
京
都

「
市
民
意
識
」

の
研
究

一
、
は
じ
め
に

古

い
歴
史
と
伝
統
を
も

つ
京
都
市

の
風
土

は
、
他

の
大
都
市
、
例
え
ば
東
京

や
大
阪

に
く
ら
べ
て

「
よ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り
保
守
的

で
あ
る
」
と
考

え
ら
れ
る
の
に
、
最
近

の

政
治
的
状
況

は
そ
れ
に
反
し

て

「
京
都
こ
そ
革
新

の

灯
台

で
あ

る
」
な

ど
と
も

い
わ
れ
て

い
る
。

]
見
矛

盾

し
た
こ
の
両
面
性
は

ど
の
よ
う
に
理
解

し
た
ら
よ

い
の
で
あ

ろ
う

か
。
「
矛
盾
し
た
も

の

・
自
己
同

一
」

と

い
う

こ
と
を
弁
証
法

で
い
っ
て

い
る
が
、
京
都

の

「市

民
意

識
」
な

い
し
京
都
人

の
精
神

構
造

の
う

ち

に
は
た
し
か
に
、
「保
守
的
な
も

の
」
と

「
革
新

的
な

山

岡

栄

市

も

の
」
と
が
鮮
や
か
な
形

で
共
存
し

て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ

の
矛
盾

的
性
格
を
社
会
学
的
な
側
面

か
ら
調
査
研
究
し
よ
う

と

い
う

の
が
、
わ
れ
わ
れ
社

会
学
研
究
室

の
課
題

の

一
つ
で
あ

る
。
京
都
人

の
性

格

に
つ
い
て
は
従

来
多

く

の
歴
史
学
者

や
文
化
人
類

学
者
等

に
よ

っ
て
研
究
さ
れ
て

い
る
が
、

そ
れ
を
社

会
学

の
面

か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と

い
う

わ
け

で
あ
る
。

こ
の
課
題
を
設
定

し
た

の
は

一
昨
年

の
秋

で
あ

っ
た
が
、
各
自

の
専
門
分
野

の
研
究
と
講
義
な

ど
に
追

わ
れ
、
昨
年
中
は
従
来

の
諸
家

の
研
究

を
検

討
す
る
こ
と
に
費
さ
れ

た
。
昨
秋
、
そ
れ
と
併

行
し

て
、
わ
れ
わ
れ

の
立
場

か
ら
問
題
の
所
在
を
探
究
す

る
手

が
か
り
と
し
て
第

一
回
の
世
論
調
査
を
試

み
、

現
在
そ

の
集
計
分
析
を
進
め
て

い
る
段
階

で
あ

る
。

二
、
市
民
意
識
研
究
の
現

状

「市
民
意
識

」
な

い
し

「
生
活
意

識
」

や

「
住
民

意

識
」

に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
研
究
者

が

一
応

の

定
義

を
与

え
て
い
る
が
、

そ
れ
ら

の
異
同
に

つ
い
て

比
較
検
討

す
る
こ
と
は
こ

・
で
は
省
略
し
た

い
。
市

民
意

識
を
中
心

と
し

て
考
察
す
る
過
程

で
漸
次
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
市
民
意
識

の
研
究
と
し
て
は
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次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

e
新

明
正
道

「
市
民
意

識

の
社
会
学

的
考
察
」
、

(
「都
市
問
題
」
五
四
-

七
、

一
九
六
三
、所
収

)

口
近
江
哲
男

「市
民
意

識
調
査

の
方
法

と
問
題
点
」
、

(全
前

)

日
磯
村
英

一
・
奥
田
道
大

「東
京
都

に
お
け
る
市

民
意
識

の
調
査

ノ
ー
ト
」、

(
全
前

)

四
倉
沢

進

「
市
民
意
識

の
開
発
と
方
法
」
、
(
「都

市
問
題
」
六

二
ー
七
、

一
九
七

一
、
所
収

)

㈲
池
内

一
編

『
市
民
意
識

の
研
究
』、
一
九
七
四
、

東
大
出
版
会
)

京
都

に
関
す
る
同
種
調
査
に
は
次

の
も
の
が
あ

る
。

の
京
都
経
済
同
友
会

「
京
都
市

民

の
社
会
意
識
-

市

民
意
識
に
関
す
る
実
態
調

査
報

告
I
」
、

(
一

九
七
〇
r
七

一
、

『
現
代

人
』
所
収

)

