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表 4



　
地
球
儀
。そ
れ
は
、京
町
銀
天
街
の
昔
を
語
る
時

に
、必
ず
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
登
場
す
る
、キ
ー

ワ
ー
ド
だ
。正
確
に
は
、京
町
銀
天
街
と
現
在
の

ち
ゅ
う
ぎ
ん
通
り
が
交
差
す
る
場
所
に
あ
っ
た
こ

の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、京
町
の
人
々
に
と
っ
て
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。そ
れ
は
小
学

校
へ
の
登
下
校
時
、毎
日
目
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

朝
、店
を
開
け
る
と
き
に
目
に
入
る
も
の
で
あ
り
、

夜
呑
み
に
出
か
け
た
帰
り
道
、タ
ク
シ
ー
で
告
げ
る

「
行
き
先
」で
も
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、こ
の
場
所
に
地
球
儀
が
で
き
た
背
景
を
知

る
人
は
少
な
い
。資
料
を
辿
る
と
、京
町
銀
天
街
に

ア
ー
ケ
ー
ド
が
か
か
る
前
、昭
和
29
年
の
時
点
で
す

で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。「
繁
栄
の
象
徴
」と

い
う
人
も
い
る
が
、正
確
な
こ
と
は
分
か
ら
ず
じ
ま

い
だ
。

　
京
町
は
、江
戸
時
代
、長
崎
街
道
の
起
点
と
し
て

宿
場
や
旅
人
相
手
の
店
が
多
く
集
ま
る
場
所
だ
っ

た
。長
崎
街
道
は
、参
勤
交
代
の
往
還
路
で
あ
り
、

鎖
国
政
策
の
下
で
幕
府
が
唯
一
外
国
と
の
交
易
を

許
し
た
長
崎
に
通
じ
る
道
と
し
て
栄
え
た
。こ
の
道

を
通
っ
て
九
州
の
大
名
や
多
く
の
外
国
人
が
江
戸

に
向
か
い
、外
国
人
が
幕
府
へ
の
献
上
品
と
し
て

持
ち
込
ん
だ
舶
来
の
品
々
が
、京
町
の
人
々
の
目

に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
有
名
な
の
は
、

1
7
2
9（
享
保
14
）年
に
広
南（
現
在
の
ベ
ト
ナ

ム
・
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
）よ
り
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に

送
ら
れ
た
白
象
だ
ろ
う
か
。ま
た
、広
告
塔
を
は
じ

め
、西
洋
文
化
の
い
く
つ
か
は
京
町
に
定
着
し
、東

京
に
も
見
ら
れ
な
い
モ
ダ
ン
な
光
景
と
し
て
後
に

森
鴎
外
が
小
説
に
綴
る
こ
と
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
、日
本
に
残
る
最
古
の
地
球
儀
は

1
7
0
0
年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、

現
在
長
崎
の
松
浦
資
料
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
が
、そ
ん
な
地
球
儀
の
歴
史
と
、京
町
に
地
球
儀

が
置
か
れ
た
こ
と
と
の
間
に
は
、何
か
し
ら
関
係
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。さ
ら
に
、京
町
銀
天
街
の
脇

を
流
れ
る
紫
川
に
か
か
る
常
盤
橋
は
、伊
能
忠
敬

が
日
本
地
図
作
製
の
た
め
の
測
量
に
出
発
し
た
場

所
で
も
あ
る
。こ
の
長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
商

店
街
が
、日
本
国
内
さ
ら
に
は
世
界
に
通
じ
る
道

だ
っ
た
と
い
う
歴
史
を
き
っ
か
け
に
、こ
の
場
所
に

眠
る
、今
は
も
う
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、か
つ

て
確
か
に
存
在
し
た
時
間
や
人
、風
景
に
思
い
を

馳
せ
て
み
た
い
。そ
し
て
十
年
後
、百
年
後
に
は
そ

う
し
た
歴
史
の
地
層
の
一
部
に
な
る
今
の
光
景
を
、

少
し
だ
け
形
あ
る
も
の
と
し
て
残
し
て
み
た
い
。

京
町
に
は
、地
球
儀
が
あ
っ
た

謝
辞本

冊
子
は
、主
に
京
町
銀
天
街
協
同
組
合
の
店
主
の

皆
さ
ん
の
お
話
を
も
と
に
、京
町
銀
天
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド

設
立
前
後
か
ら
最
近
ま
で
の
銀
天
街
の
物
語
を
綴
っ
て
い

ま
す
。写
真
は
特
に
記
載
し
て
い
る
場
合
を
の
ぞ
き
、京
町

銀
天
街
協
同
組
合
店
の
提
供
に
な
り
ま
す
。過
去
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、可
能
な
限
り
複
数
の
方
の
お
話
を
参
照
し
、

資
料
に
あ
た
る
な
ど
し
ま
し
た
が
、個
人
の
記
憶
を
も
と

に
し
て
い
ま
す
の
で
、実
際
の
状
況
と
多
少
の
ず
れ
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。本
冊
子
の
性
質
を
ご
理
解
頂
き
、ご
容

赦
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。お
気
づ
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
京
町
銀
天
街
協
同
組
合
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
本
冊
子
作
成
に
あ
た
り
、多
く
の
方
に
ご
協
力
を
頂
き

ま
し
た
。特
に
江
戸
時
代
〜
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
京
町

界
隈
の
様
子
に
つ
い
て
、馬
渡
博
親
氏
に
ご
教
示
頂
き
ま

し
た
。心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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昔
、今
の
よ
う
な
水
着
が
ま
だ
無
か
っ
た
頃
、男
性

は「
金
隠
し
」と
呼
ば
れ
る
ふ
ん
ど
し
に
似
た
黒
い
布

を
腰
に
巻
い
て
い
た
。扱
っ
て
い
た
の
は
大
阪
に
本
社
の

あ
る「
ク
ロ
ネ
コ
」と
い
う
会
社
で
、そ
の
名
前
を
使
う

こ
と
を
許
さ
れ
た
小
売
店
が
北
九
州
に
二
軒
あ
る
。そ

の
一
つ
が
京
町
銀
天
街
の
ク
ロ
ネ
コ
だ
。京
町
銀
天
街

で
最
も
古
い
ク
ロ
ネ
コ
は
創
業
お
よ
そ
百
五
十
年
。現

在
の
ク
ロ
ネ
コ
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
婦
人
服
の
店
と

い
う
印
象
が
強
い
が
、五
代
目
の
渡
辺
洋
史
さ
ん
が
家

業
を
手
伝
う
た
め
に
戻
っ
て
き
た
時
は
紳
士
服
の
店

だ
っ
た
と
い
う
。そ
も
そ
も
当
時
は
婦
人
服
を
扱
う
店

自
体
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
そ
う
。社
会
に
出
て
働
く

女
性
も
少
な
く
、女
性
が
着
飾
っ
て
外
に
出
る
機
会
も

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
だ
。ク
ロ
ネ
コ
の
歩
み
は
女

性
の
社
会
進
出
の
歩
み
と
も
言
え
る
。

　
最
初
は
、紳
士
服
メ
ー
カ
ー
が
男
性
と
の
ペ
ア
ル
ッ

ク
と
し
て
つ
く
っ
た
婦
人
服
を
お
ま
け
程
度
に
置
い
て

い
た
だ
け
だ
っ
た
が
、次
第
に「
女
性
も
の
が
売
れ
る
」

と
感
じ
始
め
た
渡
辺
さ
ん
。本
格
的
に
婦
人
服
を
仕
入

れ
る
こ
と
を
決
め
た
も
の
の
、当
初
は
仕
入
れ
先
の
知

識
も
コ
ネ
も
な
い
状
態
。結
果
、当
時
出
始
め
た
ば
か

り
の
女
性
向
け
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
を
め
く
り
、雑
誌
の
最

後
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ン
ド
名
を
手
が
か
り
に
、

直
接
ひ
と
り
で
原
宿
に
向
か
い
、飛
び
込
み
で
仕
入
れ

の
お
願
い
を
し
て
ま
わ
っ
た
そ
う
。や
が
て
人
と
の
出

会
い
に
も
恵
ま
れ
、順
調
に
婦
人
服
を
仕
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
洋
服
を
セ
レ
ク
ト
す
る
際
、当
時
か
ら
変
わ
ら
な
い

の
は
色
へ
の
こ
だ
わ
り
だ
。カ
ラ
フ
ル
で
可
愛
い
、流
行
に

と
ら
わ
れ
な
い
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
ス
タ
イ
ル
が
ク
ロ
ネ
コ

の
特
徴
。ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、七
十
年
代
に
ニ
ュ
ー
ト

ラ
と
呼
ば
れ
た
、洗
練
さ
れ
た
ト
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス

タ
イ
ル
。店
の
歴
史
と
と
も
に
、贔
屓
の
お
客
さ
ん
の
年

齢
も
上
が
り
、最
近
は
四
十
〜
六
十
代
の
女
性
に
向
け

た
商
品
も
増
え
て
い
る
が
、大
人
の
エ
レ
ガ
ン
ス
を
意
識

し
た
セ
レ
ク
ト
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

　「
こ
の
お
店
で
一
番
古
い
も
の
は
何
で
す
か
？
」と
聞

く
と
、な
ん
と
江
戸
時
代
の
京
町
銀
天
街
の
区
割
り
が

描
か
れ
た
巻
物
が
で
て
き
た
。店
の
名
前
こ
そ
違
え
ど

も
、間
口
の
広
さ
や
一
画
の
大
き
さ
は
今
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
。渡
辺
さ
ん
が
小
さ
い
頃
は
二
十
〜
三
十

