ど
を
機
に
文
書
の
保

管
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
機
会
も
多
く
な
り
、
市
史
編
さ
ん
所
で
預
か

る
古
文
書
も
次
第
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
専
用
の
収
蔵
庫
を

擁
す
る
京
都
市
歴
史
資
料
館
建
設
の
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
市
史
編
さ
ん
所
の
後
身
で
あ
る
歴
史
資
料
館
で
は
、
こ
れ
ま
で

作
成
し
た
写
真
帳
の
目
録
も
整
備
し
て
、
可
能
な
限
り
市
民
や
研
究
者
に

公
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
神
山
町
文
書
の
写

真
帳
の
場
合
に
は
、
研
究
室
の
中
京
区
の
棚
に
配
架
さ
れ
、
Ｎ
６
と
い
う

件
名
番
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
閲
覧
申
請
を
す
れ
ば
自
由
に
閲
覧

し
、
必
要
に
応
じ
て
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
述

べ
た
よ
う
な
経
過
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
文
書
が
す
べ
て
撮
影
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
京
都
町
式
目
集
成
』
を
編
纂
し
た
際
、
天
神
山
町
文
書
の
写
真
帳
は

一
九
六
七
年
に
撮
影
し
た
約
二
百
三
十
コ
マ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
書

数
に
し
て
十
二
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
同
時
期
に
調
査
し
た
山
鉾
町
の

中
で
も
決
し
て
多
い
方
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
見
つ

か
っ
た
文
書
の
中
で
も
年
代
の
古
い
も
の
を
選
ん
で
撮
影
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
行
わ
れ
た
史
料
調
査
の
成
果
は
、『
京
都

の
歴
史
』
完
結
後
、『
史
料
京
都
の
歴
史
』
の
編
纂
に
活
用
さ
れ
た
。

一
九
八
五
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
第
九
巻
（
中
京
区
）

の
巻
末
に
は
、
中
京
区
内
の
各
町
の
文
書
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
天
神
山
町
も
収
録
さ
れ
、
利
用
者
へ
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る

（
表
１
）。『
京
都
町
式
目
集
成
』
で
は
、
そ
の
中
か
ら
一
八
九
七
年
ま
で

の
町
式
目
と
し
て
「
天
神
山
町
町
則
」
一
点
を
採
録
し
た
。
し
か
し
、
表

１
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
同
町
文
書
に
は
一
九
〇
二
年
（
明
治

三
十
五
）
の
「
天
神
山
町
申
合
規
則
」、
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）

の
「
天
神
山
町
町
則
」
な
ど
も
あ
り
、
一
八
九
〇
年
の
町
則
の
み
を
採
録

し
た
だ
け
で
は
同
町
の
歩
み
を
知
る
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
言
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え
ば
、
今
回
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
課
題
を
検
討
す
る
上
で
、
同
町
文

書
は
格
好
の
素
材
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
一
九
九
九
年
に
は
、『
京
都
町
式
目
集
成
』
発
刊
を
記
念
し
て

企
画
展
「
町
式
目
の
世
界
」
が
開
催
さ
れ
た
。
史
料
集
編
纂
の
際
に
も
、

写
真
が
不
明
瞭
な
箇
所
や
朱
書
の
確
認
な
ど
を
す
る
た
め
に
原
文
書
は
不

可
欠
で
あ
る
が
、
展
示
の
場
合
に
は
原
文
書
な
し
に
開
催
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
展
示
で
は
二
十
一
ケ
所
の
町
文
書
を
展
示

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
う
ち
歴
史
資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
た
の

は
、
柳
八
幡
町
、
松
屋
町
な
ど
六
ケ
町
（
町
旗
を
展
示
し
た
常
泉
院
町
を

入
れ
て
も
七
ケ
町
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
冷
泉
町
、
金
屋
町
、

上
善
寺
町
な
ど
、
所
有
権
は
原
所
蔵
者
が
保
持
す
る
が
、
将
来
的
な
保
存

を
考
え
て
、
長
期
的
に
歴
史
資
料
館
に
寄
託
し
て
い
る
町
が
あ
り
、
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
展
示
の
重
要
部
分
を
構
成
し
た
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
時
代
や

内
容
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
現

在
文
書
を
保
管
し
て
い
る
方
に
出
陳
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。
近
代

の
町
式
目
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
天
神
山
町
も
そ
の
候
補
の
ひ
と
つ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
九
九
年
二
月
、「
町
式
目
の
世
界
」
へ
の
出
陳
交
渉
の
た
め
に
訪

ね
た
天
神
山
町
で
は
、
前
述
の
土
蔵
の
中
に
、
さ
ら
に
金
属
製
の
金
庫
を

設
置
し
て
同
町
文
書
を
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
整
理
も
行
き
届
い
て

お
り
、
六
七
年
に
調
査
さ
れ
た
文
書
は
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た

が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
数
の
文
書
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

表１　天神山町文書（1967年調査分）

分類番号 文　　書　　名 年　月　日 備　　考

１ 天神山町変遷図 文化５～昭和35 栗田武作

２ 霰天神宮土蔵修理につき四条隆生庇寄附状 文政6.3.

３ 四条隆生寄附状添書 文政6.3. →天神山町衆中

４ 天神山町地券願帳 明治6.5. →京都府知事

５ 借屋請人印鑑帳 明治６～明治35

６ 旧新地価金控帳 明治14.2.

７ 天神山町町則 明治23.8.12

８ 天神山町申合規則 明治35.11.10

９ 天神山町町則 明治41.7.