口
京
都
市
民
意
識
研
究
会

(
清
水
敬
次

・
三
宅

一

郎

)

「
京
都
市
に
お
け
る
市

民
意
識
ω
」

li
l橋
本

真

「
京
都

の
社
会

と
京
都

人
の
性
格
」

(
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

シ
リ
ー
ズ

『京
都
』
、
所
収
、

一
九
六

二
)

以
上

の
う

ち
、
そ

の
代

表
的
見
解

を
示
す
も

の
と

し
て
、
社
会
学

界
の
長
老
新
明
正
道
教
授

の
そ
れ
を

紹
介
す

る
。

新

明
教
授

に
よ
る
と
、
市
民
意

識
の
研
究

に
は
二

つ
の
源

流

が
あ

る
と

さ

れ

る

。
一
つ
は

、市

民
精

神

を

「市

民

社

会

の
意

識

、
市

民

階

級

の
意

識

」
と

い
う

風

に
考

え

る
も

の

で
あ

り
、
い
わ
ば
西

欧

的

源

流

と
も

い

う

べ
き
も

の
で
あ

る
。
そ

の
例

と

し

て
、
マ

ッ
ク

ス

・ヴ

ェ
ー
バ
ー

の
「
プ

ロ
テ
ス

タ

ン
ト

の
倫

理

と
資

本

主

義

の
精

神

」

(
D
ie
p
r
ote
stan
tis
ch
e
E
th
ik
un
d
d
e
r

彡
G
e
is
t"

d
es

K
ap
italism
u
s
1
9
0
6
)
を
あ

げ
ら

れ

る
。

周

知

の
よ

う

に

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

の
倫

理

観

で

は
、

職

業

を

ば
神

か

ら

与

え

ら

れ

た

}
職

(
B
e
r
u
f
,
c
a
l--

・l
in
g
)
で
あ

る

と

考

え

、

禁
欲

と
労

働
を

以

て
職

業

に
専

念

す

る
。

そ

れ

は

神

聖

な

る
労

働

の
果

実

を

使

い
果

た
す

の

で
な

く

、

禁

欲

の
精

神

を

も

っ
て
蓄

積

に

は
げ

む
近

代

資

本
家

の
経
済

合

理
主

義

の
精

神

、

資

本

蓄

積

の
精

神

を
育

て

る
力

と

な

っ
た

と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

な

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

の
倫

理

が

「近

代

市

民

社

会

の
意

識
」
(市

民
階

級

の
意

識

)
を

育

く

ん

だ
源

流

で
あ

る

と

み

る

の

で

あ

る
。

い
ま

一

つ
の
源

流

は

ア

メ

リ
カ

の
都
市

社

会

学

で
あ

る

と

さ

れ

る
。

す

な

わ

ち

ア

メ

ーー

カ
都

市

社

会

学

で

「
都

市

的

人

格
」
(

U
r
b
a
n

P
e
s
o
n
a
l
ity

)

な

い
し

は

ア

ー

バ

il
ズ

ム

(
U
r
b
a
n
i
s
m

)
、
「都

市

的

生

活

様

式

」

(

U
r
b
a
n

M
od
e

o
f

L
ife

)