軒
の
お
店
が
ひ
し
め
き
合
い
、子
供
で
あ
ふ
れ
て
い
た

と
い
う
京
町
銀
天
街
。長
い
歴
史
の
中
で
は
、火
事
で

店
舗
が
焼
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。婦
人
服
が
飛
ぶ
よ
う

に
売
れ
て
商
品
を
確
保
す
る
の
も
大
変
だ
っ
た
頃
に
比

べ
る
と
、今
は
小
売
店
に
と
っ
て
お
店
を
続
け
る
の
が

難
し
い
時
代
だ
と
言
う
渡
辺
さ
ん
。そ
れ
で
も「
人
間

万
事
塞
翁
が
馬
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、人
生

の
幸
や
不
幸
は
一
概
に
は
判
断
で
き
な
い
も
の
。だ
か

ら
こ
そ
、そ
の
時
々
に
起
こ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、前
を

見
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。

つ
れ
づ
れ
京
町

レディースファッション ソニア・クロネコ
営業時間：10:30～18:30／定休日：年末年始
北九州市小倉北区京町1丁目2-11
TEL 093-521-3469
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め
の
一
種
で
、「
よ
ー
お
、よ
い
、よ
い
、や
ー
」と
い
う

か
け
声
と
と
も
に
、身
体
全
体
で
拍
手
を
打
ち
込
む

も
の
で
、そ
の
動
き
は
福
を
包
み
込
み
、運
を
持
ち
上

げ
る
姿
を
表
し
て
い
る
。

　
商
店
街
の
人
々
が
集
う
祭
り
と
し
て
は
、他
に
も

「
お
城
ま
つ
り
」や「
商
工
ま
つ
り
」な
ど
が
あ
っ
た
。お

城
ま
つ
り
は
、小
倉
城
の
再
建
を
祝
っ
て
1
9
5
9

（
昭
和
34
）年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
、一
時
は
商
店
街
の

店
主
ら
に
よ
る
仮
装
行
列
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。

内
容
は
変
わ
っ
た
が
現
在
も「
小
倉
城
ま
つ
り
」と
し

て
続
い
て
い
る
。

「
商
工
ま
つ
り
」は
1
9
5
0（
昭
和
25
）年
、小
倉

市
政
50
周
年
を
期
に
は
じ
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

期
間
中
は
様
々
な
割
引
セ
ー
ル
が
行
わ
れ
、町
は
買

い
物
客
で
賑
わ
っ
た
。魚
町
銀
天
街
に
は
、女
装
姿
で

練
り
歩
く
店
主
の
写
真
も
残
っ
て
い
る
。京
町
銀
天
街

で
は
人
々
が
笠
を
か
ぶ
り
毛
槍
な
ど
を
手
に
町
を
練

り
歩
く
大
名
行
列
が
行
わ
れ
た
。当
時
、銀
天
街
の
店

の
多
く
は
従
業
員
を
抱
え
て
お
り
、各
店
舗
か
ら
数

名
が
参
加
す
る
と
あ
っ
と
い
う
ま
に
数
十
人
の
大
所

帯
と
な
っ
た
。現
在
の
よ
う
に
娯
楽
が
無
い
時
代
、皆

で
集
ま
っ
て
一
つ
の
催
し
を
つ
く
り
、商
店
街
を
訪
れ

る
人
々
に
披
露
す
る
こ
と
は
、催
し
を
仕
掛
け
る
側

に
と
っ
て
も
楽
し
む
側
に
と
っ
て
も
、非
日
常
を
楽
し

む
貴
重
な
機
会
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
小
倉
十
日
ゑ
び
す
祭
の
歴
史
は
古
く
、1
9
0
6

（
明
治
39
）年
ま
で
遡
る
。明
治
30
年
代
、小
倉
は
深

刻
な
不
況
続
き
で
、「
足
立
の
山
か
ら
小
倉
を
見
れ

ば
、売
家
、貸
家
の
札
ば
か
り
」と
い
う
狂
歌
が
は
や

る
程
だ
っ
た
。そ
ん
な
空
気
を
一
新
し
よ
う
と
、そ
れ

ま
で
恵
比
須
神
社（
現
在
の
瑜
伽
神
社
）と
魚
町
・
京

町
の
呉
服
店
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た「
市
」を
他
の
エ

リ
ア
ま
で
広
げ
、業
種
も
拡
大
し
た
の
が「
ゑ
び
す

祭
」の
起
源
だ
。

　
現
在
の
形
の「
小
倉
十
日
ゑ
び
す
祭
　
宝
恵
か
ご

道
中
」は
、昭
和
23
年
に
は
じ
ま
っ
た
。毎
年
一
月
十
日

に
な
る
と
、商
売
の
繁
盛
を
願
い
、町
に
福
を
呼
び
込

も
う
と
、商
店
街
の
世
話
役
が
芸
者
に
扮
し
た
ミ
ス

十
日
ゑ
び
す
を
連
れ
て
町
を
練
り
歩
く
。世
話
役
ら

は
、町
の
随
所
で「
商
売
繁
盛
、ヨ
イ
ヨ
イ
ヤ
ー
」と
い

う
掛
け
声
の「
小
倉
ゑ
び
す
締
め
」を
打
ち
込
む
。町

に
は
三
味
線
や
太
鼓
の
音
が
響
き
、あ
で
や
か
な
芸

者
衆
の
華
や
か
さ
が
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
彩
る
。

ち
な
み
に「
小
倉
ゑ
び
す
締
め
」は
、伝
統
的
な
手
締

商
人
の
祭
り  

町
の
祭
り

詳細は小倉中央商業連合会（TEL&FAX 093-533-7337）まで。

小倉十日ゑびす祭宝恵かご道中わっしょい百万夏まつり
毎年8月の第一土日開催

詳細はわっしょい百万夏まつり振興会（093-541-5472）まで
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小
倉
で
生
ま
れ
、幼
少
の
頃
か
ら
京
町
銀
天
街
で
過

