
６
年
間
、
常
設
展
示
館
は
建
て
替
え

で
閉
館
し
て
い
た
京
都
国
立
博
物
館
の

新
し
い
建
物
③
名
称
コ
ン
テ
ス
ト
で

の
全
国
の
多
数
の
方
の
応
募
で
「
平

成
知
新
館
＝
（
特
別
展
示
館
）」。

②
の
重
要
文
化
財
指
定
の
あ
る
本
館

は
「
明
治
古
都
館
」
と
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
そ
の
新
し
い
名
前
で
来

年
の
春
に
は
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
工
事
の
た
め

閉
鎖
さ
れ
て
い
る
正
門
①
（
西
門
）
も

使
用
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
京
都
国

立
博
物
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
人
に
優

し
い
博
物
館
」「
開
か
れ
た
博
物
館
」

を
目
指
し
て
お
ら
れ
る
と
聞
き
、
直
近

の
七
条
鴨
東
商
店
街
に
参
加
し
て
い
る

私
た
ち
も
千
秋
の
思
い
で
そ
の
オ
ー
プ

ン
を
待
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
博
物
館
は
明
治
23
年
（1890

）

10
月
七
条
御
料
（
旧
恭
明
宮
址
）
に
敷

地
が
決
定
さ
れ
、
明
治
25
年
（1892

）

6
月
片
山
東
熊
博
士
の
設
計
に
よ
る
陳

列
館
（
本
館
）
の
建
築
に
着
工
。
明
治

28
年
（1895

）
10
月
陳
列
館
の
建
築
が

竣
工
す
る
。
明
治
30
年
（18

9
7

）
5

月
開
館
式
が
挙
行
さ
れ
る
（
公
開
展
示

の
は
じ
め
）。
明
治
33
年
（1900

）
6

月
官
制
を
改
正
し
、「
京
都
帝
室
博
物

館
」

と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
正
13
年
（19

2
4

）
2

月
皇
太
子
殿
下
（
昭
和
天
皇
）
の
御

成
婚
を
記
念
し
て
京
都
帝
室
博
物
館

を
京
都
市
に
下
賜
し
、
名
称
を
「
恩

賜
京
都
博
物
館
」
に
な
り
、
昭
和
27

年
（1952

）
4
月
恩
賜
京
都
博
物
館
は

国
に
移
管
し
、
文
化
財
保
護
委
員
会
の

附
属
機
関
と
し
て
、「
京
都
国
立
博
物

館
」
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
京
都
市
時

代
は
，
入
館
は
有
料
で
し
た
が
、
そ
の

他
の
邸
内
は
無
料
で
中
央
の
池
で
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
を
捕
ら
え
「
蝉
と
り
」

な
ど
で
遊
び
、
南
側
に
流
れ
て
い
た
音

羽
川
の
分
流
で
は
「
川
蟹
」
を
捕
え
ら

え
る
子
供
た
ち
の
天
国
で
し
た
。

春
は
邸
内
の
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
桜

の
花
見
も
出
来
ま
し
た
。
一
年
中
の
邸

内
の
無
料
開
放
は
無
理
で
も
、
桜
の
時

期
だ
け
で
も
夜
間
も
含
め
開
放
出
来
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

月
刊
サ
カ
タ
ニ
友
の
会
ニ
ュ
ー
ス

発行（株）サカタニ
集酉楽・サカタニ
ファミリーマート
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▽
正
し
い
こ

と
は
、
胸
を

張
っ
て
真
正
面
か
ら
堂
々
と
主
張

で
出
来
る
。
重
要
な
こ
と
な
ら
、

尚
一
層
そ
う
す
べ
き
だ
ろ
う
。

▼
商
売
で
も
、
昔
は
少
々
瑕
疵
の

あ
っ
た
も
の
で
も
売
れ
た
し
、
買
っ

た
お
客
さ
ん
の
不
良
品
も
「
安
も

ん
買
い
」
だ
と
諦
め
ら
れ
た
も
の
。

▽
製
造
者
責
任
法
が
出
来
た
今
は
、

製
造
者
や
販
売
者
は
「
瑕
疵
や
欠

陥
」
の
製
品
・
商
品
に
そ
の
様
な

も
の
が
有
れ
ば
「
命
取
り
」
だ
。

▼
戦
時
中
を
経
験
し
、
始
末
屋
の

祖
母
に
育
て
ら
れ
「
勿
体
無
い
」

を
耳
タ
コ
で
育
ち
、
命
の
元
の
食

べ
物
を
捨
て
る
に
抵
抗
が
あ
る
。

▽
コ
ン
ビ
ニ
業
は
商
品
の
賞
味
期

限
に
は
厳
格
。
過
ぎ
れ
ば
捨
て
る
。

（
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
も
）
私
は

拾
い
「
正
価
」
で
レ
ジ
で
買
う
。

（
注
・
私
以
外
は
禁
止
）

▼
最
近
、
憲
法
の
戦
争
放
棄
を
戦

力
を
持
っ
た
昔
の
様
に
し
よ
う
と

論
議
が
盛
ん
。
世
界
に
先
駆
け
た

一
番
輝
い
て
い
る
部
分
な
の
に
。

▽
し
か
も
憲
法
の
「
和
」
思
想
は

聖
徳
太
子
（5

7
4

〜
）
十
七
条
憲

法
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
か

ら
引
き
つ
ぎ
な
が
ら
長
い
賞
味
期

限
が
あ
る
。

▼
手
続
き
法
96
条
を
先
に
と
姑
息

な
ご
ま
か
し
手
法
に
乗
っ
て
は
え

ら
い
目
に
あ
い
マ
ッ
セ
。
９
条
の

賞
味
期
限
は
無
期
限
と
し
た
い
。

ど
ん
つ
き

京
都
国
立
博
物
館

新
・
旧
両
館
の
名
称
決
定

第
102
回
定
例
第
３
日
曜
日

６
月
16
日
朝
９
時
〜
~

お
話

:

佐
野
充
照
様
。

(

妙
蓮
寺
塔
頭

圓
常
院
ご
住
職)

お
題
「
人
生
、

え
え
加
減
が
よ
ろ
し
い]

ご
住
職
は

昭
和
29

年

生

ま
れ
。

大
学
卒
業

後
、
一
時
、

農
業
に
従

事
す
る
が

平
成
元
年

よ
り2

1

世

住
職
と
な
る
。
“
企
画
部
長
”
と
も
呼

ば
れ
る
大
本
山
の
事
業
部
長
を
兼
任
、

妙
蓮
寺
で
の
催
し
物
の
世
話
役
を
務
め

る
。
「
西
陣
活

性
化
実
顕
地
を

つ
く
る
会
」
の

メ
ン
バ
ー
の
中

心
、
京
町
家
再

生
に
尽
力
。
西

陣
織
が
沈
滞
し
、

火
が
消
え
た
よ

う
に
な
っ
た
西

陣
の
地
を
、
何

と
か
活
性
化
で

き
な
い
か
と
努

力
さ
れ
て
い
る
。

国立京都博物館新常設館 ③

朝粥食べておシャベリ会 :報告

国立京都博物館正門設館 ①

国立京都博物館本館 ②

京
都
東
山
区
に
は
、
奈
良
よ
り
大

き
な
大
仏
殿
が
豊
臣
秀
吉
公
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
。
伏
見
か
ら
京
へ
の

道
は
、
今
も
本
町
通
り
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。
巨
大
な
大
仏
は
そ
の
建

設
で
辺
り
に
職
人
町
を
形
成
、
完
成

後
は
現
在
の
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
」

の
よ
う
の
多
く
の
人
を
集
め
た
。

街
道
筋
に
商
家
も
増
え
た
。
こ
れ

ら
が
東
山
区
の
原
型
で
あ
ろ
う
。
秀

吉
公
を
祀
る
豊
国
神
社
、
阿
弥
陀
ケ

峰
山
頂
に
廟
社
も
あ
る
。
方
広
寺
の

梵
鐘
（
重
要
文
化
財
）
耳
塚
・

な
ど
も
あ
っ
て
観
光
客
も
多
い
。

豊
臣
秀
吉
公
の
「
馬
印
」
は
瓢

箪
、
地
元
貞
教
小
学
校
の
校

章
は
「
千
成
瓢
箪
」
。
そ
ん

な
事
か
ら
「
瓢
箪
で
町
興
し
」

と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
出
来
た
。
ゴ
ー

ヤ
の
代
替
に
「
瓢
箪
で
日
除
け
」
食

用
瓢
箪
で
料
理
の
試

み
も
進
み
だ
し
、
★

８
月
４
日
（
日
）
豊

国
神
社
で
集
会
が
開

催
さ
れ
る
。

問
合
せ
：
当
社
又
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

東
山
瓢
箪
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

h
t
tp
:/
/h
i
ga
sh
iy
a
ma
-h
yo
u
ta
n.
co
m
/
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私
達
の

地
球
が

あ
る
銀

河
系
（
写
真
）
に
は
凡
そ1000

億
〜

2000

億
の
星
が

あ
る
と
さ
れ
、
他
の

銀
河
系
も
あ
っ
て
一
般
的
に
一
つ
の
銀

河
に
数
百
億
〜
数
千
億
あ
る
と
言
わ
れ

い
る
。

地
球
は
銀
河
の

中
の
太
陽
系
の

一
つ
の
芥
子
粒

も
な
ら
な
い
小

さ
な
星
。
何
ら

か
の
理
由
が
あ
っ

て
「
水
、
空
気
」

が
あ
っ
て
動
植
物
が
で
き
た
。、
人
間

は
、
霊
長
類
（
霊
長
目
）
に
属
し
て
5

00
万
年
位
前
ま
で
は
遡
れ
る
ら
し
い
。

そ
れ
か
ら
「
類
」
と
し
て
生
き
延
び
よ

う
と
し
た
主
体
的
意
思
と
努
力
で
今
の

人
間
と
な
っ
た
。
知
能
も
発
達
し
、
地

球
上
で
は
動
植
物
の
長
の
位
置
を
占
め

て
い
る
。
そ
う
な
っ
た
の
は
、
太
陽
が

あ
り
大
地
が
あ
り
海
（
水
）
が
あ
り
動

植
物
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
し
て
長
い
年
月
を
経
て
現
代
に
な