と

呼

ば

れ

る

も

の
が
市

民
意

識

研

究

の
源

流

で
あ

る

と

さ

れ

る
。

と

こ
ろ

で
新

明
教

授

に

よ

れ

ば
、

ア

メ

リ

カ
社

会

学
に
は
歴
史
性

が
欠
け

て
い
る
、
ま
た
そ
の
考
え
方

に
よ
る
と
全
体
社
会

と
の
関
連
が
見
失
わ
れ
る
傾
向

が
あ
る
と
し
、

し
た
が
っ
て

「
市
民
意

識
の
研
究

と

し
て
は
積
極
的

に
歴
史
的

で
あ
る
と
と
も
に
、
理
論

的

一
貫
性
を
も

っ
た
も

の
に
昇
華
し
て
行
く
た
め
、

ア

メ
リ
カ
の
都
市
社
会
学

の
研
究
を
批
判
的
に
検
討

す
る
必
要

が
あ

る
」
と
述

べ
、
歴
史
性
と
理
論
性

を

も

つ
第

一
の
西
欧
的
源
流
を
究
め
る
こ
と
が
、
市

民

意
識

の
研
究
と
し

て
は
正
統
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

新

明
教
授

が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「市

民
意
識
」へ

を
考
察
す

る
場
合
、
西
欧
に
お
け
る
市

民
意
識

の
形

成

の
歴
史
を
跡

づ
け

て
み
る

こ
と
は
き
わ
め
て
重
要

で
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お

い
て
私
は
、
増

田
四
郎
氏

の

『西
欧
市
民
意
識

の
形
成
』

(昭
和

二
四
年
、
春

秋
社
刊

)
を
断
然
群
を
抜

い
た
貴
重

な
業
績

で
あ

る

と
考

え
た
い
。
私
は
西
洋

経
済
史
の
専
攻

で
は
な

い

か
ら

、
西
欧
に
お
け
る
市
民
意

識
形
成

の
歴
史
を
自

ら
研
究
す

る
能

力
を
持
た
な
、い
が
、
同
氏

の
業
績

に

導

か
れ
な

が
ら
、
京

都
市

民
意

識
の
調
査
研
究
を
進

め
る
に
あ

た

つ
て
の
所
見

の

一
端
を
述

べ
て
み
た

い
。

三
、

「
市
民
意

識
」
と
は
何
ぞ
や

「市
民
意
識

」

の
定
義

を
抽
象
的

に
述

べ
て
も
余

り
意
味
が
な

い
と
思

わ
れ
る
が
、
少
く
と
も
そ
れ
が
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ど
う

い
う
意
味
内
容

を
包
含
す

る
か
と

い
う
点
に

つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
最
少
限
必
要

で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
増
田
四
郎
氏

は

「近
代
西

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
杜
会
に
特
異
な
も

の
は
何

か
と
い
う
疑
問

に
対
す

る

一
つ
の
解
答
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は

『
公
共
世
界

に
奉
仕
す
る
個
人

の
自
主
的

・
規
範
的
精
神
』
を
と

り
あ
げ
、

こ
の
精
神
を
は
ぐ
く
ん
だ
歴
史
的

・
社
会

ヘ

へ

的
源
流

と
し
て
、
中
世
北
欧
都
市

の
市

民
意
識

に
つ

き
あ
た

っ
た
わ
け

で
あ
る
」

(
増
田
四
郎

・

『西
欧

市
民
意
識

の
形
成
』
、
二

一
七
頁
)
と
述

べ
て

い
ら
れ

る
が
、
こ
の

「
公
共
世
界
に
奉
仕
す
る
個
人
の
自
主

的

・
規
範
的
精
神
」

こ
そ
市
民
意
識

の
中
核

的
要
素

で
あ
る
と
私
も
考

え
た
い
。

私
は
去
る
昭
和

四
十

二
年

の
盛
夏
、

一
ヶ
月
間

の

欧
州
旅
行
を
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
南
独

の
町

マ
ン

ハ
イ

ム
に
宿

泊
し
た
翌
朝
、

た
ま
く

宿
舎

の
近
く

に
あ
る
広
場
を
散
歩
す

る
機
会

に
恵
ま
れ

た
。
さ
ん

く

た

る

朝

の
太

陽

の
下
、

ス

プ

リ

ン

ク

ラ
ー

か

ら

勢
よ
く
噴
出
す
る
水
し
ぶ
き
を
浴

び
て
、
広
場

一
ぱ

い

の
花

も

緑

も

一
き

わ

み

ず

く

し

く
感

じ

ら

れ
た

、

そ
の
と
き

の
光
景
を
思

い
出
す
。

そ
の
静

か