ご
し
た
生
粋
の
商
人
、小
川
由
之
さ
ん
。現
在
の
場
所

に
曾
祖
父
が
最
初
に
お
店
を
開
い
た
の
は
明
治
時
代

の
こ
と
。戦
後
、「
こ
れ
か
ら
は
平
和
産
業
を
」と
、時
計

店
に
修
行
に
出
た
小
川
さ
ん
の
父
親
は
、当
初
魚
町
に

店
を
構
え
る
が
、1
9
5
4（
昭
和
29
）年
、小
川
さ
ん

が
3
歳
の
時
に
元
々
お
店
が
あ
っ
た
場
所
へ
移
っ
て
き

た
。今
も
オ
ガ
ワ
時
計
店
に
置
か
れ
て
い
る
大
き
な
標

準
時
計
は
、時
計
が
ネ
ジ
式
だ
っ
た
時
代
、人
々
が
正

確
な
時
間
を
知
る
た
め
の
も
の
で
、父
の
代
か
ら
続
く

も
の
だ
。今
は
も
う
時
を
刻
む
こ
と
は
な
い
が
、そ
れ
で

も
時
計
店
の
伝
統
と
し
て
、お
店
の
真
ん
中
に
置
か
れ

て
い
る
。

　
昭
和
30
年
前
後
の
京
町
は
、魚
町
以
上
の
人
通
り
を

誇
っ
て
い
た
。ま
だ
朝
鮮
戦
争
の
名
残
が
残
り
、街
に
は

進
駐
軍
の
姿
も
あ
っ
た
。

　
小
川
さ
ん
が
小
学
生
の
頃
、京
町
の
ア
ー
ケ
ー
ド
が

完
成
。現
在
ホ
テ
ル
が
建
っ
て
い
る
場
所
は
、当
時
銀
行

で
、し
ば
し
ば
金
魚
売
り
や
古
本
屋
さ
ん
が
や
っ
て
き

た
。夕
方
５
時
く
ら
い
に
な
る
と
、紙
芝
居
の
始
ま
り

を
告
げ
る
拍
子
木
の
音
が
通
り
に
響
い
た
。近
所
に
同

じ
年
頃
の
子
ど
も
も
多
く
、店
を
持
つ
親
同
士
、忙
し

い
時
に
は
自
然
と
助
け
合
う
環
境
が
あ
っ
た
。

　
大
学
進
学
を
経
て
、小
川
さ
ん
が
再
び
京
町
に
戻
っ

た
の
は
１
９
７
４（
昭
和
49
）年
。大
学
で
の
専
攻
は
、

船
舶
な
ど
大
型
機
械
工
学
だ
っ
た
が
、当
時
の
お
店
の

主
流
は
メ
ガ
ネ
。勉
強
会
や
研
修
会
に
参
加
し
、検
眼

技
術
や
加
工
技
術
を
学
び
、資
格
を
取
得
し
て
い
っ

た
。当
時
は
フ
レ
ー
ム
に
合
わ
せ
、手
で
ガ
ラ
ス
を
削
っ

て
成
形
し
て
い
た
時
代
。多
い
日
に
は
ガ
ラ
ス
の
入
れ

替
え
で
一
日
20
枚
以
上
に
な
る
こ
と
も
。今
は
時
計
も

メ
ガ
ネ
も
修
理
が
主
流
だ
が
、当
時
は「
と
に
か
く
販

売
に
力
を
入
れ
ろ
」が
先
代
の
口
癖
だ
っ
た
。一
日
に
修

理
で
き
る
数
に
は
限
度
が
あ
る
が
、販
売
は
力
を
入
れ

た
だ
け
伸
び
る
。小
売
店
の
多
く
は
、特
定
の
企
業
や

役
所
の
指
定
店
と
な
っ
て
い
て
、職
員
は
勤
め
先
の
指

定
店
で
商
品
を
買
っ
て
い
た
。定
期
的
に
商
品
を
詰
め

た
ケ
ー
ス
を
持
っ
て
取
引
の
あ
る
会
社
を
周
り
、会
社

で
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。社
内
で
の
雑
談

か
ら
新
し
い
商
品
の
話
に
な
っ
た
り
、眼
鏡
や
腕
時
計

を
新
調
す
る
流
れ
に
な
っ
た
り
し
た
そ
う
。商
い
の
原

型
で
も
あ
る
、顔
の
見
え
る
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
感

じ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。今
も
オ
ガ
ワ
時
計
店
の
顧
客
は
、

昔
か
ら
付
き
合
い
の
あ
る
馴
染
み
の
方
が
多
い
と
言

う
。長
年
の
お
客
さ
ん
の
こ
と
は
、好
み
を
含
め
良
く
分

か
る
が
、最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
量
販
店
で
購
入

し
、修
理
の
時
だ
け
専
門
店
を
訪
れ
る
人
が
増
え
た
。

「
馴
染
み
」に
な
る
習
慣
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
る
。

オ
ガ
ワ
時
計
店
の
70
年
近
い
歴
史
の
中
で
、商
品

も
、そ
れ
を
と
り
ま
く
技
術
も
変
わ
っ
た
。店
の
前
の
風

景
も
、年
々
変
わ
っ
て
い
く
。そ
の
変
化
を
楽
観
的
に
も

悲
観
的
に
も
捉
え
な
い
。続
く
限
り
、続
け
ら
れ
る
限

り
、日
々
目
の
前
の
仕
事
と
向
き
合
っ
て
い
く
。

営業時間：10:00～19:00　　定休日：第1・3水曜日・第4日曜日
北九州市小倉北区京町1丁目6-28　TEL 093-521-3663

オガワ時計店
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　「
段
々
、小
倉
が
近
く
な
っ
て
来
る
。最
初
に
見
え
る
人

家
は
旭
町
の
遊
郭
で
あ
る
。ど
の
家
に
も
二
階
の
欄
干
に

赤
い
布
団
が
掛
け
て
あ
る
。こ
ん
な
日
に
干
す
の
で
も
あ

る
ま
い
。毎
日
降
る
も
の
だ
か
ら
、か
う
し
て
曝
す
の
で

あ
ろ
う
。が
ら
が
ら
と
音
が
し
て
汽
車
が
紫
川
の
鉄
道
橋

を
渡
る
と
、間
も
な
く
小
倉
停
車
場
に
つ
く
。」

　
こ
れ
は
森
鴎
外
の
小
説
、『
鶏
』の
一
節
で
あ
る
。旭
町

は
、現
在
の
京
町
銀
天
街
の
北
側
の
一
帯
を
指
す
が
、こ

の
場
所
に
は
か
つ
て
遊
郭
や
料
亭
が
並
ん
で
い
た
。

　
文
中
に
登
場
す
る
小
倉
停
車
場
は
小
倉
駅
の
こ
と
だ

が
、場
所
は
今
の
西
小
倉
駅
か
ら
東
に
百
メ
ー
ト
ル
程
の

場
所
に
あ
っ
た
。こ
の
後
、小
説
の
主
人
公
の
石
田
は
室

町
の
宿
屋
に
入
る
の
だ
が
、室
町
か
ら
常
盤
橋
を
渡
る
と

京
町
銀
天
街（
当
時
の「
京
町
商
店
街
」）に
な
る
。

　
こ
の
常
盤
橋
の
袂
に
は「
円
い
柱
が
立
っ
て
」い
て
、「
赤

や
青
や
黄
な
紙
に
、大
き
い
文
字
だ
の
、あ
ら
い
筆
使
い

の
画
な
ど
を
書
い
て
、新
し
く
開
け
た
店
の
広
告
、そ
れ

か
ら
芝
居
の
見
せ
も
の
な
ど
の
興
行
の
広
告
を
す
る
」の

に
使
わ
れ
て
い
た
。こ
の
広
告
塔
と
伝
便（
現
在
の
メ
ッ
セ

ン
ジ
ャ
ー
的
な
存
在
）を
鴎
外
は
、東
京
に
は
な
い
小
倉

の
風
俗
と
紹
介
し
て
い
る（
森
鴎
外『
独
身
』）。と
は
い

え
、そ
の
後
に
は
、小
倉
で
広
告
を
貼
る
意
味
が
あ
る
の

は
、常
盤
橋
の
袂
と「
大
門
町
の
石
垣
」く
ら
い
し
か
な

く
、広
告
も
手
描
き
の
ざ
っ
く
り
し
た
も
の
だ
、と
い
う

突
っ
込
み
が
入
る
が
、と
に
か
く
当
時
常
盤
橋
の
辺
り

は
、小
倉
で
も
有
数
の
人
通
り
の
多
い
場
所
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。室
町
か
ら
京
町
銀
天
街
を
抜
け
る
道
は

小
倉
の
目
抜
き
通
り
で
、文
字
通
り
人
波
を
か
き
分
け

な
が
ら
歩
く
よ
う
な
時
期
も
あ
っ
た
、と
昔
を
知
る
人
は

言
う
。

　
西
か
ら
東
へ
の
人
の
流
れ
は
、小
倉
駅
の
移
転
に
伴
い

北
か
ら
南
へ
と
変
わ
り
、以
降
京
町
銀
天
街
は
少
し
ず
つ

人
通
り
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
。郊
外
の
大
型
店
舗
の
発

達
に
よ
る
中
心
市
街
地
の
空
洞
化
も
そ
の
流
れ
に
拍
車

を
か
け
た
。時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、ま
ち
の
風

景
も
変
わ
る
。か
つ
て
町
の
中
心
を
走
っ
て
い
た
路
面
電

車
は
無
く
な
り
、変
わ
り
に
南
北
を
繋
ぐ
モ
ノ
レ
ー
ル
が

で
き
た
。鴎
外
の
小
説
に
登
場
す
る
地
名
の
多
く
も
今
は

消
え
て
し
ま
っ
た
。そ
れ
で
も
復
元
さ
れ
た
広
告
塔
や
、

町
中
に
残
る
石
碑
が
、当
時
の
面
影
を
今
に
伝
え
る
。

常
盤
橋
と
広
告
塔
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室
町
か
ら
常
磐
橋
を
渡
る
と
京
町
銀
天
街
に
着
く
。橋

か
ら
ア
ー
ケ
ー
ド
に
至
る
道
が
一
直
線
で
な
い
の
は
、江
戸

時
代
、城
ま
で
一
気
に
攻
め
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

わ
ざ
と
ジ
グ
ザ
グ
に
道
を
配
置
し
た
名
残
だ
と
い
う
。こ
の

紫
川
に
面
し
た
角
に
は
、百
年
近
く
続
い
た
老
舗
の
お
茶

屋
さ
ん「
く
し
き
」が
あ
っ
た
。京
町
銀
天
街
を
訪
れ
る

人
々
を
迎
え
入
れ
る
こ
の
場
所
に
、今
建
っ
て
い
る
の
が「
一

丁
目
の
元
気
」だ
。

　
一
丁
目
の
元
気
を
運
営
す
る
の
は
、北
九
州
小
規
模
連
。

障
が
い
を
持
つ
人
々
が
働
く
事
業
所
が
集
ま
っ
て
生
ま
れ

た
団
体
だ
。市
内
に
障
が
い
者
が
働
く
事
業
所
は
多
い
が
、

そ
の
商
品
を
扱
う
お
店
は
少
な
い
。一
丁
目
の
元
気
は
事
業

所
の
商
品
を
専
門
に
扱
う
お
店
と
し
て
、市
内
中
心
街
に

オ
ー
プ
ン
し
た
最
初
の
店
舗
だ
。ト
イ
レ
は
身
体
に
障
が
い

の
あ
る
人
に
も
使
い
や
す
い
構
造
で
、「
ま
ち
の
ト
イ
レ
」と

し
て
誰
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

2
0
0
8（
平
成
20
）年
11
月
の
オ
ー
プ
ン
以
来
、障

が
い
者
施
設
と
地
域
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
て
き
た

一
丁
目
の
元
気
。お
菓
子
や
日
常
的
な
雑
貨
、ア
ク
セ
サ

リ
ー
な
ど
、幅
広
い
商
品
を
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
値
段
で
販

売
し
て
い
る
た
め
、お
客
様
の
年
齢
幅
も
広
く
、性
別
を
問

わ
ず
多
く
の
方
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。健
常
者
に
と
っ
て

は
、障
が
い
者
の
方
が
つ
く
っ
た
商
品
に
ふ
れ
る
き
っ
か
け

に
な
る
場
所
で
あ
り
、障
が
い
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
に

と
っ
て
は
、情
報
収
集
や
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
事
業
所
で
、人
の
手
に
よ
っ
て
一
つ
ず
つ
作
ら
れ
る
商
品

に
は
一
点
も
の
が
多
い
の
も
特
徴
。陶
器
の
カ
ッ
プ
や
プ

レ
ー
ト
は
、普
段
使
い
の
シ
ン
プ
ル
さ
と
手
作
業
に
よ
る
味

わ
い
を
併
せ
持
っ
て
い
て
、思
わ
ず
手
に
取
っ
て
し
ま
う
。点

字
が
印
字
さ
れ
た
封
筒
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
な
ど
、事
業
所
な
ら

で
は
の
商
品
も
。ク
ッ
キ
ー
な
ど
の
焼
き
菓
子
は
添
加
物
な

し
で
良
質
な
素
材
が
自
慢
。市
内
の
事
業
所
か
ら
毎
週
届

く
、減
農
薬
の
露
地
野
菜
も
人
気
だ
。毎
月
第
３
金
曜
日

に
は「
ワ
ン
コ
イ
ン
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
」も
行
う
な
ど
、リ
ラ
ク

