
介

京
都
市
史
編
年
綱
目
第
闘
巻

　
京
都
市
史
編
纂
の
計
霊
せ
ら
れ
て
以
來
、
多
雪
の
學
徒
を
擁
し
て
、
■
長
時

臼
を
費
し
て
導
に
売
れ
る
導
情
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
そ
の
灘
績
相
つ
い
で

禦
が
り
つ
」
あ
る
こ
と
を
思
は
せ
た
が
、
今
度
そ
の
最
初
の
成
果
と
し
て
、

編
年
綱
目
第
「
巻
が
印
刷
に
附
せ
ら
れ
、
一
環
の
機
に
富
ま
れ
た
。
噛
む
る

と
こ
ろ
、
牌
代
よ
り
、
康
保
四
年
　
村
上
天
皇
崩
御
．
に
迂
る
悶
に
お
い
て
う
京

．
都
市
に
關
係
あ
る
事
柄
を
採
り
、
憂
に
市
昆
生
活
と
關
係
あ
る
市
周
邊
の
事

項
に
及
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
騰
裁
は
、
毎
條
の
首
に
綱
交
を
掲
ザ
、
次
い
で
典

．
擦
と
な
れ
る
史
料
の
重
要
な
る
も
の
を
録
し
て
み
る
。
そ
の
編
纂
趣
旨
は
、

例
言
に
よ
れ
ば
、
本
編
の
記
逃
と
相
一
っ
て
市
の
滑
輩
を
㎎
ら
か
な
ら
し
む

る
も
の
」
ご
と
く
で
あ
る
。
斯
か
る
企
図
は
、
地
方
史
の
一
般
形
式
が
、
資

料
を
内
容
に
從
ひ
分
か
ち
、
別
に
年
表
を
編
め
る
に
序
し
、
爾
者
を
蕪
ね
て

前
も
新
し
い
意
義
を
具
へ
た
も
の
と
し
て
注
日
ナ
ベ
ぎ
で
あ
ら
う
。

．
編
年
綱
目
の
形
態
の
も
つ
意
廉
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
の
一
は
、
本
・

編
よ
り
し
て
、
讃
渚
は
述
者
の
意
圃
に
導
か
れ
教
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
く
あ

も
に
目
し
、
こ
の
堵
に
あ
っ
て
は
、
讃
者
自
ら
の
回
心
に
從
ひ
一
三
を
紐
み
立

て
る
機
會
を
與
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
Q
帥
ち
爾
、
形
態
が
讃
奢
に
獅
．
す
る
三
一

き
に
は
異
な
る
も
の
あ
り
、
後
者
は
箪
に
鮪
者
の
補
勘
的
性
質
に
止
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
讃
奢
は
こ
の
齎
に
お
い
て
、
・
同
己
の
立
場
に
よ
り
市
史
を
理

や77
ηtr爾

介

・
解
し
、
．
更
に
本
編
の
叙
述
に
よ
り
教
へ
ら
れ
る
之
こ
ろ
多
き
を
期
待
し
鴛
る

で
あ
ら
う
。

　
而
も
、
綱
口
の
序
列
の
裡
に
も
、
編
者
の
意
圃
の
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
あ

