
京
都
の
五
月

は
各
町
々
で

「

お
祭
り
」

が
多
い
。

京
都
の
三
大
祭
り
の
一
つ
「
葵
祭

り
」
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
鴨
神
社
）

と
賀
茂
別
雷
神
社
の
例
祭
で
5
月
15

日
。
平
安
朝
の
優
雅
な
平
安
貴
族
そ
の

ま
ま
の
姿
で
行
列
を
つ
く
り
、
御
所
を

出
発
、
総
勢5

0
0

名
以
上
の
風
雅
な

行
列
が
下
鴨
神
社
を
経
て
、
上
賀
茂
神

社
へ
向
か
い
ま
す
。

戦
前
そ
の
日
、

京
都
市
の
小
学

校
は
休
校
。
前

日
の
14
日
は
通
っ

て
い
た
貞
教
校

は
新
日
吉
神
社

の
氏
子
で
休
校
。

連
休
で
大
喜
び
。

正
面
通
や
新
日
吉
神
社
に
は
前
日
か

ら
「
店
」
が
出
て
金
魚
掬
い
が
楽
し

め
ま
し
た
。

私
ど
も
の
店
の
三
軒
東

は
「
稲
荷
祭
」
裏
は
「
藤
森
祭
」
で

お
酒
や
寿
司
用
の
お
酢
が
良
く
売
れ
ま

し
た
。

祖
母
も
鯖
寿
司
を
つ
く
り
、
そ
れ
を

親
戚
知
人
宅
へ
配
る
役
目
を
し
た
も
の

で
す
。
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
「
祭

り
」
は
静
か
に
な
り
、
鯖
寿
司
を
家
庭

で
は
つ
く
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
、

戦
時
中
、
禁
止

さ
れ
て
い
た
労

働
者
階
級
の
祭
典
「
五
月
祭･

メ
ー
デ
ー
」

が
復
活
、。【
日
本
は1920

年
（
大

9
）

月
2
日
第
1
回
〜2012

年
（
平
24
）

第
83
回
】
♪
聞
け
万
国
の
労
働
者
♪

と
「
団
結
」
と
「
要
求
」
の
プ
ラ
カ
ー

ド
を
掲
げ
た
全
国
で
労
働
組
合
員
や
市

民
数
十
万
の
人
の
が
「
大
デ
モ
行
進
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

19
4
6

年
当
時
食
料
難
で
『
米
よ
こ
せ

メ
ー
デ
ー
』19

5
2

年
は
『
皇
居
前
広

場
』
で
血
の
メ
ー
デ
ー
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
日
本
は
大
成
長
時
代
が
続
き
、

何
時
の
間
に
か
「
労
働
階
級
」
と
い

う
言
葉
も
意
識
も
な
く
な
っ
た
感
じ
で

す
。
団
結
で
な
く
、
個
々
が
幸
せ
に
な

れ
ば
良
い
と
い
う
気
風
が
強
く
な
っ
た

よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
れ
も
、
日
本
大

震
災
、
原
発
事
故
で
、
曲
が
り
角
の
よ

う
で
す
。
物
は
余
る
程
に
豊
か
で
も
、
、

命
の
尊
さ
、
繋
が
り
の
大
切
さ
を
、
忘

れ
て
は
ダ
メ
だ
と
い
う
日
本
人
本
来
の

「
心
」
が
蘇
っ
て
来
た
か
ら
・
・
・
。

や
ま
も
と
民
話
の
会･

庄
司
ア
イ
様
の

お
ハ
ガ
キ
か
ら
（
抜
粋
）

私
の
集
落
は
海
の
見
え
な
い
所
、
海

を
感
じ
な
い
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
隣

近
所
、
大
勢
の
方
々
を
失
い
ま
し
た
。

私
の
家
族
は
奇
跡
！
命
を
も
ら
い
ま
し

た
。
ガ
レ
キ
の
中
で
一
晩
。
声
な
き
声

形
の
な
い
形
に
ど
う
寄
り
そ
え
、
む
き

あ
え
ば
よ
い
の
か
・
・
苦
し
い
日
々
で

す
。
ま
た
家
族
の
将
来
、
先
ず
住
む
所

を
ど
う
す
る
か
。
夫
87
歳
、
私
77
歳
、

わ
ず
か
な
年
金
・
・
で
も
希
望
を
失
わ

ず
励
ま
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
夫
は
兵
役

体
験
、
今
回
は
皆
様
の
支
援
で
「
食･

衣
・
住
も
」
満
た
さ
れ
た
こ
と
に
感
激

し
き
り
で
す
。
家
族
も
多
い
の
で
気
分

も
ま
ぎ
れ
ま
す
。
皆
様
に
よ
ろ
し
く
。

（
注
）
京
都
社
協
の
支
援
に
感
謝
文
も
有
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▽
「
忘
却
と
は
忘
れ
去
る
こ
と
な
り
。

