
は
じ
め
に

（
１
）
京
都
藩
邸
研
究
の
現
状

近
世
に
存
在
し
た
全
て
の
藩
が
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
藩

は
江
戸
や
大
坂
と
と
も
に
京
都
に
藩
邸
を
有
し
、
屋
敷
の
管
理
を
は
じ
め
と
し
た

様
々
な
職
掌
を
こ
な
す
た
め
に
留
守
居
を
常
駐
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
京
都
留
守
居

は
、
朝
廷
関
係
の
儀
礼
や
公
家
ら
と
の
交
際
、
京
都
に
駐
在
す
る
幕
府
役
人
や
他

大
名
屋
敷
の
留
守
居
、
出
入
り
の
商
人
な
ど
と
の
交
渉
を
取
り
仕
切
る
渉
外
役
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
京
都
留
守
居
に
関
す
る
研
究
の
手
薄
さ
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
（
１
）
、
京
都
藩
邸
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
京
都
留
守
居
お
よ
び
京
都
藩
邸
に
関
す
る
研
究
が
全
く
存
在
し
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
は
、
�
京
都
留
守
居
の
職
掌
に
関
す
る
研
究
、
�
近
世
国
家
に
お
け
る

京
都
の
位
置
付
け
の
解
明
を
試
み
た
研
究
、
�
近
世
初
期
の
京
都
武
家
屋
敷
に
関

す
る
研
究
、
�
幕
末
政
局
に
お
け
る
京
都
留
守
居
ら
の
活
動
の
前
提
と
し
て
、
近

世
の
京
都
留
守
居
や
京
都
藩
邸
に
言
及
し
た
研
究
に
大
別
さ
れ
る
。

�
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
明
和
年
間
の
秋
田
藩
上
方
詰
本
方
奉
行
の
役

割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
加
藤
昌
宏
氏
の
研
究
（
２
）
が
あ
る
。
氏
は
秋
田

藩
の
在
京
奉
行
の
日
記
を
史
料
と
し
て
検
討
し
、
上
方
詰
本
方
奉
行
に
は
、
御
館

入
、
町
奉
行
所
な
ど
と
の
借
銀
交
渉
、
大
坂
銅
座
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
た
役
割

が
課
せ
ら
れ
、
資
金
調
達
を
円
滑
に
行
い
、
借
銀
あ
る
い
は
返
済
の
負
担
な
ど
を

軽
減
し
、
上
方
町
人
と
の
結
び
つ
き
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
す
る
。

�
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
近
世
国
家
に
お
け
る
直
轄
都
市
、
と
り
わ
け

三
都
の
具
体
的
機
能
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
各
藩
に
と
っ
て
の
京
都
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
秋
田
藩
を
事
例
に
、
近
世
初
期
の
呉
服
所
に

注
目
し
た
杉
森
哲
也
氏
の
研
究
（
３
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
氏
は
各
藩
の
京
都
藩
邸
は
買
得

屋
敷
で
あ
り
、
町
人
が
そ
の
管
理
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
豊
臣
政
権
期
下
で
の

交
際
・
儀
礼
の
た
め
、
呉
服
お
よ
び
他
の
手
工
業
製
品
の
調
達
の
比
重
が
増
し
、

加
賀
藩
京
都
藩
邸
に
関
す
る
一
考
察

―
そ
の
成
立
と
構
造
を
中
心
に
―

千

葉

拓

真

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
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呉
服
所
と
藩
主
お
よ
び
重
臣
と
の
交
遊
が
深
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
京

都
商
人
と
の
関
係
は
当
初
武
器
の
調
達
か
ら
生
じ
、
呉
服
や
儀
礼
関
係
商
品
の
調

達
や
装
束
作
法
な
ど
の
教
示
へ
と
次
第
に
重
点
が
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
、

年
貢
米
の
販
売
や
必
需
品
の
購
入
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
藩
と
、
そ
の
中
心
地
と

し
て
の
京
都
が
存
在
し
、
そ
し
て
実
際
に
そ
う
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
は
、

呉
服
所
を
初
め
と
し
た
御
用
商
人
で
あ
っ
た
と
し
た
。

�
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
徳
川
初
期
京
都
に
お
け
る
武
家
屋
敷
の
性
格

を
論
じ
た
藤
川
昌
樹
氏
の
研
究
が
あ
る
。
氏
は
徳
川
初
期
の
京
都
に
お
け
る
武
家

屋
敷
を
「
宿
」
と
い
う
類
型
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
、「
宿
」
は
町
屋
敷
へ
依
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
類
型
で
あ
っ
た

こ
と
、
ま
た
「
宿
」
建
設
の
た
め
に
町
奥
型
屋
敷
地
を
配
置
す
る
都
市
計
画
を
幕

府
が
行
う
一
方
で
、
諸
藩
に
よ
る
町
屋
敷
の
買
得
を
幕
府
が
認
め
た
こ
と
が
理
由

と
な
っ
て
、「
宿
」
は
町
人
地
内
部
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
通
常
城

下
町
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
城
郭
を
中
心
と
し
た
武
家
地
の
構
成
は
ほ
ん
の
小
規

模
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
し
て
京
都
の
「
宿
」
は
上

洛
と
い
う
国
家
行
事
が
あ
っ
て
こ
そ
存
在
意
義
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
と
し

た
。�

に
つ
い
て
は
、
仙
台
藩
の
京
都
留
守
居
を
維
新
期
に
お
け
る
情
報
収
集
シ
ス

テ
ム
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
た
難
波
信
雄
氏
の
研
究
（
４
）
が
あ
る
。
氏
は
幕
末
以
前

の
京
都
留
守
居
に
つ
い
て
、
江
戸
留
守
居
（
公
儀
使
）
と
は
職
制
系
統
が
異
な
り
、

民
政
・
財
務
を
担
当
す
る
財
政
方
を
本
務
と
し
て
設
置
さ
れ
た
役
人
で
あ
っ
た
こ

と
、
仙
台
藩
近
江
領
の
支
配
、
儀
礼
用
品
や
手
工
業
品
の
買
い
付
け
、
公
家
や
他

大
名
の
京
都
留
守
居
、
幕
府
の
京
都
派
遣
役
人
と
の
折
衝
や
儀
礼
的
交
際
を
役
割

と
し
て
挙
げ
、
幕
末
期
に
は
京
都
留
守
居
に
情
報
収
集
役
と
し
て
の
役
割
が
期
待

さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
宮
下
和
幸
氏
は
幕
末
期
に
お
け
る
加
賀
藩
京
都
詰
の
実
態
解
明
を
目
指

す
中
で
、
幕
末
以
前
の
京
都
詰
人
お
よ
び
京
都
藩
邸
に
つ
い
て
言
及
し
、
寛
文
元

（
一
六
六
一
）
年
に
京
都
の
三
条
河
原
町
に
、
呉
服
所
三
宅
庄
兵
衛
を
地
主
名
義

と
し
て
屋
敷
を
構
え
、
以
後
幕
末
ま
で
存
続
し
た
こ
と
、
京
都
屋
敷
詰
人
は
寛
政

六
（
一
七
九
四
）
年
四
月
以
降
会
所
奉
行
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
算
用
や

商
人
へ
の
利
息
支
払
い
な
ど
の
財
政
面
、
在
京
藩
士
の
人
事
や
行
動
管
理
、
朝
廷
、

公
家
、
他
藩
と
の
応
接
や
物
資
の
購
入
、
在
大
津
藩
士
や
蔵
屋
敷
の
管
理
、
大
津

に
お
け
る
蔵
米
の
売
却
な
ど
の
職
務
を
担
当
し
て
い
た
と
し
、
文
久
三
（
一
八
六

三
）
年
に
京
都
警
衛
命
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
藩
兵
を
在
京
さ
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
加
賀
藩
は
、
彼
ら
の
統
率
役
と
し
て
家
老
を
京
都
に
派
遣
し
、
次
第

に
家
老
の
発
言
力
が
増
大
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
５
）
。

ま
た
近
年
で
は
、
近
世
に
お
け
る
京
都
屋
敷
の
変
遷
や
幕
末
に
お
け
る
京
都
屋

敷
の
拡
充
な
ど
の
過
程
を
、
絵
図
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
で
解
明
す
る
こ
と
を
試

み
た
研
究
も
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
（
６
）
。

そ
う
し
た
中
、
拙
稿
に
お
い
て
も
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
お
よ
び
京
都
詰
人
に
関

