
1
9
2
3

年
（
大
正
12
年
）
9
月
1
日

11
時
58
分
32
秒
）、
神
奈
川
県
相
模
湾

北
西
沖
80k

m

を
震
源
と
し
て
発
生
し

た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド7.9

の
大
正
関
東

大
地
震
が
起
こ
り
、190

万
人
が
被
災
、

10
万
5
千
人
余
死
亡
あ
る
い
は
行
方
不

明
、
建
物
被
害
は
全
壊
が
10
万
9
千

余
棟
、
全
焼
が
21
万2000

余
棟
。
そ

の
日
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

9
月
１
日
を1

9
6
0

年
（
昭
35
）「
防

災
の
日
」
と
定
め
た
。
ま
た
、
そ
の
日

（
二
百
十
日
〜
二
百
二
十
日
）
は
台
風

の
よ
く
来
る
特
異
な
時
期

で
も
あ
っ
た
。

日
本
は
、
４
つ
の
プ
レ
ー

ト
の
上
に
あ
り
、
火
山
と

地
震
は
防
ぎ
よ
う
が
な
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
竜

巻
や
集
中
豪
雨
が
頻

繁
に
起
こ
る
。
先
日
、

宇
治
市
炭
山
が
豪
雨

で
大
き
な
被
害
を
受

け
た
。
そ
こ
は
我
が

父
祖
が
明
治
中
期
ま
で
何
代
も
生
活
し

た
山
村
。
鴨
長
明
が
方
丈
記
「
方
丈
の

庵
」
で
、
峰
伝
い
に
炭
山
を
越
え
、
笠

取
を
過
ぎ
て
、
岩
間
寺
へ
詣
で
、
石
山

寺
を
拝
む
と
書
い
た
古
い
村
。
私
自
身

戦
時
中
疎
開
で
住
ん
だ
、
千
年
を
越
え

た
今
、
大
被
害
を
受
け
た
。
何
故
？
。

67
年
前
、
敗
戦
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と

の
経
済
力
の
差
を
、「
ラ
ラ
物
資
」
の

ク
ッ
キ
ー
、
映
画
、
自
動
車
洗
濯
機
で

見
て
愕
然
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
差
を

詰
め
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
、
経
済
大

国
に
な
っ
た
。
物
は
満
ち
あ
ふ
れ
、
レ

ジ
ャ
ー
や
日
常
生
活
も
欧
米
を
越
え
た

か
も
し
れ
な
い
。
が
、
失
っ
た
も
の
は
、

多
過
ぎ
て
書
け
な
い
ほ
ど
あ
る
。

失
っ
た
も
の
の
「
大
切
さ
」
を
暖
冬

や
異
常
気
象
で
自
然
が
教
え
て
く
れ
て

い
る
。
孤
独
死
や
路
上
生
活
者
は
戦
時

中
よ
り
多
い
、
戦
後
に
弱
い
も
の
を
更

に
苛
め
る
「
西
部
劇
」
を
見
た
影
響
だ

ろ
う
か
？
。
残
虐
な
殺
人
事
件
も
増
え

た
。
肉
食
が
増
え
て
農
耕
民
族
の
日
本

人
の
遺
伝
子
に
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
。

日
本
の
古
き
国
名
は
「
豊
葦
原
之
千

秋
長

五
百
秋
之
水
穂
国
」
だ
っ
た
と

教
え
ら
れ
た
が
・
・
。
人
間
は
自
然
の

産
物
、
自
然
に
は
勝
て
な
い
。
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▽
残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
今
年
は
暑
さ
も
厳
し
く
、

雨
、
雷
も
異
常
。
充
分
に
お
気

を
つ
け
て
お
過
ご
し
下
さ
い
。

▼
例
年
、
台
風
の
一
つ
二
つ
本

土
に
近
付
く
の
に
中
国
大
陸
に

行
く
。
代
わ
っ
て
竜
巻
、
雷
、

ス
コ
ー
ル
風
集
中
豪
雨
。

▽
日
本
だ
け
の
こ
と
で
な
く
ニ
ュ
ー

ス
は
北
極
海
の
水
温
が
上
昇
し

て
氷
が
溶
け
出
し
た
と
報
じ
て

い
る
。
地
球
温
暖
化
の
影
響
だ
。

▼
こ
の
ま
ま
進
む
と
今
世
紀
中

に
数
十c

m

か
ら
数m

の
海
面
上

昇
幅
が
予
想
さ
れ
、
陸
地
が
大

幅
に
減
少
す
る
と
言
う
。

▽
今
、
騒
が
れ
て
て
い
る
竹
島
，

尖
閣
諸
島
に
数
千
倍
の
国
土
が

水
没
す
る
だ
ろ
う
。
生
態
形
変

化
で
人
類
は
食
料
難
に
苦
し
む
。

▽
宗
教
家
で
あ
っ
た
祖
母
は

「
神
さ
ん
は
不
意
打
ち
は
な
さ

ら
な
い
」
と
良
く
言
っ
た
。
結

果
に
は
総
て
原
因
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
教
え
た
の
だ
ろ
う
。