る
。
木
市
が
日
本
歴
史
展
開
の
上
に
あ
っ
て
中
心
的
地
位
を
占
あ
た
第
情
よ

り
、
木
響
に
　
収
載
せ
ら
れ
た
事
項
の
選
澤
に
は
、
國
史
全
膿
と
蘭
等
し
つ
惑

な
ほ
市
・
災
と
し
て
の
猫
自
な
る
推
移
を
示
さ
う
と
す
る
…
雪
意
が
あ
り
、
魑
し

い
資
料
あ
中
よ
り
斯
く
要
を
叢
し
て
ま
と
め
た
編
蓉
の
苦
心
を
察
せ
し
め
る
「

も
の
が
あ
る
。

　
更
に
そ
の
川
意
は
、
特
殊
の
現
は
れ
と
し
て
、
克
明
に
附
せ
ら
れ
た
頭
誰

の
記
叔
に
も
窺
は
れ
る
。
頭
註
は
そ
れ
に
よ
っ
て
資
料
の
重
鮎
を
示
し
、
本

編
の
内
容
を
も
推
察
せ
し
め
る
働
き
を
も
つ
。
本
潜
に
お
け
る
記
載
様
式
が

お
ほ
む
ね
固
有
名
詞
の
摘
出
に
止
ま
る
は
、
検
索
上
の
便
寛
を
主
と
す
る
に

よ
る
か
と
も
思
ほ
れ
る
が
、
本
市
に
關
係
あ
る
事
項
は
細
大
洩
ら
す
こ
と
な

く
網
羅
し
て
、
漸
片
酌
資
料
の
う
ち
に
も
市
の
沿
箪
を
辿
ら
う
と
す
る
周
到

の
配
慮
あ
る
を
多
と
す
る
の
で
あ
る
Q

　
木
文
七
五
〇
頁
、
外
に
別
嗣
醐
版
二
葉
を
附
し
、
三
局
下
町
に
見
る
堂
々

た
る
装
偵
ほ
、
優
れ
た
内
容
に
錦
上
花
を
添
W
る
も
の
と
云
へ
よ
う
ゆ
國
史

へ
の
反
省
最
も
強
く
要
請
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
中
核
的
存
在
た
る
本
市
史
の

編
纂
が
、
國
蓮
の
隆
昌
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
多
き
も
の
あ
る
こ
と
を

思
ひ
、
そ
の
第
一
と
し
て
の
三
論
出
版
の
盛
暴
を
醗
し
、
口
出
を
期
待
し
て

無
二
を
つ
く
れ
る
次
第
で
あ
る
。
ハ
京
都
市
獲
行
非
費
品
三
縢
直
墜

清
朝
更
通
論

第
二
十
九
借
》
第
四
號

内
藤
続
編
郎
著

九
七

（i115）
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本
樗
は
内
藤
博
士
が
清
遡
一
代
を
通
論
せ
ら
れ
た
る
古
典
的
名
講
『
清
刺

・
災
通
論
』
と
欝
絢
刺
衰
亡
論
隔
と
の
二
篇
を
、
内
藤
乾
吉
・
鴛
瀞
崇
幽
氏
に

曾
て
校
訂
編
纂
．
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
斯
く
｝
漕
に
纏
め
ら
れ
て
更

・
に
良
く
清
朝
の
歴
史
的
性
格
を
一
賞
展
示
せ
し
め
て
籐
す
所
無
く
、
爾
篇
麹

倹
っ
て
本
磐
の
清
朝
史
に
占
む
る
、
「
古
典
」
的
地
位
の
一
暦
確
然
た
る
も
の

が
あ
る
Q
以
下
些
か
本
書
禰
篇
の
…
劇
的
概
要
を
試
み
て
み
よ
う
Q

「
多
湿
時
代
は
帝
．
王
の
絶
澱
猫
輝
国
制
政
治
の
最
も
昂
揚
せ
ら
れ
し
時
代
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

