
さ
あ
、

京
都
の
災
害
探
検
に

出
か
け
よ
う
！

さ
あ
、

京
都
の
災
害
探
検
に

出
か
け
よ
う
！

●本書特設ページ
https://www.chiisago.jp/kyoto-saigai/

A5判・並製本・128頁
フルカラー
定価：本体1,600円＋税
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防
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34

御
所
・
左
京
南
部

記
録
さ
れ
た
も
の
も
多
数
あ
り
、
そ
の
一
部
は

こ
の
本
の
な
か
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
原
文

で
読
ん
で
み
た
い
方
は
、
い
ち
ど
資
料
館
を
訪

ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

31 

下
御
霊
神
社

『
か
な
め
い
し
』
に
は
寛か

ん

文ぶ
ん

の
地
震
（
１
６

６
２
）
の
時
、
下し

も

御ご

霊り
ょ
う

神
社
で
子
ど
も
が
石い

し

灯ど
う

籠ろ
う

に
打
た
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
の
記
事
が
あ

り
ま
す
。
地
震
の
あ
っ
た
日
は
境
内
で
神
事
が

お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
が
い
ま
し
た

が
、
地
震
の
揺
れ
で
大
騒
ぎ
に
な
り
、
石
灯
籠

に
抱
き
着
い
た
７
、
８
歳
の
子
ど
も
が
そ
の
下

敷
き
と
な
っ
て
悲
惨
な
死
に
方
を
し
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

32 

行
願
寺
（
革
堂
）

行ぎ
ょ
う

願が
ん

寺じ

（
革こ
う

堂ど
う

）
は
も
と
も
と
一
条
通
に

あ
り
ま
し
た
。『
日
本
紀
略
』
に
は
永え

い

祚そ

元
年

（
９
８
９
）
に
は
鴨
川
の
氾は

ん

濫ら
ん

で
倒
壊
し
た
と

あ
り
、
そ
の
後
十
数
回
火
災
に
あ
っ
た
よ
う
で

す
。『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻
之
四
十
九
に
よ
る
と
、

文ぶ
ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
で
は
革
堂
前
で
６

軒
の
家
が
倒
れ
て
６
人
が
下
敷
き
に
な
り
ま
し

た
が
、
怪
我
だ
け
で
命
は
助
か
っ
た
そ
う
で
す
。

33 

銅
駝
の
水

銅ど
う

駝だ

会
館
の
南
の
道
に
面
し
て
蛇
口
が
あ
る

の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
水
は
防
火
用

の
水
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
地
下
水
を
汲く

み

上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か
し
ず
っ
と
見
て

い
る
と
タ
ン
ク
を
持
っ
た
人
々
が
絶
え
間
な
く

訪
れ
水
を
汲
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
水
は
「
銅

駝
の
水
」
と
い
う
地
元
で
は
有
名
な
名
水
で
、

テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
時
の
防
火
用
水
と
し
て
、
ま
た
非

常
時
の
飲
み
水
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
保

全
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

62

❶ 

液
状
化

文ぶ
ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
の
と
き
、
二
条
城
で
は
液
状
化
が
発
生
し
た
よ
う
で
す
。『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻

之
四
十
九
に
は
「
壱い

っ

尺し
ゃ
く

斗ば
か
り

地ち

破わ
れ

、
其そ

の

わ
れ
よ
り
砂
吹
出
、
一い

っ

時と
き

斗ば
か
り

黒
煙
に
相あ

い

成な
り

、
実
に
恐

お
そ
ろ

敷し
き

事こ
と

に
御ご

坐ざ

候そ
う
ろ
う」

と
あ
り
ま
す
。
泥
水
の
黒
い
水
し
ぶ
き
が
勢
い
よ
く
吹
き
出
し
、
黒
煙
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

→
【
コ
ラ
ム
9
】
地
震
と
液
状
化
現
象  

121
頁

❷ 

塀
・
石
垣

二
条
城
の
塀
や
石
垣
も
文ぶ

ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
で
崩
れ
て
い
ま
す
。『
浮う

き

世よ

の
有あ

り

様さ
ま

』
巻
之
三
は
西
御
門

の
下
の
石
垣
が
10
ｍ
以
上
に
わ
た
っ
て
堀
の
中
に
崩
れ
込
み
、
崩
れ
る
音
は
雷
の
よ
う
だ
っ
た
と
記
し
て
い
ま