忘
れ
得
ず
し
て
忘
却
を
誓
う
心
の
悲
し

さ
よ
」
菊
田
一
夫
の
代
表
作
。1952

年

（
昭
27
）
放
送
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
冒
頭

の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

▼
放
送
が
始
ま
る
と
『
女
湯
」
が
空
の

な
る
と
い
わ
れ
た
「
君
の
名
は
」
は
氏

家
真
知
子
：
岸
惠
子
。
後
宮
春
樹
：
佐

田
啓
二
で
映
画
化
さ
れ
「
真
知
子
巻
き
」

が
大
流
行
し
た
。

▽
真
知
子
巻
き
は
、
ま
き
寿
司
で
は
な

い
と
マ
ネ
た
人
も
多
い
で
し
ょ
う
か
ら

ご
存
知
で
し
ょ
う
。
話
は
東
京
大
空
襲
、

焼
夷
弾
が
降
る
中
か
ら
ス
タ
ー
ト
。

▼
大
空
襲
か
ら
7
年
。
戦
争
放
棄
の
憲

法
施
行
後
5
年
。
修
学
旅
行
で
行
っ
た

新
宿
は
「
焼
け
跡
」
だ
ら
け
だ
っ
た
。

戦
争
の
悲
惨
と
愚
か
さ
を
日
本
人
は
マ

ダ
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
。

▽
と
こ
ろ
が
60
数
年
で
忘
却
を
し
た
人
、

戦
争
も
忘
れ
た
。
原
爆
を
落
と
さ
れ
た

国
が
、
原
発
を
つ
く
っ
て
苦
し
ん
で
い

る
。
過
去
を
忘
却
し
た
所
為
で
有
る
。

▼
天
災
は
、
忘
れ
た
こ
ろ
来
る
と
い
う
。

人
災
は
、
何
時
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

花
見
で
賑
わ
っ
て
い
た
昼
間
の
祇
園
で

も
起
こ
っ
た
。
大
切
な
こ
と
は
失
敗
を

忘
れ
な
い
こ
と
。

▽
偉
そ
う
に
書
い
た
が
、
「
君
の
名
は
？
」

と
聞
い
て
も
直
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
私
。

「
君
の
名
は
」
で
有
名
に
な
っ
た
数
奇

屋
橋
も
消
え
た
。
お
互
い
に
頑
張
っ
て

『
忘
却
』
と
の
闘
い
に
勝
と
う
！
。

定
例
：
４
/
15
：
第
３
日
曜

朝
粥
を
食
べ
る
前

、
朝
粥
会
で
は

「
食
品
の
カ
ビ･

住
ま
い
の
カ
ビ
」

と
題
し
て
の
お
語
を

農
学
博
士

濱
田
信
夫
先
生
に
戴
い
た

京
都
大
学(

農
学
研
究
科

応
用
植
物

薬
学
部

製
薬
化
学)

さ
す
が
日
本
一
の
カ
ビ
博
士
、
世
界
を
飛

び
回
り
カ
ビ
を
集
め
研
究
さ
れ
ま
し
た
。

お
風
呂
の
カ
ビ
に
つ
い
て
の
ご
説
明
で
は
、

お
客
様
も
聞
き
逃
す
ま
い
と

熱
心
に
聴
講
。

※
カ
ビ
は
温
度
２
０
〜
３
０
度
、

湿
度
７
５
％
以
上
に
な
る
と
増
え
や
す
く

な
る
と
い
う
。
最
も
生
え
や
す
い
浴
室
は
、

使
用
後
に
窓
を
開
け
る
か
、
換
気
扇
を
回
す
。

先
ず
、
通
気
を
良
く
す
る
こ
と
な
ど
。

質
問
が
多
く
出
た
が
、
来
年
、
又
と
お
約
束

を
得
て
終
り
、
お
粥
を
食
し
た
。
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を
永
遠
に
語
り
つ
ぐ

や
ま
も
と
民
話
の
会･

代
表

庄
司
ア
イ

大
地
が
割
れ
る

巨
大
な
波
が
襲
う

原
発
が
爆
発
す
る

想
定
は
あ
り
得
な
い

無
常
の
扉
を
開
い
て
祈
り
ま
し
ょ
う

慈
母
の
よ
う
な
自
然
の
恵
み

厳
父
・
い
や
悪
魔
の
よ
う
な
天
災
地
変

私
達
の
地
球
は
二
つ
の
相
貌
を
も
つ

本
物
の
文
明
、
本
当
の
文
化
を
求
め

自
然
と
睦
み

命
を
い
と
う
し
む

語
り
つ
ご
う
あ
っ
た
る
こ
と
を

あ
り
の
ま
ま
に

最近の、朝粥会は定員40人満席でキャンセル待ち状態。
ご予約後の無断欠席は、困ります。必ず前日にお知らせを。

こ
の
本
三
集
が
届
き
ま
し
た
。

ギ
ャ
ラ
リ
ィ
カ
フ
ェ
集
に
置

い
て
ま
す
。
一
、
二
集
も
あ

り
ま
す
。50

0

円
カ
ン
パ

¦

¦

ど
ん
つ
き
¦

¦



こ
の
題
は

先
月
号
で

「
大
往
生
」
で
掲
載
し
た
、
祖
母
（
き

ぬ
）
の
言
葉
。
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
程

聞
き
、
今
も
祖
母
の
「
京
こ
と
ば
」
の

響
き
で
私
の
頭
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
。全

国
的
に
は
「
*
始
末
」
と
い
う
と

【
*
始
め
か
ら

終
わ
り
ま
で
の
細
か
い

事
情
、
ま
た
は
成
り
行
き
。
い
き
さ
つ
。

顛
末
。
事
の
始
末
を
見
守
る
。

あ
る

物
事
の
最
終
的
な
状
況
。
特
に
、
よ
く

な
い
結
果
。
し
ま
い
に
は
泣
き
出
す
始

末
】
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
京･

大

阪
で
は
「
節
約･

倹
約
」
の
意
味
で
使

わ
れ
ま
し
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
方
が
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。