10 天神山町町中画図

11 天神山町地所間数取調帳

12 本寿寺彼岸法要由緒箱書

出典：『史料京都の歴史』第９巻
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「
町
式
目
の
世
界
」
で
は
、
一
八
九
〇
年
、
一
九
〇
二
年
、
一
九
〇
八
年

の
町
式
目
の
ほ
か
、
未
撮
影
の
一
九
〇
二
年
の
「
借
家
人
町
則
」
も
出
陳

さ
せ
て
頂
き
、
撮
影
済
み
の
文
書
以
外
に
も
多
数
の
文
書
が
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
同
町
文
書
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年

十
一
月
で
あ
る
。『
史
料
京
都
の
歴
史
』
が
完
結
し
た
後
、
京
都
市
歴
史

資
料
館
で
『
京
都
市
政
史
』
編
纂
事
業
が
始
ま
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、

山
鉾
町
の
近
代
文
書
も
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
歴
史
資
料
館
（
市
史
編
さ
ん
所
を
含
む
）
と
し
て
は
六
七
年
以
来
の

本
格
的
な
天
神
山
町
の
調
査
と
な
っ
た
が
、
土
蔵
の
中
だ
け
で
な
く
事
務

所
に
あ
る
も
の
を
含
め
る
と
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
町
文
書
が
き
ち
ん
と

揃
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
中
か
ら
撮
影
さ
せ
て
頂
い
た
の

は
、
フ
ィ
ル
ム
に
し
て
お
よ
そ
二
千
二
百
コ
マ
、
文
書
点
数
に
し
て
約

百
三
十
点
で
あ
る
。
こ
の
時
、
展
示
で
借
用
し
た
一
九
〇
二
年
の
「
借
家

人
町
則
」
に
つ
い
て
も
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
町
は
、
現
在
も
祇

園
祭
の
山
鉾
町
と
し
て
の
活
動
を
着
実
に
続
け
て
お
り
、
土
蔵
も
し
っ
か

り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
形
で
文
書
が
保
管
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

こ
の
調
査
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
六
七
年
の
調
査
で
も
実
は
多
く
の

文
書
が
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
維
新
以
後
の
も
の

で
あ
っ
た
た
め
に
、
前
述
し
た
事
情
の
た
め
に
割
愛
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
現
代
史
料
と
し
て
同
町
文
書
に
着

目
す
る
と
、
出
納
簿
や
規
則
類
が
系
統
的
に
残
っ
て
お
り
、
地
域
住
民
組

織
あ
る
い
は
地
縁
団
体
の
記
録
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
文
書
類
の

中
に
は
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
二
〇
〇
一
年
の
調
査
で

も
撮
影
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
将
来
、
貴
重
な
町
文
書

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
調
査
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
天
神
山
町
に
関
し
て
は
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年

代
に
か
け
て
祇
園
祭
研
究
を
主
導
し
た
若
原
史
明
が
、
近
世
期
の
文
書
に

関
す
る
報
告
を
残
し
て
い
る（

７
）。

お
そ
ら
く
戦
前
の
見
聞
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

同
町
に
は
、
享
保
五
年
の
「
祇
園
祭
道
具
入
日
記
」
を
は
じ
め
、
寛
政
四

年
の
「
山
道
具
番
附
覚
」、
文
政
五
年
の
「
天
神
山
荘
厳
組
上
次
第
控
」

な
ど
が
あ
り
、
他
に
も
「
四
条
家
寄
附
文
書
」
二
通
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
う
ち
、「
四
条
家
寄
附
文
書
」
は
表
１
の
№
２
と
№
３
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
の
で
、
若
原
の
記
録
が
確
か
に
天
神
山
町
文
書
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
在
は
そ
れ
以
外
の
文
書
は
見
あ
た
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
過
を
見
る
と
、
天
神
山
町
の
よ
う
に
管
理
の
行

き
届
い
た
町
で
も
、
時
間
と
と
も
に
文
書
の
散
逸
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
文
書
が
生
き
て
活
用
さ
れ
て
い
れ
ば
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
時
点
で
古
文
書
を
ま
と
め
て
撮
影
し
て
お

く
こ
と
は
、
多
大
な
労
力
を
要
す
る
も
の
の
、
記
録
の
保
存
と
い
う
意
味

で
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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二　

町
式
目
か
ら
見
た
天
神
山
町

　

現
在
の
天
神
山
町
文
書
に
は
江
戸
時
代
の
町
式
目
が
残
っ
て
い
な
い
の

で
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
一
八
九
七
年
以
前
と
以
後
の
町
式
目
が
残
っ
て
お
り
、
小
文
の
課

題
で
あ
る
公
同
組
合
設
置
前
後
の
町
運
営
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
一
八
九
〇
年
八
月
十
二
日
制
定
の
天
神
山
町
町
則

（
以
下
、「
町
則
」
と
略
す
）
と
一
九
〇
二
年
十
一
月
十
日
制
定
の
天
神
山

町
申
合
規
則
（
以
下
、「
申
合
規
則
」
と
略
す
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
「
町
則
」
は
、
二
十
八
箇
条
の
条
文
を
列
挙
し
た
だ
け
で
番
号
が
与
え

ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
冒
頭
か
ら
の
順
番
を
示
し
な
が

ら
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
最
初
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
第
一
条
に

「
町
則
ハ
町
中
会
議
ヲ
以
テ
決
定
ス
」、
第
二
条
に
「
町
則
ハ
府
知
事
及
其

他
命
令
達
ハ
勿
論
、
其
義
ニ
基
キ
総
テ
僻
論
主
義
ヲ
謹
ミ
、
会
議
ヲ
安
寧

而
和
合
ヲ
趣
旨
ト
ス
」、
第
三
条
に
「
会
議
談
合
ハ
人
道
ヲ
以
テ
、
相
互

ニ
道
徳
ニ
而
義
務
ヲ
不
背
、
悪
キ
性
質
ヲ
謹
ミ
、
以
実
意
ヲ
明
良
ニ
而
他

ノ
損
害
ヲ
要
ト
セ
ズ
、
正
当
ノ
義
務
ヲ
尽
シ
退
散
可
致
候
事
」
な
ど
と
あ

り
、
明
治
維
新
後
に
流
布
し
た
新
し
い
漢
語
を
用
い
て
、
会
議
の
理
念
を

標
榜
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
町
則
」
に
よ
れ
ば
、
会
議
は
町
総
代
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
、
無
断
欠

席
に
は
罰
金
が
科
さ
れ
る
と
い
う
。
議
事
は
多
数
決
で
決
し
、
緊
急
の
会

議
で
は
出
席
者
の
み
で
議
決
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。
近
世
に
は
町
年