ゼ
ー
シ
ョ
ン
も
提
供
し
て
い
る
。一
丁
目
の
元
気
の
売
り
上

げ
は
、手
数
料
な
ど
を
取
る
こ
と
な
く
、そ
の
ま
ま
各
事
業

所
の
収
益
に
な
る
。日
々
の
買
い
物
が
、商
品
を
つ
く
っ
て
い

る
人
々
や
事
業
所
を
直
接
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
の
が
嬉
し
い
。

　
障
が
い
や
福
祉
は
、時
に
当
事
者
と
そ
れ
以
外
と
を
隔

て
る
垣
根
に
も
な
り
が
ち
だ
。一
丁
目
の
元
気
は
、作
り
手

と
商
品
の
魅
力
を
前
面
に
出
す
こ
と
で
、そ
う
し
た
垣
根
を

双
方
が
乗
り
越
え
や
す
く
す
る
仕
組
み
を
提
案
す
る
。障

が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
作
る
も
の
が
、普
段
の
生
活
の
中

で
当
た
り
前
に
楽
し
ま
れ
る
社
会
は
、障
が
い
の
あ
る
人
も

そ
う
で
は
な
い
人
も
、少
し
生
き
や
す
さ
を
感
じ
ら
れ
る
社

会
か
も
し
れ
な
い
。人
の
手
の
温
も
り
を
感
じ
る
商
品
が
生

み
出
す
あ
た
た
か
な
空
気
に
つ
つ
ま
れ
た
こ
の
場
所
は
、こ

の
街
の「
元
気
」の
源
だ
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：11:00～17:00　定休日：日曜日・月曜日
北九州市小倉北区京町1丁目6-1　TEL 093-383-6061一丁目の元気
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新
年
の
京
町
銀
天
街
で
目
を
引
く
の
は
、ア
ー
ケ
ー
ド
に
設
置
さ

れ
た
巨
大
な
干
支
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
だ
。銀
天
街
の
店
主
に
よ
っ

て
毎
年
つ
く
ら
れ
て
い
る
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
を
楽
し
み
に
訪
れ
る

人
も
多
い
。こ
う
し
た
取
り
組
み
以
外
に
も
、京
町
銀
天
街
は
こ
れ
ま

で
、歴
史
あ
る
商
店
街
に
ふ
さ
わ
し
い「
風
情
」を
感
じ
さ
せ
る
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
を
手
掛
け
て
き
た
。様
々
な
事
情
で
今
は
継
続
し
て
い

な
い
も
の
も
あ
る
が
、こ
こ
で
、こ
こ
10
年
ほ
ど
の
京
町
銀
天
街
の
取

り
組
み
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
長
ら
く
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
た
の
は
毎
年
８
月
に
行
わ
れ
て

い
た「
京
町
風
情 

千
の
灯
り
」。2
0
1
1（
平
成
23
年
）年
3
月
11

日
に
お
き
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
で
亡
く
な
っ
た
方
々
の
追
悼

の
意
を
込
め
て
始
ま
っ
た
こ
の
催
し
で
は
、紫
川
沿
い
の
広
場
に
数
千

個
の
竹
灯
篭
が
設
置
さ
れ
た
。秋
に
は「
町
衆
海
衆 

秋
ま
つ
り
」。京

町
銀
天
街
の
飲
食
店
が
参
加
し
、京
町
ゆ
か
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
ら

に
よ
る
ス
テ
ー
ジ
が
行
わ
れ
る
な
ど
、地
域
に
よ
る
地
域
の
た
め
の

お
祭
り
だ
っ
た
。こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
は
す
で
に
終
了
し
て
い
る
が
、

「
風
情
」を
テ
ー
マ
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
は
、今
後
も
続
い
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で「
千
の
灯
り
」が
行
わ
れ
た
常
盤
橋
広
場
に
は
2
0
1
4

（
平
成
26
）年
に
植
樹
さ
れ
た
、桜
の
木
が
一
本
あ
る
。ま
だ
若
い
こ
の

修
善
寺
桜
は
、3
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
花
が
咲
き
始
め
る
寒
桜
の
一
種
。

細
い
な
が
ら
も
そ
の
開
花
は
、冬
の
終
わ
り
と
と
も
に
、新
た
な
季
節

の
始
ま
り
を
感
じ
さ
せ
、人
々
を
明
る
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
の
桜
の
木
の
下
で
行
わ
れ
て
き
た
の
は「
桜
ま
つ
り
」。少
々
の
飲
食

と
、野
点
、そ
し
て
音
楽
に
踊
り
と
、京
町
ら
し
い
こ
じ
ん
ま
り
し
た
春

の
お
祝
い
だ
。2
0
1
5（
平
成
27
）年
以
降
は
、京
町
川
柳
大
賞
の
授

賞
式
も
行
わ
れ
、あ
る
年
に
は
1
9
5
0（
昭
和
25
）年
に
つ
く
ら
れ
、

長
い
間
小
倉
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た「
小
倉
音
頭
」を
新
た
な
振

付
け
で
復
元
披
露
す
る
催
し
も
行
わ
れ
た
。「
小
倉
音
頭
」（
作
詞
・
山

田
繁
雄
、作
曲
・
古
賀
政
男
）は
、こ
れ
ま
で
何
人
か
の
歌
い
手
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
て
き
た
が
、最
初
に
録
音
さ
れ
た
赤
坂
小
梅
に
よ
る
も
の
が
、

小
倉
の
人
間
に
は
最
も
馴
染
み
が
深
い
。小
梅
姐
さ
ん
と
親
し
ま
れ
た

赤
坂
小
梅
は
1
9
2
0（
大
正
9
）年
に
芸
者
と
な
り
、京
町
の
裏
に

あ
っ
た
旭
検
番
よ
り
芸
妓
名「
梅
若
」で
デ
ビ
ュ
ー
。そ
の
後
、美
声
を

買
わ
れ
上
京
し
、赤
坂
小
梅
と
改
名
し「
炭
鉱
節
」「
黒
田
節
」な
ど

数
々
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
生
ん
だ
。「
小
倉
音
頭
」は
か
つ
て
地
域
の
盆
踊
り

や
お
城
祭
り
、祇
園
祭
で
も
踊
ら
れ
、あ
る
年
代
の
人
々
に
は
子
ど
も

時
代
の
思
い
出
が
蘇
る
、懐
か
し
さ
を
感
じ
る
一
曲
で
も
あ
る
。
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京
町
銀
天
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
内
、戦
時
中
に
拡
張
さ
れ

た「
ち
ゅ
う
ぎ
ん
通
り
」に
ほ
ど
近
い
場
所
に「
味
楽（
み
ら

く
）」は
あ
る
。通
り
を
挟
ん
だ
向
か
い
、パ
チ
ン
コ
店

「
B
A
S
E
小
倉
」が
あ
る
一
画
に
、米
田
さ
ん
の
祖
母
・
静

枝
さ
ん
が
お
店
を
開
い
た
の
は
戦
後
間
も
な
く
の
こ
と
。

物
資
も
ま
だ
十
分
で
な
い
時
代
、一
銭
焼
き
の
よ
う
な「
粉

も
の
」か
ら
始
ま
っ
た
お
店
は
、流
通
が
戻
る
に
従
い
現
在

の
活
魚
中
心
の
居
酒
屋
ス
タ
イ
ル
に
。

　
以
前
は
う
ど
ん
屋
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
今
の
場
所
に
味

楽
が
移
っ
た
の
は
１
９
９
６
年（
平
成
８
）年
。そ
の
わ
ず

か
10
年
後
、先
代
の
父
親
が
急
逝
。米
田
さ
ん
は
26
歳
の

若
さ
で
味
楽
の
三
代
目
と
な
っ
た
。

　
先
代
の
や
り
方
を
学
ぼ
う
に
も
父
は
も
う
い
な
い
。「
自

分
の
や
り
方
で
進
む
し
か
な
い
」と
心
を
決
め
、最
初
に
始

め
た
の
は
毎
日
の
朝
礼
だ
そ
う
。「
自
分
の
姿
勢
や
や
り

方
を
伝
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
」を
考
え
た
結
果

だ
っ
た
。良
い
事
も
悪
い
事
も
す
べ
て
ス
タ
ッ
フ
と
共
有
し

た
。共
に
学
び
、共
に
試
行
錯
誤
す
る
。三
代
目
独
自
の
経

営
手
法
の
基
本
は
そ
こ
に
あ
る
。

　「
人
を
大
切
」に
す
る
米
田
さ
ん
の
姿
勢
は
徹
底
し
て

い
る
。料
理
が
新
鮮
で
美
味
し
い
の
は
当
た
り
前
。そ
の
上

で
お
客
さ
ん
に
長
く
親
し
ん
で
頂
く
た
め
に
ス
タ
ッ
フ
の

教
育
に
力
を
入
れ
る
。馴
染
み
の
方
に
お
名
前
で
呼
び
か

け
る
。い
つ
も
注
文
さ
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
を
覚
え
て
声
を
か
け

る
。お
客
さ
ん
の
様
子
に
気
を
配
り
、常
に
先
回
り
し
て

サ
ー
ビ
ス
を
す
る
。自
ら
考
え
動
く
、大
変
な
こ
と
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
と
し
て
が
ん
ば
る
優
秀
な
人
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

基
本
給
も
高
く
設
定
す
る
。も
ち
ろ
ん
味
楽
の
仕
事
は

ハ
ー
ド
で
、同
じ
給
料
で
も
っ
と
楽
な
仕
事
は
い
く
ら
で
も

あ
る
。そ
れ
で
も
仕
事
の
や
り
が
い
が
、「
ま
た
会
い
た
い
」

と
思
わ
せ
る
魅
力
的
な
ス
タ
ッ
フ
を
引
き
寄
せ
る
。

　
既
成
の
概
念
に
囚
わ
れ
ず
、独
自
の
視
点
で
ユ
ニ
ー
ク

な
試
み
に
挑
戦
し
て
き
た
味
楽
。以
前
伺
っ
た
際
は
、多
忙

な
調
理
場
で
つ
い
皿
を
割
っ
て
し
ま
う
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、