る
。
私
た
ち
の
祖
父
母
の
代
ま
で
は
、

太
陽
は
神
で
あ
り･

朝
夕
手
を
合
わ
せ

拝
ん
で
い
た
。
日
が
沈
め
ば
寝
て
、
日

が
昇
る
と
起
き
て
仕
事
を
す
る
。
そ
れ

は
つ
い
60
年
前
ま
で
は
世
界
共
通
の

習
慣
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
を

し
て
来
た
。
更
に
、
人
間
の
死
へ
の
恐

怖
と
幸
せ
を
保
つ
た
め
に
欲
望
な
ど
の

規
制
や
自
制
す
る
努
力
の
中
で
宗
教
も

で
き
た
の
だ
ろ
う
。

古
代
か
ら
近
世
に
至
る
間
に
、
経
験

を
重
ね
知
識
を
高
め
生
産
力
が
格
段
に

伸
び
、
人
口
増
え
た
。
国
家
も
出
来
て

大
戦
争
も
あ
っ
た
。
わ
が
国
も
敗
戦
で

立
憲
主
国
か
ら
民
主
主
義
国
に
変
身
し

た
。
戦
争
放
棄
の
憲
法
を
持
ち
、
こ
の

68
年
間
に
戦
争
と
言
う
手
段
で
他
国
も

自
国
も
戦
死
者
は
な
い
。
経
済
力
も
格

段
に
上
が
っ
て
い
る
。

前
の
戦
争
は
財
閥
（
の
欲
望
）
が
国

家
を
支
配
し
た
形
で
始
ま
っ
た
。
敗
戦

で
財
閥
は
解
体
さ
れ
た
が
、
今
や
強
大

な
「
資
本
集
団
」
が
で
き
た
。
貧
富
の

差
も
戦
前
以
上
に
な
り
、
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
地
球
内
部
資
源
を
食
い
荒
ら
し
、

モ
ッ
ト
も
危
険
な
「
核
」
を
使
い
出
し

た
。

天
を
汚
し
、
地
を
掘
り
だ
せ
ば
、
自
然

そ
の
も
の
を
破
壊
し
、
他
の
動
植
物
に

も
影
響
す
る
。
人
類
は
地
球
の
害
虫
に

な
っ
て
は
未
来
は
な
い
の
で
は
。

欲
望
の
赴
く
ま
ま
の
無
駄
遣
い
を
止
め

て
、
資
源
の
倹
約
を
し
て
消
費
を
抑
え

な
い
と
駄
目
だ
思
う
。
特
に
戦
争
は
最

大
の
消
費
だ
。
そ
ん
な
消
費
を
し
て
も
、

き
っ
ち
り
儲
け
る
奴
や
そ
の
手
先
も
居

る
。
深
夜
営
業
で
「
電
気
」
を
無
駄
遣

い
し
て
い
る
「
コ
ン
ビ
ニ
」
を
し
て
偉

そ
う
に
は
言
え
な
い
と
思
い
つ
つ
こ
れ

世

の

中

に
「
断･

捨
・
離
」

と

い

う

潔
い
整
理
術
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

在
住
の
娘
も
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
と

い
う
。
バ
カ
ン
ス
帰
国
と
や
ら
で
六
月

末
か
ら
の
二
か
月
余
り
三
人
の
小
さ
な

子
を
引
き
連
れ
て
滞
在
し
だ
し
た
の
で
、

お
一
人
様
プ
ラ
ス
一
匹
の
わ
が
理
想

郷
は
「
お
ば
ぁ
ち
ゃ
〜
ん
」
の
大
合
唱
。

娘
か
ら
は
「
と
き
め
く
も
の
以
外
は
皆

捨
て
よ
！
」
と
の
声
。
ゴ
ミ
屋
敷
注
意

報
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。

お
な
じ
セ
リ
フ
を
自
分
の
親
に
向
か
っ

て
言
っ
て
来
た
も
の
だ
っ
た
が
、
誰
が

見
て
も
い
ら
な
い
も
の
以
外
は
仲
々
は

か
ど
ら
な
か
っ
た
。
母
の
一
周
忌
も
近

い
が
、
未
だ
に
ち
ょ
っ
と
は
と
き
め
く

も
の
に
囲
ま
れ
整
理
し
き
れ
ず
に
い
る
。

そ
ん
な
中
で
新
た
に
パ
ソ
コ
ン
教
室

に
通
い
出
し
た
。
単
身
赴
任
の
夫
や
三

人
の
子
が
割
に
早
く
結
婚
し
て
出
て
行
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
宅
に
パ
ソ
コ
ン

を
置
い
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
持
参
の
帰
国
に
攻
め
ら
れ
て
、