し
て
言
及
し
、
大
名
に
と
っ
て
京
都
と
い
う
都
市
は
、
物
資
の
調
達
や
畿
内
に
お

け
る
領
地
の
支
配
や
財
政
管
理
、
学
問
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
公
家
や
門
跡
と

の
交
際
、
京
都
や
西
国
の
寺
院
と
の
儀
礼
な
ど
と
と
も
に
、
江
戸
を
中
心
と
す
る

武
家
と
の
交
際
な
ど
に
お
い
て
も
一
つ
の
中
心
軸
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
論
じ

た
（
７
）
。

（
２
）
京
都
藩
邸
研
究
を
め
ぐ
る
課
題
と
論
点

ま
ず
京
都
藩
邸
の
留
守
居
を
頂
点
と
す
る
構
成
員
や
機
能
、
藩
政
機
構
全
体
に

お
け
る
位
置
付
け
な
ど
を
総
体
的
に
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い

う
点
が
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
�
は
秋
田
藩
に
お
け
る
上
方
詰
本
方
奉
行
の
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職
掌
と
藩
政
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
論
じ
て
い
る
が
、
本
方
奉
行
の
全
体
像
と
藩

政
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
上
方
詰
の
み
を
検
討
し
、
江
戸

詰
や
久
保
田
の
本
方
奉
行
と
の
関
係
も
未
検
討
で
あ
る
た
め
、
上
方
詰
本
方
奉
行

の
役
割
の
解
明
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
加
え
て
京
都
藩
邸
や
大
坂
蔵
屋
敷
の
組

織
や
構
成
員
に
つ
い
て
の
分
析
も
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
京
都
藩
邸
や
大
坂
蔵

屋
敷
の
機
能
分
析
も
不
十
分
で
あ
る
。
�
・
�
は
近
世
初
期
の
検
討
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
京
都
藩
邸
の
内
部
や
他
地
域
の
藩
政
機
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
目
配

り
が
無
い
。
�
の
両
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
点
を
克
服
す
る
視
点
も
提

示
さ
れ
て
い
る
が
、
幕
末
期
に
関
心
の
軸
が
存
在
す
る
た
め
、
幕
末
以
前
の
京
都

藩
邸
に
つ
い
て
の
検
討
は
概
説
的
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ほ
か
に
重
要
な
論
点
と
な
る
の
は
、
江
戸
や
上
方
、
そ
し
て
国
元
に
お
け
る
藩

の
機
構
と
京
都
藩
邸
と
の
関
係
で
あ
る
。
各
藩
の
京
都
藩
邸
と
近
江
領
支
配
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
若
干
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
各
藩
が
大
津
に
お
い
た
蔵
屋
敷
や

領
地
の
支
配
と
京
都
藩
邸
と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
の
藩
政
に
お
け
る
意
義
は
ほ
と

ん
ど
未
解
明
で
あ
る
。
他
に
年
貢
米
の
売
却
や
借
財
な
ど
、
藩
に
と
っ
て
の
経
済

活
動
の
中
心
地
で
あ
る
大
坂
蔵
屋
敷
と
京
都
藩
邸
と
の
関
係
、
京
都
藩
邸
と
国
元

に
お
け
る
藩
制
機
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
元
や
江

戸
、
上
方
に
お
け
る
藩
政
機
構
と
の
関
係
は
、
京
都
藩
邸
、
ひ
い
て
は
大
名
家
に

お
け
る
京
都
の
位
置
づ
け
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
論
点
で
あ
る
。

加
え
て
各
藩
の
京
都
藩
邸
の
多
く
は
、
江
戸
屋
敷
の
多
く
が
拝
領
地
で
あ
っ
た

こ
と
と
は
異
な
り
、
町
人
を
名
代
と
し
た
買
得
屋
敷
で
あ
っ
た
こ
と
を
杉
森
氏
は

指
摘
し
て
い
る
が
（
８
）
、
京
都
藩
邸
の
周
辺
を
と
り
ま
く
町
お
よ
び
町
人
と
の
関
係
、

都
市
京
都
に
お
け
る
京
都
藩
邸
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
検
討
は
、
近
世
初
頭
に
限

ら
れ
て
い
る
。
藤
川
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
京
都
藩
邸
の
役
割
が
町
人
と
の
関

係
維
持
へ
と
そ
の
機
能
の
比
重
を
移
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
初
期
以
降
も
こ
う

し
た
問
題
の
検
討
は
重
要
で
あ
る
。

他
に
は
京
都
留
守
居
お
よ
び
京
都
藩
邸
の
役
割
と
そ
の
性
格
の
変
化
に
関
す
る

問
題
が
あ
る
。
藤
川
氏
は
近
世
初
期
か
ら
近
世
中
後
期
へ
の
京
都
藩
邸
の
性
格
変

化
を
、
杉
森
氏
は
近
世
初
期
か
ら
中
期
に
お
け
る
呉
服
所
の
性
格
変
化
に
つ
い
て

述
べ
て
お
り
、
近
世
の
政
治
の
中
心
地
が
上
方
か
ら
江
戸
へ
移
っ
た
こ
と
に
よ
る
、

京
都
藩
邸
の
性
格
の
変
化
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
宮
下
・
難
波
両
氏
は
幕
末
に

お
け
る
京
都
留
守
居
お
よ
び
京
都
藩
邸
の
新
た
な
側
面
に
注
目
し
、
藤
川
氏
は
幕

末
に
お
け
る
京
都
藩
邸
の
拡
張
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
考
え
る

と
、
京
都
藩
邸
お
よ
び
京
都
留
守
居
（
京
都
詰
人
）
の
性
質
や
藩
政
に
お
け
る
京

都
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
変
化
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
重
要
な
論

点
で
あ
る
。

最
後
に
、
京
都
藩
邸
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
江
戸

屋
敷
や
大
坂
蔵
屋
敷
と
の
比
較
に
お
い
て
、
重
要
な
視
角
を
提
示
し
て
い
る
研
究

に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
「
藩
邸
社
会
」
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
田
伸
之
氏
が
都
市
江
戸
に
関
す

る
研
究
の
中
で
提
唱
し
た
も
の
で
あ
り
、
氏
は
都
市
社
会
の
中
で
「
大
名
屋
敷
と

こ
れ
が
磁
極
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
磁
界
の
よ
う
な
社
会
構
造
」
を
「
藩
邸
社

会
」
と
定
義
し
た
。
そ
し
て
加
賀
藩
本
郷
邸
に
関
す
る
分
析
か
ら
、
大
名
屋
敷
は

「
御
殿
空
間
」
と
「
詰
人
空
間
」
と
い
う
二
元
的
な
構
造
を
持
ち
、
外
部
と
の
関

係
に
お
い
て
も
、
�
諸
大
名
・
旗
本
・
寺
社
等
と
の
関
係
、
�
藩
邸
と
江
戸
の
町

人
社
会
と
の
関
係
、
と
い
う
二
つ
の
位
相
が
あ
る
と
し
た
上
で
、「
藩
邸
社
会
の

中
枢
で
あ
る
大
名
藩
邸
は
、
生
産
・
流
通
を
直
接
担
う
都
市
的
要
素
を
そ
れ
自
体

の
う
ち
に
全
く
欠
い
て
お
り
、
ま
た
は
、
そ
う
し
た
都
市
性
を
内
化
せ
し
む
る
だ

け
の
開
放
性
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
」
た
め
、「
国
元
や
、
あ
る
い
は
江
戸
の
都

市
社
会＝

町
人
地
社
会
に
全
面
的
に
依
存
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
」
と
論
じ
た
（
９
）
。
こ
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う
し
た
論
点
を
発
展
的
に
継
承
し
た
研
究
が
、
岩
淵
令
治
氏
に
よ
る
江
戸
の
武
家

地
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
（
１０
）
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
近
世
の
都
市
社
会
、
特
に
江
戸
や
地
方
城
下
町
の
社
会
構

造
の
分
析
に
関
心
を
お
い
た
研
究
で
あ
り
、
吉
田
伸
之
氏
は
江
戸＝

巨
大
城
下
町

と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
藩
邸
社
会
」
論
が
江
戸
藩
邸
と
い
う
、

武
家
屋
敷
の
中
で
も
特
殊
な
存
在
の
分
析
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
考
え
た
場