皿
作
り
体
験
の
機
会
を
つ
く
り
、「
自
分
が
作
っ
た
皿
」に

愛
着
を
持
つ
こ
と
で
皿
へ
の
意
識
を
変
え
る
と
い
う
話
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
。問
題
や
困
難
に
直
面
し
て
も
、常
に
前

を
向
く
姿
勢
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
広
が
り
の
中
で

も
変
わ
ら
な
い
。先
の
見
え
な
い
状
況
の
中
で
、味
楽
の
動

き
は
早
か
っ
た
。2
0
2
0（
令
和
２
）年
4
月
の
段
階
で

4
店
舗
す
べ
て
の
夜
営
業
を
停
止
。現
在
夜
営
業
を
行
う

の
は「
本
店
」の
み
。京
町
銀
天
街
の「
別
館
」を
セ
ン
ト
ラ

ル
・
キ
ッ
チ
ン
化
し
、「
中
銀
通
り
店
」は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
専

門
に
。コ
ロ
ナ
も
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
、ク
リ
ス

マ
ス
・
オ
ー
ド
ブ
ル
や
お
節
料
理
を
手
が
け
多
く
の
支
持

を
得
た
。お
弁
当
の
販
売
を
始
め
る
と
、同
じ
商
店
街
で

働
く
ご
近
所
さ
ん
た
ち
が
毎
日
の
よ
う
に
お
昼
ご
飯
を

買
い
に
来
て
く
れ
る
。町
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。

　
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
職
人
気
質
だ
っ
た
先
代
か
ら
店
を

継
ぎ
、人
を
大
切
に
す
る
経
営
哲
学
で
大
き
く
な
っ
て
き

た
味
楽
。社
会
の
状
況
が
変
わ
っ
て
も
魅
力
的
な
味
楽
ス

タ
ッ
フ
の
笑
顔
は
変
わ
ら
な
い
。そ
し
て
、米
田
さ
ん
が「
こ

れ
だ
け
は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
も
使
い
続
け
る
」と
言
う
、

祖
母
の
代
か
ら
続
く
メ
ニ
ュ
ー
黒
板
も
、い
つ
も
の
場
所
か

ら
味
楽
の
台
所
を
見
守
り
続
け
て
い
る
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：17:00～24:00（OS.23:30）
定休日：不定休
北九州市小倉北区京町1丁目6-28 TEL 093-531-6504

活魚居酒屋 味楽
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京
町
川
柳
大
賞
受
賞
句

出
張
は
妻
も
夫
も
う
れ
し
い
日

エ
ミ
リ
ー

第
一
回
最
優
秀
賞

初
手
当
精
一
杯
の
花
一
輪

つ
る
姫

ネ
ク
タ
イ
を
外
し
た
日
か
ら
好
き
な
道
ぶ
ち
の
白
馬

第
二
回
最
優
秀
賞

何
歳
ま
で
恋
に
悩
め
ば
い
い
の
や
ら

直
子

第
三
回
最
優
秀
賞

焼
き
鳥
の
串
で
未
来
を
指
し
て
い
る

智
鈴

終
活
を
一
旦
休
む
一
目
惚
れ

井
戸
乃
蛙

第
四
回
最
優
秀
賞

終
活
の
進
み
具
合
を
妻
が
聞
く

俊
元

平
凡
に
生
き
て
平
均
寿
命
越
え

や
ん
ち
ゃ
ん

第
五
回
最
優
秀
賞

席
替
え
で
老
人
会
も
盛
り
上
が
り

ほ
り
・
た
く

し
ゃ
ぼ
ん
玉
高
く
高
く
と
小
さ
な
手
和

第
六
回
最
優
秀
賞

肌
荒
れ
を
さ
せ
た
マ
ス
ク
で
荒
れ
隠
し
む
ら
さ
き

長
生
き
を
し
た
い
と
思
う
孫
の
酌

猫
柳

第
七
回
最
優
秀
賞

　
京
町
銀
天
街
協
同
組
合
理
事
長
・
辻
利
之
さ
ん
は
、皆
様
に
安
心
し
て
楽
し
く

お
買
い
物
や
お
食
事
を
し
て
い
た
だ
け
る
銀
天
街
で
あ
る
た
め
に
、い
ろ
い
ろ
な
取

り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
0
0
3（
平
成
15
）年
の
こ
と
で
す
。辻
さ
ん
は
一
回
だ
け
の
催
事
で
は
な
く
、

お
金
を
か
け
ず
に
ず
っ
と
続
け
ら
れ
る
物
で
、皆
様
に
喜
ん
で
頂
け
る
こ
と…

と

考
え
、私
に
協
力
を
求
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。す
ぐ
に
ク
ラ
フ
ト
作
家
の
松

岡
忠
夫
さ
ん
に
相
談
し
ま
し
て
、銀
天
街
に
定
期
的
に
川
柳
を
飾
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
決
ま
り
ま
し
た
。松
岡
さ
ん
か
ら「
ま
ず
十
年
続
け
ま
し
ょ
う
」と
言
わ
れ
ま

し
た
。最
初
は
お
正
月
に「
十
円
で
彼
下
さ
い
と
初
詣
で
」「
福
袋
フ
リ
ー
サ
イ
ズ
に

し
て
ほ
し
い
」他
三
句
、私
の
川
柳
を
。そ
れ
を
毎
日
新
聞
が
大
き
く
扱
っ
て
下
さ

2
0
0
3（
平
成
15
）年
8
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た「
セ
ン
リ
ュ
ウ
・
ザ
・
京
町
」は
、

北
九
州
で
川
柳
句
会「
セ
ブ
ン
テ
ィ
ー
ン
」を
主
宰
す
る
お
鶴
さ
ん
の
協
力
の
下
、

当
時
空
き
店
舗
が
増
え
つ
つ
あ
っ
た
銀
天
街
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と
人
の
流
れ
を

呼
び
戻
す
目
的
で
は
じ
め
ら
れ
た
。2
0
0
9（
平
成
21
）年
か
ら
公
募
形
式
と
な

り
、お
鶴
さ
ん
が
選
ん
だ
優
秀
作
品
を
ア
ー
ケ
ー
ド
内
に
掲
示
し
て
き
た
。続
け

て
い
く
う
ち
に
、川
柳
の
あ
る
通
り
と
し
て
次
第
に
認
知
度
が
ア
ッ
プ
。川
柳
を
眺

め
な
が
ら
銀
天
街
を
歩
く
人
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。京
町
に
句
が
掲

げ
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、投
稿
を
続
け
る
方
も
増
え
、投
稿
者
は
全
国
に
広

が
り
つ
つ
あ
る
。作
品
は
２
ヶ
月
ご
と
に
入
れ
替
え
を
行
い
、掲
示
さ
れ
た
作
品
は

こ
れ
ま
で
1
5
0
0
句
以
上
に
の
ぼ
る
。

り
、「
セ
ン
リ
ュ
ウ・
ザ
・
京
町
」が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

2
0
1
0（
平
成
22
）年
か
ら
は
投
句
用
紙
も
作
り
、一
般
か
ら
も
募
集
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
通
勤
通
学
で
銀
天
街
を
通
る
皆
様
方
か
ら「
毎
日
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」「
も

う
全
部
覚
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。い
つ
か
け
替
え
る
の
で
す
か
？
」「
転
勤
で
北
九
州

に
来
ま
し
た
が
、上
司
の
名
前
よ
り
先
に
川
柳
を
覚
え
ま
し
た
。」な
ど
な
ど
沢
山

の
声
が
届
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
２
０
１
５（
平
成
27
）年
よ
り
応
募
作
品

の
中
か
ら
年
間
賞
を
選
び
、桜
ま
つ
り
で
表
象
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
皆
様
の
応
援
と
ご
協
力
の
お
陰
で
投
句
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。京
町
銀
天
街
を

歩
き
な
が
ら
川
柳
を
読
ん
で
頂
き
、ぷ
っ
と
吹
き
出
し
た
り
共
感
し
た
り
し
て
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
京
町
銀
天
街
そ
し
て
北
九
州
を
元
気
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。京町川柳大賞・審査委員長　お鶴

愛媛県に生まれ、福岡県北九州市で育つ。西南女学院中・高
等学校、西南学院大学を卒業。大学卒業後すぐに結婚し、一男
一女の母となる。北九州で川柳句会「セブンティーン」主宰。

京
町
川
柳
大
賞
・
審
査
委
員
長

お
鶴
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

京
町
川
柳
大
賞
に
つ
い
て

〒802-0002
北九州市小倉北区京町1丁目5-10-3F
「工房 自由空間 川柳大賞」係
FAX  093-541-3288  E-MAIL matsuoka@iki.bbiq.jp

応 募 先

以下を添え、メール・FAX、または郵送にてご応募下さい。
①川柳　②柳名　③本名　④住所　⑤電話番号

川柳大賞応募方法

1617

※

過
去
の
川
柳
作
品
は
、京
町
銀
天
街
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。



小
林
文
具
店
は
1
9
2
5（
大
正
14
）年
10
月
創
業
。自
他
と
も

に
認
め
る
寡
黙
な
店
主
・
小
林
昭
一
さ
ん
は
3
代
目
。「
仕
事
を
す

る
よ
り
遊
ん
で
い
る
方
が
良
い
」と
、言
い
な
が
ら
も
、社
長
に
な
っ

て
30
年
以
上
、お
店
に
入
っ
た
年
か
ら
数
え
る
と
50
年
。実
に
半
世

紀
も
の
間
、家
業
を
守
っ
て
き
た
。

　
現
在
の
場
所
に
文
具
店
を
開
い
た
の
は
、小
林
さ
ん
の
祖
父
。昔

の
事
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
が
、終
戦
直
後
の
物
が
無
い
時
代
、