寄
と
呼
ば
れ
て
い
た
町
の
代
表
が
、「
町
則
」
で
は
町
総
代
と
呼
ば
れ
、

任
期
は
半
年
と
明
記
さ
れ
た
。
町
に
は
こ
の
他
に
一
年
任
期
の
出
納
係
、

二
年
半
も
の
長
期
に
わ
た
っ
て
担
当
す
る
構
出
納
取
締
役
、
一
年
任
期
の

衛
生
組
長
と
教
育
委
員
が
置
か
れ
た
。
第
十
二
条
に
は
、「
衛
生
組
長
兼

教
育
委
員
」
と
あ
る
が
、
町
に
教
育
委
員
が
置
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
珍

し
い
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
十
三
条
に
は
、「
構
係
及
町
持
家
取
締

役
兼
教
育
委
員
」
と
の
表
現
も
あ
り
、
衛
生
組
長
と
教
育
委
員
が
別
人
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、「
構
」
は
霰
天
神
山
保
存
の
た
め
に
設

け
ら
れ
た
「
講
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
の
条
文
に
は
、
家
売
買
や
家
督
相
続
な
ど
不
動
産
を
所
有
す
る

居
住
者
（
家
持
）
の
出
入
り
に
関
わ
る
項
目
、
徴
兵
入
営
者
へ
の
餞
別
、

結
婚
祝
儀
、
死
亡
者
へ
の
弔
慰
金
、
彼
岸
、
大
日
会
、
火
焚
な
ど
人
生
儀

礼
や
年
中
行
事
に
関
す
る
項
目
が
並
ぶ
。「
町
則
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、

近
代
的
な
「
会
議
」
の
運
営
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

内
容
的
に
は
近
世
以
来
の
町
の
習
慣
を
維
新
後
の
風
潮
に
あ
わ
せ
て
簡
素

化
し
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
明
文
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

特
徴
的
な
の
は
、
祇
園
祭
に
関
す
る
項
目
が
、「
神
事
」
と
し
て
第

十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
占
め
る
こ
と
で
、
そ
の
中
で
は
、「
霰
天

神
山
并
悉
皆
附
属
品
」
を
町
の
共
有
物
と
明
記
し
、
行
事
五
名
の
ほ
か
に

借
家
人
か
ら
提
灯
取
締
を
選
び
、
山
巡
行
に
際
し
て
は
町
中
全
員
で
供
奉

す
る
な
ど
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
町
内
の
積
立
金
と
し
て
坪
割
金
が
定
め
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ら
れ
る
な
ど
、
何
か
に
つ
け
て
出
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
山
の
維

持
に
苦
心
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
、「
申
合
規
則
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
長
文
で
文
章
化
さ
れ

て
い
る
箇
所
も
あ
る
た
め
、
正
確
な
条
文
数
は
把
握
し
に
く
い
が
、
い
く

つ
か
の
章
に
ま
と
め
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
章
立
て
構
成

を
掲
げ
る
と
、
町
中
之
交
誼
、
町
内
三
役
員
、
町
役
員
之
任
期
及
資
格
、

町
中
之
協
議
及
総
会
、
町
内
共
有
物
、
土
地
家
屋
売
買
之
手
続
、
一
年
間

勘
定
報
告
、
役
員
ノ
交
代
、
貸
家
所
有
者
心
得
、
衛
生
上
ノ
注
意
、
不
勤

之
事
、
神
事
、
婚
姻
及
養
子
、
御
火
焚
、
大
日
会
、
葬
式
、
家
督
相
続
、

出
産
、
年
回
ニ
付
招
待
、
寄
附
金
及
物
品
ノ
寄
附
、
町
内
祠
堂
施
餓
鬼
、

坪
割
不
勤
之
事
、
天
神
山
保
存
積
立
講
、
役
員
報
酬
、
徴
兵
適
齢
者
入
営
、

報
酬
等
費
途
の
二
十
六
章
に
及
ぶ
。

　

最
初
に
「
町
中
之
交
誼
」
を
掲
げ
る
の
は
、「
町
則
」
と
も
共
通
す
る

特
徴
で
あ
る
が
、
次
に
は
「
町
内
三
役
員
」
と
し
て
公
同
組
長
、
衛
生
組

長
、
出
納
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
町
総
代
が
公
同
組
長
に
置
き
換
え
ら
れ
た

と
考
え
れ
ば
、
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
任
期
は
一

年
に
統
一
さ
れ
た
。
役
員
は
定
期
総
会
で
選
出
さ
れ
る
が
、
総
会
を
構
成

す
る
町
議
員
に
つ
い
て
は
、「
町
内
家
持
者
ニ
シ
テ
不
勤
者
ヲ
除
ク
外
町

議
員
ト
ス
、
町
内
之
議
員
ハ
満
弐
拾
年
異
常
ノ
男
子
ニ
限
ル
」
と
あ
り
、

町
役
員
は
家
持
間
の
互
選
で
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対

し
、「
町
則
」
で
は
町
中
会
議
の
構
成
員
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
町
中
会
議
の
構
成
員
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
家
持
層
で
あ
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
た
め
に
、
書
く
必
要

が
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
総
会
の
構
成
員
を
わ
ざ
わ
ざ
明

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

土
地
家
屋
の
売
買
に
関
し
て
は
、
町
中
に
買
得
希
望
の
者
が
あ
れ
ば
そ

れ
を
優
先
す
る
こ
と
、
他
町
の
者
に
売
却
す
る
時
に
は
「
本
則
ヲ
確
守
ナ

シ
、
且
身
分
賤
カ
ラ
サ
ル
人
ニ
テ
相
当
ノ
信
用
ア
ル
人
ニ
」
売
る
よ
う
に

定
め
た
。
土
地
家
屋
の
売
買
は
総
会
の
構
成
員
に
も
関
わ
る
重
要
事
項
で

あ
り
、
中
世
以
来
、
町
式
目
制
定
の
動
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
借
家
人
を
選
ぶ
場
合
に
も
「
身
分
営
業
ヲ
明
瞭
ニ
記
シ
」、
家
持