つ
い
に
ウ
イ
ン
ド
ー
ズ
８
が
設
置
さ
れ

た
。

一
と
月
は
見
て
い
た
だ
け
の
私
も
近
所

に
教
室
が
出
来
た
の
を
幸
い
に
通
い
だ

し
た
。
こ
れ
が
な
か
な
か
面
白
い
。
元

気
な
老
人
た
ち
と
顔
見
知
り
に
な
り
、

早
朝
登
校
も
苦
に
な
ら
な
い
。
放
課
後

ク
ラ
ブ
活
動
も
あ
り
、
先
日
は
布
草
履

づ
く
り
に
参
加
し
た
。
こ
れ
が
よ
か
っ

た
。
捨
て
ら
れ
ず
に
と
っ
て
あ
っ
た
Ｔ

シ
ャ
ツ
や
着
物
の
お
古
。
こ
れ
ら
が
肌

さ
わ
り
の
室
内
履
き
に
変
身
し
た
。
こ

れ
か
ら
生
涯
現
役
で
い
け
る
と
し
た
ら

コ
レ
ダ
！
と
も
思
い
、
と
き
め
い
た
。

わ
ら
草
履
づ
く
り
で
生
涯
を
貫
い
た
故

郷
宮
城
の
友
人
の
お
祖
母
ち
ゃ
ん
を
思
っ

た
。
早
速
、
そ
こ
ら
に
あ
っ
た
わ
が
古

着
物
を
ほ
ど
い
て
洗
濯
し
て
ハ
サ
ミ
で

･･･

と
思
う
だ
け
で
ト
キ
メ
く
。
リ
フ
ォ
ー

ム
と
い
う
や
つ
だ
ろ
う
。
五
人
の
孫
い

や
そ
の
親
た
ち
に
も
土
産
を
持
た
せ
た

い
。
あ
の
時
の
思
い
出
の
古
着
、
祖
母

の
代
の
も
っ
と
昔
の
も
の
が
「
よ
み
が

え
る
か
も
し
れ
な
い
ね
母
さ
ん
」
と
遺

影
に
つ
ぶ
や
く
。
ト
キ
メ
か
な
か
っ
た

パ
ソ
コ
ン
も
俄
然
面
白
く
な
り
つ
つ
あ

る
。
近
い
将
来
携
帯
電
話
を
越
え
て
原

稿
作
成
に
乗
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
。

天
の
時
、
地
の
利
、
人
の
和
!
「
い
つ

歌
う
の
」
「
今
で
し
ょ
」
と
声
を
交
わ

し
た
先
日
の
郡
山
の
小
学
生
300
人
と
の

Ｂ
ｅ
ｌ
ｉ
ｅ
ｖ
ｅ
﹈
や
「
花
は
咲
く
」

な
ど
復
興
支
援
の
ミ
ニ
演
奏
会
の
声
が

よ
み
が
え
る
。

「
忘
れ
な
い
で
」
「
つ
ぎ
は
あ
な
た
た

ち
か
も
し
れ
な
い
」
と
原
発
で
苦
し
む

現
地
の
人
か
ら
の
声
も
、
と
き
め
く
も

の
で
は
な
い
が
「
今
」
の
も
の
だ
。
今

の
選
択
が
い
の
ち
に
か
か
わ
る
大
切
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

京
に
学
び
し
こ
ろ
・

四
あ
る
写
真
、

宇
野
正
人

を
見
て
、
、

は
て
な
？
と
思
い
ま
し
た
。

第
63
回
京
お
ど
り
」(2012

年)

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

京
お
ど
り
は
、
僕
が
学
生
時
代

に
は
じ
ま
っ
た
記
憶
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
京
お
ど
り
は
宮
川
町
の
催
し
物
で
す
。

そ
れ
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
時
代
が
違
い
す
ぎ
る
。

検
索
し
ま
し
た
。

「
京
お
ど
り-

Wikipedia

」
に
は
、
以
下
の
よ
う

に
あ
り
ま
し
た
。1950

年
（
昭
和26

年
）-

京
お

ど
り
初
演1954

年
（
昭
和29

年
）
~1968

年
（
昭
和4

3

年
）-

阪
急
京
都
線
延
⻑⻑事
の
た
め
南
座
で
上
演
。

1969

年
（
昭
和44

年
）-

本
拠
地
で
の
上
演
再
開

な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
か
。
宮
川
町
歌
舞
練
場

で
再
開
し
た
時
を
、
僕
が
、
京
お
ど
り
の
初
演
と
勘

違
い
し
て
い
た
の
か
と
気
づ
き
ま
し
た
。
昭
和44

年

は
、
僕
が
京
都
で
学
生
時
代
を
お
く
っ
て
い
た
時
で

す
。
記
憶
な
ん
て
い
う
も
の
は
、
曖
昧
で
、
な
お
か

つ
鮮
や
か
な
も
の
だ
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

え
？
何
故
、
そ
ん
な
こ
と
を
覚
え
て
い
た
か
っ
て
？

あ
の
当
時
、
祇
園
に
し
ろ
、
先
⻑町
に
し
ろ
、
宮
川

町
に
し
ろ
、
歌
舞
練
場
で
踊
り
を
み
る
程
度
な
ら
、

た
だ
券
が
す
ぐ
に
手
に
入
っ
た
時
代
だ
か
ら
で
す
よ
。

暇
潰
し
に
、
芸
や
固
舞
⻑の
顔
を
⻑見
に
行
っ
た
と
思

い
ま
す
。
僕
は
、
宮
川
町
の
街
の
⻑情
が
好
き
で
す
。

い
か
に
も
昔
の
花
街
を
彷
彿
と
さ
せ
る
雰
囲
気
を
持
っ

て
い
た
か
ら
で
す
。
現
在
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
知

り
ま
せ
ん
。
（
3
Ｐ
東
山
ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
宮
川
町
）
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