▼
快
適
と
便
利
を
求
め
自
然
を

破
壊
し
続
け
た
人
間
に
、
自
然

は
罰
を
与
え
る
警
告
を
、
気
象

変
化
で
知
ら
し
め
て
い
る
。

▽
太
陽
、
地
球
、
水
空
気
そ
し

て
人
間
も
自
然
物
。
自
然
を
破

壊
す
る
こ
と
は
自
己
否
定
だ
。

夏
の
暑
さ
も
自
然
だ
が
辛
い
。

￤
ど
ん
つ
き
￤

今
回
も
定
員
で
締
切
ま
し
た
が

無
断
欠
席
が
あ
り
ま
し
た
。

お
断
り
し
た
か
た
ス
ミ
マ
セ
ン
！

朝
粥
会
満
席
続
き
、

ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

定
例
：
８
月
19
日
第
３
日
曜
日

お
話
：

ウ
イ
ー
ク
エ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

宮
原
春
彦

様

奥
様
！
内
緒
で
っ
せ
！
こ
そ
っ
と

「
歌
が
上
手
に
歌
え
る
方
法
、

教
え
ま
す
！
」

そ
の
コ
ツ
は
、
肺
活
量
を
大
き
く
す
る
。

①
吐
い
て
、
吸
っ
て
、
基
本
は
や
は
り
、

息
遣
い
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
。

ゆ
っ
く
り
吸
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
吐
き

出
す
。
こ
れ
が
意
外
と
難
し
い
。

写
真
は
練
習
す
る
参
加
者
の
皆
さ
ま
。

②
歌
詞
を
し
っ
か
り
と
覚
え
て
、
そ
の

情
景
を
頭
の
中
に
描
き
、
そ
の
気
持
ち

を
歌
に
込
め
て
歌
う
こ
と
が
大
切
。

口
で
歌
う
で
な
く
心
で
歌
う
こ
と
。

第92回:朝粥食べておシャベリ会 :報告

防
災
の
日
と

二
百
十
日

七条大橋竣工100年記念！
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円

小学生以下無料

日時 :2012年9月23日（日）(少雨決行）
午後13半～16時 定員60名
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集合場所；七条大橋：南西詰下【鴨川川原】
★お申込： ℡075-42－2312 FAX075-462-2289
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盛大な開通式：井上市長