祖
母
は
言
う
だ
け
で
な
く
徹
底
的
な

始
末
〔
倹
約
）
屋
で｢

鼻
を
か
ん
だ
紙｣

も
捨
て
ず｢

紙
く
ず
屋
」
さ
ん
に
渡
し
、

ご
飯
を
炊
い
た
時
に
出
来
た
「
お
こ
げ
」

は
塩
を
振
り
、
日
に
干
し
て
丁
稚
さ
ん

の
「
*
お
や
つ
・
*
け
ん
ず
い
（
建
瑞
）」

用
に
し
ま
し
た
。【
*
お
や
つ
＝
午
後

2
時
に
だ
す
間
食
。
*
け
ん
ず
い
＝
大

工
さ
ん
な
ど
に
出
す
お
摘
ま
み
】

そ
の
ご
飯
は
麦
が
三
分
入
り
、

幼
児

時
代
の
洋
服
は
、
私
よ
り
６
歳
上
の
祖

母
の
甥
の
お
古
*
セ
コ
ハ
ン
で
破
れ
た

部
分
に
布
を
を
当
て
刺
繍
の
よ
う
な
針

使
い
で
修
理
し
た
も
の
着
せ
ま
し
た
。

【
＊
セ
コ
ハ
ン
＝

セ
カ
ン
ド
ハ
ン

ド
〔
二
度
使
い
）

笠
置
シ
ズ
子
の

買
い
物
ブ
ギ
か

ら
流
行
語
と
な
る
】

明
治
時
代
の
人
は
、
そ
の
様
に｢

始

末
＝
倹
約
」
を
身
を
も
っ
て
実
行
し
教

え
ま
し
た
。
そ
し
て
戦
時
中
は
空
襲
、

戦
後
の
食
糧
難
、
イ
ン
フ
レ
の
な
か
生

き
、
子
や
孫
を
育
て
来
た
の
で
す
。

始
末
は｢

け
ち｣

で
は
な
く
、
人
間
が

自
然
と
関
係
の
中
で
、「
自
然
物
限
界
、

限
度
」
を
知
り｢

粗
末
に
扱
わ
な
い
＝

消
費
を
抑
え
る
」
こ
と
の
表
現
し
た
大

切
な
忘
れ
て
は
い
け
な
い
言
葉
と
思
え

る
の
で
す
が
・
・
・
・
。上

の
写
真
は

長
島
茂
雄
氏

引
退
時

長
嶋
茂
雄
さ

ん
は
私
と
２

才
下
。
育
っ
た
時
代
も
同
じ
こ
ろ
、
彼

は
引
退
時｢

わ
が
巨
人
軍
は
永
久
に
不

滅
で
す
。」
と
の
言
葉
を
残
し
ま
し
た

。

そ
の
巨
人
軍
、
お
家
騒
動
で
大
騒
ぎ
。

そ
の
影
響
か
、
4
月
25
日
現
在
最
下
位
。

私
は
巨
人
フ
ァ
ン
。
プ
ロ
野
球
Ｔ
Ｖ
は

そ
の
試
合
し
か
み
な
い
。
が
、
読
売
新

聞
購
読
者
で
も
な
い
。

戦
時
中
、
小
学
生
当
時
は
大
相
撲
が

人
気
「
メ
ン
コ
」
も
そ
の
絵
が
「
駄
菓

子
屋
」
さ
ん
に
並
ん
で
い
た
。
双
葉
山

が
強
か
っ
た
。
戦
後
プ
ロ
野
球
が
復
活
。

阪
神
が
強
く
友
人
た
ち
も
フ
ァ
ン
が
多

か
っ
た
。
当
時
の
巨
人
は
弱
く
ク
ラ
ス

で
少
数
派
。
ど
う
も
私
は
性
格
が
悪
く

素
直
な
人
間
で
無
い
ら
し
く
弱
い
も
の

に
引
か
れ
る
。
そ
し
て
派
手
な
こ
と
は

好
き
で
な
く
内
気
で
す
。（
本
当
）。

巨
人
軍
で
も
派
手
な
感
じ
の
長
島
よ

り
地
味
な
王
。
当
時
は
塀
際
の
魔
術
師

と
言
わ
れ
た
外
野
手
、
平
山
菊
雄
（
背

番
号
25
）
が
好
き
だ
っ
た
。

当
時
の
巨
人
と
阪
神
の
選
手
名
を
今
も

覚
え
て
い
る
の
に
今
置
い
た
メ
ガ
ネ
の

場
用
を
忘
れ
老
い
を
実
感
さ
さ
れ
ま
す
。

予
定
場
所
埋
め
る
た
め
長
々
と
書
き
ま

し
た
。
言
い
た
い
こ
と
は
長
島
氏
の
誤

り
「
永
久
に
不
滅
」
は
な
い
。
と
い
う

こ
と
だ
け
。「
始
め
が
あ
れ
ば
終
も
あ

り
」
だ
か
ら
「
始
末
」
で
す
。電

力
不
足

で
計
画
停

電
が
話
題

に
な
っ
て
い
る
。

声
を
大
き
く
上

げ
て
い
る
人
は

「
原
発
」
を
止

め
た
く
た
い
の
ら
し
い
。

私
は
「
停
電
」
の
言
葉
で
直
ぐ
に

「
ガ
ス
灯
」
が
頭
に
浮
か
ぶ
。

敗
戦
後
の
日
本
は
も
毎
日
の
よ
う
に

停
電
し
た
。
そ
れ
は
も
必
ず
夕
暮
れ
か

ら
2
時
間
程
。
戦
時
中
は
空
襲
で
明
か

り
を
消
す
こ
と
が
有
っ
て
も
停
電
は
無

か
っ
た
の
に
。
そ
の
停
電
の
時
、
わ
が

家
で
は
「
ガ
ス
灯
」
を
つ
け
た
。
ガ
ス

が
燃
え
る
小
さ
な
音
と
青
白
い
光
の
下

で
食
べ
る
ご
飯
は
陰
気
で
美
味
し
く
な

か
っ
た
。
高
校
時
代
、
映
画
が
大
好
き

で
「
映
画
と
写
真
部
」
に
入
り
、
殆
ど

毎
日
「
映
画
館
」
に
通
っ
た
。
イ
ン
グ

リ
ッ
ド･

バ
ー
ク
マ
ン
が
好
き
で
、
彼

女
の
映
画
は
殆
ど
見
て
い
る
。
彼
女
と

シ
ャ
ル
ル･

ボ
ア
イ
エ
イ
の
「
ガ
ス
灯
」

も
見
た
が
あ
ら
筋
も
覚
え
て
い
な
い
。

相
手
役
が
、
の
っ
ぺ
り
と
し
た
顔
の
ボ

ア
イ
エ
イ
だ
っ
た
所
為
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
て
「
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
」
は

何
度
見
て
も
感
動
す
る
大
好
き
な
映
画
。
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
、
実
は
対
独
レ
ジ
ス