一
般
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。
人
生
儀
礼
や
年
中
行
事
に
関
す
る

項
目
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
は
な
く
、
近
世
以
来
の
町
運
営
と
の
連
続

性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
「
申
合
規
則
」
で
は
、
町
内
共
有
物
と
し
て
「
天
神
山
祭
礼
道
具
壱
式
」

と
「
町
会
議
所
・
町
持
家
地
所
家
屋
建
物
壱
式
」
を
挙
げ
、「
当
町
ニ
家

屋
所
有
ナ
シ
居
住
ス
ル
者
」
す
な
わ
ち
家
持
層
の
共
同
所
有
と
し
た
。
た

だ
、
家
持
が
家
を
売
却
し
て
町
を
出
て
行
く
時
に
、
こ
れ
ら
を
分
割
し
て

譲
り
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
も
明
記
さ
れ
た
。「
共
有
」
と
い
う

観
念
は
、
近
世
以
来
の
町
運
営
の
根
幹
を
な
し
て
お
り
、
大
き
な
齟
齬
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
町
会
議
所
の
登
記
に
際
し
て
は
、「
町

中
共
有
物
」
の
裏
付
け
と
な
る
法
律
が
な
い
た
め
に
、
家
持
層
の
一
人
で

あ
る
安
田
喜
三
郎
の
名
義
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
経
過
に
つ
い
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て
も
、「
申
合
規
則
」
に
明
記
さ
れ
た
。

　
「
神
事
」
に
つ
い
て
は
、「
町
則
」
よ
り
も
詳
細
に
記
述
す
る
。
行
事
五

名
は
家
持
層
か
ら
、
提
灯
方
二
名
は
借
家
人
か
ら
選
ば
れ
た
。
吉
符
入
に

は
行
事
と
提
灯
方
が
、
山
建
に
は
町
中
一
般
、
鬮
取
に
は
行
事
の
内
二
名

が
参
加
し
、
七
月
十
七
日
の
神
事
に
は
町
内
一
統
が
山
に
供
奉
、
神
輿
渡

御
に
は
公
同
組
長
が
供
奉
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、「
町
則
」
に
見

ら
れ
た
坪
割
金
が
こ
こ
で
も
記
載
さ
れ
た
他
、
天
神
山
保
存
積
立
講
の
項

目
も
設
け
ら
れ
た
。

三　

借
家
人
町
則
の
制
定

　

一
九
〇
二
年
の
「
申
合
規
則
」
は
、
一
八
九
〇
年
の
「
町
則
」
に
比
べ

て
記
載
項
目
も
増
え
、
内
容
も
充
実
し
た
が
、
町
の
習
慣
に
関
わ
る
部
分

の
大
半
は
「
町
則
」
あ
る
い
は
近
世
以
来
の
取
り
決
め
を
踏
襲
し
た
も
の

と
い
え
た
。
町
総
代
が
公
同
組
長
に
名
称
変
更
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
選

出
は
家
持
層
で
構
成
さ
れ
る
定
期
総
会
で
な
さ
れ
る
な
ど
、
実
態
に
変
化

は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
規
則
で
断
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
こ

ろ
に
変
化
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
九
九
九
年
の
「
町
式
目
の
世
界
」
展
に

出
展
し
た
「
借
家
人
町
則
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
申
合
規
則
」
と
同
時

に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
同
町
の
中
で
の
借
家
人
の
位
置
を
知
る
上
で
重
要

な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 

天
神
山
町
借
家
人
町
則

 

初
メ
テ
当
町
ニ
移
住
セ
ラ
レ
シ
人
ハ
町
中
ヘ
天
神
山
寄
進
ト
シ
テ
金
参

拾
銭
公
同
組
長
ヘ
納
ム
ヘ
シ

 

当
町
ニ
移
住
セ
シ
人
ハ
天
神
山
保
存
ノ
為
メ
同
積
立
講
ノ
一
部
分
ヲ
負

担
シ
講
法
ニ
依
リ
掛
金
ス
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

但
移
住
ノ
際
結
講
ノ
半
途
ナ
ル
時
ハ
満
講
ヲ
待
チ
、
次
回
ノ
結
講
ヨ

リ
入
講
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

 

借
家
人
ハ
移
住
セ
シ
日
ヨ
リ
三
日
間
以
内
ニ
町
中
家
持
者
ヘ
挨
拶
ニ
廻

ル
モ
ノ
ト
ス

　

左
ノ
場
合
ニ
ハ
早
速
衛
生
組
長
迄
届
出
ラ
ル
ヘ
シ

 
 
 

死
亡　
　

出
産　
　

伝
染
病
発
生

 

毎
年
四
月
・
十
月
両
度
八
阪
〔
マ
マ
〕神
社
御
千
度
ノ
節
ハ
用
人
ヨ
リ
通
知
ア
リ

次
第
務
テ
参
詣
ア
ラ
ン
事
ヲ
要
ス

 

当
日
休
憩
後
ノ
弁
当
料
ハ
町
内
ノ
経
済
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
実
費
ヲ
申
受
ル

事
ア
ル
ヘ
シ

 

町
内
ヨ
リ
達
シ
タ
ル
区
費
及
町
費
ハ
遅
滞
ナ
ク
期
日
迄
ニ
納
金
ス
ル
事

ヲ
要
ス

 

平
日
ヨ
リ
衛
生
上
ニ
注
意
ナ
シ
、
可
成
清
潔
ヲ
専
ト
シ
伝
染
病
者
ノ
生

セ
サ
ル
様
注
意
セ
ラ
ル
ヘ
シ

 
万
一
不
幸
ニ
シ
テ
病
者
ヲ
生
シ
タ
ル
時
ハ
即
時
衛
生
組
長
ニ
届
出
、
決

シ
テ
隠
弊〔
蔽
〕等
ノ
行
ナ
カ
ラ
ン
事
要
ス

 