始め小学生3500人も渡る資料:中村伸之様（NPO法人景観フォーラム）



あ
る
新
聞
に
、
ア
メ
リ
カ
・
ト
ル
コ
・

500

人
、
日
本
（
中
高
生
）1000

人
の

親
子
を
対
象
に
「
気
に
な
る
親
子
関
係
」

と
題
し
た
調
査
が
載
っ
て
い
た
。

①
「
親
を
尊
敬
す
る
か
」
は
、
ア
メ
リ

カ
・
ト
ル
コ
は
「
か
な
り
」
も
入
れ
る

ト
、
ほ
ぼ
100
％
が
「
イ
エ
ス
」
日
本

で
は
40
％
前
後
。

②
逆
に
「
子
供
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
か
？
」

の
問
い
に
ア
メ
リ
カ
・
ト
ル
コ
は
「
そ

う
思
う
が
100
％
。
日
本
で
は
、
父
32

%：
母
24.3
％
だ
と
あ
る
。

そ
こ
で
私
も
娘
二
人
の
親
、
聞
い
て

見
た
い
気
は
あ
る
が
、
国
際
調
査
と
同

じ
だ
と
ガ
ッ
カ
リ
す
る
の
で
辞
め
た
。

私
自
身
は
非
常
に
複
雑
な
親
子
関
係
の

な
か
で
青
年
期
ま
で
育
っ
た
の
で
「
親

な
ど
い
ら
ん
」
と
思
っ
た
時
期
も
あ
っ

た
。
今
は
父
母
の
子
で
有
っ
た
こ
と
を

感
謝
し
て
る
し
尊
敬
す
る
気
持
ち
も
増

え
た
。
感
情
に
関
わ
る
こ
と
を
○
×
で

は
測
り
き
れ
な
い
が
、
参
考
に
は
な
る

と
思
い
抜
書
き
し
た
。

友
の
会
の
会
員
さ
ん
で
、
自
信
の
あ
る

人
（
親
）
は
聞
い
て
見
て
。
聞
け
る
人

は
果
た
し
て
何
人
あ
る
か
だ
ろ
う
か
？

知
り
た
い
も
の
だ
。

只
、
こ
の
10
年
に
、
心
理
面
で
日

本
の
親
子
は
距
離
が
遠
く
な
っ
て
い
る

う
識
者
の
言
葉
が
添
え
て
あ
り
ま
し
た
。

（2012

・7/15

・
Ｔ
紙
参
考
）

上
段
の
質
問
と
関
連
し
て
、「
父
（
母
）

の
よ
う
に
な
り
た
い
か
？
」
も
問
う
て

い
る
ア
メ
リ
カ
・
ト
ル
コ
・
は
70
％

が
そ
う
な
り
た
い
と
答
え
た
が
、
日
本

で
は
「
父
の
よ
う
に
」
が
26
％
・「
母

の
よ
う
に
」
の
36
％
と
比
べ
る
と
大

き
く
差
が
あ
る
。
同
じ
質
問
が19

8
9

年
に
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
時
の
「
父
の

よ
う
に
」
は
37.4
％
だ
っ
た
。
父
親
の

値
打
ち
が
暴
落
し
て
い
る
。
否
、
男
性

の
位
置
が
下
が
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

店
に
買
い
物
に
来
る
男
女
の
ペ
ア
を

見
て
い
る
と
買
い
物
の
主
導
権
は
、
女

性
が
、
握
っ
て
い
る
場
合
が
殆
ど
。
青

年
が
、
下
僕
の
よ
う
に
「
か
ご
」
を
持
っ

て
従
っ
て
い
る
姿
を
良
く
見
る
。

青
年
だ
け
で
な
く
当
社
の
「
朝
粥
会
」

や
「
童
謡
コ
ー
ラ
ス
」
や
「
イ
ベ
ン
ト
」

で
も
男
子
は
極
少
な
い
。

何
時
の
間
に
か
♪
「
貴
方
と
呼
べ
ー
ば
，

何
だ
イ
！
と

応
え
る
」
♪

男
性
の
時
代

は
終
っ
た
か

に
見
え
る
。

昭
和
が
去
っ

て
２
３
年
「
夕
涼
み

よ
く
ぞ
男
に

生

ま
れ
け
り
」
の
川
柳
は
何
処
か
へ
消
え

た
。
復
活
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

第

1
回
馬

町
の
爆
撃

を
語
り
継

ぐ
会
の
時
、
寝
入
っ

て
い
た
祖
父
に
「
Ｂ

29
が
飛
ん
で
い
る
」

と
を
起
こ
し
し
そ
の
後
、
爆
撃
音
が
聞

こ
え
た
と
報
告
」
当
時
、
貞
教
国
民
学

校
五
年
生
で
、
給
食
時
間
前
レ
コ
ー
ド

で
聴
か
さ
れ
た
米
空
軍
機
の
爆
音
で
判
っ

た
か
ら
と
の
記
憶
を
話
し
た
。

そ
の
後
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、
千

葉
の
陸
軍
防
空
学
校
が
監
修
し
て
、

「
敵
機
爆
音
集
」
と
い
うS

P

レ
コ
ー
ド

が
、
日
本
蓄
音
機
株
式
会
社
（
ニ
ッ
チ

ク
）
製
作
・
発
売
さ
れ
、
当
時
の
国
民

学
校
で
子
供
達
に
聴
か
せ
、
飛
行
機
の

爆
音
を
聴
い
た
だ
け
で
敵
機
か
味
方
機

か
を
識
別
さ
せ
る
た
め
の
音
感
教
育
と

し
て
実
施
さ
れ
た
と
判
り
ま
し
た
。
現

在
、
そ
の
現
物
は
な
く
、
幻
の
航
空
レ

コ
ー
ド
と
し
て
歴
史
的
価
値
が
あ
り
珍

重
が
ら
れ
て
い
ま
す
。

後
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン

ト
社
が
「
音
声
資
料
に
よ
る
実
録
、
大

東
亜
戦
争
録
音
史
」
と
い
う
全
集
を
発

売
し
て
そ
の
中
に
こ
の
「
敵
機
爆
音
集
」

の
一
部
が
収
録
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