で
新
鮮

な
美
し

い
人
工
美

の
な
か

で
、
人
び
と
は
ベ

ン
チ
に

憩

い
あ

る

い
は
三

々
五

々
朝

の
散
歩

を
楽

し
ん
で

い

る
。

ど
う
し

て
こ
う

い
う
美
し

い
広
場
の
自
然

が

つ

く
り
出
せ
る

の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

人

の
居
住
様
式

か
ら
出

て
来
る
と
き
か
さ
れ
て
な
る

ほ
ど
と
了
解

で
き
た
。
周
知

の
よ
う

に
欧
州
人

の
住

居
は

レ
ン
ガ
や
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
外
枠
か

つ
く

ら
れ
て
お
り
そ

の
生
活
空
間

が
狭
く
限
定
さ
れ
て

い

る
。
日
本

の
住
居

の
よ
う
に
ふ
す
ま
を
外
し

て
部
屋

を
広
狭
自
由
に
す
る

こ
と
は
容
易

で
な

い
し
、
ま
し

て
庭
園

に
草
花
や
樹
木
を
植

え
て
楽

し
む
こ
と
は
で

き

な
い
。

一
般
庶
民

の
生
活

で
は
緑

と
空
間

が
是
非

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

欲

し
い
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
共
同

の
空
間

と
緑
を
提

供
す

る
も

の
と
し

て
公
園
や
広
場
が
生
ま
れ
て
く
る
。

緑

と
空
間

へ
の
欲
求
を
日
本
人
は
庭
園
を
作

っ
て
、

い
わ
ば
個

人
の
家
庭

レ
ベ
ル
で
解
決
し
て

い
る
が
、

西
欧

人
は
町
あ
る

い
は
村
、

つ
ま
り
自
治
体

レ
ベ

ル

で
広
場

や
公
園
を

つ
く

っ
て
解
決
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
そ

こ
は
自
分
達

の
共
同

の
空
間

で
あ
り
、
共
同

の
緑

の
場

な

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
を
自
主
的
か

つ
有

効
に
愛

護
し
、
か

つ
管
理
し

て
行

こ
う
と
す
る

精
神
が
生
ま
れ
て
く
る
。
市
民

一
人

ひ
と
り

の
協
力

に
よ

っ
て
公
土
ハ
世
界
を
創

り
上

げ
て
行

く
努
力
が
、

歴
史

の
年
輪
と
と
も
に
積
み
重

ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

上
述
し
た

「
住
民
意
識
」

と
か

「生
活
意
識
」

と

ザ

イ

ン

か
が
、

「
事
実
と
し
て

の
、
存
在

と
し
て
の
社
会
意

識
」

で
あ

る
の
に
対
し
、

「
市
民
意
識
」

は
公
共
世

界
と
個
人
と

の
関

係
を
前
提

に
し
、
公
共
世
界
に
奉

ゾ

ル

レ

ン

仕
す
る
個
人

の
義

務
意

識
と
し
て
の
規
範
性
を
も

っ

た
意
識

で
あ
る
。

こ
の
規
範
意

識
こ
そ
市

民
意
識

の

核
心

で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
市

バ

ス
や
市
電

に

「
老
人
や
身

体

の
不
自
由
な
人
び
と

」

の
た
め
に
特

別
席

が
設
け

て
あ
る

が
、
そ
う

い
う

人
び
と
が
乗
車

し

て
来
ら

れ
た
際
に
快
く
自
然
に
席

を
譲

る
べ
き
だ

と
い
う
規
範
意
識

が
ど
れ
ほ
ど
京
都
市
民
の
心

の
う

ち
に
定
着

し
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
知

っ
て

い
て
も

そ
れ
が
実
行

さ
れ
な

い
と
き
、
京
都
人

の
市
民
意

識

が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま

た
京
都
で
は
江
戸

時
代

の
昔
か
ら
自
分

の
家

の
前

だ
け

は
清
掃
に

つ
と

め
る

こ
と
が
、
市
民
の
義
務

と
さ
れ
て
き
た

が
、

こ

の
仕
来
り
は
今

で
も
よ
く
守

ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。
私
た
ち

の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査

で

「京
都

の
街
路

は
観
光
都
市

の
街
路
と
し
て
き
れ

い
だ
と
思

い
ま
す

か
、
そ
れ
と
も
き
た
な

い
と
思

い
ま
す

か
」

と
い
う

問

に
対
し

て
、
①
非
常

に
き
れ

い
だ
…
…
五

～

一
〇

%
、
②
ま
あ
ま
あ
き
れ

い
だ
…
…
四
三
～
五
三
%
、

③
あ
ま
ウ
き
れ

い
で
な

い
…
…
二
七
～
四
三
%
、
④

非
常

に
き
た
な

い
…
…
二
～
六
%

(
A
～
B
%

と
し

て

い
る
の
は
、
母
集
団

の
右
京
と
中
京

と

の
ズ

レ
で

あ
る
。
)
の
結
果

と
な

っ
て
い
る
。

で
は

「
そ
れ
を
き

れ

い
に
す

る
の
は
誰

の
責
任
と
義
務
な

の
で
し
ょ
う
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か
」

と
た

・
み
か
け
て
き
く
と
、
①
役
所

の
責
任
…

…

一
二
～
二
二
%
、
②
特
志
家

の
義

務
…
…

一
～

二

%
、
③
市

民

一
人

ひ
と
り

の
義

務
…
…

七
六
～
八
三

%
と

い
う
結
果

が
出

て
、
ま

こ
と

に
市

民
意
識

の
健

在
を
想

わ
せ
る
。
し
か
し

こ
れ
も
ま
た
模
範
答
案

の

建
て
前
論

と
い
う

べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ

れ
、
市
民
意
識
と

い
う
も

の
は
、

こ
の
よ

う
な
規
範
意
識
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ

が
市

民

一
般

の
意
識
に
定

着
す
る
ま
で
に
は
長

い
間

の
訓
練

と
習
熟
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、

一
定

の
歴
史
的
、
社
会

的
過
程
を
経

て
は
じ

め
て
市
民

の
意
識

に
定
着
し
、
ま
た
日
々
の
実
践
的

行
為

に
よ
っ
て
そ
れ
が
た
し
か
め
ら
れ
、
生
成
発
展

す
る
も

の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
規
範
意
識
が
市
民
意

識
の
中
核

で
あ
る
」

と
は
い

っ
て
も
、
そ
れ

の
み
に
限
定

し
て
は
狭
き

に

失
す

る
の
で
あ
り
、
そ

の
周
辺
意

識
と
し
て
の

「
存

在

と
し

て
の
意
識
」
も
ま
た
市

民
意
識

の
内
容
を
な

す
も

の
と
考
え
た

い
。
例
え
ば
、
京
都
市
民

の
政
党

支
持
意
識

や
、
さ
ら
に
そ

の
前
提

で
あ
り
基
盤

で
あ

る
と
こ
ろ

の
党
派
性

(
ム
ー
ド
と
し
て
の
、
あ
る

い

は
物

の
考
え
方
と
し
て

の
保
守

的
乃
至
革
新
的
傾
向

性

)
な
ど
も
市
民
意
識

の
内
容

を
構
成
す

る
も

の
と

考

え
た
い
。

ま

た
京
都

の
教
育
は

「高

校
三
原
則
」

そ
の
他

に

み
ら
れ
る
よ
う

に
、
他

の
都
市

と
比

べ
て
非
常

に
ち

が
っ
た
特
色
を
持

っ
て
い
る
と

い
わ
れ
て

い
る
が
、

そ
し

て
そ
れ

が
ど

の
程
度
京
都
市

民
の

コ
ン
セ
ン
サ

ス
に
な

っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な

い
が
、
と
に
か
く
そ

う
し
た

「
教
育
に
対
す
る
京
都
市

民
の
考
え
方

の
特

徴
」
と

い
っ
た
も

の
も
、
京
都

の
市

民
意
識

の
内
容

を
な
す
も

の
で
あ
る
と
考
え
た

い
。

(市
民
意
識

の

「
構
造
図

」
は
略
す
)

市
民
意
識

の
中

核
は
そ
の
規
範
意
識

に
あ
る

が
、

そ

の
内
容
は

こ
の
よ
う
に
極

め
て
重
層
的
多
岐

に
わ

た
る

の
で
、
そ

の
調
査
研
究

に
は
か
な
り
の
長
年
月

を
必
要
と
す
る
し
、
社
会
学
を

は
じ

め
文
化
人
類
学
、

社
会
心
理
学
、
民
俗
学

、
歴
史
学
、
人
文
地
理
学
、

教
育
学
等

々
、
多

く

の
学
問

の
協
力

が
必
要
で
あ
る
。

四
、
市
民
意

識
の
研
究
法

市
民
意
識

の
研
究
方
法
も

ま
た
多
面
的

で
あ
る
が
、

わ
た
し
は
大
別
し
て
二

つ
の
側
面

か
ら

ア
プ

ロ
ー
チ

し

て
み
た

い
と
思
う
。

の
市
民
意
識

の
形
成

過
程
の
研
究

(歴
史
的

・
文
化

人
類
学
的
)

例
え
ば
、
京
都
市
民
の
保
守
的
性
格
を
規
定
す
る

も

の
に
は
、
①
市
民

の
老
令

人
口
比

の
高

い
こ
と
(
伝

統
意
識

の
ト

レ
ー
ガ
ー
は
概
し
て
老
人
人

口
で
あ
る
。

六
五
才
以
上

の
人

口
比
を
み
る
と
東
京

が
二

・
四
%

で
あ

る
の
に
対
し
大
阪
は

五

・
九
%

、
京
都
は
七

・

九
%

)
②
定
着
年
数

の
古

い
市

民
が
多

い
こ
と

(
流

動
人

口
は
都
市

の
伝
統

的
生
活

に
な
じ
ま
な

い
、
出

生
時

か
ら
現
在
ま
で
そ
の
都
市

に
住

ん
で
い
る
人

口

比

は
札
幌

が

一
一
・九
%

で
あ
る

の
に
対

し
、東
京
は

一
七

・
○
%
、
大
阪

は

一
九

・二
%
、
京
都

は
二
四

・七

%

と
、
京
都
は
十
大
都
市

の
う

ち
最
高

で
あ
る
)。
以

上

の
二
つ
の
要
因
も
そ
の
説

明
理
由

に
な
る
が
、
も

っ
と
基
本
的
に
は
、
千
年

の
古

い
歴
史
を
も

つ
京
都

の
風
土
、

と
く
に
そ

の
中

の
ど
の
よ
う
な

フ
ァ
ク
タ

ー
が
京
都
市
民

の
保
守
性

を
形
成
し

て
き
た
か
を
問

題

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え

ば
京
都

の
町
内

会

の
歴
史

は
、
戦
国
時
代
-
戦

火
た
え
間

の
な
か

っ

た
無
秩
序

の
時
代

に
、
近

隣
相
互

が
自
衛
と
協
力

の

た
め
に
町
組
を
形
成

し
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
か
ら
明

治

に
受
け
継
が
れ
、
明
治
三
十
年

の
公
同
会
に
結
実

し
、

さ
ら
に
今

日

の
町
内
会

の
伝
統

に
な

っ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
京
都

で
は
明
治
初
年
、

町
組
を
基
盤
に
し
て
出
来

た
学
区

の
制
度
を
今
も
な

よ

そ

お
守
り
続
け
て

い
る

の
で
あ
る
。
他
所

で
は
小
学
校

の
統
合

が
行
な
わ
れ
て

い
る
が
旧
上
京

・
下
京
地
区

で
は
そ
れ

に
強
く
抵
抗

し
、
元
学
区
を
守
り
抜

こ
う
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と
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

次
に

「革
新

の
灯
台
」
と

い
わ
れ
る
革
新
性

に

つ

い
て
、
京
都
府
、

と
く

に
京
都
市
に
お
け
る
革
新
政

党
支
持
率

の
高

い
こ
と
は

ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら

よ

い
の
で
あ
ろ
う

か
。
明
治

の
初
め
首
都

が
東
京

に

移

っ
て
以
来
、
京
都

は
東
京
に
対
し
て
強

い
対
抗
意

識
を
も
ち
、

「東
京

に
負
け
て
は
な
ら
ぬ
」

と

い
う

ヘ

ヘ

へ

心
意
気

で
対
処

し
た

の
で
、
日
本

一
が
京
都

に
は
沢

山
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
日
本

一
古

い
小
学
校

は

明
治
二
年
五
月
開
設

の
柳
池
校
、
日
本

一
古

い
発
電

所
は
明
治

二
四
年

に
出
来
た
蹴
上
水
力
発
電
所
、
電

車

で
日
本

一
早
く
出
来
た

の
は
明
治
二
十
八
年

一
月

>>l+

1
日
開
業
し

た
チ
ン
チ

ン
電
車

で
あ
る
、

と

い

っ
た
工
合

で
あ

る
。
京
都
に
は
ま
た
大
正
末
期

か
ら

昭
和
初
期

に
か
け

て
山
本
宣
治
、
昭
和

に
入

っ
て
河

上
肇
博
士
ら

の
影
響
が
強
か

っ
た
し
、
昭
和
初
期
か

ら
戦
後

の
昭
和
四
十
八
年
頃
ま
で
水

谷
長

三
郎
、
大

山
郁
夫
、
谷

口
善
太
郎
ら

が
革
新

党
を
代
表

し
て
長

く
国
会
議
貝

の
座
を
占

め
た
が
、
こ
れ
ら
革
新

の
灯

火
を
燃

や
し
続

け
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
流

れ

出

る
の
で
あ

ろ
う

か
。
国
家

権
力
の
所

在
地
た
る
首

都
東
京

に
対
す

る
対
抗
心

が
京
都
市

民
に
革
新

の
気

風
を
育

て

・
来

た
の
で
は
な

い
か
、

こ
う
し
た
こ
と

を
歴
史
学

や
政
治
史

・
社
会
史
な
ど

の
研
究
に
よ

っ

て
実
証
的

に
明
ら

か
に
し

て
ゆ
く
必
要

が
あ

る
。

い

ま
同
和
問
題

が
大
変
や
か
ま
し

い
が
、
大
正
十

一
年

三
月
三

日
、
全
国
水
平
社
創

立
大
会

が
岡
崎
公
会
堂

で
開
催
さ
れ
、
二
千
名
が
参
集

し
た
と

い
わ
れ
て
い

る
が
、

こ
う
し
た
水
平
社
運
動

も
ま
た
、
京
都
人

の

革
新
的
気
風
を
育

て
た
に
ち
が

い
な

い
。
ま

た
京
都

大
学
を

は
じ

め
、
京

の
学
者

・
文

化
人
が
革
新
的
風

土
を
育
成
す
る
先
駆
的
役
割

を
果
し
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
る

ま

い
。

口
市
民
意
識

の
実
態

(
現
状
)
を
研
究
す

る
方
法

市
民
意
識

の
形
成
過
程
を
歴
史

的
に
跡

づ
け
る

と

と
も

に
、
そ

の
実
態
を
客

観
的

に
把
握
す

る
方
法
と

し

て
次

の
二

つ
が
考
え
ら
れ
る
。

ω
市
民
意
識
が
客
観
的
に
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
社

会
的
事
象
、
例
え
ば
各

種
の
選
挙

の
結
果

は
い

う
ま

で
も
な
く
、
選
挙
運
動

期
間

に
お
け
る
各

候
補
者

の
運
動
方
法

と
そ
れ
に
対
す

る
市
民

の

対
応

の
仕
方
、
世
論

の
動

き
な
ど
を
客
観
的

に

分
析
す

る
方
法

で
あ
る
。
物

価
問

題

・
公
害
問

題

・
住
民
運
動
な
ど
に
み
ら
れ
る
市

民
の
抗
議

行
動

の
特
徴
な
ど
を

ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
チ

ッ
ク
な

感
覚

で
把
握
す
る
方
法
。

②
世
論
調
査

に
よ
る
市
民
意

識

の
実

体
把
握
。

以
上

の
調
査
方
法

の
う
ち
今

回
は
と
り
あ
え
ず
中

)内 比率%

 

vQ18京 都は進歩的都市か保守的都市か表1

1 2 3 4

計

調査地 性別
進 歩的 と思、う どちらともいえぬ 保守的 と思、う D.K

「男 17(18.7) 34(37.4) 40(44-0) 0 91(100.0)

中 京 区 ・女 29(19.5) 64(43.0) 55(36.9) 1(o.$) 149(100.0)

計 46(19.2) 98(40.8) 95(39.6) 1(0.4) 240(100.0)

男 22(15.8) 60(43.2) 46(33.1) 3(2.2) 139(100.0)

右 京 区 ・女 19(14.0) 78(57.4) 46(33.8) 1(0.7) 136(100.0)

計1 41(14.9)} 138(50・2)l
i

92(33.5)1 4(1.5)1 275(100.0)
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京
区

・
右
京
区
を
母
集

団
と
し
、
そ

こ
か
ら
各
四
百

宛
、
計
八
百

の
サ

ン
プ

ル
を
抽
出
し

て
②

の
世
論
調

査
を
試

み
た

の
で
あ
る
。

五
、
今
回
の
世
論
調
査
の
結
果

中
京
区
は
古

い
住
民
の
多

い
都
心
部
七
校
区
、
右

京
区

は
新
し

い
住
民

の
多

い
周
辺
部

の
桂
学
区
を
対

'