タ
ン
ス
の
シ
ン
パ

で
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
ル

ノ
ー
署
長
が
、
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

に
描
か
れ
た
「
ヴ
ィ

シ
ー
水
」
の
ラ
ベ

ル
を
見
て
ゴ
ミ
箱
に
投
げ
捨
て
る
シ
ー

ン
し
び
れ
た
。
バ
ー
ク
マ
ン
も
ハ
ン
フ

リ
ー･

ボ
ガ
ー
ド
も
ス
ト
リ
ー
も
最
高
。

が
、
今
、
映
画
は
何
年
も
見
て
い
な
い
。

店は、人と人のふれ合いの場でありたい！とんからりん VOL：152ｎ 2012(平成24年）5月１日（火）P2

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

始
末
をし

な
は
れ

※
連
載
中
の
「
シ
ゲ
ち
ゃ
ん
の

疑
問
」
著
者
井
上
茂
樹
様
の

ご
都
合
で
今
月
は
休
み
で
す
。

【
ヨ
シ
ィ
ち
ゃ

ん
の
ひ
と
り
ご

と
】
を
書
い
て

い
て
、
ふ
と
「
始
末
書
」
が
頭
に
浮
か

ん
だ
。
（
学
校
等
で
は
「
反
省
文
」
と

い
う
ら
し
い
）
私
自
身
は
一
度
も
書
い

て
い
な
い
が
、
管
理
職
で
比
較
的
軽
い

不
正
行
為
を
し
た
部
下
に
何
度
か
書
か

せ
た
。

通
常
、
「
し
た
行
為
を
記
入

し
、
末
行
二
度
と
こ
の
よ
う
な
行
為
は

い
た
し
ま
せ
ん
」
と
誓
わ
せ
、
記
名
捺

印
を
さ
せ
る
。
金
銭
や
商
品
横
領
は
弁

済
を
さ
せ
る
場
合
も
多
い
。

だ
が
、
経
験
上100

％
に
近
い
程
、

誓
い
が
守
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
言
い
換

え
れ
ば
殆
ど
又
や
る
も
の
。
二
度
有
る

こ
と
は
三
度
あ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は

人
間
の
行
為
以
外
に
の
み
通
用
し
、
人

間
の
場
合
は
、
一
度
や
っ
た
奴
は
二
も

三
も
あ
る
と
覚
悟
し
た
方
が
良
い
。
そ

の
覚
悟
を
み
せ
れ
ば
、
や
っ
た
奴
も
二

度
と
し
な
い
も
の
。
そ
れ
が
結
果
と
し

て
そ
の
人
を
救
う
こ
と
に
な
る
。

巡
査
が
サ
ー
ベ
ル
を
腰
に
付
け
て
い

た
頃
、
悪
さ
を
す
る
と
「
巡
査
に
始
末

書
を
取
ら
れ
る
」
と
脅
さ
れ
怖
か
っ
た
。

近
頃
は
、
警
察
署
に
警
察
の
捜
査
が

入
っ
た
り
、
警
官
や
署
長
ク
ラ
ス
が
戒

告
（
譴
責
）
、
訓
告
で
始
末
書
の
提
出

を
求
め
ら
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
良
く
流
れ

る
。
も
う
怖
く
な
く
な
っ
た
。

億
単
位
の
金
を
、
上
司
に
言
わ
ず
、

上
司
も
聞
い
て
な
い
と
言
え
ば
、
証
拠

が
無
い
の
で
【
無
罪
】
の
判
決
。
無
実

で
何
年
も
懲
役
も
再
々
。
も
う
こ
の
国

は
、
非
常
識
で
溢
れ
て
い
る
の
か
な
ぁ
。

始
末
書

停
電
とガ
ス
灯



は

♪

「
こ
こ
は

お
国
を
何
百
里

離
れ
て
遠
き
満

州
の

赤
い
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て

友
は
野
ず
え
の
石
の
下

♪
で
始

ま
り
14
番
ま
で
あ
る
日
露
戦
争
当
時

に
つ
く
ら
れ
た
軍
歌
。
私
と
同
じ
昭
和

一
桁
生
ま
れ
の
方
な
ら
恐
ら
く
一
番
は

諳
ん
じ
て
歌
え
る
大
流
行
（
軍
）
歌
。

作
詞
は
真
下
飛
泉

先
生
（
ま
し
も
ひ
せ
ん
）

（1878

〜1925

）
で
す
。

（
作
曲
は
三
善
和
気
氏
）

そ
の
石
碑
（
写
真
）
は
、
前
号
こ
の
欄

「
瓜
生
石
」
の
近
く
、
先
生
が
一
時
身

を