が
、

既
に
廃
盤
で
入
手
不
能
。
そ
れ
で
ネ
ッ

ト
か
ら
レ
コ
ー
ド
盤
写
真
を
転
載
し
ま

し
た
。
薬
を
飲
む
を
忘
れ
、
67
年
前
の

音
を
覚
え
て
る
我
を
笑
う
し
か
無
し
。

「
唾
は
意
外
と
働
き
者
」

七
月
号
に
「
舌
を
出
し
長
生
き
」
で

舌
回
し
を
し
て
い
る
と
書
き
、
今
も
実

行
し
続
け
て
ま
す
。
何
回
か
廻
す
と
自

然
に
唾
が
た
ま
り
飲
み
下
し
ま
す
。

唾
っ
て
、
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
か

気
に
な
り
ま
し
た
。

子
供
の
こ
ろ
、
に
チ
ョ
ッ
ト
怪
我
を

す
る
と
祖
母
に
、
「
唾
を
付
け
た
ら
治

る
」
と
言
わ
れ
、
小
さ
な
傷
口
を
舐
め

る
と
実
際
に
治
り
ま
し
た
。

唾
（
唾
液
）
は
成
人
で
す
と
一
日
に

0.5
〜
1
Ｌ
程
の
大
変
な
量
を
だ
す
そ
う

で
す
。
消
化
を
助
け
る
の
は
勿
論
で
す

が
、
歯
の
表
面
を
清
潔
に
す
る
・
歯
が

酸
性
に
傾
く
の
を
防
ぎ
虫
歯
を
予
防
す

る
抗
菌
性
も
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
う
言

う
と
最
近
は
歯
医
者
さ
ん
に
ご
無
沙
汰

し
て
い
ま
す
。
（
注
）8

0
2
0

は
大
丈

夫
で
し
ょ
う
。

更
に
唾
液
に
は
、
パ
ロ
チ
ン
と
言
う

ホ
ル
モ
ン
が
含
ま
れ
て
い
て
老
化
防
止

の
役
目
も
果
た
す
よ
う
で
す
。

唾
の
こ
と
で
戦
争
終
結
か
ら

29

年
目

に
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
ル
バ
ン
グ
島
か
ら

帰
還
し
た
「
小
野
田
寛
郎
さ
ん
」
の
こ

と
を
思

い
出
し

ま
し
た
。

記
者
会

見
で
お

話
さ
れ
て
い
た
お
口
元
に
唾
を
貯
め
て

ら
れ
た
連
想
か
ら
で
す
。
小
野
田
寛
郎

さ
ん
は1922

年
の
お
生
ま
れ
で
90
才
、

ま
だ
現
役
で
ご
活
躍
と
聞
き
ま
す
。
唾

液
の
成
長
ホ
ル
モ
ン
が
老
化
防
止
に
役

立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
齢
と
共
に
唾
液
は
減
る
傾
向
は
あ

る
そ
う
で
す
。
が
、
よ
く
噛
む
こ
と
や

お
シ
ャ
ベ
リ
す
る
と
唾
は
多
く
で
ま
す
。

落
語
家
や
政
治
家
は
長
生
き
が
多
い
。

あ
ん
ま
り
喋
ら
な
か
っ
た
太
平
さ
ん
は
、

70
歳
の
若
さ
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま

し
た
。

沈
黙
は
金
と
い
い
ま
す
。
が
、

饒
舌
は
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
で
し
ょ
う

か
。
（
注
）8

0
2
0

＝
満
80
歳
で
20
本

以
上
の
歯
を
残
そ
う
と
す
る
歯
科
に
関

す
る
運
動
の
こ
と
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

気
に
な
る
親
子
関
係
の

国
際
比
較
調
査

お
金
の
要
ら
な
い

長
い
生
き
法
③

報
告
・
・
第
3
回
：

馬
町
爆
撃
を
語
り
継
ぐ
会

開
催
日
：
平
24
年
7
月
25
日
（
水
）

午
後
6
時
15
分
~8
時
50
分

会
場
：
元
東
山
小
学
校
図
書
室

第
一
部
：
記
録
映
画

「
か
く
さ
れ
た
空
襲
」
を
上
映

製
作
者
：
長
谷
川
将
美
殿
の

友
人
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
も
の
。

第
二
部
：
現
状
報
告
と

今
後
の
運
営
に
つ
い
て

ご
参
加
者
23
名
様
で
話
し
合
い

を
深
め
ま
し
た
。
そ
の
中
で
収

集
記
録
の
文
字
化
に
ご
協
力
者
下

さ
る
方
な
ど
が
で
き
ま
し
た
。

次
回
：
予
定
10
月
に
4
回
目
を
開
き
、

具
体
的
方
向
性
確
立
を
目
指
し
ま
す
。

馬
町
爆
撃
し
た

Ｂ
29
爆
音
の
記
憶



東
山
区

七
条
通
は

大
和
大
路

付
近
か
ら
東
は
道
幅
が
少
し
広
り
、
付

近
は
「
西
の
門
町
」
と
の
町
名
が
つ
い

て
い
る
。
子
供
の
こ
ろ
か
ら
何
故
だ
ろ

う
疑
問
を
も
ち
、
ヒ
ョ
ッ
ト
し
た
ら
七

条
通
の
拡
幅

ま
で
三
十
三

間
堂
の
西
の

門
が
あ
っ
た

の
で
は
思
っ

て
い
た
。

そ
の
推
測
は

当
た
っ
て
い

て
、
過
っ
て

そ
こ
に
有
っ
た
門
は
移
転
さ
れ
て
重
文

と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
が
左
の

写
真
で
あ
る
。
が
、

ナ
ン
ト
！
弘
法

さ
ん
（
東
寺
）
の
南
大
門
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

東
寺
の
元
