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第
10
回

下
京
ビ
ジ
ネ
ス
街
の
旧
跡
（
二
）

■

神
明
神
社
と
　ぬ

え鵺　

今
回
は
、
第
9
回
の
東
、
第
7
回
の
北
の
地
域
を
め
ぐ
り
ま
し
ょ
う
。
こ

こ
は
ビ
ジ
ネ
ス
街
と
商
業
区
域
が
混
在
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
ず
、
綾
小
路

通
北
側
、
割
烹
の
出
格
子
東
隅
に
貼
っ
て
あ
る
町
名
看
板
「
綾
小
路
通
東
洞

院
東
入
元
悪
王
子
」
1©
か
ら
出
発
し
ま
し
ょ
う
。

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　も
と
あ
く
お
う
じ
ち
ょ
う

元
悪
王
子
町　
1©

町
名
の
「
元
悪
王
子
町
」
に
含
ま
れ
る
「
悪
」
の
字
が
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し

い
の
で
、
由
来
を
調
べ
ま
し
た
。
町
名
の
も
と
に
な
っ
た
悪
王
寺
社
の
祭
神

は
　す
さ
の
お
の
み
こ
と

素
戔
鳴
尊　
。「
悪
」
は
「
強
い
、
強
力
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
場
合
は

素
戔
鳴
尊
の
　
あ
ら
み
た
ま

荒
魂　
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
用
い
て
い
ま
す
。「
　あ
く
お
う
じ
し
ゃ
の
あ
と

悪
王
子
社
之
趾　
」

の
石
碑
が
東
洞
院
四
条
下
ル
西
側
に
あ
り
ま
す
。
悪
王
子
社
は
、
も
と
も
と

こ
の
石
碑
の
あ
る
場
所
に
あ
っ
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
京
都
改
造
の
際
、
天
正

十
八
年
〔
一
五
九
〇
年
〕
に
、
烏
丸
通
五
条
上
ル
悪
王
子
町
（
現
在
も
こ
の

町
名
が
残
っ
て
い
ま
す
）
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
慶
長
元
年
〔
一
五
九
六
〕
に

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
高
倉
通
の
四
条
か
ら
高
辻
ま
で
）

四
条
通
寺
町
の
祇
園
旅
所
に
移
さ
れ
ま
し
た
。『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
天
明

の
大
火
の
前
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
　
あ
く
わ
う
じ
の
や
し
ろ

悪
王
子
社　
（
祇
園
）
御
　た
び
し
よ

旅
所　
北

側
に
あ
り
、
　ぎ
お
ん
ゑ

祇
園
會　
　し
ん
よ

神
輿　
　り
ん
か
う

臨
幸　
の
時
、
　
か
ら
す
ま
る

烏
丸　
通
五
條
の
北
　あ
く
わ
う
じ

悪
王
子　
町
よ
り
、

　こ
れ
い

古
例　
に
よ
つ
て
　し
ん
ぐ

神
供　
を
備
ふ
」
と
あ
り
ま
す
。
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八

年
）
の
あ
と
四
条
通
大
和
大
路
か
ど
に
遷
座
。
明
治
初
め
に
八
坂
神
社
境
内

の
本
殿
東
に
鎮
座
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

町
名
看
板
1©
の
並
び
、
東
側
に
神
明
神
社
（
綾
小
路
通
高
倉
西
入
ル
神

明
町
）
が
あ
り
ま
す
。
祭
神
は
　あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

天
照
大
神　
。
太
平
洋
戦
争
後
、
元
の
豊
園

小
学
校
内
に
あ
っ
た
　あ
や
こ

文
子　
天
満
宮
を
合
祀
。
写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
東
側
に
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「
神
明
神
社
」
の
石
標
。
門
柱
西
側
に
「
文
子
天
満
宮
」
の
札
が
掲
げ
て
あ

り
ま
す
。

社
殿
の
傍
ら
に
、「
神
明
神
社
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
　ゆ
い
し
ょ
が
き

由
緒
書　
が
用
意
し

て
あ
り
ま
す
。
そ
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、「
神
明
神
社
は
、
近
衛
天
皇
（
在

位
一
一
四
一
〜
一
一
五
五
）
が
し
ば
し
ば
行
幸
さ
れ
た
摂
政
関
白
藤
原
忠
道

の
屋
敷
（
四
條
東
洞
院
内
裏
）
に
あ
っ
た
鎮
守
社
。
創
建
年
代
は
あ
き
ら
か

で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
平
安
時
代
。
宝
物
と
し
て
、
や
じ
り
が
二
本