る
が
故
に
　
　
「
清
適
の
政
治
と
い
ふ
も
の
は
殆
ん
ど
帝
王
の
外
に
無
い
と
「

　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

云
っ
て
も
よ
く
、
」
從
っ
て
帝
王
の
個
入
的
性
絡
∵
趣
味
・
志
向
が
最
も
端
的

に
政
治
面
に
反
映
せ
し
時
代
で
海
つ
た
。
が
、
幸
に
も
溝
刺
の
「
非
立
太
子

政
蟹
」
が
諸
王
子
に
王
位
纏
承
の
可
能
性
と
玉
髄
と
を
興
へ
、
之
が
諸
王
子

の
馬
蝿
修
身
へ
の
專
心
没
入
を
動
機
づ
け
、
從
っ
て
諸
王
子
の
中
の
最
．
も
優

れ
た
る
一
人
に
よ
っ
て
纏
冠
せ
ら
れ
た
る
王
位
に
は
随
喜
年
間
殆
ん
ど
常
に

英
主
名
君
を
見
出
し
得
た
の
で
あ
っ
て
、
之
が
内
治
に
於
て
は
所
謂
清
刺
酌

「
善
政
」
の
悲
礎
を
評
せ
惹
も
の
で
あ
り
、
（
第
一
．
謙
…
・
帝
王
及
び
凶
治
）
こ
の

主
継
…
渚
の
個
人
的
倫
理
蝋
型
が
又
、
支
郷
纈
　
邊
諸
民
族
の
政
治
的
・
置
事
的
・

纏
濟
的
利
用
操
作
と
、
金
・
元
等
異
民
族
支
那
支
睨
の
先
行
諸
時
代
へ
の
歴

史
酌
反
省
と
、
並
び
に
瀬
…
湖
民
族
兆
嚢
の
昂
携
と
相
舞
っ
て
少
獅
．
異
民
族
に

し
て
艮
く
…
∴
百
年
の
支
那
支
酎
を
珂
能
に
し
た
の
で
あ
り
、
（
第
二
議
、
異
民

族
統
一
と
外
交
・
貿
易
）
そ
し
て
叉
、
こ
の
歴
代
主
事
者
の
算
入
的
な
智
、
的

優
秀
性
が
、
天
主
教
師
を
通
じ
て
酋
洋
文
明
を
掘
取
理
解
す
る
事
を
得
し
め

麦
直
交
化
へ
の
耽
溺
の
契
機
を
薄
め
て
之
を
客
糊
し
欝
る
精
漁
戸
簸
裕
を
獲

得
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
り
へ
第
営
講
、
外
観
文
物
の
楡
入
〉
斯
る
優
れ
た
る

第
二
十
九
奮
　
第
四
號

九
八

智
性
の
保
持
者
た
り
し
歴
代
滋
麟
者
が
文
化
政
搬
に
優
れ
た
る
手
腕
を
示
せ

し
は
寧
ろ
當
然
で
あ
っ
て
、
獅
満
州
穣
思
想
に
恕
し
て
は
徹
底
曲
、
弾
厭
　
．
を
、

聡
健
に
し
て
非
實
…
綾
的
な
る
墜
究
に
脅
し
て
は
豪
勢
な
る
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

立
ち
現
れ
、
指
導
階
級
た
る
讃
潮
n
人
の
思
想
動
掬
を
巧
み
に
操
っ
て
清
仁
政

樫
の
安
定
を
策
し
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
く
し
て
彼
等
讃
聚
口
入
の
唯
一
の
哲
學

た
る
「
纏
學
」
に
反
映
せ
る
思
想
動
画
は
、
・
初
期
に
於
け
る
明
代
の
・
號
漸
…
た

り
し
吻
朱
墨
”
の
蹟
襲
よ
り
、
や
が
て
彼
等
．
の
清
朝
政
樫
へ
の
…
暗
合
を
示
し

て
御
、
用
學
的
色
彩
濃
厚
な
る
〃
漢
墨
”
の
盛
行
を
見
せ
、
末
葉
、
主
櫻
漕
の

絶
壁
性
の
否
定
に
つ
な
が
る
思
潮
た
る
〃
宋
學
”
が
再
び
勃
興
し
て
彼
等
り

清
朝
政
樫
よ
り
の
離
反
を
示
し
て
み
る
。
（
第
四
講
、
纏
學
）
「
史
學
」
に
於
て

は
班
個
的
な
實
讃
精
瀞
に
貫
か
れ
た
る
考
謹
主
義
を
主
潮
と
す
る
に
至
り
、

　
「
文
學
」
に
於
て
は
八
股
文
を
退
け
て
古
文
の
復
興
と
騨
騰
文
の
流
行
と
を

見
、
や
か
℃
好
者
の
止
揚
を
跡
づ
け
し
む
る
の
で
あ
り
、
「
詩
し
に
於
て
「
書
」

に
獲
て
又
「
納
譜
」
に
絶
て
は
、
昏
初
期
に
於
け
る
明
末
の
傾
向
の
赫
赫
よ
り
復

古
納
傾
向
に
断
じ
、
や
が
て
巧
緻
・
粋
利
一
清
楚
の
極
を
行
く
ダ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
を
展
閉
し
、
末
期
に
至
り
骨
力
と
沈
實
と
を
加
へ
る
と
云
ふ
如
き
大
雪
に

立
て
同
一
の
流
潮
を
跡
づ
け
し
む
る
の
で
あ
る
。
斯
る
丈
化
粗
面
の
攣
戦
が

．
翫
世
支
那
駄
脅
維
濟
の
攣
遽
に
封
雁
…
せ
し
も
の
た
り
し
事
は
勿
論
で
あ
る

が
、
支
那
近
世
史
上
空
前
と
も
云
ふ
可
き
絢
燗
た
る
交
譲
の
開
花
期
を
將
來

せ
し
要
因
は
清
張
主
継
考
の
交
化
的
性
絡
…
に
依
る
も
の
で
あ
っ
だ
と
云
ふ
可

き
で
あ
ら
う
。
（
第
五
講
、
史
雛
及
び
文
鍛
こ
第
六
講
、
藝
．
術
…
）
〔
以
上
「
溝
朝

史
通
論
」
〕
斯
く
し
て
清
覇
の
支
那
支
配
は
一
懸
の
安
泰
を
將
來
し
た
の
で
あ

一
つ
た
が
、
少
数
異
民
族
を
基
層
と
す
る
王
朝
な
る
が
故
に
そ
の
支
那
支
酬
は

（一　416　）



第
一
に
軍
事
的
優
秀
性
に
基
礎
づ
け
一
5
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
然
る
に
廻
航
、
兵
の
蹴
堺
的
優
秀
性
な
る
も
の
は
實
は
多
分
に
傳
讃
的
儂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ

詐
な
り
し
事
、
腰
史
的
に
は
實
ば
維
饗
的
な
る
も
の
で
は
な
く
、
．
常
に
漢
民

族
の
軍
事
能
力
の
漕
長
に
獅
慣
し
て
の
相
番
的
優
想
望
に
止
偏
れ
る
も
の
な

り
し
事
が
次
第
に
暴
露
せ
ら
れ
る
に
充
り
、
途
に
髪
賊
の
㍊
を
寧
、
機
と
し
て

漢
人
を
自
衛
に
鳳
起
せ
し
め
満
人
の
寮
事
端
白
党
性
は
殆
ん
ど
杢
く
璽
失
せ

ら
れ
て
清
覇
支
那
支
配
の
第
一
の
世
業
は
割
織
す
る
に
築
つ
た
の
で
あ
る
。

八
第
ご
講
、
兵
力
上
の
攣
蓬
と
方
財
政
．
面
に
於
て
は
、
話
調
な
る
節
餓
政
策

に
依
っ
て
齋
さ
れ
た
る
艘
潤
な
る
國
距
蓄
積
も
、
中
葉
以
降
芸
事
漸
く
多
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
末
期
漸
外
賠
償
累
積
す
る
に
及
ん
で
全
く
窪
敏
を
告
げ
、
叉
異
民
族
王

朝
な
る
が
故
に
意
識
的
に
反
復
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ゼ
ス
チ
ュ

ア
ー
酌
「
．
．
摂
政
」
と
し
て
の
廣
汎
な
る
岩
心
も
、
官
僚
の
三
審
搾
取
に
逢
っ

て
は
室
し
き
ポ
ー
ズ
と
し
て
の
み
止
ま
り
、
財
政
綿
濟
面
に
激
て
も
亦
末
期

’
的
症
歌
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
。
（
第
二
藩
、
財
政
三
指
上
の
攣
蓬
）
而
も
他