の
南
大
門
は
、
楼
閣
門
だ
っ

た
そ
う
だ
が
、
明
治
初
期
に
の
火
事
で

焼
け
た
た
め
に
、
教
王
護
国
寺
（
東
寺
）

の
南
大
門
と
し
て
、
明
治
28
年(1895

年
）
当
時
の
お
金7
0
0

円
で
、
三
十

三
間
堂
の
西
門
を
移
築
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
西
門
は
慶
長
６
年
（1601

）
に

豊
臣
秀
頼
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
切
妻

造
本
瓦
葺
、
三
間
一
戸
の
雄
大
な
八
脚

門
で
、
官
立
寺
院
と
し
て
重
文
に
ふ
さ

わ
し
い
門
で
す
。

因
み
に
三
十

三
間
堂
の
南
大

門
は
、
境
内
の

南
端
、
塩
小
路

に
面
し
て
現
存

し
て
い
る
。

こ
の
南
大
門
も
、

慶
長
５
年
（
１
６
０
０
）
豊
臣
秀
頼
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
瓦
葺
の
巨
大
な
八
脚
門

で
桃
山
時
代
建
築
の
重
要
文
化
財
建
造

物
と
な
っ
て
い
て
，
五
三
の
桐
の
豊
臣

家
に
の
御
紋
入
り
の
太
閤
塀
と
連
な
る
。

今
は
三
十
三
間
堂
の
ご
門
だ
が
、
当
時
、

京
大
仏
殿
の
境
内
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
辺
り
は
「
京
の
郊
外
地
」
京
所
司

代
支
配
及
ば
ず
、
幕
末
に
坂
本
竜
馬
ら

が
出
入
り
し
た
「
土
佐
藩
」
隠
れ
屋
敷

が
有
っ
た
と
さ
れ
て
い
れ
る
。
石
碑
有

出
世
稲
荷

前
を
出
発

し
た
市
電

は
、
千
本
通
を
北
上
し
ま
す
。
ビ
ル
と

ビ
ル
間
に
、
低
い
商
家
・
民
家
が
続
き

ま
す
が
、
金
融
機
関
な
ど
の
建
物
が
車

窓
に
見
え
て
く
る
と
、
ま
も
な
く
千
本

丸
太
町
の
停
留
所
で
す
。

こ
こ
で
、
丸
太
町
線
の
市
電
と
交
差

し
ま
す
が
、
市
電
の
系
統
は
、
千
本
線
、

丸
太
町
線
と
も
、
直
進
す
る
系
統
ば
か

り
で
、
こ
の
交
差
点
で
曲
が
る
系
統
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
当
時
、
丸
太
町

線
東
寄
り
か
ら
千
本
線
南
寄
り
へ
接
続

す
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
営
業
用
で
は
な
く
、
壬
生
車
庫
か
ら

丸
太
町
線
・
錦
林
車
庫
へ
、
ま
た
は
そ

の
逆
の
回
送
・
入
庫
用
と
し
て
、
日
常

的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
千
本
線

は
前
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
七
年
に

廃
止
に
な
り
ま
す
が
、
丸
太
町
線
は
、

昭
和
五
十
一
年
ま
で
残
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

市
電
時
代
の
交
差
点
は
東
南
角
に
大

和
銀
行
支
店
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
と

の
三
ヵ
所
の
角
地
は
二
階
建
て
の
商
家
・

民
家
が
あ
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
印
象
に

残
ら
な
い
交
差
点
で
し
た
。
こ
の
交
差

点
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
撮
影
は
こ
な
し

て
い
ま
せ
ん
。

丸
太
町
通
か
ら
北
の
千
本
通
の
光
景

も
、
さ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
街
並

み
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
南
側
と
は
少

し
違
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
パ
チ
ン

コ
店
や
居
酒
屋
な
ど
、
娯
楽
系
の
店
が

多
い
の
で
す
。
ま
も
な
く
、
西
陣
の
繁

華
街
へ
入
っ
て
行
き
ま
す
。
千
本
丸
太

町
は
、
そ
こ
へ
の
入
口
に
も
当
た
っ
て

い
た
の
で
す
。
人
通
り
も
少
し
増
え
た

感
じ
が
し
ま
す
が
、
歩
道
は
こ
こ
に
も

な
く
、
ク
ル
マ
を
気
に
掛
け
な
が
ら
の

通
行
で
す
。

少
し
北
へ
行
く
と
、
西
側
に
小
さ
な

児
童
公
園
が
見
え
て
き
ま
す
。
不
似
合

い
な
ほ
ど
の
大
き
な
石
碑
が
あ
り
「
大

極
殿
遺
跡
」
の
文
字
が
見
え
ま
す
。
こ

の
付
近
は
、
平
安
京
の
中
心
軸
、
朱
雀

大
路
の
突
き
当
た
り
に
位
置
し
、
平
安

京
に
お
け
る
宮
城
で
あ
る
大
内
裏
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
大
極