毎
年
七
月
十
四
日

同　

十
七
日

山
建
及
山
装
飾
山
片
付
ノ
節
ハ
用
人
ヨ
リ
通
知
ア
リ
次
第
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早
々
会
議
所
ヘ
出
頭
ナ
シ
、
共
ニ
助
勢
ア
ラ
ン
事
ヲ
要
ス

 
毎
年
神
事
中
借
家
人
中
ヨ
リ
家
並
順
ヲ
以
テ
弐
名
宛
御
山
ノ
夜
間
提
燈

ヲ
監
督
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

　

神
事
当
日
ハ
借
家
人
一
統
上
下
着
用
御
山
ノ
供
奉
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

 
 

但
当
日
ノ
中
飯
ハ
各
自
ノ
負
担
ト
ス

 

神
事
当
日
供
奉
不
勤
者
ハ
不
勤
料
ト
シ
テ
町
内
ヘ
金
五
拾
銭
納
ム
ル
モ

ノ
ト
ス

 
 

但
不
幸
病
気
等
ノ
事
故
ア
ル
時
ハ
不
勤
料
ヲ
納
ム
ル
ニ
及
サ
ル
モ
ノ

ト
ス

　

右
之
通
、
町
則
確
守
可
致
、
依
テ
左
ニ
署
名
捺
印
ス
ル
者
也

 
 

明
治
参
拾
五
年
拾
壱
月
拾
日

 
 
 
 
 
 
 
 

天
神
山
町
借
家
人

　

こ
れ
を
一
瞥
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
借
家
人
町
則
」
は
町
運
営

全
体
で
は
な
く
、
同
町
の
天
神
山
保
存
講
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
借
家
人
は
、
霰
天
神
山
を
維
持
す
る
た
め
に
、
町
へ
の
参
加
を
限

定
的
に
認
め
ら
れ
た
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、
霰
天

神
山
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
借
家
人
に
も
町
政
に
関
与
す

る
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
一
九
〇
二
年
の
「
申
合
規
則
」
と
「
借
家
人
町

則
」
の
制
定
は
、
公
同
組
合
設
置
と
は
直
接
関
係
な
く
、
む
し
ろ
祇
園
祭

の
山
鉾
維
持
の
た
め
に
借
家
人
を
町
に
ど
う
包
摂
し
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
に
眼
目
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
は
、
天
神
山

町
に
隣
接
し
、
山
鉾
町
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
山
伏
山
町
の
動
き
で
あ
っ
た
。

　

京
都
市
歴
史
資
料
館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
山
伏
山
町
文
書
を
見
る
と
、

天
神
山
町
の
「
申
合
規
則
」
の
前
年
に
「
申
合
規
則
」
な
ど
が
制
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
山
伏
山
町
文
書
に
よ
れ
ば
、
同
町
に
お
い
て

「
申
合
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
一
年
五
月
、「
借
宅
者
町
則
」

が
制
定
さ
れ
た
の
は
同
年
六
月
で
あ
っ
た（

８
）。

参
考
ま
で
に
、「
申
合
規
則
」

の
目
次
を
掲
げ
る
と
、
町
内
之
役
員
、
町
役
員
ノ
任
期
及
資
格
、
町
役
員

交
代
、
町
中
之
協
議
及
総
会
、
町
内
共
有
物
及
保
護
法
、
町
内
之
交
誼
及

趣
意
、
半
季
間
精
算
報
告
、
家
屋
売
買
手
続
、
貸
家
所
有
者
之
心
得
、
神

事
之
役
員
及
資
格
、
神
事
ニ
関
ス
ル
心
得
、
寄
附
金
品
ニ
関
ス
ル
心
得
、

衛
生
上
之
心
得
、
町
内
式
典
其
他
之
雑
則
（
婚
姻
、
養
子
、
家
督
相
続
、

出
産
、
葬
式
、
年
回
配
物
招
待
）、
用
人
之
役
務
及
俸
給
、
年
中
行
事
、

追
加
と
い
っ
た
構
成
で
あ
り
、
天
神
山
町
の
「
申
合
規
則
」
に
酷
似
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
、「
借
宅
者
町
則
」
に
つ
い
て
も
全
文
を
掲
げ
る
と
以

下
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 

借
宅
者
町
則

　

初
メ
テ
当
町
ニ
移
住
セ
ラ
レ
シ
人
ハ
、
町
中
ヘ
山
寄
進
ト
シ
テ
金
参
拾

銭
、
公
同
組
長
迄
持
参
セ
ラ
ル
ベ
シ

　

借
宅
者
ハ
移
住
セ
シ
日
ヨ
リ
三
日
間
以
内
ニ
町
中
家
持
中
エ
挨
拶
ニ
廻

ル
モ
ノ
ト
ス
（
但
シ
用
人
案
内
ニ
召
連
ル
事
、
其
節
用
人
ノ
心
付
金
額
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ハ
当
家
ノ
随
意
ト
ス
）

　

左
之
場
合
ニ
ハ
早
速
公
同
組
長
及
衛
生
組
長
迄
届
出
ラ
ル
ベ
シ
、
又
汚

物
消
毒
法
及
成
規
之
手
続
ヲ
ナ
サ
ル
ベ
キ
事

 
 
 

死
去　

出
産　

伝
染
病
ノ
発
生

　

毎
年
四
月
・
十
月
春
秋
ニ
八
阪
〔
マ
マ
〕神
社
御
千
度
ノ
節
ハ
用
人
ヨ
リ
通
知
ア

リ
次
第
務
テ
参
詣
ア
ラ
ン
事
ヲ
要
ス
、
当
日
休
憩
後
弁
当
料
ハ
町
内
経

済
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
テ
実
費
ヲ
申
受
ル
事
ア
ル
ベ
シ
、
当
日
不
参
者
ハ
御

千
度
費
及
不
参
料
ト
シ
テ
金
弐〻
拾
銭
当
町
ヘ
申
受
ク
ベ
シ

　

町
内
ヨ
リ
達
シ
タ
ル
区
費
及
町
費
ハ
遅
滞
ナ
ク
期
日
迄
ニ
納
金
ス
ル
事

ヲ
要
ス

　