合
、
安
易
に
地
方
城
下
町
や
江
戸
以
外
の
直
轄
都
市
に
お
け
る
武
家
屋
敷
の
分
析

に
援
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
京
都
の
場
合
、
二
条
城
や
各

藩
の
京
都
藩
邸
を
は
じ
め
、
多
く
の
武
家
屋
敷
が
存
在
し
た
が
、
大
名
に
と
っ
て

政
治
や
交
際
の
中
心
地
で
あ
っ
た
江
戸
、
経
済
の
中
心
地
で
あ
っ
た
大
坂
、
そ
し

て
国
元
の
城
下
町
と
京
都
と
で
は
、
藩
邸
が
持
つ
機
能
や
藩
政
に
お
け
る
位
置
づ

け
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
加
賀
藩
を
は
じ
め
と
し
て
、
京
都
藩
邸
の
多
く
が
買
得
屋
敷
で
あ
り
、

呉
服
所
と
呼
ば
れ
る
出
入
の
商
人
が
そ
の
管
理
に
深
く
関
与
し
て
い
た
よ
う
に
、

屋
敷
外
部
の
町
人
社
会
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
別
の
位
相
と
し
て
公
家

社
会
や
幕
府
役
人
、
他
藩
の
藩
邸
や
留
守
居
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
う
し
た
「
藩
邸
社
会
」
論
を
、
京
都
と
江
戸
お
よ
び
地
方
城
下
町
と
の
差
異
に

留
意
し
な
が
ら
、
京
都
藩
邸
研
究
に
援
用
し
て
い
く
こ
と
は
有
効
な
方
法
で
あ
ろ

う
。江

戸
や
地
方
城
下
町
と
並
ん
で
重
要
な
比
較
対
象
と
な
る
の
は
、
諸
藩
が
大
坂

に
お
い
て
い
た
蔵
屋
敷
で
あ
る
。
大
坂
の
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
都
市
社

会
史
の
動
向
の
中
で
、
蔵
米
の
販
売
に
止
ま
ら
な
い
大
坂
蔵
屋
敷
の
機
能
や
あ
り

方
と
、
空
間
構
造
の
統
一
的
把
握
を
通
じ
て
、
大
坂
の
都
市
社
会
に
大
坂
蔵
屋
敷

を
位
置
づ
け
る
視
点
が
生
ま
れ
（
１１
）
、
森
下
徹
氏
が
萩
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
を
事
例
と
し

て
、
蔵
屋
敷
の
機
能
や
性
格
を
、
そ
の
位
置
の
変
遷
や
蔵
米
の
販
売
方
法
の
変
化

な
ど
か
ら
検
討
し
て
い
る
（
１２
）
。
京
都
藩
邸
に
お
い
て
も
、
大
津
の
蔵
屋
敷
や
近
江
領

の
支
配
お
よ
び
年
貢
米
の
売
却
と
い
っ
た
機
能
が
あ
り
、
京
都
所
司
代
や
京
都
町

奉
行
と
の
関
係
、
都
市
社
会
と
の
つ
な
が
り
な
ど
の
要
素
を
加
え
た
検
討
が
求
め

ら
れ
る
。
し
か
し
、
京
都
藩
邸
に
関
す
る
史
料
の
発
掘
や
事
例
の
蓄
積
が
圧
倒
的

に
不
足
し
て
い
る
た
め
、
大
坂
蔵
屋
敷
に
関
す
る
研
究
の
段
階
に
到
達
す
る
た
め

に
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
点
の
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
加
賀
藩
京
都
藩
邸
の
成
立
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て
、

現
時
点
で
可
能
な
限
り
、
考
察
を
加
え
て
行
き
た
い
。

一
、
文
字
資
料
と
絵
図
に
見
る
加
賀
藩
京
都
藩
邸

各
藩
の
京
都
藩
邸
に
つ
い
て
は
、
京
都
の
観
光
案
内
書
な
ど
の
出
版
物
や
幕
府

側
の
記
録
、
京
都
の
町
絵
図
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
。
例
え

ば
著
名
な
京
都
の
観
光
案
内
書
で
あ
り
、
何
回
も
版
を
重
ね
た
「
京
羽
二
重
大

全
」
お
よ
び
「
新
増
京
都
羽
二
重
大
全
（
１３
）
」
に
は
、
諸
大
名
の
屋
敷
や
留
守
居
、
呉

服
所
（
御
用
達
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
版
ご
と
に
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
に
関
す

る
記
載
を
抜
き
出
し
て
列
記
す
る
と
、

○
「
宝
永
京
羽
二
重
大
全
」（
宝
永
二
年
）
―
加
賀
宰
相
「
屋
敷
河
原
町
三
条
上

ル
弐
丁
目
」

○
「
京
羽
二
重
大
全
」（
天
明
四
年
）
―
松
平
加
賀
守
「
屋
敷
河
原
町
二
条
下
二

丁
目
」

○
「
京
羽
二
重
大
全
」（
明
和
五
年
）
―
松
平
加
賀
守
「
屋
敷
河
原
町
二
条
下
ル

弐
丁
目
」

○
「
京
羽
二
重
大
全
」（
延
享
二
年
）
―
松
平
加
賀
守
「
屋
敷
河
原
町
二
条
下
ル

弐
丁
目
」
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○
「
改
正
増
補
京
羽
二
重
大
全
」（
延
享
二
年
）
―
松
平
加
賀
守
「
屋
敷
河
原
町

二
条
下
ル
弐
丁
目
」

○
「
文
化
増
補
京
羽
二
重
大
全
」（
文
化
）
―
加
賀
中
将
斉
広
卿
「
屋
敷
河
原
町

二
条
下
二
丁
目
」

○
「
新
増
京
都
羽
二
重
大
全
」（
文
化
七
年
）
―
加
賀
中
将
斉
広
卿
「
屋
敷
河
原

町
二
条
下
二
丁
目
」

と
な
っ
て
い
る
。
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
の
「
宝
永
京
羽
二
重
大
全
」
に
は
河

原
町
三
条
上
る
二
丁
目
の
屋
敷
が
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
天
明
か
ら
文
化
期
の
版
で
は
河
原
町
二
条
下
る
二
丁
目
の
屋
敷
が
京
都
藩
邸

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
京
羽
二
重
大
全
」
お
よ
び
「
新
増
京
都
羽
二
重
大

全
」
に
加
賀
藩
邸
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
屋
敷
は
、
各
版
に
つ
き
一
ヶ
所
ず
つ

で
あ
る
。
ま
た
元
治
年
間
の
京
都
の
観
光
案
内
書
で
あ
る
「
都
羽
津
根
（
１４
）
」
に
は

「
加
賀
中
納
言
殿

屋
敷
河
原
町
二
条
下
二
丁
目
」
が
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
と
し

て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
屋
敷
は
こ
の
一
ヶ
所
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
京
羽
二
重
大
全
」
の
全
版
を
確
認
す
る
と
、
萩
藩
邸
の
位
置
が
「
河

（
川
）
原
町
二
条
下
ル
町
」
も
し
く
は
「
河
原
町
二
条
下
ル
二
丁
目
」
と
記
載
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
加
賀
藩
邸
の
北
側
に
あ
た
る
。
そ
し
て
対
馬
藩
邸
の
位
置
は

「
河
（
川
）
原
町
三
条
上
ル
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
加
賀
藩
邸
の
南
側

に
当
た
る
。
つ
ま
り
、
河
原
町
二
条
下
る
か
ら
河
原
町
三
条
上
る
ま
で
の
間
に
、

萩
―

加
賀
―

対
馬
の
順
に
、
三
つ
の
藩
邸
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
加
賀
藩
邸

の
位
置
記
載
は
「
河
原
町
三
条
上
ル
二
丁
目
」
か
ら
「
河
原
町
二
条
下
ル
二
丁

目
」
に
変
化
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
「
河
原
町
二
条
下
ル
町
」
の
萩

藩
邸
と
、「
河
原
町
三
条
上
ル
町
」
の
対
馬
藩
邸
の
間
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
北
か
ら
萩
‐
加
賀
‐
対
馬
と
い
う
各
藩
邸
の
位
置
関
係
は
変
わ
ら
な
い
。

つ
ま
り
、「
京
羽
二
重
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
河
原
町
三
条
上
ル
二
丁
目
」
の