象

と
し

た
。
種

々
の
理
由
で
調
査
不
能

が
多
か

っ
た

が
、
関
係
者

の
努
力
に
よ

っ
て
五

一
五

(回
収
率
六

四
%

)
の
有
効

サ
ン
プ

ル
を
得

た
。
調
査
結
果

に
つ

い
て
は
ま
だ
詳
細
な
分
析
を
行
な

っ
て

い
な

い
の
で
、

ご
く

一
部
分
だ
け
を
紹
介
す

る
に
と
ど
め
、
詳
細
は

後

日
の
報
告
書

に
ゆ
ず
り
た

い
。

ア

ン
ケ
ー
ト

の
18
問
で

「
あ
な
た
は
京
都
を
進
歩

的

な
都
市

と
思

い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
保
守
的
な
都

市

と
思

い
ま
す

か
」
と
た
ず
ね
た
が
、
そ
の
結
果

は

1
表

の
通

り
で
あ
る
。

「
ど
ち
ら
と
も

い
え
ぬ
」
と

答

え
た
も

の
は
中
京
と
右
京

と
で
十
%
の
差
異

が
あ

り
、
新

し
い
市
民

の
多

い
右
京
区
が
高
率

で
あ

る
。

両
地
区

と
も

「保
守
的
と
思
う
」
も

の
が

「進
歩
的

と
思
う
」

も
の
よ
り
も
高
率

で
、
中
京

で
は

三
九

・

六
%
～

一
九

・
二
%

で
二
〇
%

の
差
が
あ
り
、.
右
京

で
も
三
三

・
五
%
～

一
四

・
九
%

で

一
九
%
の
差

が

あ
り
、
あ
き
ら
か
に
京
都
市
民

は
自
ら

の
町
を

「
進

歩

的

で
あ

る

」

よ

り

も

「保

守

的

で
あ

る

」

と

考

え

て

い
る

の

で
あ

る

。

こ
の

こ

と

に
男

女

差

は
余

り

な

%政党支持率(47年 総選挙時)表2

1

自 民

2

民 社

3

公 明

4

社 会

5

共 産

中 京

右 京

29

29

17

11

12

111511

12

18

30

27

%政党支持率の変化(44年 総選挙対47年総選挙)表3

1

自 民

2

民 .社

3

公 明

4

社 会

5

共 産

中 京

右 京

(一)89

(+)115

(一)94

(+)103

85

85

(一)92

(+)161

(+)143

(+)130

い
よ
う

で
あ

る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
年
令
別

に
み
る

と
、
高

年
令
層

ほ
ど

「進
歩
的

で
あ
る
」
と
思

い
、

若

い
年
令
層

ほ
ど

「保
守
的

だ
と
思

っ
て
い
る
」
と

い
う
興
味
あ
る
結
果

が
出

て
来

る
の

で
は
両
区

の
政

党
支
持
率

は
ど
う

で
あ
ろ
う

か
。

四
七
年

の
総
選
挙
に

つ
い
て
み
た
の
が
2
表

で
あ
り
、

四
四
年
総
選
挙
と
四
七
年
総
選
挙
を

比
較

し
た
の
が

3
表

で
あ

る
。

2
表
に
よ
る
と
、
都

心
部

の
中
京
区

で
共
産
党

は
自
民
党
を
上
廻

っ
て
三
〇
%

、
右
京
区

で
も
二
七
%
を

し
め
て
い
る
。
民
社
以
下
を
革
新
政

党
と
す
る
な
ら
ば
両
区
と
も
七
割
ま
で
は
革
新
支
持

で
あ
る
。
京
都

の
都
市
的
風
土
は

「保
守
的

で
あ
る
」

と
評
価
さ
れ
て
も
市

民
の
政
党
支
持
意
識
は
た
し
か

に
革
新
的
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
支
持
意
識

の
変
化
を

3

表

に
よ

っ
て
み
る
と
、
中
京
区

で
は
自
民

の
退
潮

に

比
し

て
共
産

の
躍
進
が
目
ざ
ま
し
く
、
右
京
区

で
は

共
産

の
伸

び
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
社
会
党

の
伸

び

は

一
六

一
%

に
達
し

て
い
る
。
中
京
区

の
共
産
党
支

持
層

、
右
京
区

の
社
会
党
支
持
層
が

い
か
な
る
階
層

(
そ

の
職
業

・
階

級
意
識

・
年
令
層
等
)
に
属
す
る

か
は
、
き
わ
め
て
興
味

あ
る
問
題

で
あ
る
が
、
そ
れ

は
ク

ロ
ッ
ス
集
計

の
結

果
に
ま

た
ね
ば
な
ら
な

い
。

時
間
が
な

い
の
で

こ
の
あ
た
り

で
お
話
を
終
り
た

い
。

-
五
十
年
度
始
講
式

で
ー

(社
会
学
部
教
授
)

39一