平
日
ヨ
リ
衛
生
上
ニ
注
意
ナ
シ
、
可
成
清
潔
ヲ
専
ト
シ
伝
染
病
之
発
生

セ
ザ
ラ
ン
様
注
意
セ
ラ
ル
ベ
シ

　

万
一
不
幸
ニ
シ
テ
病
者
ノ
生
シ
タ
ル
時
ハ
即
時
衛
生
組
長
ニ
届
出
、
決

シ
テ
隠
弊〔

蔽
〕等

ノ
行
ナ
カ
ラ
ン
事
ヲ
要
ス
、
毎
年
七
月
十
四
日
之
山
建
及

十
七
日
山
装
飾
及
片
付
ノ
節
ハ
用
人
ヨ
リ
通
知
次
第
早
々
会
議
所
ヘ
出

頭
ナ
シ
共
ニ
助
勢
ア
ラ
ン
事
ヲ
要
ス

　

毎
年
神
事
中
借
宅
者
中
ヨ
リ
家
並
順
ヲ
以
テ
弐〻
四
名
宛
御
山
ノ
夜
間
提

灯
之
監
督
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

　

神
事
当
日
ハ
借
家
衆
一
般
ハ
上
下
着
用
一
文
字
傘
ニ
テ
御
山
ニ
供
奉
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

　

当
日
供
奉
不
勤
者
ハ
町
内
ヘ
金
壱
円
不
勤
料
ト
シ
テ
納
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　

不
幸
又
ハ
疾
病
ガ
為
メ
供
奉
ナ
シ
難
キ
時
ハ
不
勤
料
納
ム
ル
ニ
及
バ
ス

　

当
日
ノ
中
飯
ハ
各
自
ノ
負
担
ト
ス

　

毎
年
正
月
元
日
ハ
町
会
議
所
ニ
テ
町
中
ノ
年
始
之
礼
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
ニ
付

用
人
ヨ
リ
通
知
ア
リ
次
第
礼
服
着
用
ニ
テ
早
々
出
頭
セ
ラ
ル
ベ
シ

　

当
町
居
住
借
宅
者
家
族
店
員
ニ
至
ル
迄
理
髪
ハ
町
会
議
所
ニ
テ
ナ
ス
ヲ

要
ス

　

一
般
居
住
者
ノ
理
髪
ハ
町
会
議
所
経
済
ニ
関
ス
ル
事
故
、
凡
テ
用
人
ニ

依
頼
セ
ラ
ル
ベ
シ

　

右
町
則
ヲ
承
認
ナ
シ
確
守
ス
ル
事
ヲ
証
明
ス
ル
ガ
為
メ
借
宅
者
ハ
凡
テ

左
ニ
捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

 
 
 
 

明
治
参
拾
四
年
六
月
〔
以
下
、
十
二
名
の
人
名
略
〕

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
山
伏
山
町
の
町
式
目
が
天
神
山
町
の
町
式
目
の
原

型
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
管
見
の
限
り

で
は
両
町
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
よ
り
多
く
の
町
の
調
査
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
段
階
で
は
両
町
が
と
も
に
山
鉾
町
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
山
鉾
の
維
持
と
い
う
山
鉾
町
共
通
の
課
題
に
対
処
す
る
動
き

と
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
過
程
で
、
借
家
人
の
町
政
へ
の
関
与
の
道
も

次
第
に
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

四　

一
九
〇
八
年
の
天
神
山
町
町
則

　

天
神
山
町
は
、
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）
七
月
、
あ
ら
た
め
て
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「
町
則
」
を
制
定
す
る
（
以
下
、「
新
町
則
」
と
略
す
）。「
新
町
則
」
は
、

八
十
三
箇
条
も
の
条
文
を
、
総
則
、
議
員
及
不
動
産
、
役
員
、
集
会
、
町

共
有
財
産
物
件
、
不
動
産
所
有
権
移
転
ノ
件
、
不
動
産
貸
借
ノ
件
、
衛
生
、

祝
賀
規
程
、
吊
慰
規
程
、
戸
籍
上
ノ
件
、
有
志
寄
附
ノ
件
、
新
年
宴
会
、

彼
岸
会
、
御
千
度
参
詣
、
神
事
、
大
日
尊
法
会
、
御
火
焚
祭
、
坪
割
金
賦

課
ノ
件
、
町
用
人
、
会
計
、
雑
則
の
二
十
二
章
に
整
理
し
た
も
の
で
、

「
申
合
規
則
」
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
直
し
た
も
の
と
い
え
る
。「
新
町

則
」
の
内
容
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
集
会
」
に
関
す
る
章
で
、
従
来
の

家
持
層
に
よ
る
総
会
の
ほ
か
に
、「
当
町
居
住
者
全
戸
主
ノ
集
会
」
と
し

て
「
大
会
」
を
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
借
家
人
が
意
思
決

定
に
関
わ
る
よ
う
な
条
文
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
不
動
産
貸
借

ノ
件
」
に
関
す
る
章
の
第
四
十
一
条
で
、「
借
家
人
町
則
ニ
違
反
シ
、
其

他
不
法
ナ
ル
行
動
ア
ル
ト
キ
ハ
、
議
員
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
忠
告
シ
、
尚
ホ

悛
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
貸
主
ニ
向
テ
借
主
移
転
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

シ
」
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、「
新
町
則
」
は
、
前
述
の
「
借
家
人
町

則
」
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
新
町
則
」
に
は
町
則
を
承
認
し
た
人
々
が
署
名
し
て
い
る
が
、
筆
跡

な
ど
か
ら
制
定
当
初
の
署
名
者
は
二
十
一
名
（
法
人
名
を
含
む
、
以
下
同

じ
）
で
、
い
ず
れ
も
家
持
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
新
町
則
」

第
八
十
二
条
に
、「
本
町
則
制
定
後
ニ
当
町
内
ニ
不
動
産
所
有
権
ヲ
得
タ

ル
モ
ノ
ハ
本
町
則
ニ
直
チ
ニ
其
月
日
ヲ
記
入
シ
且
ツ
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
も
家
持
の
転
入
者
が
署
名
を
付
け
加
え
て