す
。
ま
た
同
所
の
石
垣
が
90
㎝
ほ
ど
地
中
へ
揺
り
込
ん
だ
と
も
あ
り
ま
す
。
南
側
の
石
垣
も
全
体
的
に
20
㎝
ほ

ど
揺
り
込
み
、
石
垣
の
途
中
で
所
々
石
が
飛
出
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
高た

か

塀べ
い

が
倒
れ
た
た
め
城
内
が
丸
見
え

に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、『
文ぶ

ん

政せ
い

雑ざ
っ

記き

』
は
土
塀
や
石
垣
が
外
堀
に
た
お
れ
て
水
が
溢あ

ふ

れ
出
た
た
め
に
、
所し

ょ

司し

代だ
い

屋
敷
の
前
の
通
り
が
浸
水
し
て
通
行
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

❸ 

番
衆
小
屋

二
条
城
内
に
は
二
条
在ざ

い

番ば
ん

と
し
て
江
戸
か
ら
や
っ
て
く
る
旗は

た

本も
と

の
家
来
た
ち
が
住
む
、
東
西
の
番ば

ん

衆し
ゅ
う

小
屋
が

あ
り
ま
し
た
。『
宝ほ

う

暦れ
き

現げ
ん

来ら
い

集し
ゅ
う』

巻
之
十
九
や
『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻
之
五
十
三
に
所
収
さ
れ
て
い
る
文
政
の
地

震
（
１
８
３
０
）
で
の
二
条
城
の
破
損
を
記
し
た
記
録
に
は
、
東
番
衆
小
屋
49
軒
の
う
ち
３
軒
ほ
ど
が
倒
壊
に
近

い
大
破
の
状
況
で
、
そ
の
ほ
か
の
小
屋
も
大
破
し
た
と
あ
り
ま
す
。
西
番
衆
小
屋
は
そ
れ
よ
り
も
被
害
が
大
き

く
、
49
軒
の
う
ち
２
軒
が
倒
壊
し
15
軒
ほ
ど
が
倒
壊
に
近
い
大
破
、
残
り
も
屋
根
な
ど
が
大
破
し
た
よ
う
で
す
。

西
番
衆
小
屋
は
盛
土
の
厚
い
二
条
城
の
南
側
に
あ
た
っ
て
お
り
、
大
き
く
揺
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
南
面

地 

震
地 

震
地 

震

❷西
御
門

『
天
保
雑
記
』
廿
三
（
国
立
公
文
書
館
蔵
／
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

❸

史料・歴史用語、固有名詞に
は丁寧にルビをふり、過去の
災害や、地震現象・測量に
ついて解説したコラムも充実
しているので、中学生以上の
防災や歴史の学習にも最適

本文見本



地 

震

防
災
・
学
習

地 

震

34

御
所
・
左
京
南
部

記
録
さ
れ
た
も
の
も
多
数
あ
り
、
そ
の
一
部
は

こ
の
本
の
な
か
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
原
文

で
読
ん
で
み
た
い
方
は
、
い
ち
ど
資
料
館
を
訪

ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

31 

下
御
霊
神
社

『
か
な
め
い
し
』
に
は
寛か

ん

文ぶ
ん

の
地
震
（
１
６

６
２
）
の
時
、
下し

も

御ご

霊り
ょ
う

神
社
で
子
ど
も
が
石い

し

灯ど
う

籠ろ
う

に
打
た
れ
て
亡
く
な
っ
た
と
の
記
事
が
あ

り
ま
す
。
地
震
の
あ
っ
た
日
は
境
内
で
神
事
が

お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
が
い
ま
し
た

が
、
地
震
の
揺
れ
で
大
騒
ぎ
に
な
り
、
石
灯
籠

に
抱
き
着
い
た
７
、
８
歳
の
子
ど
も
が
そ
の
下

敷
き
と
な
っ
て
悲
惨
な
死
に
方
を
し
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

32 

行
願
寺
（
革
堂
）

行ぎ
ょ
う

願が
ん

寺じ

（
革こ
う

堂ど
う

）
は
も
と
も
と
一
条
通
に

あ
り
ま
し
た
。『
日
本
紀
略
』
に
は
永え

い

祚そ

元
年

（
９
８
９
）
に
は
鴨
川
の
氾は

ん

濫ら
ん

で
倒
壊
し
た
と

あ
り
、
そ
の
後
十
数
回
火
災
に
あ
っ
た
よ
う
で

す
。『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻
之
四
十
九
に
よ
る
と
、

文ぶ
ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
で
は
革
堂
前
で
６

軒
の
家
が
倒
れ
て
６
人
が
下
敷
き
に
な
り
ま
し

た
が
、
怪
我
だ
け
で
命
は
助
か
っ
た
そ
う
で
す
。

33 

銅
駝
の
水

銅ど
う

駝だ

会
館
の
南
の
道
に
面
し
て
蛇
口
が
あ
る

の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
水
は
防
火
用

の
水
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
地
下
水
を
汲く

み

上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か
し
ず
っ
と
見
て

い
る
と
タ
ン
ク
を
持
っ
た
人
々
が
絶
え
間
な
く

訪
れ
水
を
汲
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
水
は
「
銅

駝
の
水
」
と
い
う
地
元
で
は
有
名
な
名
水
で
、

テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

い
ざ
と
い
う
時
の
防
火
用
水
と
し
て
、
ま
た
非

常
時
の
飲
み
水
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
保

全
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

62

❶ 

液
状
化

文ぶ
ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
の
と
き
、
二
条
城
で
は
液
状
化
が
発
生
し
た
よ
う
で
す
。『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻

之
四
十
九
に
は
「
壱い

っ

尺し
ゃ
く

斗ば
か
り

地ち

破わ
れ

、
其そ

の

わ
れ
よ
り
砂
吹
出
、
一い

っ

時と
き

斗ば
か
り

黒
煙
に
相あ

い

成な
り

、
実
に
恐

お
そ
ろ

敷し
き

事こ
と

に
御ご

坐ざ

候そ
う
ろ
う」

と
あ
り
ま
す
。
泥
水
の
黒
い
水
し
ぶ
き
が
勢
い
よ
く
吹
き
出
し
、
黒
煙
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

→
【
コ
ラ
ム
9
】
地
震
と
液
状
化
現
象  

121
頁

❷ 

塀
・
石
垣

二
条
城
の
塀
や
石
垣
も
文ぶ

ん

政せ
い

の
地
震
（
１
８
３
０
）
で
崩
れ
て
い
ま
す
。『
浮う

き

世よ

の
有あ

り

様さ
ま

』
巻
之
三
は
西
御
門

の
下
の
石
垣
が
10
ｍ
以
上
に
わ
た
っ
て
堀
の
中
に
崩
れ
込
み
、
崩
れ
る
音
は
雷
の
よ
う
だ
っ
た
と
記
し
て
い
ま

す
。
ま
た
同
所
の
石
垣
が
90
㎝
ほ
ど
地
中
へ
揺
り
込
ん
だ
と
も
あ
り
ま
す
。
南
側
の
石
垣
も
全
体
的
に
20
㎝
ほ

ど
揺
り
込
み
、
石
垣
の
途
中
で
所
々
石
が
飛
出
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
高た

か

塀べ
い

が
倒
れ
た
た
め
城
内
が
丸
見
え

に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、『
文ぶ

ん

政せ
い

雑ざ
っ

記き

』
は
土
塀
や
石
垣
が
外
堀
に
た
お
れ
て
水
が
溢あ

ふ

れ
出
た
た
め
に
、
所し

ょ

司し

代だ
い

屋
敷
の
前
の
通
り
が
浸
水
し
て
通
行
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

❸ 

番
衆
小
屋

二
条
城
内
に
は
二
条
在ざ

い

番ば
ん

と
し
て
江
戸
か
ら
や
っ
て
く
る
旗は

た

本も
と

の
家
来
た
ち
が
住
む
、
東
西
の
番ば

ん

衆し
ゅ
う

小
屋
が

あ
り
ま
し
た
。『
宝ほ

う

暦れ
き

現げ
ん

来ら
い

集し
ゅ
う』

巻
之
十
九
や
『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』
続
篇
巻
之
五
十
三
に
所
収
さ
れ
て
い
る
文
政
の
地

震
（
１
８
３
０
）
で
の
二
条
城
の
破
損
を
記
し
た
記
録
に
は
、
東
番
衆
小
屋
49
軒
の
う
ち
３
軒
ほ
ど
が
倒
壊
に
近

い
大
破
の
状
況
で
、
そ
の
ほ
か
の
小
屋
も
大
破
し
た
と
あ
り
ま
す
。
西
番
衆
小
屋
は
そ
れ
よ
り
も
被
害
が
大
き

く
、
49
軒
の
う
ち
２
軒
が
倒
壊
し
15
軒
ほ
ど
が
倒
壊
に
近
い
大
破
、
残
り
も
屋
根
な
ど
が
大
破
し
た
よ
う
で
す
。

西
番
衆
小
屋
は
盛
土
の
厚
い
二
条
城
の
南
側
に
あ
た
っ
て
お
り
、
大
き
く
揺
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
南
面

地 

震
地 

震
地 

震

❷西
御
門

『
天
保
雑
記
』
廿
三
（
国
立
公
文
書
館
蔵
／
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

❸

京都御所と
二条城は
特集ページで



地 

震

地 

震

風
水
害

防
災
・
学
習

119

宇
治
・
南
山
城

174  

京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館 

（
ふ
る
さ
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
山
城
）

南
山や

ま

城し
ろ

地
方
の
歴
史
と
文
化
を
調
査
研
究
し

て
い
ま
す
。
常
設
展
・
企
画
展
・
特
別
展
の
ほ

か
各
種
講
座
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

175 

瓶
原

伊い

賀が

上う
え

野の

地
震
（
１
８
５
４
）
で
は
、
京
都

府
南
部
で
も
大
き
な
被
害
が
出
て
い
ま
す
。
木き

津づ

川が
わ

市
加か

茂も

町
の
瓶み

か
の
は
ら原

で
は
、
液
状
化
被
害
が

発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。
伊

賀
上
野
地
震
と
い
う
名
前
か
ら
す
る
と
、
三
重

県
側
で
被
害
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
震
源
は
三
重
、
奈
良
、
京

都
の
県
境
付
近
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
木
津
川
沿

い
の
地
域
で
土
砂
災
害
や
液
状
化
被
害
が
広
く

見
ら
れ
ま
し
た
。

→
【
コ
ラ
ム
9
】
地
震
と
液
状
化
現
象  

121
頁

176 

海
住
山
寺

木き

津づ

川が
わ

市
の
海か

い

住じ
ゅ
う

山せ
ん

寺じ

に
は
、
寛か

ん

文ぶ
ん

の
地

震
（
１
６
６
２
）
で
被
害
を
受
け
た
記
録
が

あ
り
ま
す
。『
海
住
山
寺
古
書
』
に
は
「
同

（
寛
文
二
年
）
五
月
朔つ

い
た
ち日

大
地
震
越つ

き
を
こ
し
て月

不や
ま
ず止

、

依こ
れ
に
よ
り之

塔と
う

婆ば

傾か
た
む
くコ

ト
如

さ
き
の
ご
と
く前

瓦
水す

い

煙え
ん

破
損
ス
、

直こ
れ
を
な
お
す

之
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
五
重
塔
に
も
被
害
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
２
０
１
８
年
6
月
の
大
阪
府
北
部
の

地
震
で
は
五
重
塔
の
相そ

う

輪り
ん

の
一
部
が
破
損
し
落

下
し
ま
し
た
。

177 

災
害
記
念
塔

南
山や

ま

城し
ろ

村
北
大お

お

河か
わ
ら原

北
垣が

い

内と
う

に
南
山や

ま

城し
ろ

水
害

風
水
害

風
水
害

100

伏
見
・
淀建

具
を
は
ず
し
、
土
壁
を
落
と
し
て
水
流
を
受

け
流
し
た
た
め
に
無
事
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
た
災
害
へ
の
知
恵
は
た
び
た
び
水
害
に

見
舞
わ
れ
て
き
た
こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
文
化

で
し
ょ
う
。
舟
運
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
た

め
被
災
後
は
し
ば
ら
く
舟
で
生
活
を
送
っ
た
そ

う
で
す
。
本
水
害
で
は
桂
川
、
宇う

治じ

川
、
木き

津づ

川
の
三
川
が
合
流
す
る
地
点
で
水
が
滞
り
逆
流

現
象
が
発
生
し
た
た
め
、
流
失
し
た
家
財
道

具
な
ど
は
桂
川
の
上
流
に
流
れ
着
い
た
そ
う

で
、
上
流
の
村
々
か
ら
送
り
返
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
当
地
区
の
墓
地
に
は
当
時
の
戸こ

長ち
ょ
う（

現
在

の
町
村
長
）
で
あ
っ
た
勝
山
弥
兵
衛
の
顕
彰
碑

が
建
っ
て
お
り
、
こ
の
水
害
か
ら
の
復
興
に
尽

力
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
垂
地
区

は
明
治
の
淀よ

ど

川
改
良
工
事
や
平
成
の
桂
川
の
拡

幅
事
業
で
２
度
の
集
落
移
転
を
迫
ら
れ
、
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

→ 

142 

與
杼
神
社

淺
井
良
亮
ほ
か
「
京
都
市
淀
、
水
垂
・
大
下
津

地
域
に
お
け
る
治
水
・
水
害
史
と
淀
川
改
良
工
事
」、

大
邑
潤
三
「
水
垂
の
地
形
と
淀
水
害
史
」

138 

淀
小
橋

明
治
の
水
害
（
１
８
８
５
）
で
は
、
桂

か
つ
ら

川
に

架
か
る
多
く
の
橋
が
流
失
し
ま
し
た
。
そ
う
し

た
な
か
で
淀よ

ど

小
橋
で
は
橋
の
両
端
に
舟
を
置
い

て
こ
れ
に
水
を
満
た
し
、
大
き
な
石
を
橋
の
上

に
並
べ
る
な
ど
の
対
応
を
し
た
た
め
に
、
橋
が

浮
き
上
が
る
こ
と
な
く
流
失
し
な
か
っ
た
と
い

い
ま
す
。

淺
井
良
亮
ほ
か
「
京
都
市
淀
、
水
垂
・
大
下
津

地
域
に
お
け
る
治
水
・
水
害
史
と
淀
川
改
良
工
事
」、

大
邑
潤
三
「
水
垂
の
地
形
と
淀
水
害
史
」

139 

納
所
町

明
治
18
年
（
１
８
８
５
）
７
月
５
日
の
『
日ひ

の
で出

新
聞
』
に
よ
る
と
、
明
治
の
水
害
（
１
８
８
５
）

の
と
き
、
淀よ

ど

川
の
逆
流
に
よ
り
納の

う

所そ

村
の
倉
庫

に
あ
っ
た
久く

世ぜ

郡
役
所
の
貯
蓄
米
が
浸
水
す
る

恐
れ
が
発
生
し
ま
し
た
。
避
難
民
に
配
る
米
が

流
失
し
て
は
い
け
な
い
た
め
、
こ
れ
を
救
出
し

よ
う
と
し
て
大
き
な
舟
に
移
そ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
淀
小
橋
の
下
手
で
舟
が
激
流
に
巻
き
込
ま

れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
船
員
は
淀
小
橋
に
飛
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6

近
世
以
降
京
都
を
襲
っ
た
主
な
災
害
の
概
要

天て
ん

明め
い

８
年
（
１
７
８
８
）
正
月
晦み

そ
か日

の
朝
５

時
頃
に
鴨
川
の
東
の
団ど

ん
ぐ
り
の
づ
し

栗
辻
子
か
ら
出
火
し
、

お
よ
そ
２
日
間
に
わ
た
っ
て
燃
え
続
け
、
京

都
市
街
地
の
ほ
ぼ
全
域
が
焼
失
し
た
大
火
。

京
都
三
大
大
火
と
称
さ
れ
る
宝ほ

う

永え
い

、
元げ

ん

治じ

の
中
で
も
最
大
級
の
被
害
で
あ
っ
た
。
鴨
川

を
越
え
た
火
は
強
風
に
煽あ

お

ら
れ
て
急
速
に
延

焼
を
拡
大
さ
せ
、
刻
々
と
風
向
き
が
変
化
し
て

焼
失
範
囲
が
拡
大
し
た
。
被
害
は
、
焼
失
家
数
３

６
、７
９
７
軒
、
竃か

ま
ど（

世
帯
）
数
６
５
、３
４
０
軒
、
寺
院
２
０
１
か
所
、

神
社
37
か
所
、
武
家
屋
敷

67
か
所
、
死
者
１
５
０
（
一

説
に
は
１
、８
０
０
余
）
人
と

さ
れ
て
い
る
。
お
お
ま
か

な
焼
失
範
囲
は
、
東
が
鴨
川
、

西
が
千せ

ん

本ぼ
ん

通
、
南
が
六
条
通
、

北
が
鞍く

ら

馬ま

口ぐ
ち

通
の
範
囲
で
、

鴨
川
の
東
に
関
し
て
は
鴨

川
沿
い
の
四
条
通
以
南
か

ら
五
条
通
辺
ま
で
と
、
二

条
新
地
か
ら
三
条
通
以
北

の
一
帯
で
あ
っ
た
。

１７８８年
天明京都大火
＊本文では「天明の大火」
と表記

「京都洛中洛外大絵図」（京都市歴史資料館蔵）

文ぶ
ん

政せ
い

13
年
（
１
８
３
０
）
７
月
２
日
の
15
～
17

時
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
５
程

度
と
考
え
ら
れ
る
内
陸
地
震
。
京
都
市
中
で

は
一
部
で
家
屋
が
ま
と
ま
っ
て
倒
壊
し
た
り
、

多
く
の
土
蔵
に
被
害
が
発
生
し
た
。
亀か

め

岡お
か

で

は
亀か

め

山や
ま

城
や
城
下
町
が
広
が
る
段
丘
上
で
は

被
害
が
少
な
か
っ
た
が
、
柏か

せ

原ば
ら

な
ど
の
そ
れ

よ
り
一
段
低
い
地
域
で
家
屋
の
倒
壊
が
集
中
し

て
発
生
し
て
い
る
。
被
害
程
度
や
地
鳴
り
な
ど
か

ら
、
愛あ

た
ご宕

山
付
近
が
震
央
と
考
え
ら
れ
る
。
余
震
が
長
く
続
い
た
こ

と
な
ど
も
あ
り
、
こ

の
地
震
を
契
機
と
し

て
文
政
13
年
12
月
10

日
に
天て

ん

保ぽ
う

に
改
元

さ
れ
て
い
る
。『
山や

ま

科し
な

言と
き

成な
る

卿き
ょ
う

記き

』（
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
）
に

よ
る
と
他
の
元
号

案
と
し
て
、「
寛
安
」、

「
安
延
」、「
嘉
延
」

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

１８３０年
文政京都地震
＊本文では「文政の地震」
と表記

文政京都地震の震度分布（大邑潤三作図）

76

東 山W
eb地

図
へ

76

まち歩きに便利な
地図を、9 つの
　　エリアの冒頭に
　　掲載
   　Web とも連動
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＊本文では「天明の大火」
と表記

「京都洛中洛外大絵図」（京都市歴史資料館蔵）

文ぶ
ん

政せ
い

13
年
（
１
８
３
０
）
７
月
２
日
の
15
～
17

時
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
５
程

度
と
考
え
ら
れ
る
内
陸
地
震
。
京
都
市
中
で

は
一
部
で
家
屋
が
ま
と
ま
っ
て
倒
壊
し
た
り
、

多
く
の
土
蔵
に
被
害
が
発
生
し
た
。
亀か

め

岡お
か

で

は
亀か

め

山や
ま

城
や
城
下
町
が
広
が
る
段
丘
上
で
は

被
害
が
少
な
か
っ
た
が
、
柏か

せ

原ば
ら

な
ど
の
そ
れ

よ
り
一
段
低
い
地
域
で
家
屋
の
倒
壊
が
集
中
し

て
発
生
し
て
い
る
。
被
害
程
度
や
地
鳴
り
な
ど
か

ら
、
愛あ

た
ご宕

山
付
近
が
震
央
と
考
え
ら
れ
る
。
余
震
が
長
く
続
い
た
こ

と
な
ど
も
あ
り
、
こ

の
地
震
を
契
機
と
し

て
文
政
13
年
12
月
10

日
に
天て

ん

保ぽ
う

に
改
元

さ
れ
て
い
る
。『
山や

ま

科し
な

言と
き

成な
る

卿き
ょ
う

記き

』（
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
）
に

よ
る
と
他
の
元
号

案
と
し
て
、「
寛
安
」、

「
安
延
」、「
嘉
延
」

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

１８３０年
文政京都地震
＊本文では「文政の地震」
と表記

文政京都地震の震度分布（大邑潤三作図）

76

東 山W
eb地

図
へ

76

近世以降に京都を
襲った主な災害 10 件
の概要を巻頭で紹介
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の
人
々
も
液
状
化
現
象
を
体
験
し
、
さ
ま
ざ
ま