伝
わ
っ
て
お
り
、
源
頼
政
が
　ぬ
え鵺　
を
退
治
し
た
と
き
に
奉
納
し
た
も
の
。
平
安

末
期
か
ら
天
台
宗
の
護
国
山
立
願
寺
円
光
院
の
社
僧
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て

い
た
が
、
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
神
社
だ
け
が
残
さ
れ
、
現
在
は

神
明
町
が
管
理
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
続
い
て
文
子
天
満
宮
を
合
祀
し
た
経

緯
が
　し
る記　
さ
れ
て
い
ま
す
。『
都
名
所
図
会
』
に
は
、「
　し
ん
め
い
ぐ
う

神
明
宮　
は
　あ
や
の
こ
う
じ
た
か
く
ら

綾
小
路
高
倉　

の
　に
し西　
に
あ
り
。
　ま
つ祭　
る
　
と
こ
ろ所　
　い

せ

伊
勢　
　な
い
げ

内
外　
　だ
い
じ
ん
ぐ
う

太
神
宮　
な
り
。」
と
簡
単
に
紹
介
し
て
い

ま
す
。

本
殿
前
に
謡
曲
史
跡
保
存
会
に
よ
る
駒
札
が
た
っ
て
い
ま
す
。
要
点
を
尽

く
し
て
い
ま
す
の
で
、
駒
札
の
説
明
を
次
に
引
用
し
ま
す
。

謡
曲
「
　ぬ
え鵺　
」
と
神
明
神
社

謡
曲
「
鵺
」
は
、
古
典
「
平
家
物
語
」
か
ら
取
材
し
た
曲
。
鵺

と
は
、
頭
が
猿
、
尾
が
蛇
、
手
足
が
虎
、
鳴
く
声
は
鵺
に
似
た
怪

獣
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
芦
屋
の
里
で
一
夜
を
明
か
す
僧
の
前

に
う
つ
ほ
舟
（
丸
木
舟
）
が
着
く
。
舟
人
に
尋
ね
る
と
、
近
衛
天

皇
の
時
代
、
源
頼
政
に
討
ち
取
ら
れ
た
鵺
の
亡
霊
と
名
乗
り
姿
を

消
す
。
僧
が
供
養
し
て
い
る
と
鵺
の
姿
と
な
っ
た
亡
霊
が
再
び
現

れ
、
供
養
に
感
謝
し
、
勝
者
・
頼
政
の
栄
光
と
、
う
つ
ほ
舟
で
冥

神
明
神
社

土
に
流
さ
れ
て
ゆ
く
自
分
の
有
様
を
語
る
の
で
す
。

こ
の
神
明
神
社
は
鵺
が
退
治
さ
れ
た
屋
敷
跡
と
さ
れ
、
神
社
に

は
そ
の
と
き
頼
政
か
ら
奉
納
さ
れ
た
「
や
じ
り
」
二
本
が
宝
物
と

し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
•　鵺
と
は
、
頭
が
猿
、
尾
が
蛇
、
手
足
が
虎
、
鳴
く
声
は

•　鵺
に
似
た
怪
獣
」

と
い
う
の
は
、
文
と
し
て
お
か
し
い
。
平
家
物
語
に
よ
れ
ば
、「
五
海
女
と

は
、
云
々
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
。
た
だ
し
、
こ
の
怪
獣
の
名
前
の
記
さ
れ
て

い
な
い
異
本
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
後
世
に
は
、
こ
の
怪
獣
を
も
、
鵺

と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
能
の
『
鵺
』
で
も
、「
五
海
女
」
と
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「
鵺
」
と
を
同
一
視
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
駒
札
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て

あ
る
気
分
も
、
わ
か
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
で
て
く
る
　み
な
も
と
の
よ
り
ま
さ

源
頼
政　
〔
一
一
〇
四
〜
一
一
八
〇
〕
は
、
摂
津
源

氏
。
保
元
の
乱
、
平
治
の
乱
で
は
、
勝
者
の
側
。
と
く
に
平
治
の
乱
の
あ
と

は
、
平
清
盛
の
信
頼
も
あ
つ
く
、
源
氏
の
長
老
と
し
て
参
画
。
そ
れ
ま
で
四

位
が
最
高
で
あ
っ
た
の
に
、
七
十
四
歳
で
従
三
位
に
昇
っ
た
の
で
、
　げ
ん
さ
ん
み

源
三
位　

　よ
り
ま
さ

頼
政　
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
歌
人
と
し
て
も
有
名
。

従
三
位
頼
政

お
も
へ
ど
も
い
は
で
忍
ぶ
の
す
り
衣

心
の
中
に
み
だ
れ
ぬ
る
か
な

千
載
和
歌
集
巻
第
十
一
・
恋
歌
一
・
六
六
三

最
晩
年
に
、
　も
ち
ひ
と
お
う

以
仁
王　
と
と
も
に
、
平
氏
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
、
三
井
寺
に