紙
を
切
り
、重
ね
て
つ
く
っ
た
手
作
り
の
ノ
ー
ト
が
良
く
売
れ
た
、

と
い
う
話
は
先
代
か
ら
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
。「
紙
屋
」と
呼
ば
れ

て
い
た
時
代
も
あ
る
そ
う
で
、実
際
、古
い
地
図
に
は「
小
林
紙
店
」

と
書
か
れ
て
い
る
。店
が
で
き
た
当
初
の
京
町
は
、小
倉
の
目
抜
き

通
り
と
し
て
栄
え
て
い
た
が
、1
9
5
8（
昭
和
33
年
）に
小
倉
駅
が

今
の
場
所
に
移
転
し
て
以
降
、徐
々
に
賑
わ
い
が
薄
れ
て
い
く
。東

京
で
の
修
行
を
終
え
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
翌
年
に
店
で
働
き
始
め
た

小
林
さ
ん
は
、か
つ
て
の
京
町
の
賑
わ
い
を
肌
で
感
じ
た
こ
と
は
な

い
。

　
そ
れ
で
も
当
時
は
、今
ほ
ど
商
店
街
主
体
の
販
促
活
動
は
必
要
と

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。国
の
経
済
も
上
り
調
子
な
時
代
、家
業
に
精
を

出
す
こ
と
で
、日
々
の
暮
ら
し
が
潤
い
、地
域
に
活
気
が
生
ま
れ
た
。

そ
ん
な
中
、記
憶
に
あ
る
の
は
、近
所
の
商
店
主
が
集
ま
っ
て
作
っ
た

京
町
有
名
七
店
会
の
こ
と
だ
。メ
ン
バ
ー
は
、当
時
の
京
町
二
丁
目

（
現
在
の
京
町
銀
天
街
協
同
組
合
二
組
）に
店
を
構
え
て
い
た
七
店
。

眼
鏡
の
セ
コ
ー
ル
、オ
ガ
ワ
時
計
店
、小
林
文
具
店
、大
長
ふ
と
ん

店
、高
橋
電
気
店
、船
津
カ
バ
ン
店
、文
苑
堂（
書
店
）。特
に
何
を
し

た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、正
月
に
は
八
坂
神
社
で
餅
ま
き
を
し

た
も
の
だ
っ
た
。

　
日
用
品
で
あ
る
文
具
は
、昔
か
ら
堅
い
商
売
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。か
つ
て
学
校
の
近
く
に
は
、文
具
や
駄
菓
子
な
ど
を
置
い
た
雑
貨

屋
が
一
軒
く
ら
い
は
あ
っ
た
も
の
だ
が
、そ
れ
も
手
堅
さ
故
の
こ
と
だ

ろ
う
。た
だ
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
が
増
え
る
に
つ
れ
、そ
う
し
た
お

店
も
少
な
く
な
っ
た
。小
林
文
具
店
は
、昔
か
ら
卸
し
と
小
売
り
の

両
方
を
行
っ
て
い
た
。商
品
を
卸
す
の
は
主
に
近
隣
の
小
売
店
や
会

社
。ア
ル
バ
イ
ト
の
男
子
高
校
生
が
、自
転
車
に
事
務
用
品
を
載
せ

て
配
達
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。現
在
の
小
林
文
具
店
の
顔
は
、和
紙

や
季
節
ご
と
に
入
れ
替
わ
る
様
々
な
種
類
の
便
箋
、封
筒
、ポ
チ
袋

と
い
っ
た
紙
製
品
。和
紙
を
用
い
た
手
芸
品
の
サ
ン
プ
ル
が
置
か
れ

た
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
は
、外
国
人
観
光
客
も
し
ば
し
ば
足
を
止

め
る
。妻
の
由
紀
子
さ
ん
が
仕
事
の
傍
ら
続
け
て
い
る
折
り
紙
作
品

も
華
を
添
え
る
。事
務
用
品
の
よ
う
に
カ
タ
ロ
グ
の
あ
る
商
品
は
価

格
競
争
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。だ
か
ら
こ
そ
カ
タ
ロ
グ
の
な
い

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
商
品
を
セ
レ
ク
ト
し
て
い
る
。

昔
は
木
造
二
階
建
て
だ
っ
た
小
林
文
具
店
。老
朽
化
も
あ
っ
て

平
成
元
年
に
建
て
替
え
た
。店
舗
の
奥
の
倉
庫
に
は
、昭
和
24
年
製

の
紙
の
断
裁
機
が
置
か
れ
て
い
て
、今
も
現
役
で
動
い
て
い
る
。か

つ
て
向
か
い
に
あ
っ
た
銀
行
は
ホ
テ
ル
に
な
り
、馴
染
み
の
店
も

減
っ
た
。七
店
会
の
メ
ン
バ
ー
の
店
も
少
な
く
な
っ
た
が
、そ
れ
も

街
の
長
い
歴
史
の
中
で
の
緩
や
か
な
移
り
変
わ
り
な
の
か
も
し
れ

な
い
。2
0
1
5（
平
成
27
）年
、創
業
九
十
周
年
を
期
に
、昭
一
さ

ん
は
会
長
と
な
り
、息
子
の
慶
昭
さ
ん
が
四
代
目
に
就
任
し
た
。

慶
昭
さ
ん
は
妻
・
千
鶴
さ
ん
と
共
に
、１
０
０
周
年
に
向
け
奮
闘

を
続
け
て
い
る
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：10:00～18:00　　定休日：第1・3日曜日
北九州市小倉北区京町1丁目5-7　TEL 093-521-0384

小林文具店

　
京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園
雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。
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京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園
雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。

勝山会館（現：京町プレイス）建設時に、屋上に移設された。
２丁目、３丁目のお稲荷さんは現存していない。

オガワ時計店

一丁目のお稲荷さん
昔は各町内にお稲荷さんが
あった。

お稲荷さん

今村歯科医院

　。

　。

障がいのある方がつくる、茶舗が

京町の今と昔
昔の地図に名前がある、今はもう無くなってしまった懐かしいお店。 
50年以上前からこの町にある老舗の専門店。時を経て、変わった部分と変わらないもの... 
現在と1950年代、二つの地図を見比べながら、当時の、そして今の京町の風景を
思い描いてみて下さい。
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ア
メ
リ
カ
の
古
着
や
雑
貨
を
中
心
に
扱
う「
F
U
N
」

が
京
町
に
で
き
た
の
は
2
0
1
5（
平
成
27
）年
。西
村
さ

ん
に
と
っ
て
二
店
舗
目
と
な
っ
た
京
町
の
店
は
、紫
川
に
か

か
る
常
盤
橋
の
傍
に
あ
る
。明
る
く
雰
囲
気
が
良
い
場
所

だ
な
、と
前
か
ら
狙
っ
て
い
た
場
所
に
店
を
構
え
る
幸
運

を
得
た
。

　
古
着
は
学
生
の
時
か
ら
好
き
だ
っ
た
。最
初
は
安
さ
に

惹
か
れ
て
買
っ
て
い
た
が
、次
第
に
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
の
奥
深

さ
に
目
覚
め
て
い
く
。や
が
て
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
の
世
界
で
仕

事
を
得
、三
十
三
歳
で
独
立
。当
初
は
買
い
付
け
で
様
々

な
国
や
都
市
を
廻
っ
た
が
、次
第
に
自
分
の
好
み
が
定
ま

り
、今
は
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
を
中
心
に
年
に
四
〜
五
回

買
い
付
け
に
出
か
け
る
。西
海
岸
の
気
候
の
良
さ
は
、そ
の

地
域
に
住
む
人
た
ち
の
陽
気
さ
や
街
の
開
放
的
な
空
気

を
生
み
、そ
う
し
た
環
境
か
ら
生
ま
れ
る
土
地
の
文
化

が
、訪
れ
る
街
々
で
出
会
う
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
・
ア
イ
テ
ム
に

反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　
そ
ん
な
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
の
魅
力
は
、服
が
つ
く
ら
れ
た

当
時
の
人
々
の
熱
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
語
る
西
村

さ
ん
。最
高
の
生
地
で
最
高
の
服
を
つ
く
り
、自
分
た
ち
が

作
っ
た
服
を
世
界
中
に
広
げ
た
い
と
い
う
野
心
。着
る
人
の

こ
と
を
考
え
、労
働
者
の
た
め
に
頑
丈
な
ジ
ー
ン
ズ
を
作
ろ

う
と
、生
地
に
も
糸
に
も
製
法
に
も
こ
だ
わ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
一
着
。大
量
生
産
で
コ
ス
ト
を
下
げ
、シ
ー
ズ
ン
が
過
ぎ

れ
ば
捨
て
る
し
か
な
い
今
の
フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
は

異
な
り
、一
点
一
点
が
特
別
で
同
じ
も
の
は
ふ
た
つ
と
な
い
。

十
万
で
買
っ
た
ジ
ー
ン
ズ
を
十
年
履
い
て
、手
放
す
時
に
は

さ
ら
に
値
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
が
ヴ
ィ

ン
テ
ー
ジ
の
世
界
で
、一
着
を
大
切
に
受
け
継
い
で
い
く
サ

ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
文
化
で
も
あ
る
。

　
時
代
、ジ
ャ
ン
ル
、製
法
や
細
か
な
ス
タ
イ
ル
な
ど
、ヴ
ィ

ン
テ
ー
ジ
で
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。古
着
店
は
オ
ー
ナ
ー

の
趣
味
嗜
好
が
反
映
さ
れ
る
面
白
さ
が
あ
る
が
、知
識
が
な

け
れ
ば
買
い
付
け
ら
れ
な
い
世
界
で
も
あ
る
。F
U
N
の
幅

広
い
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
背
景
に
は
、西
村
さ
ん
の
長
年

の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
か
な
知
識
が
あ
り
、そ
れ
が

様
々
な
好
み
の
お
客
さ
ん
を
惹
き
つ
け
る
店
作
り
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
西
村
さ
ん
の
夢
は「
ト
ー
タ
ル
で
か
っ
こ
い
い
人