に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
地
震
の

際
に
「
田
か
ら
泥
水
が
吹
き
出
し
た
」「
そ
の

泥
水
は
異
様
な
臭
い
が
し
た
」
な
ど
と
い
う
も

の
で
す
。「
伏ふ

し

見み

・
淀よ

ど

」
エ
リ
ア
で
紹
介
し
た

岡
山
藩
伏
見
屋
敷
で
の
液
状
化
な
ど
も
、
そ
の

よ
い
例
で
す
。

液
状
化
現
象
は
、
史
料
だ
け
で
な
く
地
面
に

も
そ
の
痕
跡
を
残
し
ま
す
。
遺
跡
の
発
掘
現
場

か
ら
液
状
化
の
痕
跡
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
す
。
現
代
の
地
震
の
際
に
み
ら
れ
る
地

表
に
噴
出
し
た
泥で

い

砂さ

や
、
泥
砂
で
埋
ま
っ
た
流

路
が
そ
れ
を
供
給
し
た
地
層
に
つ
な
が
っ
て
い

る
様
子
が
観
察
で
き
ま
す
。
細
く
脈
状
に
残
っ

て
い
る
場
合
は
、
砂さ

脈み
ゃ
くと

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
地
点
が
過
去
の
地

震
で
強
く
揺
れ
た
こ
と
の
証
拠
に
な
り
ま
す
。

考
古
学
的
な
分
析
に
よ
っ
て
、
上
下
の
地
層
の

年
代
を
推
定
で
き
れ
ば
、
そ
の
液
状
化
を
引
き

起
こ
し
た
地
震
の
年
代
も
推
定
で
き
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
考
古
学
的
な
手
法
を
用
い
て
過
去

の
地
震
を
調
べ
る
研
究
分
野
を
、
地
震
考
古
学

と
い
い
ま
す
。

地
震
の
際
に
た
び
た
び
発
生
す
る
地
盤
の
液

状
化
現
象
。
地
震
の
強
い
揺
れ
に
よ
っ
て
、
地

下
の
水
を
含
ん
だ
地
層
が
流
体
の
よ
う
に
な
り
、

地
盤
の
弱
い
と
こ
ろ
や
井
戸
な
ど
の
人
工
の
通

り
道
を
通
っ
て
地
上
に
吹
き
出
し
た
り
、
上
に

乗
っ
て
い
る
地
盤
や
建
物
ご
と
移
動
し
た
り
し

ま
す
。
２
０
１
１
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

（
東
日
本
大
震
災
）
や
２
０
１
８
年
北
海
道
胆い

振ぶ
り

東
部
地
震
の
際
に
も
、
液
状
化
現
象
に
よ
る
被

害
が
発
生
し
大
き
な
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

こ
の
液
状
化
現
象
が
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
に

な
っ
た
の
は
、
１
９
６
０
年
の
新
潟
地
震
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
液
状
化
地
震
は
新
潟
地

震
か
ら
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う

か
？
　
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
か
し

あ
る
地
点
で
の
液
状
化
の
発
生
し
や
す
さ

（
し
に
く
さ
）
は
、
地
盤
と
地
下
水
面
の
条
件
、

そ
し
て
地
震
に
よ
る
揺
れ
の
強
さ
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。
海
や
川
、
湖
沼
な
ど
を
埋
め
立
て

た
場
所
や
、
過
去
に
河
川
が
流
れ
て
い
た
場
所

な
ど
は
液
状
化
が
発
生
し
や
す
い
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
の
ひ
と
つ
と
し
て
地
域
ご
と
の
液
状
化
し
や

す
さ
を
地
図
で
発
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
身
近
な
場
所
の
液
状
化
の
可
能
性
に
つ

い
て
、
あ
る
い
は
、
過
去
に
液
状
化
現
象
が
見

ら
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
い
ち
ど
調
べ
て

み
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

地
震
と
液
状
化
現
象

Column

9

液状化剥ぎとり標本（八幡市立ふるさと学習館蔵）

防災学習に役立つ
コラムや図版も
充実

京
きょう

都
と

の災
さい

害
がい
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