面
外
國
勢
力
の
塵
池
に
依
て
畳
醒
せ
ら
れ
し
民
族
意
識
は
排
灘
思
想
に
聴
化
、

護
馨
し
、
御
用
箱
的
〃
薫
習
”
は
勇
退
し
、
〃
宋
學
”
思
潮
は
孔
子
崇
拝
よ

り
更
に
讃
注
説
自
身
に
身
近
な
る
存
在
た
る
諸
子
の
崇
拝
へ
と
、
彼
等
の
自

我
の
主
張
を
依
托
せ
し
め
て
一
盛
の
獲
展
を
示
し
、
西
熊
共
和
主
潮
患
想
の

影
響
漸
く
顯
溝
な
る
も
の
あ
り
、
清
朝
政
禮
の
理
論
酌
基
礎
三
崩
労
す
る
に

歪
つ
た
の
で
あ
る
。
（
第
遡
彫
上
、
思
想
上
の
疑
遷
）
か
く
し
て
濡
朝
政
纏
は

革
命
思
想
の
攻
勢
の
蔚
に
や
が
て
は
崩
壌
す
可
く
蓮
命
づ
け
ら
れ
て
屠
る
も

の
と
想
定
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
（
毛
附
講
下
、
結
論
）
〔
以
上
「
清
朝
嚢
立

論
」
〕
」

紹

介

　
以
上
が
洋
髪
の
概
要
で
あ
る
が
、
木
蔭
二
篇
は
共
に
時
閲
的
制
約
の
下
に

護
表
せ
ら
れ
た
る
講
演
で
あ
る
矯
め
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
る
博
士
の
顯
蓄
は

．
コ
ン
デ
ン
ス
に
コ
ン
デ
ン
ス
を
加
へ
ら
れ
し
竪
蔀
そ
の
も
の
で
あ
り
、
精
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
櫛
、
博
士
の
繍
蓄
の
深
淵
よ
り
の
必
然
的
展
開
な
る
を
解
し
錠
．
ね
閲
々
理

論
的
飛
躍
を
畳
え
し
む
る
も
の
無
し
と
せ
ず
、
叉
挿
話
的
凸
凹
も
少
か
ら

ず
、
本
善
を
概
饗
す
る
事
ほ
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
只
、
本
書
が

清
朝
時
代
を
『
支
那
近
世
史
の
普
遍
性
と
異
民
族
支
族
て
ふ
特
殊
性
の
交
錯

せ
る
時
代
。
』
夏
に
云
へ
ば
『
折
世
』
と
，
『
民
族
意
識
』
て
ふ
二
つ
の
腿
史
概

念
を
以
て
貫
き
編
ま
れ
て
み
る
事
の
み
は
藪
旨
し
徳
よ
う
。
と
．
も
あ
れ
我
々

は
粘
土
の
獅
さ
れ
た
る
こ
れ
等
偉
大
な
る
成
果
を
「
ド
グ
マ
」
と
し
て
只
徒

ら
に
墨
守
す
る
事
な
く
、
眞
に
「
古
典
」
と
し
て
雁
史
の
中
に
正
し
く
把
握

す
可
き
で
あ
ら
う
Q
（
A
5
四
二
三
頁
・
東
京
弘
丈
堂
警
店
卸
行
・
定
値
六
團

四
五
銭
）
（
眞
島
行
雄
｝

西
洋
史
一
道
　
　
昭
和
十
七
隼
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
喬
國
大
浦
西
洋
史
研
究
蜜
編

　
京
大
西
洋
史
研
究
室
に
於
い
て
は
、
襲
に
故
時
野
谷
常
∵
．
郎
教
授
の
凹
豊
暦

記
念
に
枷
除
七
、
研
究
案
蘭
…
係
者
＝
同
の
酉
洋
史
論
文
を
集
め
て
鶯
四
洋
史
説

苑
』
を
識
し
故
搏
士
に
献
呈
し
、
客
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、

そ
れ
に
引
馬
き
、
同
じ
く
研
究
室
關
係
者
の
諸
螢
作
を
集
め
て
成
っ
た
も
の

、
で
、
．
原
図
園
…
教
授
を
中
心
に
一
致
協
力
、
西
洋
史
鍛
焦
眉
に
つ
と
め
つ
」
あ

る
そ
の
學
的
努
力
の
成
績
で
あ
る
。
時
局
に
俘
ふ
出
版
界
の
堺
情
で
上
梓
の

換
定
が
遽
れ
は
し
た
が
、
牧
、
む
る
所
の
論
交
は
十
入
篇
の
多
壷
に
達
し
、
何

第
二
十
九
巷
　
第
四
號

九
九
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