い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
新
町
則
」
に
は
一
九
六
七
年
七
月
時
点
ま

で
に
三
十
五
名
が
付
け
加
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
新
町
則
」
は

一
九
六
七
年
の
調
査
当
時
ま
だ
生
き
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
新
町
則
」
は
い
つ
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
同
町
に
残
る
「
新
町
則
」
を
確
認
す
る
と
、
一
九
七
一
年
十
二
月
ま

で
に
さ
ら
に
三
名
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
日
付
は
な
い
。
天

神
山
町
で
は
山
の
保
存
や
町
運
営
を
強
化
す
る
た
め
に
、
一
九
二
〇
年
代

に
財
団
法
人
が
設
立
さ
れ
た
り
、
一
九
六
五
年
に
は
新
し
い
町
内
会
会
則

を
作
成
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
条
文
の
内
容
を
見
て
も
、
た
と
え

ば
「
公
同
組
長
」
な
ど
と
い
う
呼
称
は
戦
時
中
に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ

て
お
り
、「
新
町
則
」
の
内
容
が
、
一
九
七
一
年
ま
で
生
き
続
け
て
い
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
同
町
に
お
い
て
「
新
町
則
」
に
署
名

が
続
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、「
新
町
則
」
へ
の

署
名
が
町
の
家
持
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の
儀
式
、
町
入
り
の
儀
式
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
町
式
目
に
は
こ
の
よ
う
な
使
わ
れ

方
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五　

結
び
に
か
え
て 　

 

山
鉾
町
の
特
質 　

　

天
神
山
町
文
書
に
残
る
町
式
目
で
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
、
一
八
九
〇

年
の
「
町
則
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
町
式
目
が
作
ら
れ
た
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
市
制
施
行
に
よ
っ
て
市
や
区
、
学
区
な
ど
と
町
と
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の
間
で
、
公
共
的
業
務
の
分
担
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

９
）。

衛
生
組
長
や
教
育
委
員
な
ど
に
関
す
る
条
文
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
祇
園
祭
に
関
す
る
項
目
は
、
他
地
域
に
は
見
ら
れ
な

い
も
の
で
、
同
町
で
町
式
目
を
整
備
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
動
機
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
九
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
二
つ
の
町
式
目
は
、
山
伏
山
町
の
先
例
を

見
習
っ
た
も
の
で
あ
り
、
祇
園
祭
の
山
鉾
の
維
持
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ

た
。
と
く
に
、「
借
家
人
町
則
」
は
借
家
人
を
天
神
山
の
維
持
に
協
力
さ

せ
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
町
運
営
に
と
っ
て
は
画
期
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
山
鉾
町
全
般
に
見
ら
れ
た
財
政
危
機

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

近
世
の
祇
園
祭
に
お
け
る
寄
町
制
度
と
地
ノ
口
米
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る（

）
1

が
、
明
治
四
年
に
寄
町
制
度
が
廃
止
さ
れ
て

か
ら
は
一
部
の
山
鉾
町
が
財
政
難
に
陥
り
、
一
八
八
八
年
に
は
白
楽
天
山

が
巡
行
を
中
止
す
る
に
至
っ
た（

）
1

。
そ
の
後
、
月
鉾
町
や
鶏
鉾
町
の
困
窮
も

深
刻
化
し
、
鶏
鉾
町
で
は
鉾
の
売
却
問
題
ま
で
惹
起
し
て
い
る）

（（
（

。

　

鶏
鉾
の
維
持
に
苦
し
ん
で
い
た
鶏
鉾
町
が
、
債
務
弁
済
の
た
め
に
鉾
の

売
却
を
企
て
た
と
さ
れ
る
こ
の
問
題
は
、
同
様
の
苦
労
を
抱
え
て
い
た
他

の
山
鉾
町
に
衝
撃
を
与
え
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
鶏
鉾

は
そ
の
後
も
鶏
鉾
町
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
が
、
同
町
は
、
一
八
九
六
年

（
明
治
二
十
九
）
七
月
に
「
町
則
」
を
定
め
、
祇
園
祭
に
関
す
る
「
神
事

細
則
」
や
家
持
を
同
盟
員
と
す
る
「
同
盟
契
約
書
」
な
ど
を
締
結
す
る）

（（
（

。

「
町
則
」
を
見
る
限
り
、
鶏
鉾
町
で
は
、
家
持
の
結
束
を
最
優
先
の
課
題

と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
鉾
の
維
持
を
め
ぐ
っ
て
も
、
各
町
の

取
る
方
策
は
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
ほ
か
に
も
孟
宗
山
を
出

す
笋
町
、
南
観
音
山
を
出
す
百
足
屋
町
な
ど
で
も
新
し
い
取
り
決
め
が
な

さ
れ
た
。
山
鉾
町
全
体
の
変
化
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
さ
ら
に
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
検
討
を
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

少
な
く
と
も
山
鉾
町
で
は
、
公
同
組
合
の
設
置
な
ど
よ
り
は
、
祇
園
祭
の

山
鉾
問
題
が
町
運
営
の
転
換
点
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
小
文
で
は
天
神
山
町
文
書
を
例
に
と
っ
て
近
代
京
都
の
町
運
営

に
つ
い
て
考
え
た
。
と
く
に
前
半
で
は
、
町
共
有
文
書
の
あ
り
方
や
そ
の

調
査
の
歩
み
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
現
在
、
京
都
市
内
は
一
九
八
〇
年

代
の
バ
ブ
ル
経
済
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
開
発
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
バ
ブ
ル
経

済
の
時
に
は
、
地
価
が
高
騰
し
た
た
め
に
郊
外
が
開
発
さ
れ
た
が
、
現
在

は
都
市
中
心
部
の
開
発
が
中
心
を
占
め
る
。
そ
の
中
で
、
多
数
の
京
町
家

が
取
り
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
陰
で
無
数

の
古
文
書
も
失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
文
は
、
そ
う
し

た
時
代
に
お
け
る
歴
史
研
究
者
の
役
割
を
考
え
な
が
ら
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
ひ
と
つ
の
文
書
も
多
く
の
関
係
者
の
努
力
で
保
存
が
続
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
作
業
は
、
町
運
営
や
町
づ
く
り
と
同
様
の
意
義
を
持
つ
、
公