加
賀
藩
邸
と
、「
河
原
町
二
条
下
ル
二
丁
目
」
の
加
賀
藩
邸
は
、
表
記
は
違
っ
て

も
同
一
の
屋
敷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
幕
府
役
人
に
関
係
す
る
記
録
に
も
、
京
都
に
お
け
る
大
名
屋
敷
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
享
保
年
間
に
成
立
し
た
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
の
「
京
都
大

名
屋
鋪
・
拝
領
地
并
買
得
屋
鋪
之
事
」
と
い
う
項
目
で
は
、「
松
平
加
賀
守
」
の

屋
敷
は
「
河
原
町
姉
小
路
上
ル
町
」
に
存
在
し
、「
間
口
拾
三
間
、
裏
ニ
而
弐
拾

九
間
、
裏
行
五
拾
間
」
で
あ
る
こ
と
、
買
得
屋
敷
で
あ
り
、
笹
屋
半
右
衛
門
と
い

う
人
物
が
「
名
代
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
１５
）
。『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚

書
』
の
記
述
は
、「
京
羽
二
重
」
な
ど
と
場
所
の
記
載
が
異
な
る
が
、「
河
原
町
姉

小
路
上
ル
町
」
は
「
河
原
町
三
条
上
ル
二
丁
目
」
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
で
あ
り
、

「
京
羽
二
重
」
に
記
載
さ
れ
た
加
賀
藩
邸
と
同
一
の
屋
敷
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
加
賀
藩
邸
は
一
ヶ
所
で
あ
る
。
そ
し
て
『
京
都
御
役

所
向
大
概
覚
書
』
で
は
、
対
馬
藩
邸
が
「
河
原
町
三
条
上
ル
弐
丁
目
」、
萩
藩
邸

が
「
河
原
町
二
条
下
ル
町
」
に
存
在
し
た
と
し
て
お
り
、
加
賀
藩
邸
の
北
に
萩
藩

邸
、
南
に
対
馬
藩
邸
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
京
羽
二
重
」
の
記
載

と
一
致
す
る
。

さ
ら
に
「
京
町
奉
行
所
書
留
（
１６
）
」
と
い
う
史
料
で
は
、
元
禄
年
間
に
お
け
る
加
賀

藩
の
京
都
藩
邸
に
つ
い
て
「
一
川
原
町
二
条
下
ル
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
以
外

に
加
賀
藩
邸
の
記
載
は
な
い
。
そ
し
て
萩
藩
邸
は
「
河
原
町
二
条
下
ル
北
屋
敷
」、

対
馬
藩
邸
は
「
河
原
町
三
条
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
も
加

賀
藩
邸
の
北
に
萩
藩
邸
、
南
に
対
馬
藩
邸
が
存
在
す
る
と
い
う
位
置
関
係
に
な
っ

て
い
る
。

こ
う
し
た
観
光
案
内
や
幕
府
の
記
録
以
外
に
も
、
京
都
の
町
絵
図
に
各
藩
の
京

都
藩
邸
の
記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
京
絵
図
を
素
材
に
（
１７
）
、

加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
に
関
す
る
記
載
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
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○
「
新
撰
増
補

京
大
絵
図
」（
貞
享
三
年
）
―
「
松
平
加
賀
守

百
二
万
二
千

七
百
石
」

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
、
北
に
「
同
や
し
き
」（
萩
藩
邸
）、
そ
の
北
に
萩
藩
邸
、

南
は
角
倉
市
之
丞
屋
敷

○
「
元
禄
十
四
年
実
測
大
絵
図
」（
元
禄
十
四
年
）
―
「
松
平
加
賀
守
」

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
（
下
丸
屋
町
）、
北
に
萩
藩
邸
（
二
ヶ
所
）、
南
に
対
馬
藩

邸
○
「
新
板
増
補
京
絵
図
」（
宝
永
六
年
）
―
「
松
平
加
賀
守
」

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
、
北
側
に
萩
藩
邸
、
南
側
に
対
馬
藩
邸

○
「
増
補
再
板
京
絵
図
」（
寛
保
元
年
）
―
「
松
平
加
賀
守
」

↓
川
原
町
二
条
下
ル
三
丁
メ

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
（
下
丸
屋
町
）、
北
に
萩
藩
邸
（
二
ヶ
所
）、
南
に
対
馬
藩

邸
○
「
天
明
六
年
京
都
洛
中
洛
外
絵
図
」（
天
明
六
年
）
―
「
松
平
加
賀
守
」

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
（
下
丸
屋
町
）、
北
に
萩
藩
邸
（
二
ヶ
所
）、
南
に
対
馬
藩

邸
○
「
改
正
京
町
絵
図
細
見
大
成
」（
天
保
二
年
）
―
「
加
州
ヤ
シ
キ
」

↓
河
原
町
姉
小
路
上
る
、
北
側
に
萩
藩
邸
（
二
ヶ
所
）、
南
側
に
対
馬
藩
邸

以
上
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
絵
図
で
は
、
加
賀
藩
邸
は
「
松
平
加
賀
守
」・

「
松
平
加
賀
守
殿
」
と
い
っ
た
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
各
絵
図
に
お
い
て
、
加

賀
藩
の
京
都
藩
邸
は
そ
れ
ぞ
れ
一
ヶ
所
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵

図
に
よ
れ
ば
、
加
賀
藩
邸
は
北
側
に
二
つ
存
在
す
る
萩
藩
邸
と
、
南
側
の
対
馬
藩

邸
に
よ
っ
て
挟
ま
れ
、
河
原
町
姉
小
路
の
北
（
下
丸
屋
町
）
に
位
置
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

「
増
補
再
板
京
絵
図
」（
寛
保
元
年
）
に
は
、
各
藩
の
藩
邸
一
覧
（「
諸
大
名
御

知
行
京
御
屋
敷
所
附
」）
が
付
さ
れ
て
お
り
、「
右
御
屋
敷
其
所
々
ニ
し
る
す
と
い

へ
と
も
、
猶
又
見
分
よ
き
た
め
ニ
悉
ク
此
所
に
あ
つ
め
印
ス
も
の
也
」
と
あ
る
。

加
賀
藩
の
場
合
は
「
松
平
加
賀
守

百
二
万
三
千
七
百
石

川
原
町
二
条
下
ル
三

丁
メ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
京
羽
二
重
」
な
ど
の
記
載
と
位
置
に
若
干
ズ
レ
が

あ
る
。

し
か
し
、「
松
平
長
門
守
」＝

萩
藩
邸
は
「
川
原
町
二
条
下
る
」
で
加
賀
藩
邸

の
北
側
に
位
置
し
、「
宗
対
馬
守
」＝

対
馬
藩
邸
は
「
川
原
町
三
条
上
ル
丁
」
で

南
側
に
位
置
し
て
お
り
、「
京
羽
二
重
」
や
幕
府
側
の
記
録
と
一
致
し
て
い
る
。

な
お
「
諸
大
名
御
知
行
京
御
屋
敷
所
附
」
で
は
、
薩
摩
島
津
家
や
安
芸
浅
野
家
の

よ
う
に
、
二
ヶ
所
以
上
の
屋
敷
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
各

藩
に
つ
き
屋
敷
が
一
つ
し
か
記
載
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
加
賀
藩
の

京
都
藩
邸
は
一
ヶ
所
で
あ
る
と
い
う
絵
図
作
成
者
の
認
識
が
表
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
絵
図
や
出
版
物
、
幕
府
の
記
録
な
ど
に
加
賀
藩
邸
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
屋
敷
は
、「
河
原
町
三
条
上
ル
二
丁
目
」
も
し
く
は
「
河
原
町
二
条
下
ル

二
丁
目
」
と
記
載
さ
れ
る
一
ヶ
所
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
光
案
内
や
幕
府
役

所
の
記
録
、
絵
図
類
な
ど
の
記
載
は
、
加
賀
藩
に
よ
る
屋
敷
所
有
の
実
態
を
ど
こ

ま
で
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
史
料
を
用
い

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
京
都
藩
邸
の
形
成
過
程

加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
に
日
置
謙
氏
や
前
田
侯
爵

家
編
輯
方
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
（
１８
）
、
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
成
立
に
つ
い
て
史
料
か
ら
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。
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史
料
一：

寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
条
「
雁
鳬
新
令
」（『
加
賀
藩
史
料
』
第
三