　
お
も
む
赴　
く
も
ま
ま
な
ら
ず
、
宇
治
平
等
院
の
戦
で
敗
れ
て
自
害
。
平
等
院
で
扇
を

敷
い
て
自
害
し
た
と
い
う
伝
承
は
、
能
『
頼
政
』
の
題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『
平
家
物
語
』（
百
二
十
句
本
、
京
都
本
）
巻
第
三
の
鵺
退
治
の
箇
所
を
、

J-T
E

X
T

S

（
日
本
文
学
電
子
図
書
舘http://w

w
w

.j-texts.com
/

）
か
ら

引
用
し
ま
し
ょ
う
（
振
り
が
な
は
現
代
か
な
遣
い
）。
宇
治
で
源
頼
政
が
自

害
し
た
あ
と
、「
鵺
」
と
題
す
る
回
想
場
面
で
す
。
引
用
は
長
い
で
す
が
、
歌

物
語
と
し
て
お
も
し
ろ
い
の
で
、
我
慢
し
て
く
だ
さ
い
。
源
頼
政
は
、
平
忠

度
に
比
べ
て
知
名
度
が
低
い
の
で
、
約
八
百
年
後
に
、
せ
め
て
も
の
手
向
け

で
す
。
ま
ず
は
、
頼
政
の
武
勇
伝
。

頼
政
は
、
　あ
さ
ぎ

浅
葱　
の
狩
衣
に
、
　し
げ
と
う

滋
藤　
の
弓
持
ち
て
、
こ
れ
も
山
鳥

の
尾
に
て
は
ぎ
た
る
と
が
り
矢
二
す
ぢ
と
り
そ
へ
て
、
頼
み
き
り

た
る
郎
等
、
遠
江
の
国
の
住
人
、
猪
の
早
太
と
い
ふ
者
に
黒
　ほ

ろ

母
衣　

の
矢
負
は
せ
、
た
だ
一
人
ぞ
具
し
た
り
け
る
。
夜
ふ
け
、
人
し
づ

ま
つ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
世
間
を
う
か
が
ひ
見
る
ほ
ど
に
、
日
ご
ろ

人
の
言
ふ
に
た
が
は
ず
、
東
三
条
の
森
の
か
た
よ
り
、
例
の
ひ
と

む
ら
雲
出
で
来
た
り
て
、
御
殿
の
上
に
五
丈
ば
か
り
ぞ
た
な
び
き

た
る
。
雲
の
う
ち
に
あ
や
し
き
、
も
の
の
姿
あ
り
。
頼
政
、「
こ
れ

を
射
損
ず
る
も
の
な
ら
ば
、
世
に
あ
る
べ
き
身
と
も
お
ぼ
え
ず
。

　な
む
き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い

南
無
帰
命
頂
礼　
、
　は
ち
ま
ん
だ
い
ぼ
さ
つ

八
幡
大
菩
薩　
」
と
心
の
底
に
祈
念
し
て
、
　か
ぶ
ら
や

鏑
矢　

を
取
つ
て
つ
が
ひ
、
し
ば
し
か
た
め
て
、
ひ
や
う
ど
射
る
。
手
ご

た
へ
し
て
、
ふ
つ
つ
と
立
つ
。
や
が
て
矢
立
ち
な
が
ら
南
の
小
庭

に
ど
う
ど
落
つ
。
早
太
、
つ
つ
と
寄
り
、
と
つ
て
押
さ
へ
、
五

刀
こ
そ
刺
し
た
り
け
れ
。
そ
の
と
き
、
上
下
の
人
々
、
手
々
に
火

を
出
だ
し
、
こ
れ
を
御
覧
じ
け
る
に
、
か
し
ら
は
猿
、
む
く
ろ
は

狸
、
尾
は
蛇
、
足
、
手
は
虎
の
す
が
た
な
り
。
鳴
く
声
は
、
　ぬ
え鵺　
に

ぞ
似
た
り
け
る
。「
五
海
女
」
と
い
ふ
も
の
な
り
。

こ
こ
か
ら
が
、
歌
物
語
に
な
り
ま
す
。
文
武
両
道
の
点
で
は
、
頼
政
は
、
平

忠
度
に
負
け
て
は
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
絡
ん
だ
の
が
、「
和
歌
の
道
に
堪
え

ず
」
と
自
称
し
て
い
た
藤
原
頼
長
（
保
元
の
乱
の
張
本
人
）
で
あ
っ
た
の
が
、

頼
政
の
不
運
。
有
名
人
の
藤
原
俊
成
が
絡
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
、
目
立
た