殿
が
こ
の
付
近
に
建
っ
て
い
ま
し
た
。

大
極
殿
は
、
天
皇
の
即
位
な
ど
朝
廷
の

儀
式
が
行
わ
れ
た
朝
堂
院
の
正
殿
で
、

壮
麗
を
極
め
た
建
物
と
言
わ
れ
ま
す
。

石
碑
は
、
明
治
二
十
八
年
に
平
安
遷
都

千
百
年
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

大
内
裏
に
は
朝
堂
院
、
豊
楽
院
、
そ

れ
に
天
皇
の
居
住
す
る
内
裏
が
あ
り
、

周
囲
に
宮
殿
・
官
庁
が
並
ん
で
い
ま
し

た
。
大
内
裏
の
範
囲
は
、
現
在
で
言
え

ば
、
北
は
一
条
通
、
南
は
二
条
通
、
東

は
大
宮
通
、
西
は
御
前
通
、
東
西
一
・

一
キ
ロ
、
南
北
一
・
五
キ
ロ
も
あ
っ
た

と
言
わ
れ
、
現
在
の
京
都
御
苑
よ
り
一

回
り
大
き
な
規
模
で
し
た
。

政
変
や
失
火
の
た
め
何
度
も
焼
失
し
、

平
安
末
期
頃
か
ら
再
建
さ
れ
ず
、
安
貞

元
年
（
千
二
百
二
十
七
年
）
に
は
大
内

裏
の
ほ
と
ん
ど
を
焼
失
す
る
火
災
が
発

生
し
、
こ
れ
以
後
再
建
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
跡
地
は
荒
れ
地
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
も
こ
の
付
近
で
は
、
規

模
の
大
き
な
建
設
工
事
が
あ
る
と
、
埋

蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
少

し
ず
つ
大
内
裏
の
様
子
が
解
明
さ
れ
て

い
き
ま
す
。

明
治
二
十
八
年
に
建
立
さ
れ
た
平
安

神
宮
は
、
内
部
に
大
極
殿
、
応
天
門
な

ど
大
内
裏
朝
堂
院
の
施
設
が
縮
小
の
う

え
復
元
さ
れ
た
も
の
で
す
。
千
本
丸
太

町
交
差
点
東
北
角
に
あ
る
平
安
宮
パ
ネ

ル
を
見
る
と
、
平
安
京
や
大
内
裏
の
様

子
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
千
本
丸
太
町
は
、

平
安
京
の
中
心
、
今
で
言
え
ば
、
東
京

都
千
代
田
区
千
代
田
の
よ
う
な
場
所
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。

市
電
が
走
っ
た
街

京
都
を
巡
る
⑲

福
田
静
二

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

地域とお客様のお役に立つ店をめざして！とんからりん VOL156 2012(平成24年）9月１日（土）P3
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千本丸太町北で発車待ちの市電、

周囲は商店が多くなる

大和銀行をバックに交差点を渡る

三
十
三
間
堂

西
の

門
町

東寺の南大門（重要文化財）

三十三間堂南大門（重文）



前

号

で
「
う

ど
ん
屋
」

も
良
い
か
も
と
人
探
し
を
紹
介
者
を
通

じ
Ｋ
君
を
雇
い
「
め
ん
坊
」
の
社
長
に

「
う
ど
ん
屋
を
任
せ
る
人
材
」
ま
で
育

て
て
欲
し
い
預
け
ま
し
た
。
四
ヶ
月
程

た
っ
て
「
も
う
大
丈
夫
」
と
い
わ
れ
ま

し
た
。
愈
々
、
さ
ぬ
き
う
ど
ん
店
「
東

山
め
ん
坊
」
開
店
を
決
め
ま
し
た
。

只
、
そ
れ
ま
で
三
年
ほ
ど
、
そ
の
場
所

で
「
立
ち
呑
み
酒
処
」
を
営
業
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
①
そ
の
お
客
さ
ん
に
ど