を
つ
く
る
」こ
と
。洋
服
以
外
に
も
私
た
ち
の
生
活
に
深
く

関
わ
る
分
野
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。洋
服
で
見
た
目
を
か
っ
こ
よ
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、家

具
に
も
こ
だ
わ
り
、生
活
空
間
が
か
っ
こ
よ
く
な
る
と
面
白

い
。そ
ん
な
思
い
で
2
0
2
0
年
秋
に
新
店
舗「I’m

 n
o
t

…

」を
オ
ー
プ
ン
。さ
ら
に
洋
服
の
下
の
肉
体
も
か
っ
こ
よ

く
、と
ジ
ム
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
も
視
野
に
入
れ
る
。釣
り
で
も

な
ん
で
も
、好
き
な
こ
と
に
は
ス
タ
イ
ル
か
ら
こ
だ
わ
り
た

い
。そ
れ
な
の
に
か
っ
こ
よ
く
な
る
た
め
に
通
う
ジ
ム
や
そ

こ
で
着
る
ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ
ア
に
、多
く
の
人
が
こ
だ
わ
り
を

見
せ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。ジ
ム
の
雰
囲
気
も
そ
こ

で
働
く
人
も
お
し
ゃ
れ
で
、生
活
に
か
っ
こ
よ
さ
を
求
め
る

人
た
ち
に
選
ば
れ
る
、そ
ん
な
場
所
を
い
つ
か
つ
く
り
た
い

と
夢
見
て
い
る
。一
緒
に
働
く「
人
」を
大
切
に
、も
っ
と

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し
て
、新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
つ
く
り
、魅
力

的
な
街
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。F
U
N
を
構
え
る
京
町
の

街
づ
く
り
に
も
、そ
ん
な
思
い
で
関
わ
り
続
け
る
、若
き
商

店
主
の
挑
戦
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。

つ
れ
づ
れ
京
町
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京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園
雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。
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京
町
銀
天
街
に
一
軒
の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
が

あ
る
。こ
の
場
所
に
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
た

き
っ
か
け
は
、社
長
の
ひ
ら
め
き
だ
っ
た
と
い
う
。新
し
い

店
舗
を
オ
ー
プ
ン
す
る
際
に
は
、い
つ
も
直
感
的
に
場
所

を
選
び
、名
前
も
内
装
の
雰
囲
気
も
社
長
の
一
存
で
決
ま

る
そ
う
。そ
う
し
て
2
0
0
2（
平
成
14
）年
に
誕
生
し
た

の
が「
M
i
L
L
」だ
。

　
小
さ
い
お
店
と
は
い
え
、常
時
千
五
百
点
以
上
の
ア
イ

テ
ム
が
揃
う
M
i
L
L
。さ
ら
に
週
に
一
度
は
新
し
い
商

品
が
入
っ
て
来
る
。セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
に
比
べ
、ア
ウ
ト

レ
ッ
ト
店
は
扱
う
商
品
数
も
多
い
。お
店
の
ど
こ
に
ど
ん

な
商
品
が
あ
る
か
を
把
握
し
つ
つ
、時
に
は
お
客
さ
ん
の

対
応
を
し
な
が
ら
新
し
く
入
っ
て
き
た
商
品
を
並
べ
る
。

機
転
と
ス
ピ
ー
ド
が
要
求
さ
れ
る
仕
事
だ
。

　
M
i
L
L
は
洋
服
以
外
に
、靴
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と

い
っ
た
雑
貨
も
多
く
揃
え
て
い
る
。結
婚
式
用
の
ド
レ
ス

な
ど
、通
常
の
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
店
に
は
置
い
て
い
な
い

フ
ォ
ー
マ
ル
な
ア
イ
テ
ム
を
置
い
て
い
る
の
も
特
徴
だ
。次

の
シ
ー
ズ
ン
に
合
わ
せ
た
商
品
中
心
の
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ

プ
に
比
べ
、「
今
、着
ら
れ
る
」も
の
が
多
い
の
も
嬉
し
い
。一

方
で
、時
に
季
節
外
れ
の
も
の
も
在
庫
に
混
じ
っ
て
い
る
た

め
、冬
場
、南
国
に
旅
行
に
行
く
の
に
T
シ
ャ
ツ
が
必
要
、

と
い
っ
た
リ
ク
エ
ス
ト
に
も
応
え
ら
れ
る
。

　
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
店
ゆ
え
に
商
品
の
在
庫
は
限
ら
れ
て
い

て
、サ
イ
ズ
や
色
違
い
な
ど
も
無
い
場
合
が
多
い
。商
品
の

入
れ
替
わ
り
も
早
い
た
め
、一
着
と
の
出
会
い
を
よ
り
強

く
感
じ
る
と
い
う
。商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
幅
が
広
く
、客

層
も
様
々
な
た
め
、デ
ィ
ス
プ
レ
イ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ン
か
ら

ボ
ー
イ
ッ
シ
ュ
ま
で
常
に
複
数
つ
く
る
。そ
れ
ぞ
れ
好
み
の

違
う
お
客
さ
ん
、一
人
ひ
と
り
に
何
か
心
に
留
る
も
の
を

見
つ
け
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
と
同
じ
よ
う
に
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
店

も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
。M
i
L
L
は
可
愛
ら
し
さ

の
中
に
も
大
人
っ
ぽ
さ
、ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
感
の
あ
る
も
の

が
多
い
。ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
カ
ラ
ー
、個
性
的
な
プ
リ
ン
ト

や
デ
ザ
イ
ン
も
魅
力
だ
。様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
揃
う
た
め
、

お
客
さ
ん
の
年
齢
層
も
幅
広
い
。同
じ
ビ
ル
の
美
容
院
や

エ
ス
テ
サ
ロ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
が
M
i
L
L
で
購
入
し

た
洋
服
を
着
て
く
れ
、そ
れ
を
見
た
お
客
さ
ん
が「
そ
れ
、

い
い
で
す
ね
」と
足
を
運
ん
で
く
れ
る
こ
と
も
多
い
。「
地

域
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。」

　
そ
ん
な
M
i
L
L
で
の
仕
事
の
面
白
さ
は
、お
客
さ
ん

と
の
密
な
関
わ
り
だ
と
い
う
。商
業
ビ
ル
の
中
の
お
店
に

比
べ
路
面
店
に
は
、そ
こ
を
目
指
し
て
や
っ
て
来
て
下
さ
る

方
が
多
い
。目
的
を
持
っ
て
や
っ
て
く
る
お
客
さ
ん
が
多
い

分
、会
話
を
重
ね
て
深
く
接
客
が
で
き
る
。ス
タ
ッ
フ
に
意

見
を
求
め
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
が
多
い
の
も
嬉
し
い
。お

客
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り
の
趣
味
趣
向
を
考
慮
し
な
が
ら
、

全
身
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
が
決
ま
っ
た
時
に
は
、何
と
も
言

え
な
い
達
成
感
が
あ
る
。普
段
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
販
売

し
て
い
る
も
の
が
半
額
程
度
で
購
入
で
き
る
お
得
さ
と
、

フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
な
い
デ
ザ
イ
ン
性
、素
材
の

良
さ
を
大
事
に
し
つ
つ
、今
後
も
M
i
L
L
ら
し
い
お
店

づ
く
り
を
目
指
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

つ
れ
づ
れ
京
町
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京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園 

雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

　
7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。
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囃
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の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

小
倉
の
夏
は
太
鼓
の
音
と
と
も
に

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
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、
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に
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。長
田
さ
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が
亡
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な
っ
た
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は
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車
に
遺
影

を
掲
げ
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を
練
り
歩
い
た
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の
間
、女
性
た
ち
は
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き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
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を
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た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
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ッ
と
冷
え
た
甘
み
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み
渡
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が
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と
本
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的
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と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。

詳
細
は
、小
倉
祇
園
太
鼓
保
存
振
興
会
事
務
局

（
T
E
L
0
9
3-

5
6
2-

3
3
4
1
）ま
で
。

小
倉
祇
園
太
鼓

毎年七月第三土を
含む金土日に開催

京町の歴史

現在の京町一組付近の地図。店舗こそ入れ替わって

いるが基本的な地割りに大きな変化はないことが分

かる。江戸時代には間口の広さで税が課せられたた

め、必然的に間口が狭く奥行きのある「うなぎの寝床」

型の店舗となった。敷地の中央に庭のある家、倉のあ

る家もあったそうだが、火事や建て替えを経て今は

残っていない。

1900（明治33年）発行の小倉市外案内図。紫川にか

かる橋は「常盤橋」のみで、常盤橋に繋がる京町通りが

メインストリートであったことが伺われる。また、北から

「京町」「大坂町」「堺町」となっているが、これは江戸時

代・小倉藩初代藩主となった細川忠興が関西の地名

にちなんで名付けたものだと言われている。

昭和3年発行の絵地図。記されている小倉駅は移転前のもの。1915年に小倉鉄道添田線の駅として開業した東小倉駅

も記されている。道路上の赤い線は路面電車の西鉄北九州線。市民の足として親しまれたが2000年に廃線となった。
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今
村
歯
科
医
院
が
現
在
の
場
所
に
開
院
し
た
の
は

1
9
6
6（
昭
和
41
）年
の
こ
と
。京
町
銀
天
街
の
店
舗
は
、

江
戸
時
代
の
名
残
で
間
口
の
狭
い
う
な
ぎ
の
寝
床
式
。そ

れ
を
二
つ
に
割
り
、半
分
は
雑
貨
店
、も
う
半
分
で
歯
科

医
院
を
営
ん
で
い
た
そ
う
。幅
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル
の
細