な
か
っ
た
理
由
で
す
ね
。

主
上
、
御
感
の
あ
ま
り
に
、「
獅
子
王
」
と
い
ふ
御
剣
を
頼
政

に
下
し
賜
は
る
。
頼
長
の
左
府
こ
れ
を
賜
は
り
次
い
で
、
頼
政
に

賜
は
る
と
て
、
こ
ろ
は
卯
月
の
は
じ
め
の
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
雲

居
に
ほ
と
と
ぎ
す
、
二
声
、
三
声
お
と
づ
れ
て
過
ぎ
け
る
に
、
頼

長
の
左
府
、
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ほ
と
と
ぎ
す
雲
居
に
名
を
や
あ
ぐ
る
ら
ん

と
仰
せ
か
け
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
頼
政
、
右
の
膝
を
つ
き
、
左
の

袖
を
ひ
ろ
げ
て
、
月
を
そ
ば
目
に
う
け
、
弓
わ
き
ば
さ
み
て
、

弓
張
り
月
の
い
る
に
ま
か
せ
て

と
つ
か
ま
つ
り
て
、
御
剣
を
賜
は
つ
て
ぞ
出
で
に
け
る
。「
弓
矢

の
道
に
長
ぜ
る
の
み
な
ら
ず
、
歌
道
も
す
ぐ
れ
た
り
け
る
」
と
、

君
も
臣
も
感
ぜ
ら
る
。
さ
て
こ
の
変
化
の
も
の
を
ば
、
う
つ
ほ
舟

に
入
れ
て
流
さ
れ
け
る
と
ぞ
聞
こ
え
し
。

引
用
の
最
後
「
う
つ
ほ
舟
に
入
れ
て
流
さ
れ
け
る
と
ぞ
聞
こ
え
し
」
を
典
拠

に
し
て
、
能
『
鵺
』
の
詞
章
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

浮
き
沈
む
涙
の
波
の
う
つ
ほ
舟
、
こ
が
れ
て
堪
へ
ぬ
い
に
し
へ

を
、
忍
び
果
つ
べ
き
　ひ
ま隙　
ぞ
な
き
。

近
衛
帝
〔
在
位
一
一
四
一
〜
一
一
五
五
〕
の
と
き
の
化
け
物
「
五
海
女
」
は
、

声
が
鵺
に
に
た
怪
獣
で
す
が
、
後
に
二
条
帝
〔
在
位
一
一
五
八
〜
一
一
六

五
〕
の
と
き
に
、
頼
政
は
、
怪
鳥
の
鵺
も
退
治
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
疑
問
。
鵺
と
い
う
の
は
、
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

寺
島
良

安
著
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
第
四
十
四
〔
一
七
一
二
年
の
自
序
、
島
田
勇
雄

他
訳
注
『
和
漢
三
才
図
会
」
6
、
東
洋
文
庫
四
六
六
、
平
凡
社
、
一
九
八

七
〕
の
　さ
ん
き
ん

山
禽　
類
の
分
類
に
「
　ぬ
え　空鳥　　
」
の
項
が
あ
り
、「
音
は
「
こ
う
」。
俗
に
鵺

と
書
く
。
和
名
は
　ぬ

え

沼
江　
。『
和
名
抄
』（
羽
族
第
二
三
一
）
に
、『
唐
韻
』
を

引
用
し
て
、
　空鳥　
は
怪
鳥
で
あ
る
、
と
あ
る
。
思
う
に
一
般
に
あ
る
い
は
鵺
の

字
を
用
い
る
。
こ
の
鳥
は
昼
は
隠
れ
夜
に
な
る
と
出
て
く
る
。
そ
れ
で
鵺
と

い
う
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、

思
う
に
、
現
今
、
　空鳥　
と
称
し
て
い
る
も
の
は
　け
ち
ょ
う

怪
鳥　
で
は
な
く
、

洛
東
や
各
地
の
深
山
に
多
く
い
る
。
大
き
さ
は
鳩
ぐ
ら
い
で
黄
赤

色
に
　く
ろ
ふ

黒
彪　
が
あ
る
。
　と
び鴟　
に
似
て
い
て
昼
は
隠
れ
夜
に
出
て
き
て
木

の
梢
で
な
く
。
　
く
ち
ば
し
觜　
の
上
は
黒
く
下
は
黄
色
で
あ
る
。
鳴
く
と
き
は

尻
の
穴
を
呼
応
さ
せ
て
、
す
ぼ
め
た
り
、
緩
め
た
り
す
る
。
　
ひ
ゅ
う
ひ
い

休
戯　

と
い
っ
て
鳴
く
。
脚
は
黄
赤
色
で
あ
る
。

と
説
明
し
た
あ
と
、
近
衛
帝
の
と
き
の
頼
政
の
鵺
退
治
の
話
を
引
用
し
て
い

ま
す
。
結
局
は
、
鵺
の
正
体
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
駒
札
の
意
を
尊
重