寄
せ
て
い
た
縁
の
良
正
院
（
り
ょ
う
し
ょ

う
い
ん
）

前
に
、
教
え
子
１
８
２
４
人

が
顕
彰
し
て
１
９
２
７
年
（
昭
２
）
建

立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

真
下
先
生
は
、

（
現
福
知
山
市
大
江
町
河
守
）
農
家
の

二
男
と
し
て
誕
生
し
、
長
じ
て
京
都
師

範
学
校
卒
業
後
、
教
職
の
か
た
わ
ら
文

芸
に
傾
倒
さ
れ
ま
す
。
特
に
短
歌
は
与

謝
野
鉄
幹
に
師
事
し
、
鉄
幹
主
宰
の

「
明
星
派
」
の
影
響
を
強
く
受
け
ら
れ

た
と
か
。
先
の
戦
時
中
は
、
戦
意
高
揚

を
図
る

軍
歌
が

多
く
あ

り
ま
し

た
が
、

市
電
路
線
と

市
電
路
線
と

し
て
は
三
叉

路
ち
な
る
と
な
る
四
条
大
宮
か
ら
、
赤

い
系
統
番
号
の
１
番
の
市
電
に
乗
っ
て
、

北
へ
向
か
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

四
条
大
宮
か
ら
は
、
斜
め
の
道
路
上

を
行
き
ま
す
。
碁
盤
の
目
状
に
伸
び
る
、

東
西
南
北
の
条
里
制
の
街
路
で
あ
る
京

都
の
市
街
地
で
は
、
た
い
へ
ん
珍
し
い

区
間
で
す
。
通
り
の
名
前
は
、
後
院
通

こ
う
い
ん

と
言
い
ま
す
。

後
院
通
は
、
千
本
通
と
大
宮
通
を
結

ぶ
通
り
で
、
明
治
の
末
期
に
京
都
市
三

大
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
市
電
敷
設
と

同
時
に
、
街
路
の
拡
幅
工
事
を
行
っ
た

際
、
千
本
通
を
拡
張
し
て
市
電
を
通
そ

う
と
し
ま
す
が
、
西
高
瀬
川
の
水
運
を

利
用
し
て
発
展
し
た
木
材
業
者
が
、
通

り
が
広
く
な
る
と
同
業
者
が
分
断
さ
れ

る
と
反
対
し
た
た
め
に
、
南
に
延
ば
す

こ
と
が
出
来
ず
、
や
む
を
得
ず
千
本
三

条
か
ら
四
条
大
宮
に
向
か
っ
て
斜
め
に

道
路
を
建
設
し
、
市
電
の
線
路
を
敷
い

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

他
の
市
電
街
路
は
、
明
治
以
前
か
ら

の
街
路
を
拡
幅
し
て
、
市
電
を
建
設
し

ま
し
た
が
、
こ
の
区
間
だ
け
は
、
市
電

の
敷
設
時
に
新
た
に
造
っ
た
道
路
な
の

で
す
。

し
ば
ら
く
は
、
四
条
大
宮
の
延
長
と

し
て
商
店
が
続
き
ま
す
。
そ
の
中
に
、

い
ま
や
全
国
的
な
中
華
料
理
チ
ェ
ー
ン

と
な
っ
た
餃
子
店
の
第
一
号
店
が
現
在

も
こ
こ
に
あ
る
の
が
、
い
か
に
も
庶
民

の
街
、
四
条
大
宮
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

や
が
て
「
壬
生
車
庫
前
」
に
到
着
で

す
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
市
電
の
壬
生

車
庫
が
西
側
に
広
が
り
ま
す
。
市
電
の

乗
務
員
も
こ
こ
で
交
代
、
市
電
も
運
用

の
都
合
で
、
車
庫
に
入
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
新
た
な
市

電
が
前
に
待
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
南
側

に
は
、
京
都
市
交
通
局
の
庁
舎
も
あ
り
、

壬
生
車
庫
前
は
、
京
都
市
電
の
中
枢
に

当
た
る
と
こ
ろ
と
言
え
ま
す
。

壬
生
車
庫
は
、
千
本
線
の
開
業
と
同

時
の
明
治
四
十
五
年
に
開
設
さ
れ
ま
し

た
。
廃
止
前
、
四
つ
あ
っ
た
京
都
市
電

の
車
庫
の
中
で
は
、
も
っ
と
も