う
対
応
す
る
か
。
②
お
酒
を
改
装
資
金

で
悩
み
ま
し
た
。
①
は
今
ま
で
の
立
ち

飲
み
営
業
時
間
は
、
そ
れ
と
同
じ
値
段

で
お
酒
を
提
供
す
る
。
②
は
営
業
主
の

家
内
名
義
で
国
金
で
借
り
、
そ
の
部
分

の
家
賃
は
家
内
が
父
に
支
払
う
形
の
独

立
営
業
と
し
て
昭51

年12

月
開
店
し
ま

し
た
。
開
店
数
日
は
【
き
つ
ね
う
ど
ん
】

1
0
0

円
で
特

売
、
大
入

り
満
員
で

し
た
が
過

ぎ
る
と
お

客
さ
ん
は

サ
ッ
パ
リ

で
す
。

エ
ラ
イ
商

売
を
し
た

な
ぁ
と
後
悔
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
年
が
明
け
、
五
日
に
店

を
開
け
る
と
お
客
さ
ん
が
続
々
ご

来
店
。
国
立
京
都
博
物
館
で
「
安
宅
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
を
熱
海
の
宗
教
団
体
が
後
援
し
た

こ
と
か
ら
四
月
こ
ろ
ま
で
大
勢
が
来
ら

れ
「
う
ど
ん
屋
」
も
軌
道
に
乗
り
ま
し

た
。
資
金
不
足
で
当
初
設
置
場
所
だ
け

決
め
て
い
た
「
空
調
設
備
」
も
入
れ
ら

れ
た
の
で
す
。
立
ち
飲
み
屋
時
代
の
お

客
さ
ん
も
、
以
前
と
同
様
ご
来
店
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

３
・
１
１
の
後
、
東
日
本
か
ら
引
っ

越
し
て
き
た
。
４
分
の
１
世
紀
余
り
前
、

学
生
と
し
て
過
ご
し
た
縁
で
あ
る
。

市
電
が
烏
丸
通
り
と
今
出
川
通
り
を
走
っ

て
い
た
頃
の
こ
と
だ
。
な
の
で
、
京
都

は
な
じ
み
の
あ
る
土
地
、
そ
う
思
っ
て
、

こ
の
た
び
は
堀
川
通
り
の
西
、
ト
ン
ネ

ル
路
地
の
奥
に
あ
る
町
家
に
居
を
定
め

る
。
が
、
西
陣
の
路
地
奥
に
住
ん
で
京

都
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
直
に
触
れ
、
知
っ

て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
京
都
が
異
国
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

東
京
の
郊
外
の
新
興
住
宅
地
か
ら

は
消
え
て
し
ま
っ
た
様
々
な
生
活
音
が

路
地
に
響
く
。
早
朝
の
水
撒
き
。
狭
い

路
地
を
宅
急
便
の
品
々
を
載
せ
る
荷
台

車
の
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
い
う
音
。
隣
人
た
ち

写
真
の
看
板
に
加
盟
し
て
い
た
日
本

酒
銘
酒
を
日
本
地
図
に
描
き
入
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
試
飲
会
も
「
東
山
め
ん

坊
」
で
開
催
し
た
り
し
ま
し
た
の
で
売

り
上
げ
は
好
調
に
推
移
し
ま
し
た
。
が
、

う
ど
ん
屋
単
体
と
し
て
は
、
税
金
を
払

う
程
の
利
益
が
上
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
年
目
に
平
均
的
な
飲
食
店
よ
り
利

益
率
が
低
い
と
の
理
由
で
税
務
調
査
に

来
ら
れ
ま
し
た
が
、
帳
簿
と
お
酒
の
売

価
を
見
て
納
得
し
て
お
帰
り
に
な
り
ま

し
た
。
仕
事
は
好
き
で
す
儲
け
る
こ
と

は
得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

の
話
し
声
。
私
が
住

む
路
地
の
な
か
に
は
老
夫
婦
か
ら
赤
ん

坊
の
い
る
若
夫
婦
ま
で
、
文
字
通
り
老

若
男
女
が
賑
々
し
い
。
お
ま
け
に
犬
も
、

猫
も
い
る
。

仕
事
中
心
、
大
人
中
心
の
東
京
暮
ら

し
の
中
で
忘
れ
て
い
た
人
間
の
生
活
、

ヒ
ト
を
含
む
生
き
物
の
暮
ら
し
の
な
か

に
自
分
が
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
た
び
は
地
蔵
盆
な
る

も
の
を
初
め
て
経
験
し
た
。
西
陣
を
縦

横
に
走
る
道
路
は
狭
い
。
車
が
一
台
と

お
る
の
が
や
っ

と
の
道
幅
な

の
で
、
ほ
と

ん
ど
が
一
方

通
行
。
そ
ん

な

路

地

を

「
町
内
行
事

に
つ
き
通
行

止
」
の
に
わ
か
作
り
の
看
板
が
塞
ぐ
。

そ
う
や
っ
て
、
車
の
通
行
を
止
め
て
で

も
暮
ら
し
を
優
先
す
る
。
も
う
少
し
若

か
っ
た
ら
、
忌
々
し
く
思
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
３
・
１
１
後
の
私
は
そ
ん