し
て
、
文
章
を
直
す
と
す
れ
ば
、「

•　鵺
と
は
、
頭
が
猿
、
尾
が
蛇
、
手
足
が

虎
、
鳴
く
声
は

•　　空鳥　
に
似
た
怪
獣
」
と
す
る
の
が
妥
当
か
と
も
お
も
い
ま
す
。

こ
う
す
れ
ば
、
大
威
張
り
で
、「
五
海
女
」
と
「
鵺
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
方
で
、
想
像
力
の
な
い
わ
た
し
が
考
え
る
に
、
夜
行
性
の

ム
サ
サ
ビ
か
モ
モ
ン
ガ
を
見
誤
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
お
も
い
ま
す
。

夢
の
な
い
は
な
し
で
す
が
。
ち
な
み
に
ム
サ
サ
ビ
は
「
グ
ル
ル
ル
ル
・・・
」

と
鳴
く
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、『
都
名
所
図
会
』
で
は
、「
　し
ん
め
い
ぐ
う

神
明
宮　
」
の
項
の
直
前
に
、「
四

條
　た
ち
う
り

立
賣　
」
の
項
が
あ
り
、

四
條
通
　
ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　
東
を
い
ふ
。
む
か
し
　だ
い
だ
い
り

大
内
裏　
の
時
、
此
所
　し
よ
ひ
ん

諸
品　

を
　
あ
き
な
商　
ふ
　い
ち
ば

市
場　
な
り
。
今
毎
朝
高
倉
四
條
の
北
に
　や
さ
う

野
草　
の
市
あ
り
。

　お
う
こ

往
古　
の
　よ
ふ
う

餘
風　
　か歟　
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
残
は
、「
立
売
西
町
」、「
立
売
中
之
町
」、「
立

売
東
町
」
と
い
う
町
名
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
今
も
商
業
地
域

で
、
百
貨
店
や
老
舗
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
高
倉
四
条
の
北
、
大
丸
京
都
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店
の
東
壁
面
に
は
、「
四
條
東
洞
院
内
裏
跡
」
の
表
示
札
が
貼
っ
て
あ
り
ま

す
。
近
衛
天
皇
の
里
内
裏
で
、「
む
か
し
大
内
裏
の
時
」
の
大
内
裏
跡
。
源

頼
政
の
最
初
の
鵺
退
治
の
舞
台
で
す
。

■

洛
央
小
学
校
と
豊
園
水

仏
光
寺
東
洞
院
の
東
北
の
角
に
、
町
名
看
板
「
佛
光
寺
通
東
洞
院
東
入

（
　お
お
ぎ
さ
か
や
ち
ょ
う

扇
酒
屋
町　
）」
2©
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
大
礼
服
の
商
標
と
町
名

部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
気
を
つ
け
て
み
る
と
、
町
名
の
「
扇
」
が

か
す
か
に
読
め
ま
す
。
多
分
、「
　お
お
ぎ
さ
か
や
ち
ょ
う

扇
酒
屋
町　
」
と
書
い
て
あ
っ
た
は
ず
。

　ぶ
っ
こ
う
じ
ど
お
り

佛
光
寺
通　

　ひ
が
し
の
と
う
い
ん

東
洞
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

（
　お
お
ぎ
さ
か
や
ち
ょ
う

扇
酒
屋
町　
）
2©

仏
光
寺
東
洞
院
か
ら
東
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
仏
光
寺
通
を
挟
ん
で
、
仏
光

寺
の
北
向
か
い
に
、
　ら
く
お
う

洛
央　
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
も
と
は
　ほ
う
え
ん

豊
園　
小

学
校
・
幼
稚
園
の
敷
地
。
平
成
四
年
に
、
豊
園
・
開
智
・
有
隣
・
修
徳
・
格
到

の
小
学
校
が
統
合
し
て
、
洛
央
小
学
校
と
し
て
開
校
し
た
も
の
で
す
。
平
成

七
年
に
建
て
ら
れ
た
豊
園
小
学
校
の
碑
が
洛
央
小
学
校
の
前
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