人
類
は
地
球
の

害
虫
か
！

と
き
め
く
も
の

石
動
敬
子



1

今
号
の
２
ペ
ー
ジ
に
宇
野
正
人
様
か

ら
頂
戴
し
た
「
宮
川
町
」
を
掲
載
し
た

の
で
こ
れ
を
書
く
。

京
都
（
伏
見
を
含
む
）
は
古
い
町
で
遊

郭
を
含
む
と
、
★
上
七
軒
（
北
野
を
ど

り4

月
）
・
★
祇
園
甲
部
（
都
を
ど
り
4
月
）
・

★
祇
園
（
乙
）
東
祇
園
を
ど
り11

月
）
・

★
先
斗
町
〈
ぽ
ん
と
ち
ょ
う
鴨
川
を
ど
り

5

月
〉
★
宮
川
町
（
京
お
ど
り4

月
）
の

★
印
の
京
都
花
街
組
合
連
合
会
に
加
盟

の
地
区
を
総
称
し
て
五
花
街
と
言
わ
れ

て
い
る
。
島
原
は
連
合
に
加
盟
せ
ず
、

他
の
・
五
番
町
・
七
条
新
地
（
現
、
五

条
楽
園
）
撞
木
町
・
中
書
島
・
は1956

年
（
昭31

）
売
春
防
止
法
で
減
少
し
今

や
花
街
と
は
言
え
な
い
状
態
だ
。

宮
川
町
も
過
っ
て
は
遊
郭
と
お
茶
屋

が
混
在
し
て
い
た
が
今
は
お
茶
屋
の
み

に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
宮
川
町
（
み
や
が
わ
ち
ょ

う
）
は
京
都
市
東
山
区
に
位
置
し
て
お

り
、
宮
川
筋
二
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で

が
花
街
で
あ
る
。
十
六
世
紀
後
半
、
豊

臣
秀
吉
が
方

広
寺
・
伏
見

城
を
築
い
た

事
に
よ
り
、

大
和
大
路
は

に
わ
か
に
人

の
往
来
が
増

え
、
そ
の
街

道
沿
い
に
町
並
み
が
出
来
た
。
当
時
広

大
な
鴨
川
の
河
原
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

町
名
の
由
来
は
「
四
条
河
原
祇
園
杜
の

前
に
あ
る
に
よ
り
宮
川
と
い
う
、
鴨
川

四
条
よ
り
南
の
別
号
な
り
」
等
と
諸
説

が
有
る
。
四
条
通
り
の
鴨
川
南
は
、
こ

こ
で
毎
年
、
祇
園
杜
の
ミ
コ
シ
洗
い
が

行
わ
れ
る
の
で
宮
川
と
呼
ば
れ
、
こ
の

川
筋
に
出
来
た
の
が
宮
川
町
で
あ
る
。

今
日
で
も
、
「
宮
川
筋
○
丁
目
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
の
は
、
河
原
に
発
展
し
た

「
筋
・
通
路
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

寛
文
六
年
に
宮
川
町
通
り
が
開
通
し
、

寛
文
十
年
に
鴨
川
護
岸
の
石
積
み
が
完

成
し
急
速
に
宮
川
町
の
町
並
み
が
整
い
、

当
時
の
歌
舞
伎
の
流
行
と
あ
い
ま
っ
て
、

茶
屋
町
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
宮

川
町
に
水
茶
屋
が
建
ち
、
渡
世
を
許
さ

れ
た
の
は
寛
延
四
年
の
事
で
あ
っ
た
。

慶
長
八
年
頃
、
阿
国
の
娘
二
代
目
阿
国

が
宮
川
河
原
で
、
「
や
や
こ
踊
り
」
と

云
わ
れ
る
歌
舞
伎
を
興
業
し
て
人
気
を

呼
び
、
様
々
な
見
世
物
小
屋
が
建
ち

始
め
評
判
を
呼
び
一
大
歓
楽
場
と
成
っ

た
。
そ
の
後
、
若
衆
歌
舞
伎
が
始
ま
り
、

そ
れ
に
出
演
す
る
若
衆
の
宿
が
宮
川
町

に
軒
を
並
べ
た
。
舟
橋
聖
一
の
「
聖
一

風
流
抄
」
に
よ
れ
ば
「
宮
川
町
が
歌
舞

伎
の
名
優
を
数
多
く
生
ん
だ
原
点
で
あ

る
」
と
記
し
て
あ
る
と
聞
く
。

６
月
に
は
五
花
街
総
勢
１
２
５
名
の
芸

舞
妓
が
舞
う
！
第
２
０
回
記
念
「
都
の

賑
い
―
京
都
五
花
街
伝
統
芸
能
公
演
―
」

が
南
座
で
行
わ
れ
た
。
特
等
で
壱
萬
五

千
円
、
総
上
げ
で
す
か
ら
安
い
も
の
。

来
年
は
、
お
越
し
や
し
と
く
り
ゃ
す
！
。

烏
丸
今

出
川
を
出

た
市
電
は
、

右
手
に
京
都
御
苑
、
左
手
に
同
志
社
大

学
を
見
て
東
に
進
み
ま
す
。
車
窓
か
ら

見
る
、
こ
の
風
景
、
現
在
で
も
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
変
化
の
激
し
い
京
都
市

内
に
あ
っ
て
、
市
電
時
代
と
同
じ
風
景

を
保
っ
て
い
る
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で

す
。左

手
に
、
三
方
を
同
志
社
大
学
に
囲

ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
冷
泉
家
住
宅
が

見
え
て
き
ま
す
。
京
都
御
所
の
内
外
に

あ
っ
た
公
家
屋
敷
の
中
で
、
唯
一
残
っ

た
建
物
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の

建
築
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
冷
泉
家
は
歌
人
、
藤
原
定
家

の
子
孫
に
当
た
り
、
文
庫
に
は
国
宝
の

藤
原
俊
成
自
筆
の
書
や
、
歴
代
の
天
皇

自
筆
な
ど
、
多
く
の
貴
重
な
典
籍
が
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。
去
る
六
月
二
十
三

日
に
は
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
も
訪
問

さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
ぐ
ら
い
か
ら
、
土

塀
が
整
備
さ
れ
、
犬
矢
来
が
設
け
ら
れ

た
の
は
、
通
る
バ
ス
か
ら
も
見
て
知
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
ご
訪
問
に
備

え
て
の
も
の
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
到
着
す
る
の
が
、
「
同
志

社
前
」
で
す
。
南
側
に
は
京
都
御
苑
の

今
出
川
御
門
が
あ
り
、
北
側
に
は
、
同

志
社
大
学
正
門
が
あ
り
ま
す
。
視
界
に

あ
る
も
の
と
言
え
ば
、
樹
木
、
石
垣
・

土
塀
、
煉
瓦
建
築
だ
け
で
す
。
普
通
の

民
家
・
商
家
が
ま
っ
た
く
視
界
に
入
り

ま
せ
ん
。
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
大
正
六
年

に
今
出
川
通
が
拡
幅
さ
れ
、
市
電
が
開

通
し
ま
す
が
、
そ
の
後
、
市
電
が
廃
止

さ
れ
た
だ
け
で
、
拡
幅
以
来
、
約
百
年

近
く
の
間
、
そ
の
風
景
は
ほ
と
ん
ど
変

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学

生
数
が
さ
ら
に
増
加
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス

で
す
が
、
主
力
は
地
下
鉄
の
あ
る
烏
丸

通
側
に
流
れ
ま
す
の
で
、
意
外
に
静
寂

を
保
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
場
所
に
同
志
社
が

造
ら
れ
た
の
か
、
文
献
を
紐
解
い
て
見

ま
し
た
。

同
志
社
の
創
設
者
、
新
島
襄
は
、
明

治
八
年
十
一
月
に
ま
ず
寺
町
丸
太
町
上

る
の
高
松
邸
を
借
り
て
英
学
校
を
開
き

ま
す
。
し
か
し
手
狭
に
な
っ
た
た
め
、

別
の
土
地
を
探
し
ま
す
。
学
校
創
立
に

尽
力
し
た
山
本
覚
馬
の
所
有
地
で
あ
っ

た
薩
摩
藩
屋
敷
跡
の
提
供
を
受
け
、
翌

年
九
月
に
は
、
烏
丸
今
出
川
東
入
る
に
、

校
舎
二
棟
、
食
堂
を
建
て
て
移
転
し
、

次
第
に
煉
瓦
造
り
の
校
舎
を
建
て
て
い

き
ま
す
。
た
だ
し
明
治
時
代
は
、
現
在

の
よ
う
に
今
出
川
通
ま
で
校
地
は
な
く
、

現
在
の
冷
泉
家
屋
敷
の
北
辺
に
沿
っ
て

石
橋
通
と
い
う
東
西
の
細
い
道
が
あ
り
、

そ
の
北
側
が
校
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

大
正
六
年
の
今
出
川
通
拡
幅
の
際
に
、

石
橋
通
は
市
か
ら
換
地
と
し
て
譲
渡
さ

れ
、
校
地
の
一
部
と
な
り
、
そ
の
後
も

御
所
周
辺
の
旧
藩
邸
や
公
家
屋
敷
の
土

地
を
購
入
し
、
現
在
の
校
地
の
基
礎
が

で
き
ま
す
。

薩
摩
藩
屋
敷
跡
を
提
供
し
た
山
本
覚
馬

は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド

ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
の
主
人
公
、
山
本

八
重
の
実
兄
で
す
。
「
同
志
社
」
の
名

も
覚
馬
の
発
案
だ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

テ
レ
ビ
で
も
、
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
が

語
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

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 VOL166 2013(平成25）7月1日(月）P3

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

40

29

京
都
花
街
・

宮
川
町

京都御苑の今出川御門の向こうを行く

静かな停留所付近も下校時は

女子学生などでにぎわう



高
利
貸

と
強
引
な

交
渉
で
「
融
通
手
形
」
は
解
決
し
た
が
、

そ
れ
ま
で
に
本
来
の
「
債
務
者
Ｋ
酒
造
」

か
ら
弁
済
し
て
も
ら
う
努
力
も
し
た
。

今
は
「
個
人
情
報
」
は
厳
重
に
「
？
」

に
護
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
和
30
年
代
は

簡
単
に
財
産
調
査
が
出
来
た
。
所
有
者

に
所
管
の
各
市
（
区
）
役
所
に
「
固
定

資
産
名
寄
帳
」
が
あ
り
、
そ
の
閲
覧
は

簡
単
に
出
来
て
、
資
産
の
所
在
が
判
れ

ば
そ
の
資
産
の
あ
る
「
法
務
局
」
で
閲

覧
も
出
来
る
し
謄
本
も
と
れ
た
。

私
共
は
「
融
通
手
形
」
と
別
に
、
商

品
代
の
前
渡
で
手
形
を
「
Ｋ
酒
造
」
に

渡
し
て
い
た
。
そ
の
保
全
の
為
に
同
社

の
資
産
調
査
、
名
古
屋
市
瑞
穂
区
に
相

当
大
き
な
不
動
産
が
有
る
と
知
る
。
区

役
所
で
台
帳
を
閲
覧
し
名
古
屋
法
務
局

で
調
べ
る
と
既
に
協
和
発
酵
工
業
が
担

保
設
定
を
し
て
い
た
。
が
、
折
角
名
古

屋
に
来
た
の
だ
か
ら
現
場
を
見
に
行
っ

た
。当

時
の
（
昭
35
）
瑞
穂
区
は
郊
外
地
。

少
し
住
宅
が
あ
る
が
田
畑
も
多
く
、
近

く
の
高
台
に
（
南
山
？
）
大
学
が
見
え

た
。
Ｋ
酒
造
の
所
有
地
は
大
き
な
池
の

法
（
法
＝
の
り
・
周
り
の
斜
面
地
）
だ
っ
た
。

も
う
一
度
瑞
穂
区
役
所
に
戻
り
、
池
の

所
有
者
は
地
元
の
農
協
だ
と
判
明
し
た
。

開
発
が
進
ん
で
い
る
よ
う
な
の
で
、
近
々

池
は
不
要
で
埋
め
立
て
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
な
れ
ば
協
和
発
酵
が
担
保

に
と
っ
て
い
て
も
、
当
社
（
株:

酒
谷

本
店
）
の
取
り
分
は
充
分
残
る
か
ら
差

押
さ
え
を
し
よ
う
と
区
役
所
で
「
評
価

証
明
」
を
請
求
し
た
。
係
り
の
人
が
出

て
き
て
「
証
明
は
出
せ
な
い
」
と
言
う
。

理
由
は
言
え
な
い
が

←
愛
知
県
庁
の
農

政
局
へ
行
き
聞
い
て

欲
し
い
と
の
こ
と
。

そ
こ
へ
行
き
受
付
で

来
聴
の
目
的
を
話
す

と
別
室
に
案
内
さ
れ

た
。
エ
ラ
イ
大
層
な
こ
と
と
驚
き
な
が

ら
待
っ
て
い
る
と
、
課
長
が
来
ら
れ
た
。

用
件
を
話
す
と
「
あ
の
土
地
は
差
押
さ

え
し
て
も
金
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
」
理

由
を
問
え
ば
、
不
正
収
得
さ
れ
た
土
地

で
、
本
来
的
に
県
の
土
地
だ
と
い
う
。

「
登
記
さ
れ
て
担
保
が
つ
い
て
い
る
の

だ
か
ら
権
利
は
主
張
で
き
る
」
と
言
っ

た
が
「
池
の
使
用
権
は
農
協
だ
が
池
は

実
質
は
県
の
も
の
、
法
の
土
地
は
不
正

の
疑
い
も
あ
っ
て
そ
れ
は
無
効
、
土
地

の
売
買
は
出
来
ず
、
県
は
許
さ
な
い
」

と
い
わ
れ
た
。
父
に
報
告
す
る
と
「
ホ

ナ
し
ょ
う
が
な
い
」
で
こ
の
件
は
一
応

終
わ
っ
た
。
県
知
事
と
ｋ
酒
造
は
同
姓

で
親
戚
だ
っ
た
と
後
で
知
る
。
県
庁
の

課
長
が
相
手
で
、
25
才
の
若
造
で
は
歯

が
立
た
な
か
っ
た
。
数
年
後
、
協
和
発

酵
に
聞
く
と
「
沢
山
儲
か
っ
た
」
と
笑

わ
れ
た
。
今
な
ら
食
ら
い
つ
い
た
が
な
ぁ
。

未成年者の飲酒、喫煙は法律で禁止です！とんからりんVOL166 2013(平成25）7月1日(月）P4

○
今
月
は
、
「と
ん

か
ら
り
ん
」１
号
か

ら
昨
年
末
ま
で
の
整
理
い
た
し
ま
し
た
。

１
９
９
５
年
４
月
の
〜
２
０
１
２
年
末
の
27

年
間
で
す
。
ふ
た
月
分
が
欠
落
し
て
い
ま
し

た
。

●
サ
ー
と
目
通
を
し
ま
し
た
が
，2
度
3

度
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
.
そ
の
く
せ
、
少
年

期
か
ら
青
年
に
至
る
間
は
殆
ど
書
い
て
い

ま
せ
ん
。

○
モ
ッ
ト
も
商
売
人
に
は
な
る
気
が
無
か
っ

た
時
代
で
、
「と
ん
か
ら
り
ん
」に
は
不
向

き
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
で
も
そ
の
期

間
の
経
験
や
勉
強
が
有
っ
て
私
の
今
が
あ

る
の
だ
と
近
頃
思
う
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
そ
の
時
期
の
前
の
私
を
知
っ
て
い
る
、
小
・

中
高
の
同
窓
生
は
、
体
が
弱
く
気
も
弱
く
、

良
い
事
も
悪
い
こ
と
も
し
な
い
。
勉
強
も
普

通
の
子
。
消
極
的
な
子
供
と
見
て
い
た
様
。

実
は
今
も
本
質
的
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
。

○
只
、
母
代
わ
り
に
育
て
て
く
れ
た
祖
母

の
教
え
は
、
他
人
様
に
ご
迷
惑
を
か
け
る

な
。
心
棒
〈辛
抱
）と
い
う
棒
を
常
に

鍛

え
よ
で
し
た
。
そ
れ
も
大
き
な
影
響
で
し
ょ

う
。
●
そ
れ
と
幾
つ
も
人
生
の
分
か
れ
道
の

よ
う
な
場
面
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
又
右

に
行
く
か
左
か
迷
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

何
時
も
ス
ー
と
救
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
運

が
よ
い
だ
け
で
無
い
気
が
し
ま
す
。

○
そ
の
私
、
来
年
80
才
。
で
も
馬
町
爆
撃
、

七
条
大
橋
や
店
の
こ
と
も
有
っ
て
、
「た
そ

が
れ
」て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
も
う
三
番
、
、
白

星
め
ざ
し
努
力
し
ま
す
。
阿
呆
や
な
ぁ
の

自
覚
症
状
を
抱
え
て
！
。

編
集
後
記

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

第
八
十
話

七
十
九
話
の
裏
話

さ
て
、
月
三
日
の
日
で
は
、
周
り
の
、

ひ

ひ

も
し
く
は
私
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
あ

る
出
来
事
を
綴
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
皆

さ
ん
は
、
人
の
名
前
を
忘
れ
て
し
ま
う

と
言
う
ご
経
験
は
お
あ
り
で
す
か
？

私
実
は
名
前
を
覚
え
る
の
が
大
の
苦
手

で
し
て
、
「
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
、
内

容
は
覚
え
て
い
る
の
で
す
が
」
な
ど
と

い
う
弁
解
の
言
葉
が
、
今
で
も
た
ま
に

出
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
け
な
い

と
注
意
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
家
族

か
ら
掛
か
っ
て
き
た
電
話
で
気
を
抜
い

て
い
ま
す
と
、
こ
ん
な
こ
と
が
御
座
い

ま
し
た
。

二
人
目
の
甥
が
産
声
を
上
げ
る
少
し

前
の
お
話
で
す
。
同
居
人
と
甥
の
名
前

を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
考
え
て
い
た
時
、

姉
か
ら
電
話
が
掛
か
っ
て
き
ま
し
た
。

「
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
、
二
人
目
の
名
前

を
考
え
て
い
た
ん
で
す
よ
」

私
は
電
話
の
向
こ
う
に
声
を
は
ず
ま
せ

た
。
し
か
し
、
受
話
口
か
ら
響
く
声
に

は
、
喜
び
と
申
し
訳
な
さ
が
混
じ
っ
て

い
る
。
「
実
は
も
う
決
め
て
い
る
の
よ
」

姉
曰
く
、
一
人
目
の
子
供
の
経
験
を
生

か
し
て
、
次
の
子
の
名
前
は
前
々
に
用

意
し
、
幾
つ
か
出
し
た
案
の
中
か
ら
、

名
付
け
も
し
て
い
る
神
主
に
選
ん
で
も

ら
っ
た
そ
う
だ
。

「
何
と
い
う
名
前
に
し
た
ん
で
す
か
？
」

「
○
○
○
、
ど
う
？
」

「
へ
〜
ま
た
古
風
な
」

「
い
い
じ
ゃ
な
い
」

「
ま
ぁ
ね
ぇ
」

名
前
の
話
題
後
も
、
一
人
目
の
子
の
様

子
や
、
猫
が
ど
う
だ
の
と
他
愛
の
な
い

言
葉
を
少
し
交
わ
し
て
電
話
を
置
い
た
。

座
敷
に
戻
り
、
同
居
人
に
名
前
が
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
と
、
雑
誌
を
め

く
る
手
を
止
め
て
紙
面
か
ら
私
へ
真
剣

な
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
た
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
だ
。
先
程
ま
で
ち
ゃ
ぶ
台
を
挟

ん
で
真
面
目
に
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
言
い

合
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

「
な
ん
て
名
前
?
」

「
え
ぇ
っ
と
で
す
ね
、
ひ
・
・
・
」

つ
い
そ
の
時
ま
で
覚
え
た
い
た
の
に

「
え
ぇ
っ
と
で
す
ね
ぇ
」
な
ん
て
も
っ

た
い
ぶ
っ
た
が
運
の
ツ
キ
。

い
く
ら
考
え
て
も
「
ひ
」
の
後
が
出
て

こ
な
い
。
頭
を
捻
ら
せ
て
も
出
て
来
な

い
。
挙
句
、
「
ひ
ろ
よ
し
」
だ
か
「
ひ

ろ
み
ち
」
だ
か
「
ひ
さ
ひ
さ
」
だ
か

「
ひ
ろ
ま
さ
」
で
す
ね
、
と
ざ
っ
く
り

答
え
た
。
同
居
人
の
目
と
口
が
一
気
に

丸
く
な
っ
て
ゆ
く
。

「
そ
ん
な
、
あ
ん
ま
り
だ
」

ぼ
そ
り
と
呟
き
が
聞
こ
え
た
が
、
私
は

作
業
道
具
に
手
を
伸
ば
し
て
集
中
を
決

め
込
ん
だ
。

後
日
、
姉
に
電
話
で
確
認
を
致
し
ま
し

た
。
悲
し
い
か
な
的
に
当
た
っ
た
も
の

は
、
四
文
字
で
あ
る
こ
と
と
、
「
ひ
」

の
み
の
様
で
す
。
正
解
は
、
「
ひ･･･

つ･･･
」
。
ま
ぁ
、
ぼ
ち
ぼ
ち
覚
え
る

こ
と
に
し
ま
す
。

月
三
日
の
日
・
月
三
天