歴
史
の

あ
る
車
庫
で
、
市
営
電
車
と
と
も
に
歩

ん
で
き
た
と
言
え
ま
す
。
市
電
の
廃
止

前
は
、
中
心
部
を
走
る
１
・
10
・
11
・

20
・
21
系
統
の
受
け
持
ち
で
、
系
統
板

の
色
は
赤
で
し
た
。

市
電
の
操
車
指
令
所
を
挟
ん
で
、
両

側
か
ら
車
庫
内
へ
入
る
引
込
線
が
あ
り
、

中
は
、
市
電
が
多
数
留
置
さ
れ
、
日
常

の
整
備
・
点
検
が
行
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、

奥
に
は
、
煉
瓦
造
り
の
工
場
も
あ
っ
て
、

市
電
全
車
の
修
理
・
修
繕
も
行
っ
て
い

ま
し
た
。

停
留
所
前
に
は
、
市
電
の
乗
務
員
を

相
手
に
し
た
、
食
堂
が
軒
を
連
ね
て
い

ま
し
た
。
ひ
と
き
わ
目
立
っ
た
の
が
、

唐
破
風
の
玄
関
を
持
つ
木
造
３
階
建
て

の
銭
湯
で
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
市
内

に
ま
だ
ま
だ
木
造
３
階
が
多
く
残
っ
て

い
ま
し
た
。
個
人
的
で
す
が
、
私
の
高

校
時
代
の
ク
ラ
ブ
の
先
輩
の
質
屋
も
こ

こ
を
入
っ
た
路
地
に
あ
り
ま
し
た
。
食

堂
、
銭
湯
、
質
屋
…
、
い
ま
は
、
あ
ま

り
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

車
庫
は
、
四
条
千
本
大
宮
線
が
廃
止

と
な
っ
た
昭
和
四
十
七
年
に
同
時
に
廃

止
、
以
降
は
、
一
部
が
市
バ
ス
の
駐
泊

所
と
な
り
、
大
部
分
は
、
公
団
住
宅
に

な
り
ま
し
た
。
停
留
所
名
も
「
壬
生
」

と
改
め
ら
れ
ま
す
。
永
く
そ
の
時
代
が

続
き
ま
し
た
が
、
交
通
局
の
庁
舎
が
、

地
下
鉄
天
神
川

御
池
駅
前
に
新

築
移
転
、
跡
地

に
、
中
京
警
察

署
が
建
設
さ
れ

市
電
時
代
の
面

影
が
す
っ
か
り

消
え
て
し
ま
っ

た
「
壬
生
車
庫

前
」
で
す
。

『
戦
友
』
の
友
の
死
を
悼
む
哀
切
に
満

ち
た
詩
風
は
、
与
謝
野
晶
子
の
「
あ
あ

お
と
う
と
よ

君
を
泣
く
君
死
に
た
も

う
こ
と
な
か
れ
」
の
詩
と
、
あ
い
通
じ

る
も
の
を
感
じ
ま
す
。
先
の
大
戦
時
代

で
軍
部
は
、
こ
の
歌
を
禁
じ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
の
歌
の
裏
側
に
厭
戦
思
想

が
あ
る
と
感
じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
教
育
者
と
し
て
の
先
生
は
、

大
正
時
代
「
修
道
小
学
校
（
元
東
山
）
」

の
校
長
と
し
て
大
活
躍
。
大
正
末
年
、

教
育
界
か
ら
離
れ
て
京
都
市
会
議
員
に

挑
戦
さ
れ
、
下
京
区
（
当
時
は
東
山
区

は
無
い
）
で
ト
ッ
プ
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

が
、
残
念
な
が
ら
病
魔
に
抗
せ
ず
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。

人
道
主
義
、
地
域
主
義
を
志
し
て
居
ら

れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
か
ら
、
東
山
に

と
っ
て
否
、
京
都
に
と
っ
て
惜
し
い
人

を
無
く
し
た
と
思
う
の
で
す
。

市
電
が
走
っ
た
街

京
都
を
巡
る
⑮

福
田
静
二

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
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後院通を四条大宮から壬生車庫前へ
向かう市電

軍
歌

戦

友

壬生車庫では、多くの市電が

整備を受けていた

壬生車庫前では、

乗務員の交代も見られた



こ
の
欄
、
過
去
に
書
い
た
文
と
重
複

整
理
の
た
め
本
題
か
ら
離
れ
ま
し
た
。

今
回
も
２
月
号
で
掲
載
し
ま
し
た
「
馬

町
爆
撃
を
語
ろ
う
会
」
の
第
２
回
の

「
会
」
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
許
し
く
だ
さ
い
。

前
回
の
「
馬
町
爆
撃
を
語
ろ
う
会
」

予
想
以
上
の
ご
参
加
。
そ
の
後
、
参
加

の
皆
様
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
送
り
し
ま

し
た
。
通
常
は
回
収
率
30
％
あ
れ
ば
上
々

で
す
が
、
５
０
％
以
上
の
お
返
事
が
き

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
半
数
以
上
の
方
々

が
「
感
想
や
ご
意
見
」
を
書
き
添
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
驚
き
も
し
感
動
も

致
し
ま
し
た
。

そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ご
意
見
な
ど
を
、

「
会
」
の
開
催
に
ご
協
賛
下
さ
っ
た
修

道
自
治
連
合
会
様
ら
と
話
し
合
い
を
し

て
「
第
2
回
馬
町
爆
撃
を
語
ろ
う
会
」

を
5
月
16
日
（
水
）
午
後
6
時
30
分
〜

8
時
40
分
・
元
東
山
小
学
校
図
書
室
で

開
催
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

内
容
は
第
一
部
：
爆
撃
の
資
料
・
記

録
を
基
に
し
た｢

座
談
会
」
【
①
修
道

小
学
校
所
蔵
文
・
②
京
都
女
子
学
園
50

周
年
小
史
記
載
①
②
の
写
し
と
・
③
被

害
写
真
集
を
一
枚
に
コ
ピ
ー
し
た
資
料
。

★
資
料
は
会
の
当
日
参
加
の

方
配
布
】
爆
撃
当
時
、
18
歳
「
学

区
の
伝
令
員
」
（
各
町
内
に
伝
え

役
）
を
な
さ
っ

て
い
た
石
本
喜

代
史
様
」
も
ご

参
加
】

第
二
部
：
今
後

の
方
向
性
な
ど

お
話
合
い
の
時

間
。
に
な
っ
て
い
ま
す
。
是
非
と
も
お

知
り
合
い
お
友
達
お
誘
い
合
わ
せ
て
ご

参
加
下
さ
い
。

参
考
に
、
前
の
戦
争

中
の
東
京
大
空
襲
3
/
10
・
大
阪
大
空

襲
3
/13
、
爆
撃
被
害
（
死
者
42
名
）
小

規
模
で
す
が
早
い
時
期
①
で
し
た
。
京

都
市
・
近
郊
で
②
春
日
町
3
/
15
・
0

名
。
③
太
秦
4
/
10
・
0
名
。
④
御
所

5
/
11
・
0
名
。
⑤
西
陣
6
／
16
・

（
死
者
50
名
）

名
・
記
念
碑
有

り
。
⑥
長
岡
京

神
足
7
/19

・

（
死
者
1
名
名
）

記
念
塔･

集
会

有
り
。
と
続
き
ま
し
た
。

馬
町
爆
撃
は
そ
れ
ら
の
爆
撃
よ
り
前
で

す
が
何
故
か
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
年
は
少
し

遅
く
な
り
ま
し

た
が｢

フ
ァ
ミ

マ
か
ら2

Ｆ
の

｢

集
酉
楽
サ
カ
タ
ニ
」
上
が
る
吹
抜
け

の
階
段
に
「
つ
ば
く
ろ
〔
燕
）
が
帰
っ

て
き
て
毎
年
と
同
様｢

巣｣

を
作
り
出
し

ま
し
た
。
２
羽
の
つ
が
い
が
出
入
り
し

て
い
ま
す
。
ビ
ル
を
建
て
た
翌
年
か
ら

毎
年
。
多
分
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
の
京

都
に
サ
カ
タ
ニ
で｢

巣｣

を
つ
く
れ
と
代
々

伝
え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

最
初
は
、
シ
ョ
バ
代
無
し
で
糞
を
落

と
さ
れ
る
困
る
の
で
、
追
い
出
そ
う
と

思
い
ま
し
た
が
，
は
る
か
南
洋
か
ら
、

あ
ん
な
小
さ
な
翼
で
飛
ん
で
来
た
苦
労

を
察
し
て
や
め
ま
し
た
。
数
個
の
卵
を

生
み
育
て
、
南
洋
と
日
本
を
自
力
で
往

復
。
そ
の
苦
難
を
越
え
た
「
子
燕
」
だ

け
が
翌
年
来
れ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
の

中
で
、
優
良
な
遺
伝
子
が
選
別
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
。
ま
る
で
「
可
愛
い
子
に

は
旅
を
さ
せ
」
の
諺
を
実
践
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
近
頃
の
人
間
は
燕
に
学
ば