共
的
な
営
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
営
み
は
関

係
者
以
外
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
期
に
そ
の
一



注
（
１
）
京
都
市
文
化
観
光
局
文
化
財
保
護
課
、
一
九
八
八
年
、
七
頁

（
２
）
一
点
の
町
式
目
が
複
数
の
年
代
に
ま
た
が
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、

実
際
の
掲
載
点
数
は
も
っ
と
多
い
。

（
３
）
本
史
料
集
を
活
用
し
た
研
究
書
に
は
、
鎌
田
道
隆
『
近
世
京
都
の
都

市
と
民
衆
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
土
本
俊
和
『
中
近
世
都

市
形
態
史
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
丸
山
俊
明

『
京
都
の
町
家
と
町
な
み
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
七
年
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
横
田
冬
彦
「
京
都
町
式
目
に
つ
い
て
の
断
章
」『
京
都
市
歴
史
資
料

館
紀
要
』
第
一
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
は
、
本
史
料
集
の
格
好
の
手
引

き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
、「
本
書
に
お
い
て
町
式
目
の
初
見
か
ら

終
焉
ま
で
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
り
、
本

史
料
集
の
構
成
上
の
問
題
点
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

（
５
）「
公
同
組
合
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
」『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
第

二
三
四
号
、
一
九
九
九
年
、「
公
同
組
合
の
意
義
と
町
組
織
の
歴
史
」

『
ヘ
ス
テ
ィ
ア
と
ク
リ
オ
』
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
参
照
。

（
６
）「
近
代
京
都
「
町
」
に
お
け
る
家
持
自
治
の
転
換
」『
社
会
科
学
』
第

七
六
号
、
二
〇
〇
六
年
。

（
７
）
若
原
史
明
『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』
八
坂
神
社
、
一
九
八
二
年
、

九
七
二
頁
以
下
。

（
８
）
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
Ｎ
８
山
伏
山
町
文
書
Ａ
50
。

（
９
）
拙
稿
「
京
都
の
町
組
織
の
再
編
と
公
共
的
業
務
」『
近
代
京
都
の
改

造
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
参
照
。

（
10
）
富
井
康
夫
「
祇
園
祭
の
経
済
基
盤
」『
京
都
社
会
史
研
究
』
法
律
文

化
社
、
一
九
七
一
年
な
ど
参
照
。

（
11
） 『
改
訂
近
世
祇
園
祭
山
鉾
巡
行
史
』
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
、
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端
を
記
述
し
て
お
く
こ
と
も
、
歴
史
研
究
者
の
役
割
で
は
な
い
か
と
考
え

た
の
で
あ
る
。

　

後
半
で
は
、
天
神
山
町
文
書
の
中
に
残
る
い
く
つ
か
の
町
式
目
か
ら
読

み
と
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
。
小
文
で
は
、
近
世
的
な
町
運
営

が
近
代
的
な
も
の
へ
と
転
換
す
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
そ
の
指
標
と
し
て

着
目
さ
れ
る
借
家
人
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
一
九
〇
一
年
に
山
伏
山
町
で
制
定
さ
れ
、
翌
年
に
天
神
山
町
で
も

制
定
さ
れ
た
借
家
人
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
。
両
町
は
と
も
に
祇
園
祭
の

山
鉾
町
で
、
山
鉾
の
維
持
と
い
う
共
通
の
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
両
町
で
は
、
借
家
人
に
山
鉾
維
持
の
た
め
の
出
金
を
求
め
る
な
ど
、

様
々
な
負
担
を
求
め
る
た
め
に
規
則
を
制
定
し
た
。
一
般
的
に
は
、
祇
園

祭
の
山
鉾
町
と
い
え
ば
、
京
都
市
内
の
中
心
部
に
位
置
し
な
が
ら
も
、
古

い
仕
来
り
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か）

（（
（

。
し
か
し
筆
者
は
、
山
鉾
の
維
持
と
い
う
実
際
的
な
要
請
か
ら
、

山
鉾
町
で
は
、
町
運
営
の
合
理
化
や
借
家
人
の
町
政
へ
の
関
与
が
、
他
地

域
よ
り
も
早
く
か
ら
進
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
仮
説
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
他
地
域
の
町
文
書
と
の

比
較
が
不
可
欠
で
あ
る
。
後
考
を
期
し
た
い
。



一
九
七
四
年
、
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
12
）
前
掲
注
（
７
）『
祇
園
会
山
鉾
大
鑑
』、
二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
関
連

文
書
が
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
Ｎ
21
百
足
屋
町
文
書
に
も

あ
る

（
13
）
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
帳Sm

6

鶏
鉾
町
文
書
Ａ
８
。

（
14
） 『
百
足
屋
町
史
』
全
二
巻
、
南
観
音
山
の
百
足
屋
町
史
刊
行
会
、

二
〇
〇
五
年
、
増
井
正
哉
「
ま
ち
祭
す
ま
い―

都
市
祭
礼
の
社
会
的

基
盤
・
空
間
的
基
盤
」『
ま
ち
祇
園
祭
す
ま
い
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
四
年
な
ど
参
照

（
15
）『
成
熟
都
市
の
研
究
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
八
年
、
一
一
三
頁
）

は
、「
室
町
周
辺
の
町
で
は
第
２
次
大
戦
前
ま
で
、
借
家
人
は
町
内

で
の
一
切
の
権
利
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
自
分
の
土
地
家
屋
を

持
っ
て
初
め
て
発
言
権
が
得
ら
れ
た
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
各
町
の
共
有
文
書
の
検
討
は
重
要

で
あ
る
。

小
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
天
神
山
町
の
伊
藤
祥
男
、
中
尾
金
次
郎
、
清

水
儀
三
の
各
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

近代京都の町式目をめぐって��




