
五
月
号
で
掲
載
済
み
だ
が

４
月
14
日
、
ご
多
忙
の
門
川

市
長
も
ご
参
加
下
さ
り
七
条

大
橋
架
橋
百
周
年
記
念
の

「
集
会
」
と
「
橋
渡
り
」
を
挙

行
、
終
了
後
今
後
の
七
条
大

橋
と
そ
の
付
近
の
こ
と
に
つ

い
て
話
合
い
を
し
た
。
そ
し

て
事
務
局
担
当
のN

P
O

法
人

「
京
都
景
観
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の

素
案
で
「
鴨
川
を
百
年
見
つ
め
る
七
条

大
橋
と
歩
む
会
」
の
設
立
と
会
長
辰
野

安
男
（
七
条
鴨
東
（ｵ

ｳ
ﾄ
ｳ

）
商
店
街

会
長
）
等
の
役
員
、
年
会
費
一
口
年
額

千
円
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。

こ
の
七
条
通
り
は
現
在
、
国
立
京
都

博
物
館
の
常
設
館
が
来
年
春
竣
工
。

鴨
川
に
一
つ
南
の
塩
小
路
橋
傍
の

廃
校
中
の
「
崇
仁
小
学
校
」
跡
地

を
四
倍
拡
張
し
て
現
在
、
西
京
区
桂
坂

に
あ
る
京
都
芸
大
の
移
転
、
更
に
梅
小

路
に2016

年
春
の
開
業
を
目
指
し
て

さ
い
た
ま
市
に
あ
る
東
日
本
旅
客
鉄
道

（J
R

東
日
本
）
の
鉄
道
博
物
館
を
上
回

り
、
国
内
最
大
規
模
と
日
本
最
大
の

「
鉄
道
博
物
館
」
が
出
来
る
と
発
表
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
全
て
七
条
通
沿
い

だ
。
通
り
は
鴨
川
で
分
断
さ
れ
て
い
る

が
七
条
大
橋
が
東
西
を
結
ん
で
い
る
。

橋
は
、
京
都
市
の
三
大
事
業
と
し
て
、

主
要
道
路
の
拡
幅
と
市
電
の
敷
設
で1

913

年
（
大
正
2
年
）
4
月
14
日
開
通
、

市
電
七
条
線
も
同
月
開
通
し
た
。
設
計

は
東
京
帝
国
大
学
教
授
柴
田
畦
作
（
し

ば
た
け
い
さ
く
）。
意
匠
設
計
は
、
山

口
孝
吉
と
左
の
写
真
の
台
湾
総
督
府
と

同
じ
「
森
山
松
之
助
」。

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ト
橋

と
し
て
日
本
で
二
番

目
に
造
ら
れ
、
土
木

学
会
で
は
土
木
学
会

「
選
奨
土
木
遺
産
」

に
認
定
し
て
い
る
。

橋
は
古
い
だ
け
で
な
く
、
一
度
も
流
出
、

破
損
も
な
く
今
も
あ
る
。

だ
が
。
歩
道
部
分
は
粗
末
な
「
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
・
照
明
灯
と
欄
干
は
昭
18

年
金
属
休
供
出
で
取
り
上
げ
ら
れ
「
照

明
灯
」
は
戻
ら
ず
、
欄
干
は
、
元
の
意

匠
と
は
大
き
く
変
更
さ
れ
本
体
意
匠
と

は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
。
橋
脚
は
長
年
の
汚

れ
で
黒
ず
ん
で
い
る
。

市
電
が
な
く
な
っ
た
今
、
架
橋
さ
れ

た
当
時
の
よ
う
に
「
花
電
車
（
写
真
）
」

で
祝
っ
て
や
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、

百
年
目
の
化
粧
直
し
位
は
「
市
民
と
行

政
当
局
」
が
力

を
合
わ
せ
て
出

来
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
！
。

そ
ん
は
願
い
か

ら
五
月
十
三
日

第
二
回
目
の
会

合
が
あ
り
会
の

名
称
を
「
七
条
大
橋
が
む
す
ぶ
地
域
の

会
」
と
変
更
し
、
前
掲
の
よ
う
に
、
大

き
な
変
化
が
あ
る
町
に
あ
わ
せ
、
市
民

参
加
で
「
町
を
盛
り
上
げ
る
」
努
力
を

し
よ
う
と
決
め
た
。
ご
参
加
を
願
う
。

★
日
本
初
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
：

疏
水
の
建
設
で
明
治

23
年(1

8
90

年
）
第
一

疏
水
完
成
の
こ
ろ
で
き

た
。
山
科
側
疎
水
ト
ン

ネ
ル
近
く
に
あ
り
。

幅
1
米
強
の
小
橋
（
手
す
り
後
付
）
当

時

鉄
筋
技
術
無
く
ト
ロ
ッ
コ
線
路
代
用
。
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▽
こ
れ
ま
で

憲
法
九
条
を

変
え
な
い
変
え
な
い
は
よ
く
話
題

に
な
っ
て
い
た
。
近
頃
、
唐
突
に

九
十
六
条
を
変
え
る
話
が
盛
ん
。

▼
何
の
コ
ッ
チ
ャ
と
調
べ
る
と

【
憲
法
改
正
】
手
続
き
条
項
で
、

国
会
議
員
の
三
分
二
の
賛
成
を
得

て
変
え
ら
れ
る
条
項
を
過
半
数
承

認
に
す
る
と
い
う
発
議
と
い
う
。

▽
憲
法
の
第
十
章
で
国
民
の
基
本

的
人
権
と
共
に
最
高
法
規
と
し
１

９
４
７
年
五
月
三
日
施
行
さ
れ
た
。

明
治
〜
昭
和
五
一
年
の
戦
争
時
代

か
ら
六
八
年
の
平
和
を
得
た
。

▼
世
界
中
が
日
本
と
似
た
よ
う
な

憲
法
を
持
て
ば
地
球
上
の
争
も
消

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
嫌

う
人
は
「
日
本
憲
法
」
が
邪
魔
。

▽
特
に
条
項
の
三
分
二
ら
し
い
。

そ
れ
だ
【
憲
法
改
正
】
が
本
丸
だ

が
反
発
が
き
つ
い
と
【
搦
め
手
】

戦
法
を
取
っ
た
。

▼
関
が
原
で
敗
戦
し
た
豊
臣
方
に
、

勝
ち
、
大
阪
冬
の
陣
で
「
大
阪
城
」

攻
め
た
が
落
せ
ず
、
外
堀
を
埋
め

る
で
「
手
を
打
っ
た
」
徳
川
家
康
。

▽
直
ぐ
に
反
故
に
し
内
堀
も
埋
め

て
後
、
夏
の
陣
で
「
裸
」
の
大
阪

城
を
攻
め
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
た

▼
安
倍
さ
ん
は
「
憲
法
九
条
」
は

大
阪
城
。
九
十
六
条
は
「
外
堀
」
。

と
の
思
し
召
し
の
よ
う
だ
。
戦
中

時
・
戦
後
を
知
る
も
の
は
「
宝
物
」

の
憲
法
の
危
機
を
感
じ
る
。

ど
ん
つ
き

1913大2～
2013平2５

七
条
大
橋
が
結
ぶ

地
域
の
会
・

設
立

第
101
回
定
例
：
５
月
19
日

第
３
日
曜
日

お
話
「
と
こ
と
ん
映
画
を

語
る
会
」
主
宰
の
・

小
野

寛
様

小
野
様
の
お
話
は
、
映
画
鑑

賞
５
０
年

の
な
か
で

得
ら
れ
た

エ
ピ
ソ
ー

ド
の
ご
披

露
が
多
く
、

好
評
で
、

何
時
も
好

評
で
今
回

で

五

度

目

の

『
お
話
』
に
な
っ

た
。

今
回
も
「
私
の

映
画
人
生
Ⅴ
：

具
体
的
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
盛
り
込
み

な
が
ら
〜
」
の
お
話
で
し
た
が
、

特

に
今
回
は
、
お
親
し
く
お
付
き
合
い
の

あ
っ
た
「
三
国
連
太
郎
さ
ん
」
が
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
の
で
、
三
国
連
太
郎

さ
ん
と
の
付
き
合
い
で
の
思
い
出
話
を

多
く
な
さ
っ
た
。
会
場
は
、
か
の
「
亡

き
名
優
」
を
惜
し
み
ご
冥
福
を
祈
る
雰

囲
気
に
満
ち
た
中
終
了･

お
粥
の
時
間

に
な
っ
た
。

朝粥食べておシャベリ会 :報告

七条大橋→
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昨
日
（
5
月

27
日
）
車
中
、

ラ
ジ
オ
の

聞
く
と
も
無
く
耳
に
入
っ
た
ニ
ュ
ー
ス

で
東
京
の
一
億
円
以
上
の
資
産
家
は
、

約
46
万
1
千
人
、
大
阪
が
19
万
人
、

世
界
の
都
市
で
第
1
位
と
第
5
位
だ
と

知
っ
た
。
日
本
も
豊
か
に
な
っ
た
の
だ

な
ぁ
。
と
思
っ
た
。
そ
の
翌
朝
お
友
達

の
「
Ｙ･

Ｎ
」
先
生
のf

a
c
e
b
o
o
k

、

で
毎
日
新
聞

2013

年
05
月
26
日

東
京
朝
刊
の
記
事･

写
真
が
あ
っ
た
。

記
事
（
写
真
）
抜
粋
【
大
阪
市
北
区
天

満
２
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
で
遺
体
で

見
つ
か
っ
た
女
性
と
幼
児
に
つ
い
て
、

遺
体
の
状
態
な
ど
か
ら
、
先
に
幼
児
が

死
亡
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
捜
査

関
係
者
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。
母
親

と
み
ら
れ
る
女
性
は
そ
の
後
、
間
も
な

く
亡
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
死
因
は

餓
死
だ
と
の
こ
と
。
府
警
天
満
署
は
室

内
の
身
分
証
な
ど
か
ら
、
住
人
の
井
上

充
代
さ
ん
（
２
８
）
＝
職
業
不
詳
＝
と

息
子
の
瑠
海
（
る
い
）
ち
ゃ
ん
（
３
）

と
見
て
、
死
亡
経
緯
を
調
べ
て
い
る
。

捜
査
関
係
者
に
よ
る
と
、
幼
児
の
遺
体

は
よ
り
腐
敗

が
進
み
、
一

部
が
白
骨
化

し
て
い
た
。
】

そ
し
て
Ｙ
Ｎ

先
生
の
「
ニ
ュ
ー
ス
を
読
ん
で
。
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。”
な
ぜ
、
ど
う
し
て
”
。

こ
の
言
葉
が
頭
の
中
を
駆
け
巡
り
ま
す
。

こ
の
町
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
お

こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
私
は
、
な
に

が
出
来
る
の
か
。
も
っ
と
足
元
を
見
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
母
さ
ん
が

残
し
た
手
紙
の
内
容
を
見
て
、
涙
が
こ

ぼ
れ
ま
し
た
。」
と
あ
り
ま
し
た
。

▽
私
は
、1996

年
４
月
末
、
東
京
・

池
袋
で
、
77
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
と
41

歳
の
息
子
が
「
餓
死
」
し
て
い
る
の
が

見
つ
か
っ
た
と
い
う
、
あ
の
シ
ョ
ッ
キ

ン
グ
な
事
件
、「1996

年
3
月
11
日
と

う
と
う
、
今
朝
ま
で
で
、
私
共
は
、
食

事
が
終
っ
た
。
明
日
か
ら
は
、
何
一
つ
、

口
に
す
る
物
が
な
い
、
少
し
丈
、
お
茶

の
残
り
が
あ
る
が
、
た
だ
、
お
茶
丈
を

毎
日
、
の
み
つ
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」

と
書
き
残
し
た
「
母
子
餓
死
」
を
知
り

ま
し
た
。
そ
の
当
時
も
コ
ン
ビ
ニ
で
、

食
べ
ら
れ
る
も
の
で
も
賞
味
期
限
で
捨

て
る
仕
事
で
し
た
か
ら
、
罪
悪
感
を
持

ち
発
行
し
て
い
た
「
ま
い
ど
！
」
と
い

う
新
聞
を
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
の
題
名

に
変
更
し
ま
し
た
。
マ
ダ
戦
時
中
を
知
っ

て
い
る
人
も
多
い
時
代
で
「
と
ん
か
ら

り
ん
」
で
♪
【
助
け
ら
れ
た
り
助
け
た

り
】
♪
連
想
さ
れ
、
何
か
出
来
る
か
と

思
っ
て
、
今
に
至
り
ま
し
た
。

そ
の
時
代
よ
り
億
万
長
者
も
増
え
た
で

し
ょ
う
が
、
貧
乏
人
は
モ
ッ
ト
増
え
た

日
本
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
真
に
豊

か
な
国
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

京
に
学
び
し
こ
ろ
・

三

宇
野
正
人

僕
が
大
学
に
入
学

し
た
頃(1964

年)

、

大
学
生
が
、
最
初

に
覚
え
る
遊
び
が

ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
し
た
。
そ
れ
も
、
紅
白

4
つ
の
球
で
競
技
す
る
「
四
つ
球
」
と

い
う
も
の
で
し
た
。

ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
、
「
現
在
日
本
で

は
古
く
か
ら
営
業
し
て
い
る
店
に
テ
ー

ブ
ル
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、

時
代
の
趨
勢
を
感
じ
ま
す
。
大
学
の
周

囲
に
か
な
り
の
件
数
の
店
が
あ
り

ま

し
た
。
そ
の
次
に
覚
え
る
の
が
麻
雀
で

し
た
。
こ
れ
も
大

学
の
周
囲
に
多
く

の
店
が
あ
り
ま
し

た
。
前
に
も
お
話

し
た
よ
う
に
、
僕

の
仲
間
は
大
部
分

が
「
下
宿
組
」
で
す
。
下
宿
組
の
大
部

分
が
麻
雀
が
出
来
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

と
あ
る
時
、
ア
パ
ー
ト
で
麻
雀
を
し
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
麻
雀
牌
を
誰
も
持
っ
て
い
な
い
。

と
い
う
こ
と
で
、
河
原
町

今
出
川
下

ル
の
質
屋
に
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
質

屋
の
親
父
が
、
麻
雀
牌
を
紙
袋
に
入
れ

て
く
れ
た
の
は
良
い
が
、
そ
の
紙
袋
を

見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
母
校
の
ス

ク
ー
ル
カ
ラ
ー
で
校

名
が
印
刷
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
隣
接
す
る
大

学
の
紙
袋
も
あ
る
の
か
と
、
聞
き
ま
し

た
よ
。
ち
ゃ
ん
と
有
り
ま
し
た
。
さ
す

が
学
生
の
街
で
す
。
ま
た
、
あ
る
時
、

友
達
が
間
借
り

を
し
て
い
る
寺
で
麻

雀
を
し
て
い
る
最
中
、
部
屋
の
ゴ
ミ
箱

か
ら
煙
が
モ
ク
モ
ク
出
て
い
る
じ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か
。
馬
鹿
な
奴
が
、
火
の
つ

い
た
ま
ま
の
タ
バ
コ
の
吸
殻
を
棄
て
た

よ
う
で

す
。
大
慌
て
で
、
寺
の
中
庭

に
ゴ
ミ
箱
を
放
り
出
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
い
ま
か
ら
考
え
れ
ば
、
太
平
楽

な
学
生
生
活
で
し
た
。

億
万
長
者
と

餓
死
者

「

考

え

と

き

ま

す

」

と

と
言
わ
れ
た
ら
こ
こ
京
都
で
は
、
ま
あ

断
ら
れ
た
と
思
う
べ
き
、
と
知
っ
て
何

年
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
じ
言

い
方
で
も
東
京
あ
た
り
で
は
一
応
そ
の

つ
も
り
で
す
と
、
肯
定
、
Ｏ
Ｋ
し
た
と

考
え
る
こ
と
に
な
る
ら
し
く
。
全
く
や

や
こ
し
い
。

人
と
人
と
の
出
会
い
は
「
ご
縁
の
も

の
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
神
仏
の
領
域

と
な
る
が
、
も
う
一
つ
感
性
の
力
と
も

思
え
る
。
そ
れ
も
日
々
揺
ら
い
で
い
た

り
で
測
定
不
能
と
も
思
え
る
。
ア
テ
に

出
来
た
り
出
来
な
か
っ
た
り
。
し
か
し
、

あ
の
人
は
「
持
っ
て
い
る
」
と
言
う
と

き
の
そ
の
何
か
は
感
性
、
セ
ン
ス
で
は

な
い
か
、
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
む
力
。
そ

の
道
で
な
く
こ
ち
ら
の
道
だ
ろ
う
と
感

知
す
る
セ
ン
サ
ー
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
危

険
を
回
避
す
る
力
で
も
あ
り
運
が
良
い

と
か
悪
い
と
か
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

私
の
欲
し
い
の
は
こ
の
セ
ン
ス
だ
。

疲
れ
て
居
た
り
、
体
調
し
だ
い
で
は
ア

テ
に
な
ら
な
い
が
、
朝
の
空
気
や
草
木

の
緑
、
雨
の
音
な
ど
五
感
が
作
動
し
て

快
い
思
い
と
共
に
蓄
え
ら
れ
、
大
事
な

岐
路
に
立
た
さ
れ
た
と
き
ハ
ッ
と
選
べ

る
そ
の
力
。

小
人
で
あ
れ
。
大
人
で
あ
れ
、
そ
の

セ
ン
ス
を
磨
く
の
は
、
い
つ
、
誰
と
共

に
？
だ
。
感
性
と
い
う
瞬
間
の
閃
き
を

つ
か
み
と
る
力
は
ど
う
し
た
ら
育
め
る

の
か
？
少
な
く
と
も
０
時
限
か
ら
９
時

限
ま
で
と
か
の
詰
め
込
み
や
全
国
一
斉

の
学
力
テ
ス
ト
で
は
な
い
、
と
思
う
。

京
都
の
「
考
え
と
き
ま
す
」
も
羹
（
あ

つ
も
の
）
に
懲
り
て
膾
（
な
ま
す
）
を
吹

く
ば
か
り
で
は
芸
が
な
い
。

時
に
は
考
え
を
省
略
し
て
感
じ
で
つ
っ

走
る
べ
き
と
き
が
あ
る
。
憲
法
論
議
然

り
。
原
発
然
り
。
ア
レ
可
笑
し
い
ゾ
と

思
う
こ
と
、
気
が
つ
く
こ
と
が
大
切
だ
。

そ
こ
で
立
ち
停
ま
り
良
き
判
断
が
出
来

る
か
だ
。

敢
え
て
言
え
ば
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
な
ん
て

い
ら
な
い
。
情
報
よ
り
感
性
。
気
が
つ

き
引
き
返
し
た
り
も
う
一
つ
の
考
え
を

試
す
。
柔
軟
性
を

と
思
う
か
ら
、
そ

れ
で
今
日
も
四
歳

の
孫
を
鴨
川
に
つ

れ
出
す
。

水
に
立
つ
と
足
裏

か
ら
な
に
か
が
見

え
て
く
る
か
ら
。

情
報
よ
り

石
動
敬
子



1

先
月
「
架
橋
百
年
の
橋
渡
り
」
を
し

た
七
条
大
橋
か
ら
東
を
見
る
と
智
積
院

の
ご
門
、
そ
の
背
後
の
美
形
の
山
が

「
阿
弥
陀
が
峰
」
で
あ
る
。
そ
の
峰
の

頂
上
に
は
慶
長3

年
（1598

）
に
没
し

た
豊
臣
秀
吉
公
の
墓
所
「
「
太
閤
廟
」

が
あ
る
。

七
条
大
橋
か
ら
東

へ
〜
、
京
都
女
子

学
園
の
通
称
「
女

坂
」
を
更
に
東
へ

行
く
と
鳥
居
の
向

こ
う
は
太
閤
坦(ﾀ

ｲ
ｺ
ｳ
ﾀ
ﾞ
ｲ
ﾗ

）
と
呼

ば
れ
る
平
地
に
着

く
。
秀
吉
公
没
後

そ
こ
に
「
豊
国
社
」

と
山
頂
の
墓
所
が

造
ら
れ
た
が
、
豊

臣
家
滅
亡
後
、
徳

川
家
康
に
よ
っ
て

完
膚
な
く
破
壊
さ

れ
墓
は
、
参
拝
人

も
な
く
、
む
な
し

く
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
、
太
閤
坦
広
場
だ

け
が
残
っ
て
た
。

明
治
維
新
で
徳
川
幕
府
が
倒
れ
、18

68

年
（
明
治
元
年
）
、
明
治
天
皇
が
大

阪
に
行
幸
さ
れ
た
と
き
、
秀
吉
が
、
天

下
統
一
を
し
な
が
ら
幕
府
は
作
ら
な
か
っ

た
尊
皇
の
功
臣
で
あ
る
と
し
て
、
豊

国
神
社
の
再
興
を
布
告
さ
れ
、1873

年
（
明
治6

年
）
、
別
格
官
幣
社
に

列
格
し
た
。1880

年
（
明
治13

年
）
、

方
広
寺
大
仏
殿
跡
地
の
現
在
地
に
社

殿
が
完
成
し
、
遷
座
が
行
わ
れ
た
。

写
真
の
神
社
の
唐
門
は

元
南
禅
寺

金
地
院
に
あ
っ

た
も
の
移
築
し

た
が
元
々
は
秀

吉
の
居
城
の
伏

見
城
の
も
の
と

言
わ
れ
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
同
時

期
に
阿
弥
陀
ヶ
峰
山
頂
に
は
伊
東
忠

太
の
設
計
に
な
る
巨
大
な
石
造
五
輪

塔
（
高
さ10

米
写
真
）
が
建
て
ら
れ

た
。
（
こ
の
時
土
中
か
ら
座
棺
に
入
っ

た
秀
吉
の
遺
骸
が
発
見
さ
れ
た
と
伝
え

る
）
。
太
閤
廟
は
「
関
白
豊
臣
秀
吉
」

が
見
直
さ
れ
、
秀
吉
の300

年
忌
が

（
明
治30

：1897

）
盛
大
に
行
わ
れ

た
。
頂
上
の
「
墓
所
」
へ
は
中
御
門

を
挟
む
石
段
は
上
下
合
せ
て560

段

が
あ
る
。
ご
門
か
ら
上
は
急
勾
配
に

な
り
か
な
り
キ
ツ
イ
。(

墓
所
へ
は
50

円
納
め
る
要
）余
談
：1

6
6
2

年6

月
（
寛
文

2

年5

月
）
京
都
で
地
震
が
起
き
た
と
き
、

豊
国
神
社
周
辺
に
被
害
が
な
か
っ
た
た

め
、
地
震
除
け
の
流
行
神
と
し
て
参
詣

者
が
集
ま
っ
た
と
か
。
写
真

は
神
社
の
秀
吉
の
馬
印
入
り

お
札
地
震
よ
け
に
如
何
。

「
東
山
瓢
箪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

も
あ
る
。
問
合
せ
先
は
酒
谷
ま
で
。

今
出
川
新

町
を
出
た

市
電
は
、

今
出
川
通
り
を
東
へ
進
み
ま
す
。
す
で

に
同
志
社
大
学
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
入
り
、

学
生
相
手
の
小
さ
な
商
店
が
車
窓
に
連

な
り
ま
す
。
い
ま
通
る
と
、
商
店
も
代

替
わ
り
し
、
業
態
も
変
化
し
て
い
る
こ

と
が
実
感
さ
れ
ま
す
が
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
、
市
電
時
代
と
変
わ
ら
な
い
姿
で

営
業
を
続
け
る
商
店
も
健
在
で
、
思
わ

ず
エ
ー
ル
を
送
り
た
く
な
り
ま
す
。

や
が
て
、
烏
丸
今
出
川
の
停
留
所
に

到
着
で
す
。
右
に
京
都
御
苑
、
左
に
同

志
社
大
学
、
懐
か
し
く
、
心
の
な
ご
む

光
景
が
市
電
の
前
に
広
が
り
ま
す
。
こ

こ
は
、
同
志
社
大
学
生
の
た
め
に
あ
る

よ
う
な
停
留
所
と
も
言
え
ま
す
。
停
留

所
と
し
て
は
、
つ
ぎ
に
「
同
志
社
前
」

も
あ
り
ま
す
が
、
乗
車
の
利
便
を
考
え

る
と
、
烏
丸
線
と
も
交
差
す
る
、
こ
の

停
留
所
が
ダ
ン
ト
ツ
の
乗
降
で
す
。

今
出
川
通
り
を
通
る
市
電
は
、
廃
止

の
昭
和
五
十
一
年
に
は
、
12
・
22
系

統
の
み
で
し
た
が
、
四
条
千
本
大
宮
線

が
健
在
だ
っ
た
昭
和
四
十
七
年
ま
で
、

1
系
統
そ
れ
に
烏
丸
今
出
川
を
曲
が
り
、

烏
丸
通
か
ら
京
都
駅
方
面
に
向
か
う
11

系
統
が
あ
り
、
ま
た
烏
丸
線
が
健
在
だ
っ

た
昭
和
四
十
九
年
ま
で
は
、
烏
丸
車
庫

方
面
か
ら
烏
丸
通
を
南
下
し
、
今
出
川

線
を
東
へ
曲
が
る
15
系
統
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
分
岐
す
る
ポ
イ
ン
ト

が
交
差
点
に
あ
り
、
そ
の
信
号
を
人
力

で
操
作
す
る
信
号
塔
も
西
北
角
に
残
っ

て
い
ま
し
た
。

今
年
、
同
志
社
大
学
は
、
キ
ャ
ン
パ

ス
の
再
編
成
、
学
部
の
増
設
を
行
い
、

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
一
挙
に
六
千

人
も
の
学
生
が
増
え
ま
し
た
。
キ
ャ
ン

パ
ス
に
は
、
大
き
な
新
校
舎
が
で
き
て
、

地
下
鉄
駅
か
ら
新
校
舎
へ
直
結
す
る
地

下
道
も
あ
り
、
そ
の
変
貌
ぶ
り
に
は
目

を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
市
電
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
偲

ぶ
こ
と
す
ら
で
き
な
い
四
十
年
近
く
昔

の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の
交

差
点
に
立
つ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出

が
去
来
し
ま
す
。

私
の
学
生
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
大
学

紛
争
が
頂
点
の
時
で
し
た
。
市
電
も
紛

争
の
と
ば
っ
ち
り
に
巻
き
込
ま
れ
た
も

の
で
し
た
。
昭
和
四
十
四
年
の
秋
で
し

た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
交
差
点
に
な
だ

れ
出
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
学
生
集
団
は
、
交

差
点
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
き
、
火
炎
瓶

を
投
げ
つ
け
、
付
近
は
火
の
海
に
な
り

ま
す
。
な
ん
と
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
に
市

電
が
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
急

い
で
乗
客
を
降
ろ
し
終
え
た
運
転
士
が
、

オ
ロ
オ
ロ
し
て
い
た
の
が
、
今
も
脳
裏

に
焼
き
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
も
な
く
駆

け
つ
け
た
機
動
隊
に
よ
り
、
付
近
は
あ
っ

さ
り
鎮
圧
さ
れ
、
市
電
は
無
傷
で
救
出

さ
れ
何
よ
り
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
付
近
で
は
道
い
っ
ぱ
い

に
広
が
る
、
無
届
け
の
フ
ラ
ン
ス
デ
モ

が
あ
り
、
そ
の
た
び
に
市
電
は
足
止
め

を
食
い
、
デ
モ
が
終
わ
る
ま
で
、
じ
っ

と
待
っ
て
い
た
も
の
で
し
た
。
秩
序
の

な
い
、
混
迷
の
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
私
に
は
、
市
電
と
と
も
に
深
く

心
に
刻
み
込
ま
れ
た
時
代
で
し
た
。

市
電
が
走
っ
た

京
都
を
巡
る

福
田
静
二

地域とお客様のお役に立つ店をめざして！とんからりん VOL165 2013(平成25）6月1日(土）P3

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

39

28

東
山(
あ
み
だ
が
み
ね)

阿
弥
陀
ヶ
峰
太
閤
廟

烏丸通から今出川通に曲がる１１系統

早朝の烏丸今出川を行く２２系統の市電



前
回
で

銀
行
の

融
資
ス
ト
ッ
プ
を
書
い
た
。
そ
れ
が
遠

因
で
、
翌
年
三
月
の
福
井
善
四
郎
本
店

と
の
提
携
に
至
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
前

に
、
不
正
な
方
法
で
「
金
貸
し
」
の
手

に
あ
る
「
会
社
の
手
形
」
の
回
収
と
い

う
難
題
が
あ
っ
た
。
一
枚
は
泣
き
泣
き

決
済
し
た
が
、
金
貸
し

の
手
に
、
37
万
余
円
の

未
決
済
手
形
が
マ
ダ
一

枚
残
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
決
済
日
ま
で
に
回
収

し
な
い
と
大
損
害
を
受

け
る
。
顧
問
の
会
計
士

さ
ん
に
法
的
に
勝
て
る

方
法
を
聞
い
た
が
、
真
と
も
で
は
無
理

と
い
わ
れ
た
。
父
と
話
を
し
て
不
調
な

ら
「
店
を
潰
す
」
覚
悟
し
て
お
い
て
と
、

決
済
日
前
日
早
朝
、
先
方
に
強
引
に
押

し
か
け
て
決
着
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
。

一
か
八
か
だ
！
。
24
才
痩
せ
て
風
采
の

貧
弱
な
私
一
人
で
は
駄
目
と
銀
行
員
の

ご
経
験
が
あ
る
お
得
意
先
の
「
Ｙ
氏
」

ご
同
行
を
頼
ん
だ
。
列
車
の
中
で
Ｙ
氏

に
名
古
屋
の
金
貸
し(

裏
で
）
と
の
交

渉
で
私
が
興
奮
し
た
時
以
外
は
黙
っ
て

い
て
欲
し
い
と
お
願
い
し
た
。

七
時
半
こ
ろ
そ
の
相
手
の
店
前
に
着

き
面
会
を
求
め
た
。
応
じ
て
く
れ
て
当

方
は
「
ｋ
酒
造
」
宛
て
に
振
り
出
し
た

手
形
が
何
故
貴
方
の
手
に
あ
る
の
か

と
追
求
し
た
が
話
は
進
ま
な
い
。
２

時
間
近
く
過
ぎ
た
。
そ
こ
で
「
此
処

ま
で
お
願
い
し
て
も
駄
目
な
ら
わ
が
社

は
手
形
を
不
渡
り
に
し
ま
す
。
店
は
営

業
出
来
な
く
な
り
、
社
員
を
路
頭
に
放

り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
貴

方
に
も
絶
対
支
払
う
こ
と
は
い
た
し
ま

せ
ん
。
」
と
言
い
、
続
け
て
「
貴
方
は
、

そ
の
手
形
が
通
常
の
商
取
引
決
済
で
手

に
さ
れ
た
も
の
と
証
明
出
き
ま
す
か
？
。

出
来
な
い
と
思
う
。
貴
方
は
（
酒
に
係

わ
る
）
ご
本
業
と
別
に
、
高
利
で
金
貸

し
を
さ
れ
、
そ
の
仕
事
の
中
で
手
に
入

れ
た
手
形
だ
と
私
は
推
測
し
て
い
る
。

恐
ら
く
金
貸
し
は
「
裏
」
で
な
さ
っ
て

い
て
、
所
得
は
簿
外
だ
と
思
う
。
当
方

は
一
枚
目
の
手
形
は
決
済
し
て
い
る
の

で
、
役
所
を
通
じ
銀
行
か
ら
調
べ
れ
ば

「
裏
」
の
仕
事
が
全
て
明
る
み
に
で
ま

す
。
今
度
の
手
形
は
決
済
し
ま
せ
ん
が
、

倒
産
の
引
き
金
を
貴
方
が
引
か
れ
た
の

だ
か
ら
、
代
償
は
貴
殿
に
被
せ
ま
す
。

宜
し
い
か
！
」
と
い
っ
た
。
沈
黙
は
暫

く
続
い
た
が
、
相
手
は
立
ち
上
が
っ
て

手
形
を
持
っ
て
戻
っ
て
き
た
。

「
お
返
し
し
よ
う
。
受
取
書
を
」
と
言

わ
れ
た
。
ハ
イ
と
答
え
「
手
形
用
紙
一

枚
受
け
取
り
ま
し
た
」
と
名
詞
に
記
し

手
形
と
交
換
。
ご
配
慮
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
と
お
礼
を
述
べ
、
そ
の
場
で

「
手
形
」
を
破
り
捨
て
た
。

こ
れ
で
貴
方
様
と
わ
が
社
は
何
も
無
か
っ

た
状
態
に
な
り
ま
し
た
と
お
別
れ
の
挨

拶
を
し
、
電
話
を
お
借
り
し
て
「
解
決

し
た
」
と
父
に
告
げ
た
。
「
そ
う
か
オ

オ
キ
ニ
」
で
切
れ
た
。

ご
同
行
く
だ
さ
っ
た
Ｙ
氏
に
「
義
郎
は

ん
よ
う
や
っ
た
。
あ
ん
な
方
法
い
つ
思

い
つ
い
た
ん
や
」
と
聞
か
れ
た
。
「
昔

の
経
験
と
勉
強
の
結
果
ど
っ
し
ゃ
ろ
」

と
答
え
た
。

も
う
少
し
前
、
商
売
を

継
ぐ
気
を
捨
て
て
い
て
「
生
活
保
護
」

や
「
医
療
保
護
」
を
と
る
世
話
や
「
税

金
」
の
相
談
け
、
民
生
局
や
府
税
事
所

と
交
渉
し
た
こ
と
。
バ
イ
ト
で
京
都
市

中
小
企
業
指
導
協
会
で
「
経
営
指
導
」

お
手
伝
い
半
年
の
経
験
も
大
き
か
っ
た
。
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○
月
に
一
度
開
催

の
朝
粥
会
の
百
回
・

七
条
大
橋
の
百
年
橋
渡
り
を
終
わ
り
ま

し
た
。
私
共
の
店
も
来
年
創
業
百
年
で
す
。

●
祖
父
は
1945
年
没
で
31
年
。
父
は
そ
の
後

を
33
年
。
私
は
マ
ダ
進
行
形
で
百
年
を
迎

え
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

○
祖
父
時
代
一
度
、
父
の
時
代
に
二
度

大
ピ
ン
チ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
何
と
か
乗
り

越
え
ら
れ
て
、
現
在
地
で
酒
を
「柱
」に
商

売
を
し
て
今
に
至
り
ま
し
た
。

●
戦
災
の
被
害
の
無
か
っ
た
京
都
で
は
百

年
営
業
の
酒
屋
さ
ん
は
多
く
あ
り
ま
し
た
。

近
年
の
経
済
状
況
の
大
変
化
で
激
減
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

○
二
代
が
残
し
た
好
立
地
で
二
十
八
年

前
「深
夜
ス
ー
パ
ー
」と
呼
ば
れ
た
時
代
の

コ
ン
ビ
ニ
を
営
業
に
加
え
ま
し
た
。
見
た
目

は
コ
ン
ビ
ニ
で
も
気
持
ち
酒
屋
。

●
酒
屋
米
屋
は
、
お
客
様
の
お
台
所
ま
で

立
ち
入
れ
る
お
付
き
合
い
で
し
た
。
そ
の
気

持
ち
を
コ
ン
ビ
ニ
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

○
そ
れ
が
理
由
で
「サ
カ
タ
ニ
友
の
会
」を
つ

く
り
、
「と
ん
か
ら
り
ん
」や
「朝
粥
会
」を
始

め
た
の
で
す
。
「も
う
止
め
よ
う
！
」と
何
度

か
思
い
ま
し
た
。

●
そ
ん
な
時
に
限
っ
て
「読
ん
だ
え
」と
声
を

掛
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
煽
て
に
乗
っ
て
165
号

を
つ
く
り
お
届
け
し
ま
し
た
。
で
も
「会
員

さ
ん
」は
中
々
増
え
ま
へん
。

○
来
年
百
年
が
「潮
時
」。
随
分
【く
た
び

れ
儲
け
】を
し
ま
し
た
か
ら
「と
ん
か
ら
り
ん
」

を
止
め
よ
う
か
な
ぁ
。
と
思
案
中
で
す
。

編
集
後
記

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

第
七
十
九
話

三
月
が

原
点
④

私
、
名
前

を
月
三
天(

つ

き
み
て
ん
）
と

も
う
し
ま
す
。
一
応
、
某
出
版
が
製
作

し
て
い
る
短
編
集
の
一
員
と
し
て
、
た

ま
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
私
に
は

変
な
癖
が
あ
り
ま
し
て
、
書
い
て
い
る

時
以
外
は
「
に
ゃ
〜
」

ば
か
り
言
う

た
め
、
こ
の
度
も
『
人
猫
化
（
ひ
と
ね

こ
か
）
』
の
種
族
分
類
を
勝
手
に
作
っ

て
み
ま
し
た
。
猫
好
き
の
方
々
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
癖
に
も
理
由
が
あ
り
ま
す
。
現

代
に
も
関
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
な
し
、
冷

蔵
庫
な
し
、
洗
濯
機
な
し
、
風
呂
は
銭

湯！+

α

貧
乏
暇
で
す
。
息
抜
き
と
し
て

「
に
ゃ
〜
」
を
言
っ
て
い
た
ら
、
定
着

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
無
類
の
猫
好
き

と
い
う
訳
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ん

な
状
況
下
で
も
自
分
の
ぺ
ー
ス
を
崩
さ

な
い
猫
に
一
目
を
置
い
て
い
ま
す
。

さ
て
、
猫
話
は
こ
こ
ま
で
に
し
ま
し
ょ

う
。
私
、
い
わ
ゆ
る
小
説
家
な
の
で
す

が
、
初
め
か
ら
小
説
家
に
な
ろ
う
な
ん

て
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
大
学
ま
で
ず
っ

と
デ
ザ
イ
ン
科
を
選
考
し
て
い
た
た
め
、

デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
生
き
て
い
く
こ
と

を
望
ん
で
い
ま
し
た
。
「
で
は
な
ぜ
？
」

と
疑
問
が
沸
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
遡
る

と
友
人
は
漫
画
家
を
目
指
し
て
公
募
ガ

イ
ド
の
作
品
募
集
欄
を
確
認
し
て
は
、

色
々
な
出
版
社
に
投
稿
し
て
い
ま
し
た
。

長
い
春
休
み
明
け
、
そ
の
友
人
に
小
説

を
書
い
た
こ
と
を
伝
え
る
と
、
す
ぐ
さ

ま
公
募
ガ
イ
ド
を
開
い
て
、
応
募
条
件

が
当
う
作
品
賞
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

く
れ
た
の
で
す
。
折
角
の
心
使
い
を
無

駄
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら

何
部
か
刷
っ
て
調
べ
て
く
れ
た
住
所
に

送
っ
て
み
ま
し
た
。
結
果
、
い
い
所
ま

で
残
っ
て
も
入
選
枠
か
ら
零
れ
落
ち
、

そ
の
電
話
ば
か
り
が
鳴
り
響
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
暫
く
経
っ
た
あ
る
日
、
某

出
版
社
か
ら
一
つ
の
提
案
を
頂
き
ま
し

た
。
出
版
業
界
か
ら
見
る
と
、
私
の
作

品
は
超
有
名
文
学
賞
枠
で
は
な
い
も
の

の
、
長
く
読
ま
れ
て
い
く
そ
う
で
す
。

そ
れ
に
未
だ
文
章
が
未
熟
な
た
め
、
色

ん
な
作
家
の
作
品
が
集
ま
る
短
編
集
か

ら
ど
う
だ
と
い
う
話
で
す
。
提
案
を
受

け
入
れ
、
現
在
小
説
を
製
作
で
す
。
ま

だ
二
作
品
し
か
世
に
出
て
い
ま
せ
ん
が

一
作
一
作
増
や
し
て
い
き
ま
す
ね
。

遅
れ
ば
せ

な
が
ら