編
）

（
マ
マ
）

一
是
歳
京
師
三
条
河
原
町
に
宅
地
を
買
て
旅
舘
を
建
、
公
方
家
朝
参
奉
供
の

時
の
為
也
、
伊
藤
内
膳
重
正
奉
之
、
呉
服
所
三
宅
庄
兵
衛
を
以
地
主
と
す
、

先
是
二
条
油
小
路
の
公
邸
は
廃
之
（
後
略
）

こ
の
史
料
に
は
、
�
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
は
、
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
に
町

人
地
を
買
得
し
て
建
設
さ
れ
た
こ
と
、
�
将
軍
家
が
参
内
す
る
際
に
供
奉
す
る
と

き
に
用
い
ら
れ
る
藩
主
の
旅
館
で
あ
っ
た
こ
と
、
�
呉
服
所
の
三
宅
庄
兵
衛
が
地

主
で
あ
っ
た
こ
と
、
�
か
つ
て
二
条
油
小
路
に
も
屋
敷
が
存
在
し
た
が
、
廃
止
さ

れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
は
後
世
の
編
纂
物
で
あ
り
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
誤
記
が
見
ら
れ
る
。
現
段
階
で
は
以
下
に
あ
げ
る
史
料
二

が
、
加
賀
藩
が
京
都
に
所
有
し
た
屋
敷
と
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
知
り
う
る
最
も
古

い
史
料
で
あ
る
。

史
料
二：

『
加
賀
藩
史
料
』
第
八
編

明
和
四
年
十
一
月
条
「
京
都
御
屋
敷
沽

券
状
之
事
」

家
屋
敷
之
事

沽
券
状
三
通
有

一
ヶ
所
二
軒
役

河
原
町
通
下
丸
屋
町
東
側

表
口
十
三
間
一
尺
九
寸

南
隣
服
部
屋
五
郎
兵
衛

裏
行
十
五
間

北
者
道
筋

右
家
屋
敷
買
得
□
□
□
□
敷
儀
に
而
沽
券
状
無
之
、
私
方
名
代
を
以
買
請
、

松
平
加
賀
守
様
御
屋
敷
に
相
成
、
私
名
代
相
勤
候
儀
相
違
無
御
座
、
此
度
沽

券
状
御
改
に
付
御
割
印
奉
願
候
、
尤
右
家
屋
敷
に
付
、
他
所
よ
り
出
入
指
構

毛
頭
無
御
座
候
、
以
上

松
平
加
賀
守
様
町
名
代

明
和
四
年
亥
十
一
月

菱
屋
次
郎
兵
衛

年

寄

越
後
屋
庄
右
衛
門

五
人
組

塩
屋
四
郎
兵
衛

五
人
組

井
筒
屋
半
兵
衛

五
人
組

万
屋
三
郎
兵
衛

右
之
通
御
座
候
、
以
上

山
内
勝
助

町
代

早
川
喜
八
郎

家
屋
敷
之
事

一
ヶ
所
七
軒
役

河
原
町
通
二
条
下
る
二
丁
目
東
江
入
塗
師
屋
町
南
側

（
マ
マ
）

表
口
二
十
二

軒

東
者
上
車
屋
町
境

裏
行
十
五
間

西
者
下
丸
屋
町
境

右
家
屋
敷
、
万
治
三
年
子
三
月
家
数
七
軒
に
而
代
銀
三
十
一
貫
八
百
目
に
、

私
名
代
を
以
買
請
、
加
州
御
屋
敷
所
持
相
違
無
御
座
候
、
此
度
沽
券
状
御
改

に
付
御
割
印
奉
願
候
、
尤
右
屋
敷
沽
券
状
無
御
座
候
得
共
、
他
所
よ
り
出
入

構
致
儀
毛
頭
無
御
座
候
、
以
上

明
和
四
亥
年
十
一
月

松
平
加
賀
守
様
町
名
代菱

屋
次
郎
兵
衛

年

寄

神
告
屋
与
平
次

五
人
組

小
玉
屋
善
七

五
人
組

近
江
屋
平
右
衛
門

五
人
組

植
野
屋
久
兵
衛
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右
之
通
御
座
候
、
以
上

山
内
勝
助

町
代

早
川
喜
八
郎

家
屋
敷
之
事

役
数
七
軒

河
原
町
通
三
条
上
る
二
町
目
東
江
入
町

役
数
三
十
六
軒

上
車
屋
町

薬
鑵
屋
町

右
両
町
家
屋
敷
、
万
治
三
年
子
三
月
役
数
之
通
、
私
名
代
に
而
松
平
加
賀
守

殿
屋
敷
地
に
買
請
、
当
地
私
名
代
に
而
諸
役
相
勤
申
儀
相
違
無
御
座
候
、
此

度
沽
券
状
御
改
に
付
御
割
印
奉
願
候
、
以
上

年

寄

明
和
四
亥
年
十
一
月

名
代

菱
屋
次
郎
兵
衛

右
之
通
御
座
候
、
以
上

山
内
勝
助

町
代

早
川
喜
八
郎

史
料
二
は
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
に
町
奉
行
の
指
示
に
よ
っ
て
町
代
に
よ

る
沽
券
状
改
め
が
行
わ
れ
、
加
賀
藩
邸
の
名
代
で
あ
る
菱
屋
次
郎
兵
衛
ら
か
ら
町

代
へ
沽
券
状
改
め
の
割
印
を
求
め
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
史
料
二
か
ら
、
�
加
賀

藩
は
明
和
四
年
の
時
点
で
、（
１
）「
河
原
町
通
下
丸
屋
町
東
側
」、（
２
）「
河
原

町
通
二
条
下
る
二
丁
目
東
江
入
塗
師
屋
町
南
側
」、（
３
）「
河
原
町
通
三
条
上
る

二
町
目
東
江
入
町
」
の
計
三
ヶ
所
の
屋
敷
を
、
加
賀
藩
の
敷
地
と
し
て
、
呉
服
所

の
菱
屋
次
郎
兵
衛
を
名
代
と
し
て
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
�
（
１
）
の
年
次
は
判

然
と
し
な
い
が
、（
２
）・（
３
）
の
敷
地
は
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
三
月
に
、

菱
屋
次
郎
兵
衛
が
名
代
と
し
て
町
屋
敷
を
買
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
が
明

ら
か
と
な
る
。（
３
）「
河
原
町
通
三
条
上
る
二
町
目
東
江
入
町
」
の
屋
敷
は
、
史

料
二
に
「
両
町
屋
敷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
ヶ
所
で
は
な
く
二
ヶ
所
に
分
か
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
役
数
」
云
々
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
内
一
ヶ
所

の
町
役
が
七
軒
分
、
も
う
一
ヶ
所
が
三
十
六
軒
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
の
屋
敷
は
二
つ
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
屋
敷
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
「
河
原
町
三
条
上
ル
二
丁
目
」
あ
る
い
は
「
河
原
町

二
条
下
ル
二
丁
目
」
の
位
置
に
、「
松
平
加
賀
守
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
た
、
加
賀

藩
の
京
都
藩
邸
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
地
図
に
す
る
と
、

●
地
図
（
宝
永
以
後
）
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
図
上
で
二

つ
の
萩
藩
邸
と
対
馬
藩
邸
に
挟
ま
れ
、
複
数
の
町
屋
敷
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
の
が
、
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
周
辺

の
地
域
は
「
下
丸
屋
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

史
料
二
か
ら
、
加
賀
藩
は
こ
の
「
河
原
町
通
三
条
上
る
二
町
目
東
江
入
町
」
の

他
に
も
町
屋
敷
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
地
図
を
み
る
と
、

（
１
）「
河
原
町
通
下
丸
屋
町
東
側
」
と
（
２
）「
河
原
町
通
二
条
下
る
二
丁
目
東

江
入
塗
師
屋
町
南
側
」、
そ
し
て
（
３
）「
河
原
町
通
三
条
上
る
二
町
目
東
江
入

町
」
は
互
い
に
近
接
し
た
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
現
段
階
で
は
こ
う
し
た
複
数
の
町
屋
敷
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
藩
邸
が
形
成

さ
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
菱
屋
次
郎
兵
衛
は
名
代
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
所
か
ら
加
賀
藩
邸
を
管

理
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
に
「
京
都
御
屋
敷
」
の

「
裁
許
」＝

管
理
の
役
目
が
笹
屋
宇
左
衛
門
か
ら
菱
屋
次
郎
兵
衛
に
変
更
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
史
料
が
あ
り
（
１９
）
、
万
治
三
年
時
点
で
の
名
代
は
あ
く
ま
で
も
買
得
に
際