明
治
二
年
六
月
八
日
、
進
取
の
気
風
あ
ふ
れ
る
町
衆
の
力
に
よ

り
わ
が
国
最
初
の
小
学
校
の
ひ
と
つ
で
あ
る
下
京
第
十
番
組
小
学

校
と
し
て
こ
の
地
に
開
校
。
以
来
百
二
十
有
余
年
に
わ
た
り
本
市

小
学
校
教
育
の
範
と
な
る
豊
園
教
育
を
推
進
。
八
千
余
名
の
卒
業

生
を
世
に
送
り
出
し
た
。
平
成
四
年
三
月
、
二
十
一
世
紀
へ
の

人
づ
く
り
を
希
求
す
る
学
区
民
総
意
に
基
づ
き
他
の
四
校
と
と
も

に
新
統
合
洛
央
に
使
命
を
引
き
継
ぎ
輝
か
し
い
歴
史
に
幕
を
と

じ
た
。

開
校
し
て
十
五
年
余
、
明
治
維
新
の
際
変
革
さ
れ
て
以
来
の
教
育
現
場
の
変

革
が
、
　き
ち吉　
と
出
て
ほ
し
い
も
の
で
す
ね
。

　ら
く
お
う

洛
央　
小
学
校
に
は
、
豊
園
水
と
い
う
井
戸
が
あ
り
ま
す
。
元
の
豊
園
小
学

校
の
校
名
の
由
来
に
な
っ
た
井
戸
で
、
豊
臣
秀
吉
の
別
邸
「
竜
臥
城
」
の
な

か
に
あ
り
、
茶
の
湯
の
水
と
し
て
好
ん
で
使
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
市
に
よ
る
駒
札
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

豊
園
水

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
年
）
豊
臣
秀
吉
は
政
庁
を
二
条
の

妙
顕
寺
か
ら
新
造
し
て
聚
楽
第
に
移
し
聚
楽
第
を
中
核
と
し
て
京

都
の
城
下
町
へ
の
改
造
に
着
手
し
た
。
秀
吉
は
聚
楽
第
に
続
い
て

五
条
坊
門
高
倉
に
別
荘
龍
臥
城
を
造
営
し
た
が
、
そ
の
邸
内
の
井

戸
よ
り
湧
出
す
る
上
質
の
水
を
豊
園
水
と
名
づ
け
茶
の
湯
に
用
い

た
。
元
豊
園
小
学
校
の
校
名
は
こ
の
豊
園
水
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
豊
園
水
は
明
治
三
十
一
年
に
学
区
内

に
人
々
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
保
存
さ
れ
た
も
の
で
、
井
戸
枠
か
ら

当
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

阪
急
電
車
が
四
条
大
宮
か
ら
四
条
河
原
町
ま
で
延
び
た
と
き
の
地
下
鉄
工
事
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（
完
成
は
昭
和
三
十
八
年
〔
一
九
六
三
年
〕）
で
井
戸
が
涸
れ
、
井
戸
枠
の
み

が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
平
成
十
九
年
〔
二
〇
〇
七
年
〕
一
月
に
、
井
戸
を
掘

り
な
お
し
、
京
セ
ラ
か
ら
贈
ら
れ
た
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
で
汲
み
上
げ
る

方
式
で
、
豊
園
水
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
水
を
導
い
て
流
路
（
ビ
オ

ト
ー
プ
）
を
作
り
、「
洛
央
か
も
が
わ
」
と
名
づ
け
て
、
自
然
を
大
切
に
す
る

教
育
の
一
環
と
し
て
い
ま
す
。
五
月
に
「
茶
の
湯
の
名
水
『
豊
園
水
』」
復

活
記
念
『
洛
央
大
茶
会
』
を
開
催
。
保
護
者
児
童
に
よ
る
薄
茶
の
接
待
の
ほ

か
、
煎
茶
道
の
方
円
流
に
よ
っ
て
お
手
前
の
奉
仕
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

■

仏

光

寺

仏
光
寺
の
山
号
は
、「
　
じ
ゅ
う
こ
く

汁
谷　
山
」。
こ
の
寺
が
、
も
と
も
と
は
、
　し
る
た
に

汁
谷　
（
ま

た
は
　し
ぶ
た
に

渋
谷　
）
の
地
（
方
広
寺
、
豊
国
神
社
、
京
都
国
立
博
物
館
の
あ
る
あ
た

り
）
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
真
宗
仏
光
寺
派
（
固
有
名
詞
と
し
て
は