な
人
々
の
暮
ら
し
っ
ぷ

り
を
む
し
ろ
好
ま
し
く

感
じ
た
。
価
値
観
が
変

わ
っ
た
の
だ
。

わ
が
路
地
の
な
か
で
は
朝
か
ら
組
長

さ
ん
が
子
ど
も
の
居
る
家
々
に
お
菓
子

を
配
り
な
が
ら
、
「
〇
〇
ち
ゃ
あ
あ
あ

ん
。
お
菓
子
持
っ
て
き
た
で
ぇ
。
も
う

す
ぐ
ビ
ン
ゴ
や
る
か
ら
来
て
や
ぁ
」
と

声
を
掛
け
て
回
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
育
っ

た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
が
周
囲
の
大

人
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚

を
ご
く
自
然
に
育
む
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
将
来
、
何
ら
か
の
人
間
関
係
の
ト

ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し
た
と
き
、
自
ら
を
支

え
る
力
の
源
、
す
な
わ
ち
自
尊
感
情
を

育
て
る
養
分
に
な
る
は
ず
だ
。

子
ど
も
の
世
界
が
荒
れ
て
い
る
の
は
、

京
都
の
路
地
奥
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
暮
ら
し
が
、
日
本
人
の
圧
倒

的
多
数
が
住
む
都
市
か
ら
消
え
て
な
く

な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
も
と

よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
原
因
は

ひ
と
つ
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

地
蔵
盆
に
見
る
地
域
の
繋
が
り
の
衰
退

も
大
き
な
要
因
の
よ
う
に
思
え
る
。
京

都
は
西
陣
の
地
蔵
盆
を
見
て
、
そ
ん
な

ふ
う
な
こ
と
を
考
え
た

２
０
１
２
年

８
月
の
日
曜
日
で
あ
っ
た
。
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○
東
京
か
ら
西

陣
に
移
り
住
ま

れ
た
木
村
様
か
ら
、
京
都
の
地
蔵
盆
を

好
意
的
目
線
で
の
ご
投
稿
を
戴
き
嬉
し

く
有
難
く
掲
載
さ
せ
て
戴
い
き
ま
し
た
。

●
編
集
者
の
子
供
時
代
は
地
蔵
盆
の
日

を
楽
し
み
に
し
た
も
の
だ
。
普
段
は
は

口
に
出
来
な
い
お
菓
子
が
も
ら
え
、
友

達
と
集
り
楽
し
く
遊
べ
た
か
ら
。

○
大
人
は
、
子
供
た
ち
の
遊
ぶ
姿
を
黙
っ

て
見
て
い
ま
す
が
、
意
地
悪
な
こ
と
を

す
る
と
、
ど
の
家
の
子
で
も
区
別
な
く

厳
し
く
叱
り
つ
け
ま
し
た
。

●
私
達
の
世
代
は
、
社
会
的
ル
ー
ル
を

そ
ん
な
中
で
教
え
ら
れ
た
。
今
の
日
本

は
物
質
的
に
は
豊
か
に
な
っ
た
が
、
胸

を
張
っ
て
立
派
な
国
と
言
い
難
い
。

○
敗
戦
の
暗
い
空
気
を
、
地
蔵
盆
で
明

る
い
炭
坑
節
等
の
「
盆
踊
り
」
を
し
て

四
・
五
年
で
吹
き
飛
ば
し
た
。
ど
こ
か

の
時
点
に
ボ
タ
ン
を
掛
け
違
え
た
の
だ
。

●
敗
戦
で
国
民
は
日
米
の
経
済
格
差
を

し
り
敗
戦
の
主
要
原
因
を
経
済
と
信
じ

向
上
努
力
し
た
。
敗
戦
責
任
で
解
体
さ

た
財
閥
は
名
を
代
え
更
に
大
き
く
復
活
。

○
貧
富
差
は
拡
大
、
物
が
溢
れ
る
国
で

餓
死
者
が
出
る
。
自
己
責
任
の
名
で
、

関
わ
り
避
け
る
個
人
主
義
が
跋
扈
。

昔
は
無
か
っ
変
な
事
件
が
多
発
す
る
。

●
地
蔵
盆
で
敗
戦
当
時
を
思
い
出
し
た
。

あ
の
状
態
か
ら
立
ち
上
げ
れ
た
日
本
人

た
ち
だ
。
キ
ッ
ト
人
間
味
の
あ
る
社
会

を
と
り
戻
せ
、
大
震
災
の
復
興
と
原
発

な
し
の
日
本
が
出
来
る
と
信
ず
る
。

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
七
十
二
話

さ
ぬ
き
う
ど
ん

東
山

め
ん
坊
開
店

東
京
人
が
見
た

京
の
暮
ら
し

西
陣
在
住

木
村
義
子