な
い
と
ア
キ
マ
ヘ
ン
な
ぁ
。

つ
ば
く
ろ(

燕
）

巣
つ
く
り
中

ご
協
力
を
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○
我
流
で
、
何

ん
の
勉
強
も
せ

ず
、
青
年
時
代
に
経
験
し
た
ガ
リ
版
刷

り
新
聞
つ
く
り
の
経
験
だ
け
で
「
と
ん

か
ら
り
ん
」
を
出
し
て
き
ま
し
た
。

●
何
時
も
、
常
に
読
む
一
般
新
聞
と
比

べ
る
と
何
か
し
ら
ス
ー
と
読
み
難
い
。

と
い
っ
て
「
新
聞
作
り
の
勉
強
会
」
へ

は
時
間
が
取
れ
ず
参
加
が
出
来
ず
悩
ん

で
い
ま
し
た
。

○
偶
々
、
ご
来
店
下
さ
っ
た
さ
れ
た
会

員
さ
ん
の
大
学
講
師
、
ご
本
も
お
出
し

の
Ｆ
先
生
に
、
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
つ

く
り
の
悩
み
を
打
ち
明
け
て
ご
意
見
を

お
聞
き
し
ま
し
た
。

●
読
者
は
高
齢
者
が
多
い
「
と
ん
か
ら

り
ん
」
で
1
行
の
字
数
を
減
ら
し
、
行

間
も
少
し
広
く
し
て
る
が
何
か
読
み
難

い
と
言
う
と
先
生
は
「
原
因
は
そ
こ
だ
」

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

○
字
と
字
の
間
の
隙
間
で
「
字
」
は
見

易
い
が
文
で
は
そ
れ
で
は
読
み
難
い
と

の
ご
忠
告
え
て
、
１
行
の
文
字
数
を
13

を
15
文
字
に
「
テ
ス
ト
」
し
ま
し
た
ら

読
み
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

●
「
テ
ス
ト
」
の
よ
う
に
今
5
月
月
か

ら
紙
面
本
文
は
そ
の
よ
う
に
変
更
し
ま

し
た
。
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

（
例
）
家
庭
的
な
食
事
。

家

庭

的

な

食

事
。

○
こ
の
月
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
に
4
人

様
か
ら
葉
書
手
紙
で
激
励
さ
れ
ま
し
た
。

滅
多
に
無
い
こ
と
で
ビ
ッ
ク
リ
。

モ
ウ

チ
ョ
ッ
ト
ダ
ケ

ガ
ン
バ
ロ
ー
。

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
六
十
九
話

第
２
回:
馬
町
爆
撃
を

語
ろ
う
会
・
5
／
16

※
四
月
号
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
掲

載
の
文
筆
家
・
井
上
茂
樹
さ
ん
の

「
医
療
は
大
往
生
の
邪
魔
し
て
い
る
？
」

に
大
変
共
感
し
た
と
の
ご
投
稿
を

会
員
様
の

梶

宏
（
か
じ
ひ
ろ
し
）

様
か
ら
戴
き
転
載
い
た
し
ま
し
た
。

私
が
医
療
に
疑
問
を
も
つ
き
っ
か
け

は
、
母
親
の
死
で
し
た
。
母
は50

年
ほ

ど
前
（1963

年
）
、
直
腸
癌
を
患
い
家

族
だ
け
に
そ
れ
が
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

父
は
何
と
か
し
た
い
と
願
っ
て
高
名
な

外
科
医
に
手
術
を
依
頼
ま
し
た
。
高
名

な
医
師
は
、
手
術
は
成
功
し
た
と
胸
を

張
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
医
師
の
指

示
通
り
、
術
後
の
放
射
線
治
療
を
受
け

て
い
る
う
ち
に
肺
炎
を
起
こ
し
、
あ
っ

と
い
う
間
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
高
熱
を
出
し
呼
吸
が
困
難
に
な
っ

た
母
は
最
後
、
喉
に
穴
を
開
け
ら
れ
、

言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
息
を
引
き
取

り
ま
し
た
。
医
師
は
「
万
全
を
尽
く
し

ま
し
た
」
と
言
い
、
当
時
は
医
療
に
頼
っ

て
い
る
だ
け
の
父
は
、
そ
の
言
葉
を
信

じ
る
だ
け
で
医
療
訴
訟
な
ど
毛
ほ
ど
も

考
え
な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
自
分
の

病
名
も
知
ら
ぬ
ま
ま
父
の
言
う
と
お
り

に
従
っ
て
あ
っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
っ

た
母
が
可
哀
想
と
い
う
気
持
ち
は
、
私

の
心
に
刻
ま
れ
た
の
で
す
。

死
に
向
っ
て
い
る
人
間
に
対
し
、
こ
の

国
の
医
療
は
し
ば
し
ば
拷
問
に
等
し
い

延
命
治
療
を
や
っ
て
い
る
実
態
を
見
聞

き
し
て
い
ま
す
。
死
を
タ
ブ
ー
に
し
た

り
敗
北
と
す
る
の
で
は
な
く
、
シ
ゲ
ち
ゃ

ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
死
を
自
然

に
受
け
止
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
む

し
ろ
人
間
以
外
の
動
物
の
死
に
学
ぶ
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

梶

宏

死
を

自
然
に

受
け

止
め
る

梶

宏
神足平和塔･↓
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