し
て
の
名
義
貸
し
の
み
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
菱
屋
次
郎
兵
衛
が
公
的
に
京

都
藩
邸
の
管
理
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
延
宝
四
年
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
史
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料
一
で
は
三
宅
庄
兵
衛
が
名
代
と
な
っ
て
買
得
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
三

宅
庄
兵
衛
は
菱
屋
次
郎
兵
衛
の
子
孫
で
あ
り
、
誤
記
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
京
都
詰
人
に
関
す
る
定
書
で
あ
る
「
加
賀
藩
京
都

詰
人
江
相
達
御
定
書
（
２０
）
」
が
、
寛
文
元
年
に
奥
村
河
内
ら
加
判
役
ら
か
ら
発
給
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
「
三
条
御
屋
敷
」
と
「
二
条
屋
敷
」
の
名
が
み
え
る
。
こ
の

「
二
条
屋
敷
」
が
万
治
三
年
三
月
に
菱
屋
次
郎
兵
衛
を
名
代
と
し
て
買
得
さ
れ
た

二
条
河
原
町
の
屋
敷
を
指
す
の
か
、
二
条
油
小
路
に
あ
り
、
廃
さ
れ
た
と
さ
れ
る

屋
敷
を
指
す
の
か
、
現
時
点
で
は
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
、「
加
賀
藩
京
都
詰
人

（
前
田
利
常
女
・
東
福
門
院
猶
子
）

江
相
達
御
定
書
」
に
は
「
姫

君

様
御
召
料
跡
々
通
可
被
調
上
、
若

御
定
之
外
御
用
被

仰
出
候
者
、
二
条
屋
敷
之
者
共
相
談
を
以
調
上
」
と
、
姫
君

か
ら
規
定
外
の
御
用
が
あ
っ
た
場
合
は
「
二
条
屋
敷
」
の
詰
人
に
よ
る
相
談
で
対

処
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
小
払
裁
許
人
方
ニ
銀
子
不
可
預
置
、
三
条
御
屋
敷
御
土

蔵
へ
預
ヶ
置
」
と
あ
り
、
京
都
屋
敷
の
「
小
払
」
に
充
て
る
銀
を
「
三
条
御
屋

敷
」
の
「
土
蔵
」
に
収
納
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
寛
文
元
年
時
点
で

「
二
条
屋
敷
」
に
は
詰
人
が
存
在
し
、「
三
条
御
屋
敷
」
に
お
い
て
京
都
で
使
用
す

る
小
払
銀
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
の
段
階
で
少
な
く
と
も
二
つ

の
屋
敷
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

加
賀
藩
が
万
治
三
年
の
段
階
で
「
河
原
町
通
二
条
下
る
二
丁
目
東
江
入
塗
師
屋

町
南
側
」
と
「
河
原
町
通
三
条
上
る
二
町
目
東
江
入
町
」
を
菱
屋
次
郎
兵
衛
の
名

義
で
所
有
し
て
お
り
、「
河
原
町
通
下
丸
屋
町
東
側
」
を
含
め
た
、
三
つ
の
町
屋

敷
が
一
つ
の
藩
邸
と
し
て
機
能
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
寛
文

元
年
の
時
点
で
、
二
つ
の
屋
敷
の
名
前
が
史
料
上
に
登
場
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
明
和
四
年
の
段
階
で
は
「
河
原
町
通
下
丸
屋
町
東
側
」
の
町
屋
敷
も
買

得
し
て
お
り
、
加
賀
藩
が
京
都
に
所
有
す
る
町
屋
敷
は
少
な
く
と
も
三
ヶ
所
存
在

し
た
。
こ
の
後
加
賀
藩
は
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
九
月
に
「
河
原
町
通
下
丸
屋

町
之
内
高
瀬
川
端
西
側
」
の
町
屋
敷
を
買
得
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
２１
）
。
加

賀
藩
が
京
都
に
お
い
て
屋
敷
地
を
買
得
す
る
場
合
、
河
原
町
通
の
通
り
沿
い
に
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
河
原
町
通
下
丸
屋
町
之

内
高
瀬
川
端
西
側
」
も
明
和
段
階
で
所
有
し
て
い
た
三
つ
の
町
屋
敷
と
近
接
し
た

位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
三
つ
の
屋
敷
と
と
も
に
、
藩
邸
の
一
部
と
し
て

機
能
し
て
い
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
前
田
家
と
公
家
と
の
「
通
路
」
は
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
の
二
条

家
と
の
縁
組
以
降
、
天
明
期
ま
で
に
増
加
し
、
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
に
は
藩

主
前
田
斉
広
と
鷹
司
政
煕
の
息
女
と
の
縁
組
が
行
わ
れ
、
鷹
司
家
お
よ
び
そ
の
親

族
で
あ
る
公
家
ら
と
の
「
通
路
」
や
「
両
敬
」
が
拡
大
し
て
い
く
き
っ
か
け
と

な
っ
て
お
り
、「
通
路
」
の
拡
大
は
京
都
と
の
贈
答
や
使
者
派
遣
な
ど
の
増
加
に

つ
な
が
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
（
２２
）
。
ま
た
公
家
の
女
性
を
正
室
と
し
て
迎
え
た
こ

と
で
、
加
賀
藩
の
江
戸
上
屋
敷
で
京
都
の
品
々
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
京
都
に
お
い
て
物
品
を
調
達
す
る
呉
服
所
や
藩
士
の
活
動
が
活
発
に

な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
文
化
期
を
は
じ
め
と
し
た
屋
敷
地
の
買
得
は
こ
う
し
た

動
向
と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
寛
永
十
一
（
一
六
三
四
）
年
の
家
光
上
洛
以
後
は
将
軍
の
上
洛
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
が
、
史
料
一
で
は
、
三
条
河
原
町
屋
敷
の
設
立
が
将
軍
家
の
上
洛
と
そ

れ
へ
の
藩
主
の
供
奉
を
想
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
点
は
五
代

藩
主
前
田
綱
紀
が
享
保
五
（
一
七
二
〇
）
年
に
上
洛
し
た
際
に
「
河
原
町
御
邸
」

に
入
っ
て
お
り
（
こ
れ
は
ど
の
屋
敷
を
指
す
の
か
不
明
（
２３
）
）、
こ
の
段
階
で
は
京
都

藩
邸
が
、
藩
主
が
上
洛
し
た
際
の
「
宿
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
以
後
は
幕
末
ま
で
藩
主
が
上
洛
す
る
こ
と
は
な
く
、
幕
末
に
上
洛

し
た
十
三
代
藩
主
前
田
斉
泰
は
河
原
町
の
屋
敷
で
は
な
く
建
仁
寺
に
宿
泊
し
て
お

り
（
２４
）
、
岡
崎
村
に
四
三
〇
三
八
坪
の
土
地
を
借
り
て
在
京
の
藩
兵
の
宿
舎
と
し
て
い
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る
な
ど
（
２５
）
、
幕
末
に
な
る
と
河
原
町
通
周
辺
の
屋
敷
地
は
拡
張
さ
れ
ず
、
新
た
な
拠

点
を
借
り
る
形
で
加
賀
藩
は
幕
末
の
情
勢
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
文
化
年
間
に
お
け
る
河
原
町
三
条
屋
敷
の
構
造
と
そ
の
特
質

加
賀
藩
関
係
の
史
料
の
中
に
、
現
段
階
で
は
京
都
に
存
在
し
た
藩
邸
の
屋
敷
図

は
発
見
で
き
て
お
ら
ず
、
所
在
地
や
建
物
の
軒
数
以
外
の
情
報
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
し
か
し
、「
河
原
町
三
条
上
ル
」（
以
下
、
河
原
町
三
条
屋
敷
と
い
う
）
に
関

し
て
は
、
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
段
階
で
の
構
造
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の

で
き
る
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
史
料
三
「
京
都
御
屋
敷
歩
数
等
大
概
図
り
、

惣
歩
数
千
四
百
坪
斗
（
２６
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
会
津
藩
主
松
平
容
衆
の
江
戸
留
守
居

か
ら
、
加
賀
藩
の
江
戸
屋
敷
へ
「
京
都
表
御
屋
敷
」
の
構
造
と
面
積
に
つ
い
て
問

合
せ
が
あ
り
（
２７
）
、
京
都
に
詰
め
て
い
た
会
所
奉
行
へ
問
合
せ
の
上
、
会
津
松
平
家
へ

返
書
と
と
も
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

史
料
三
「
京
都
御
屋
敷
歩
数
等
大
概
図
り
、
惣
歩
数
千
四
百
坪
斗
」

京
都
御
屋
敷
歩
数
等
大
概
図
り
、
惣
歩
数
千
四
百
坪
斗

一
、
御
玄
関
・
御
使
者
之
間
等
并
御
用
番
奉
行
小
屋
、
惣
坪
数
六
拾
坪
斗

一
、
西
御
門
御
長
屋
、
拾
五
間
斗

但
、
内
御
歩
横
目
并
留
書
足
軽
曁
小
遣
小
屋

一
、
御
土
蔵

四
ツ

五

但
、
内
戸
前

一
、
南
御
門
・
北
御
門
・
東
御
門

一
、
非
番
奉
行
小
屋
、
弐
拾
弐
坪
斗

一
、
御
算
用
者
両
人
小
屋
、
惣
坪
数
拾
四
坪
斗

一
、
弐
間
四
方
充
之
厩
、
弐
ツ

一
、
御
土
蔵
番
所
、
弐
ヶ
所

一
、
詰
人
足
軽
小
屋
、
壱
ヶ
所

但
、
拾
弐
坪
斗

一
、
弐
間
四
方
之
牽
屋
、
壱
ヶ
所

一
、
御
屋
敷
内
井
戸
、
六
ヶ
所

一
、
并
足
軽
番
所
、
壱
ヶ
所

一
、
右
同
断
東
中
足
軽
番
所
、
壱
ヶ
所

所

一
、
薬
鑵
町
入
口
惣
門
口
様
番
人
定
番
小
者
小
屋

一
、
外
廓
高
瀬
川
木
屋
町
入
口
中
御
門

一
、
御
屋
敷
前
名
目
、
河
原
町
三
条
上
ル
所
与
唱
申
候
、

一
、
同
横
右
側
、
塗
屋
町
与
唱
申
候
、

一
、
同
左
側
、
薬
鑵
町
与
唱
申
候
、

一
、
同
後
側
、
高
瀬
川
越
ル
木
屋
町
与
唱
申
候
、

右
之
通
ニ
覚
居
申
候
事

十
二
月

岡
田
求
馬

土
師
左
膳

御
手
紙
致
拝
見
候
、
厳
寒
之
砌
弥
御
安
全
被
成
御
勤
仕
珍
重
奉
存
候
、
然

者
此
方
様
京
都
表
御
屋
敷
御
座
敷
向
等
惣
間
数
御
内
々
御
承
知
被
成
度
、

委
曲
御
書
中
之
趣
致
承
知
候
、
其
筋
相
糺
候
処
、
名
者
御
抱
屋
敷
ニ
而
河

（
至
）

原
町
三
条
上
ル
所
ニ
而
到
而
御
手
狭
御
座
候
、
都
而
御
屋
敷
向
等
御
建
物

無
御
座
、
詰
人
居
住
之
処
ニ
御
使
者
引
受
之
御
玄
関
・
御
使
者
之
間
迄
有

之
候
、
右
之
外
詰
人
住
居
之
下
屋
敷
少
シ
有
之
候
、
右
様
承
知
可
被
下
候
、

貴
報
迄
如
此
御
座
候
、
以
上
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十
二
月（

松
平
家
留
守
居
）

土
屋
長
蔵
様

岡
田
十
郎
左
衛
門

（「
江
戸
毎
日
書
立
書
抜
」）

史
料
三
か
ら
、
�
「
河
原
町
三
条
上
ル
所
」
が
屋
敷
の
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
、

�
京
都
奉
行
を
は
じ
め
、
御
歩
横
目
や
留
書
足
軽
（
書
記
役
）、
算
用
者
、
門
番

な
ど
の
小
者
な
ど
が
居
住
す
る
「
小
屋
」、
各
門
や
「
土
蔵
」
及
び
そ
れ
ら
を
警

護
す
る
番
所
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
�
そ
れ
ら
の
総
合
面
積
が
一
四
〇
〇
坪
ほ

ど
で
あ
っ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
と
な
り
、
書
状
の
中
で
、
�
こ
の
屋
敷
が
「
抱
屋

敷
」
で
あ
り
、
手
狭
で
あ
る
こ
と
、
�
「
御
屋
敷
向
等
御
建
物
」＝

儀
礼
な
ど
に

使
用
さ
れ
る
建
物
は
存
在
せ
ず
、
京
都
詰
藩
士
の
居
住
空
間
の
中
に
使
者
の
接
待

を
行
う
玄
関
や
部
屋
が
存
在
し
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
小
屋
は
�
用
番
奉
行
、
�
歩
横
目
・
留
書
足
軽
・
小
遣
、
�
非
番
奉
行
、

�
算
用
者
、
�
詰
人
足
軽
、
�
定
番
小
物
の
六
つ
が
存
在
し
、
番
所
は
土
蔵
の
番

所
と
二
か
所
の
足
軽
番
所
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
こ
の
河
原
町
三
条
屋
敷
に
は
東
西
南
北
に
門
が
あ
り
、「
外
廓
」
に

「
高
瀬
御
門
」
と
い
う
門
が
存
在
す
る
。
西
門
に
は
十
五
間
ほ
ど
の
長
屋
が
あ
り
、

そ
の
中
に
監
査
役
で
あ
る
徒
横
目
と
書
記
役
で
あ
る
留
書
足
軽
が
詰
め
る
小
屋
が

併
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
屋
敷
の
正
面
は
「
河
原
町
三
条
上
ル
所
」、
右
側
は

「
塗
屋
町
」、
左
側
は
「
薬
鑵
町
」、
後
ろ
側
は
「
高
瀬
川
越
ル
木
屋
町
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。

加
賀
藩
の
河
原
町
三
条
屋
敷
の
場
合
「
都
而
御
屋
敷
向
等
御
建
物
無
御
座
、
詰

人
居
住
之
処
ニ
御
使
者
引
受
之
御
玄
関
・
御
使
者
之
間
迄
有
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
御
使
者
之
間
」・「
玄
関
」
と
い
っ
た
儀
礼
な
ど
が
行
わ
れ
る
空
間
は
、
用
番
奉

行
の
小
屋＝

詰
人
の
居
住
ス
ペ
ー
ス
と
同
一
の
建
物
に
あ
り
、
儀
礼
な
ど
を
行
う

建
物
が
単
独
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

も
う
一
つ
重
要
な
点
は
四
つ
の
「
土
蔵
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
河
原
町
三

条
屋
敷
が
蔵
屋
敷
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の

河
原
町
三
条
屋
敷
の
「
土
蔵
」
は
、
前
掲
の
「
加
賀
藩
京
都
詰
人
之
御
定
書
」
に

「
大
坂
よ
り
御
土
蔵
へ
入
候
金
銀
員
数
可
聞
届
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
か

ら
送
ら
れ
た
銀
が
収
納
さ
れ
る
蔵
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
算
用
者
や
「
御
土
蔵

番
所
」
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
文
化
年
間
に
も
実
際
に
蔵
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
正
保
三
（
一
六
四
六
）
年
に
加
賀
藩
か
ら
大

津
の
菱
屋
源
次
へ
送
ら
れ
た
覚
書
の
中
に
「
御
米
払
庭
帳
之
上
に
、
御
横
目
以
印

判
銀
子
取
立
、
如
跡
々
月
々
に
京
都
御
蔵
屋
敷
へ
相
渡
、
切
手
可
取
置
事
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
（
２８
）
、
近
世
前
期
に
は
す
で
に
大
津
の
年
貢
米
が
換
銀
さ
れ
、
月
ご
と
に

京
都
の
蔵
屋
敷
へ
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、「
河

原
町
三
条
上
ル
所
」
が
蔵
屋
敷
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
財
政
上
の
拠
点
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
は
同
江
戸
上
屋
敷
と
は
異
な
り
、
儀
礼
な

ど
が
行
わ
れ
る
建
物
が
単
独
で
は
存
在
せ
ず
、
詰
人
の
居
住
ス
ペ
ー
ス
と
同
一
の

建
物
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
土
蔵
を
抱
え
る
な
ど
、
京
都
藩
邸
が
蔵
屋
敷
と
し
て
の

性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、「
御
屋
敷
向
等
御
建
物
」

は
存
在
し
て
い
な
く
と
も
、「
御
使
者
之
間
」
な
ど
の
存
在
か
ら
、
使
者
へ
の
対

応
な
ど
の
儀
礼
的
な
役
割
も
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

断
片
的
な
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
加
賀
藩
京
都
藩
邸
の
変
遷
や
構
造
に
つ
い

て
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
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加
賀
藩
の
京
都
藩
邸
は
、
万
治
三
年
の
段
階
で
菱
屋
次
郎
兵
衛
を
名
代
と
し
て

購
入
さ
れ
た
複
数
の
町
屋
敷
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

以
後
文
化
年
間
ま
で
に
河
原
町
通
り
沿
い
に
計
四
ヶ
所
の
町
屋
敷
を
所
有
し
た
。

寛
文
元
年
に
は
「
三
条
御
屋
敷
」
と
「
二
条
屋
敷
」
が
機
能
し
て
お
り
、
藩
邸
で

あ
る
「
河
原
町
三
条
上
ル
所
」
は
、
文
化
年
間
に
一
四
〇
〇
坪
の
敷
地
を
有
し
た
。

そ
の
構
造
分
析
か
ら
、
大
坂
や
大
津
な
ど
か
ら
送
ら
れ
る
銀
を
収
納
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
「
土
蔵
」
が
存
在
す
る
な
ど
、
京
都
藩
邸
は
財
政
上
の
拠
点
で
あ
り
、

蔵
屋
敷
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
儀
礼
や
政
務
を
担
う
ス
ペ
ー
ス
が

単
独
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
儀
礼
的
な
役
割
も
求
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
事
例
を
積
み
重
ね
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
京
都
藩
邸
の
特
徴
、
そ
し
て
江
戸

藩
邸
と
の
相
違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
河
原
町
通
り
の
藩
邸
は
、
幕
末
に
は
藩
主
の
「
宿
」
と
し
て

の
機
能
を
喪
失
し
、
建
仁
寺
や
岡
崎
村
に
借
地
を
す
る
こ
と
で
、
加
賀
藩
は
幕
末

の
情
勢
に
対
処
し
た
。

今
回
の
検
討
は
あ
く
ま
で
試
論
で
あ
り
、
な
お
多
く
の
事
例
収
集
と
緻
密
な
史

料
の
読
解
が
求
め
ら
れ
る
。
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
作
業
を
通

じ
て
、
江
戸
や
大
坂
と
の
比
較
、
そ
し
て
藩
政
全
体
に
お
け
る
京
都
の
位
置
づ
け

の
解
明
が
可
能
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
今
後
は
藩
の
儀
礼
お
よ
び
交
際
や
金
融

構
造
の
根
幹
を
支
え
る
、
畿
内
に
お
け
る
藩
政
機
構
の
機
能
や
銀
お
よ
び
米
の
管

理
・
運
用
の
実
態
、
各
藩
の
京
都
留
守
居
ど
う
し
の
関
係
、
京
都
藩
邱
や
呉
服
所

が
都
市
京
都
に
お
い
て
果
た
す
役
割
、
そ
し
て
大
坂
や
大
津
の
蔵
屋
敷
と
京
都
と

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

註（
１
）

難
波
信
雄
「
仙
台
藩
の
京
都
留
守
居
と
遊
歴
生
―
維
新
期
の
情
報
収
集
シ

ス
テ
ム
と
関
連
し
て
―
」『
日
本
歴
史
』
七
二
三

二
〇
〇
八
。

（
２
）

加
藤
昌
宏
「
秋
田
藩
上
方
詰
本
方
奉
行
の
役
割
に
つ
い
て
」『
国
史
談
話

会
雑
誌
』
三
六

一
九
九
五
。

（
３
）

杉
森
哲
也
「
呉
服
所
と
京
都
―
秋
田
藩
を
事
例
と
し
て
―
」『
年
報

都

市
史
研
究
』
七

一
九
九
九
。

（
４
）

難
波
前
掲
論
文
。

（
５
）

宮
下
和
幸
「
幕
末
期
に
お
け
る
加
賀
藩
京
都
詰
の
実
態
と
そ
の
意
義
」

『
日
本
歴
史
』
六
九
六

二
〇
〇
六
。

（
６
）

阿
部
裕
樹
「
幕
末
期
鳥
取
藩
京
都
藩
邸
の
所
在
と
拡
大
」『
鳥
取
地
域
史

研
究
』
一
二

二
〇
一
〇
、
藤
川
昌
樹
「
土
井
家
京
都
邸
の
構
成
と
そ
の
変

遷
」『
泉
石
』
九

二
〇
一
〇
。

（
７
）

拙
稿
「
京
都
に
お
け
る
加
賀
前
田
家
の
儀
礼
と
交
際
」『
加
賀
藩
研
究
』

一

二
〇
一
一
。

（
８
）

杉
森
前
掲
論
文
。

（
９
）

吉
田
伸
之
「
巨
大
城
下
町
―
江
戸
」（
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
近
世
五

一
九
九
五
）
一
五
二
〜
一
五
九
頁
。

（
１０
）

岩
淵
令
治
『
江
戸
武
家
地
の
研
究
』
塙
書
房
二
〇
〇
四
。

（
１１
）

塚
田
孝
『
近
世
の
都
市
社
会
史
』
青
木
書
店
一
九
九
六
。

（
１２
）

森
下
徹
「
萩
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
成
立
」（
塚
田
孝
編
『
身
分
的
周
縁
の
比

較
史
』
清
文
堂
出
版
二
〇
一
〇
）。

（
１３
）

以
下
断
ら
な
い
限
り
、「
京
羽
二
重
大
全
」
お
よ
び
「
新
増
京
都
羽
二
重

大
全
」
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
本
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
１４
）

加
越
能
文
庫

特
一
六
・
八
四
―
一
一
四
（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
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史
料
館
蔵
）。

（
１５
）
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
上
巻

清
文
堂
一
九
七
三

一
三
七
頁
。

（
１６
）

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵

Ｇ
二
七
―
八
〇
三
。

（
１７
）

今
回
使
用
し
た
京
絵
図
は
全
て
『
慶
長
昭
和
京
都
地
図
集
成
』
柏
書
房
一

九
九
四
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
１８
）

日
置
謙
『
加
能
郷
土
辞
彙
』
北
国
新
聞
社
一
九
五
六
、『
加
賀
藩
史
料
』

編
外
一
七
二
〜
一
七
四
頁
。

（
１９
）
『
加
賀
藩
史
料
』
第
四
編

延
宝
四
年
九
月
十
九
日
条
「
国
事
雑
抄
」
五

〇
七
頁
。

（
２０
）

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
書
Ｈ
―
八
六
六
。

（
２１
）
『
加
賀
藩
史
料
』
第
一
二
編

文
化
一
〇
年
九
月
二
十
六
日
条
「
内
外
国

事
記
」。

（
２２
）

拙
稿
「
加
賀
藩
前
田
家
に
お
け
る
公
家
と
の
交
際
」『
論
集
き
ん
せ
い
』

三
二

二
〇
一
〇
・
前
掲
「
京
都
を
め
ぐ
る
加
賀
前
田
家
の
儀
礼
と
交
際
」。

（
２３
）
『
加
賀
藩
史
料
』
第
六
編

享
保
五
年
四
月
十
五
日
条
「
政
隣
記
」。

（
２４
）

徳
田
寿
秋
『
前
田
慶
寧
』
北
国
新
聞
社
二
〇
〇
六
。

（
２５
）
『
加
賀
藩
史
料
』
編
外
「
岡
崎
邸
」
一
七
三
頁
。

（
２６
）
「
文
化
十
二
年
十
二
月

京
都
屋
敷
歩
数
等
大
概
」（
金
沢
市
史
編
さ
ん
委

員
会
編
『
金
沢
市
史

資
料
編
四
』
金
沢
市
二
〇
〇
一
）。

（
２７
）

な
ぜ
会
津
藩
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
現
時
点
で

は
不
明
で
あ
る
。

（
２８
）
『
加
賀
藩
史
料
』
第
三
編

正
保
三
年
八
月
十
七
日
条
「
国
初
遺
文
」。
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●地図（宝永以後）

＊京都市『京都の歴史６ 伝統の定着』（学芸書林１９７３）「別添地図」より作成
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