佛
光
寺
で
す
が
、
簡
略
字
に
し
て
お
き
ま
す
）。
一
時
は
、
本
願
寺
を
凌
ぐ

ほ
ど
の
隆
盛
を
誇
り
ま
し
た
が
、
十
四
世
の
住
職
を
継
ぐ
べ
き
　け
い
ご
う

経
豪　
上
人
が

山
科
本
願
寺
の
　れ
ん
に
ょ

蓮
如　
上
人
に
つ
い
た
た
め
、
寺
僧
や
門
徒
の
多
く
も
こ
れ
に

従
い
ま
し
た
。
従
わ
な
か
っ
た
六
坊
の
寺
僧
は
、
弟
の
　け
い
よ

経
誉　
上
人
を
住
職
に

立
て
、
十
四
世
と
し
て
仏
光
寺
を
相
続
さ
せ
ま
し
た
。
豊
臣
秀
吉
が
方
広
寺

の
大
仏
を
作
る
と
き
（
天
正
十
四
年
〔
一
五
八
六
年
〕）
に
、
代
替
地
と
し

て
現
在
の
場
所
（
高
倉
通
仏
光
寺
下
ル
　
し
ん
か
い
ち
ょ
う

新
開
町　
）
に
移
り
ま
し
た
。
現
在
の

建
物
は
、
ど
ん
ど
ん
焼
（
元
治
の
兵
火
）
の
あ
と
の
再
建
。

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、『
　じ
ふ
こ
く
ざ
ん
ぶ
つ
く
わ
う
じ

汁
谷
山
佛
光
寺　
』
の
項
目
が
あ
り
、「
五
條

　ぼ
う
も
ん

坊
門　
通
に
あ
り
。
初
は
　
こ
う
し
や
う

興
正　
寺
と
号
す
。
宗
旨
は
　し
ん
ら
ん

親
鸞　
　
し
や
う
に
ん

聖
人　
の
　ぐ
ほ
う

弘
法　
に
し
て

佛
光
寺
派
と
称
す
。」
と
記
し
た
あ
と
、
阿
弥
陀
堂
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
に

仏
光
寺
（
阿
弥
陀
堂
・
大
師
堂
）

ま
つ
わ
る
伝
説
、
聖
徳
太
子
立
像
（
重
要
文
化
財
）
な
ど
の
寺
宝
、
仏
光
寺

の
来
歴
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
当
時
〔
一
七
八
〇
年
頃
〕

の
仏
光
寺
の
鳥
瞰
図
が
載
っ
て
お
り
、
阿
弥
陀
堂
と
大
師
堂
の
配
置
は
、
現

在
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

仏
光
寺
は
都
会
の
ど
真
ん
中
。
昼
時
に
は
、
広
い
境
内
の
そ
こ
こ
こ
で
休

憩
し
た
り
弁
当
を
広
げ
る
仕
事
着
の
人
々
が
見
ら
れ
ま
す
。
写
真
を
撮
っ
た

あ
と
で
、
靴
を
脱
い
で
阿
弥
陀
堂
に
上
が
り
、
参
拝
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

観
光
寺
院
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
拝
観
料
は
要
り
ま
せ
ん
が
、
心
づ
く
し

と
し
て
応
分
の
お
賽
銭
。
広
い
堂
内
に
は
、
普
段
は
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

ん
の
で
、
た
い
へ
ん
静
か
。
座
っ
て
い
る
と
、
不
信
心
な
わ
た
し
で
も
厳
粛

な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
参
拝
し
た
と
き
は
、
大
師
堂
の
修
復
が
お
わ
っ
た
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と
こ
ろ
で
、
ま
だ
工
事
の
囲
い
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

仏
光
寺
参
道
と
筆
の
看
板

仏
光
寺
は
、
隠
れ
た
桜
の
名
所
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
桜
の
時
期
（
四
月

初
め
）
に
は
、「
花
ま
つ
り
in
佛
光
寺
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
の
界
隈
の
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
普
段
は
み
ら
れ
な
い
大
行
寺
（
洛
央
小
学
校
の
並
び

の
東
側
、
重
要
文
化
財
の
快
慶
作
阿
弥
陀
如
来
立
像
が
あ
る
）
な
ど
の
公
開

も
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

仏
光
寺
の
東
門
か
ら
高
倉
通
に
出
ま
す
と
、
東
の
参
道
が
延
び
て
い
ま

す
。
そ
こ
は
、
真
宗
仏
光
寺
派
の
六
坊
（
　
お
く
の
ぼ
う

奥
坊　
教
音
院
、
　
な
か
の
ぼ
う

中
坊　
久
遠
院
、
　し
ん
ぼ
う

新
坊　

光
薗
院
（
重
要
文
化
財
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
が
あ
る
）、
　
す
み
の
ぼ
う

角
坊　
昌
蔵
院
、
　
み
な
み
の
ぼ
う

南
坊　

大
善
院
、
　
に
し
の
ぼ
う

西
坊　
長
性
院
）
が
整
然
と
並
ん
だ
一
角
で
す
。
参
道
は
、
柳
馬
場

通
で
突
き
当
た
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
振
り
返
っ
て
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
仏

光
寺
の
門
と
大
師
堂
の
屋
根
が
見
え
ま
す
。
大
師
堂
の
背
後
の
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
と
手
前
の
の
ぼ
り
（
陶
房
土
の
子
と
か
す
か
に
読
め
る
）
が
写
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
繁
華
街
の
す
ぐ
近
く
だ
と
は
思
え
な
い
風
景
で
す
ね
。

突
き
当
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
柳
馬
場
通
を
北
へ
少
し
上
が
っ
た
と
こ
ろ

に
、
大
き
な
筆
の
看
板
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
お
も
わ
ず
写
真
に
撮
り
ま

し
た
。
こ
の
看
板
の
　
し
ょ
う
ば
い
え
ん

松
楳
園　
（
柳
馬
場
通
仏
光
寺
下
ル
万
里
小
路
町
）
が
取

り
扱
う
の
は
、
文
房
四
宝
（
筆
、
硯
、
墨
、
紙
）。
町
名
の
「
　ま
り
こ
う
じ
ち
ょ
う

万
里
小
路
町　
」

は
、
平
安
京
の
時
代
に
柳
馬
場
通
が
　ま
で
の
こ
う
じ

万
里
小
路　
と
呼
ば
れ
た
　な
ご
り

名
残　
。

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　や
な
ぎ
の
ば
ん
ば

柳
馬
場　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

（
　あ
い
の
ち
ょ
う

相
之
町　
）
3©

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　や
な
ぎ
の
ば
ん
ば

柳
馬
場　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　し
お
や
ち
ょ
う

塩
屋
町　
4©

柳
馬
場
通
を
北
上
、
綾
小
路
通
に
戻
る
と
四
辻
近
く
に
、「
綾
小
路
通
柳

馬
場
東
入
（
相
之
町
）」
3©
の
町
名
看
板
。
残
念
な
が
ら
、
町
名
以
下
が

切
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
看
板
の
す
ぐ
東
に
、「
綾
小
路
通
柳
馬
場
東
入
塩
屋

町
」
4©
の
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。
基
準
が
同
じ
十
字
路
で
、
町
名
の
同

じ
看
板
も
あ
る
こ
と
に
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
3©
と
4©
間
に
相
之

町
と
塩
屋
町
の
境
界
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
名
看
板
3©
の
町
名
を
「
相
之
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町
」
と
補
う
こ
と
に
し
ま
す
。

■

円
山
応
挙
宅
址

綾
小
路
通
を
西
へ
戻
っ
て
、
堺
町
通
と
の
十
字
路
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
町

名
看
板
「
綾
小
路
通
高
倉
東
入
高
材
木
町
」
5©
が
あ
り
ま
す
。

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　
　た
か
く
ら

高
倉　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　た
か
ざ
い
も
く
ち
ょ
う

高
材
木
町　
5©

堺
町
通
を
北
上
す
る
と
、
箸
専
門
の
老
舗
、
市
原
平
兵
衛
商
店
（
堺
町
通

四
条
下
ル
小
石
町
）
が
あ
り
ま
す
。
細
か
い
も
の
で
も
つ
ま
み
や
す
い
竹
箸

は
い
か
が
。
竹
箸
に
も
各
種
あ
り
、
　す
す
だ
け

煤
竹　
の
箸
は
、
わ
た
し
の
よ
う
な
貧
乏

人
が
普
段
使
う
に
は
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
。

堺
町
四
条
の
交
差
点
を
東
へ
。
四
条
通
南
側
の
ビ
ル
の
地
下
へ
降
り
る
階

段
脇
に
「
　ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

圓
山
應
擧　
宅
址
」
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
円
山
応
挙
〔
一
七
三

三
〜
一
七
九
五
〕
は
、
狩
野
派
を
学
ん
だ
の
ち
、
宋
元
画
の
技
法
に
遠
近
法

を
加
え
て
、
写
実
を
重
視
し
た
円
山
派
を
興
し
ま
し
た
。

本
シ
リ
ー
ズ
の
第
9
回
で
、『
平
安
人
物
誌
』
の
中
に
、
与
謝
蕪
村
が
画

家
と
し
て
載
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
同
時
代
の
画
家
円
山
応

挙
も
も
ち
ろ
ん
載
っ
て
い
ま
す
。
明
和
五
年
〔
一
七
六
八
年
〕
版
と
安
永
四

年
〔
一
七
七
五
年
〕
版
の
住
所
は
、「
四
条
麩
屋
町
東
入
丁
」
で
す
が
、
天

明
二
年
〔
一
七
八
二
年
〕
版
で
は
、
こ
の
碑
の
あ
る
場
所
に
移
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

藤

應
擧

　字
仲
選
号
僊
斎

四
条
堺
町
東
入
町

　

圓
山
主
水

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
10
回
）2008/02/19

c©
2007,

2008
藤
田
眞
作http://xym

tex.com