長
い
空
間
に
治
療
椅
子
は
二
台
。初
代
院
長
・
義
和
さ
ん

の
義
母
が
営
ん
で
い
た
隣
の
雑
貨
店
は
、食
料
品
か
ら
芸

者
さ
ん
向
け
の
扇
子
・
三
味
線
ま
で
扱
っ
て
い
た
。

　
当
時
の
京
町
銀
天
街
は
ま
だ
舗
装
さ
れ
て
お
ら
ず
、土

が
む
き
出
し
の
通
り
を
子
ど
も
た
ち
が
駆
け
回
っ
て
い
た
。

や
が
て
雑
貨
店
を
閉
じ
、木
造
か
ら
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
ビ
ル
に
建
て
替
え
、1
9
9
6（
平
成
8
）年
の
京
町
の

大
火
を
き
っ
か
け
に
、歯
科
医
院
を
ビ
ル
の
二
階
か
ら
一

階
に
移
し
今
に
至
る
。現
院
長
は
義
和
さ
ん
の
息
子
・
義

治
さ
ん
。医
院
で
は
、先
代
が
大
先
生
、義
治
さ
ん
は
若
先

生
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
小
さ
な
頃
か
ら
医
院
で
過
ご
す
時
間
が
長
か
っ
た
若

先
生
に
と
っ
て
、歯
医
者
の
道
は
自
然
な
流
れ
だ
っ
た
そ

う
。地
元
の
歯
科
大
を
卒
業
後
、大
学
院
で
研
究
を
続
け

る
傍
ら
実
家
の
手
伝
い
を
は
じ
め
た
。患
者
さ
ん
に
は
90
歳

を
超
え
る
方
も
い
れ
ば
、二
世
代
・
三
世
代
で
通
っ
て
い
る

方
も
い
た
。働
き
だ
し
た
当
初
は
、な
か
な
か
口
の
中
を
見

せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
義
治
さ
ん
も
、時
間
を
か
け

て
患
者
さ
ん
の
信
頼
を
得
、2
0
1
1（
平
成
23
）年
に
正
式

に
二
代
目
を
継
承
し
た
。

　
歯
科
医
療
の
世
界
は
目
ま
ぐ
る
し
い
。次
々
に
新
し
い

技
術
が
生
ま
れ
治
療
法
が
変
わ
っ
て
い
く
。週
末
は
セ
ミ

ナ
ー
や
学
会
発
表
、新
し
い
資
格
取
得
の
た
め
の
勉
強
で

つ
ぶ
れ
て
い
く
。そ
れ
で
も
以
前
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、こ
れ
ま
で
抜
く
し
か
な
か
っ
た

歯
を
残
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
嬉
し
い
、と
い
う
若
先

生
。専
門
は
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
始
め
と
す
る
再
生
技
術
だ

が
、む
や
み
に
歯
を
抜
く
こ
と
は
し
な
い
。歯
周
病
で
ぐ
ら

ぐ
ら
に
な
っ
て
も
、神
経
を
取
っ
た
後
で
も
、残
せ
る
限
り

残
す
。理
由
は
、健
康
な
歯
と
脳
と
の
間
の
密
接
な
繋
が

り
だ
。

　
例
え
ば
、人
が「
幸
せ
」を
感
じ
る
時
に
分
泌
さ
れ
る
セ

ロ
ト
ニ
ン
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
の
増
減
に
は
、歯
か
ら
の
刺
激

が
関
係
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。人
の
記
憶
を
司
る

脳
の
海
馬
に
も
歯
か
ら
多
く
の
信
号
が
送
ら
れ
て
い
る
。

歯
は
、単
に
食
べ
物
を
消
化
す
る
機
能
だ
け
で
は
な
く
、人

の
人
生
を
豊
か
に
す
る
働
き
が
あ
る
の
だ
。

　
社
交
的
で
、馴
染
み
の
患
者
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
と
世

間
話
に
花
が
咲
く
大
先
生
と
は
対
照
的
に
、一つ
の
こ
と
に

没
頭
す
る「
オ
タ
ク
気
質
」の
若
先
生
。マ
ス
ク
を
し
て
マ

イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
と
い
う
名
の
ゴ
ー
グ
ル
の
よ
う
な
メ
ガ

ネ
を
か
け
、ひ
た
す
ら
歯
と
向
き
合
う
こ
の
仕
事
が
、実

は「
と
て
も
合
っ
て
い
る
」そ
う
。世
間
話
は
苦
手
で
も
歯

の
こ
と
に
な
る
と
話
が
止
ま
ら
な
い
。一
人
ひ
と
り
の
患
者

さ
ん
と
長
く
つ
き
合
う「
ま
ち
の
お
医
者
さ
ん
」と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
い
つ
つ
、時
に
は
治
療
法
を

巡
っ
て
喧
々
諤
々
の
議
論
に
な
る
こ
と
も
。歯
の
痛
み
に
耐

え
き
れ
ず「
抜
い
て
く
れ
」と
い
う
患
者
さ
ん
を
説
得
し
た

際
は
、帰
り
際「
先
生
、よ
っ
ぽ
ど
歯
が
好
き
な
ん
や
ね
」と

捨
て
台
詞
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。あ
る
意
味
、歯
医

者
に
と
っ
て
最
高
の
褒
め
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：9:00～19:00（月・火・木・金）／9:00～13:00（水・土）
定休日：日曜日・祝・祭日
北九州市小倉北区京町1丁目6-29　TEL 093-521-5666

今村歯科医院

　
京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園
雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。
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京
町
銀
天
街
を
歩
い
て
い
る
と
ふ
と
目
に
留
ま
る
、落

ち
着
い
た
レ
ン
ガ
壁
の
一
画
。人
が
二
人
す
れ
違
え
る
く

ら
い
の
細
い
入
り
口
か
ら
2
階
に
続
く
階
段
を
上
が
っ
た

先
に
、1
9
9
6
年（
平
成
８
）年
創
業
の
美
容
室
グ
レ
マ

が
あ
る
。一
見
美
容
室
ら
し
か
ら
ぬ
細
長
い
、奥
行
き
の
あ

る
空
間
に
カ
ッ
ト
台
が
6
つ
並
ん
で
い
る
。魚
町
育
ち
で
、

魚
町
銀
天
街
の
美
容
室
で
修
行
し
た
店
長
の
中
村
千
恵

子
さ
ん
。グ
レ
マ
に
は
修
行
時
代
か
ら
の
お
客
さ
ん
も
多

い
と
言
う
。「
中
学
生
の
頃
か
ら
通
っ
て
く
れ
て
い
た
方
が
、

子
ど
も
を
連
れ
て
き
て
く
れ
た
り
す
る
の
は
嬉
し
い
で
す

ね
。」お
店
と
同
じ
く
年
を
重
ね
る
お
客
さ
ん
の
た
め
に
、

髪
の
エ
イ
ジ
ン
グ
ケ
ア
に
も
力
を
い
れ
て
い
る
。ま
た
、コ
ロ

ナ
禍
で
も
安
心
し
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
も
ら
い
た
い
、と

「
リ
カ
バ
リ
ー
・メ
ニ
ュ
ー
」の
提
供
も
始
め
た
。水
素
を
吸

引
す
る
こ
と
で
首
・
肩
の
凝
り
を
ほ
ぐ
し
、全
身
の
血
流
を

良
く
す
る
と
共
に
、顔
の
リ
フ
ト
ア
ッ
プ
や
肌
の
透
明
感

ア
ッ
プ
と
い
っ
た
効
果
も
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。お
客

さ
ん
や
社
会
の
状
況
に
応
じ
て
、新
し
い
こ
と
に
挑
戦
を

し
続
け
て
き
た
グ
レ
マ
ら
し
い
試
み
だ
。
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年
以
上
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渡
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の
美
容
室
グ
レ
マ
を
作
り
上
げ

て
き
た
店
主
の
中
村
さ
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学
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出
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最
初
に
就

職
し
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銀
行
だ
っ
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。勤
め
始
め
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ぐ「
向
い
て
い

な
い
」と
思
っ
た
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の
の
、自
分
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本
当
に
何
を
し
た
い
の

か
当
時
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。自
分
探
し
の
つ
も
り
で
、い

ろ
い
ろ
な
こ
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に
挑
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す
る
中
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あ
る
き
っ
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で
美
容
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む
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反
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部
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ウ
リ
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バ
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ウ
リ
ン
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装
っ
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学
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と
も
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の
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ミ
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台

メ
ー
ク
を
し
た
り
と
様
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な
挑
戦
を
続
け
た
。チ
ャ
レ
ン

ジ
し
な
い
と
体
験
も
生
ま
れ
な
い
。だ
か
ら
若
い
ス
タ
ッ
フ

に
も
挑
戦
を
続
け
て
欲
し
い
と
思
う
。そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

ら
し
く
、や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
な
が
ら
仕
事
が
で
き

る
よ
う
、ス
タ
ッ
フ
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
中
村
さ

ん
。グ
レ
マ
の
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
空
気
と
、キ
リ
ッ
と

し
た
ス
タ
ッ
フ
の
表
情
に
、仕
事
へ
の
愛
情
と
そ
れ
ぞ
れ
の

頑
張
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
ん
な
グ
レ
マ
に
は
エ
ス
テ
部
門
が
あ
り
、仕
事
に
つ
い

て
６
年
目
に
し
て
系
列
店
の
エ
ス
テ・コ
ン
ク
ー
ル
で
４
年

連
続
全
国
一
位
の
快
挙
を
遂
げ
た
ス
タ
ッ
フ
が
い
た
。グ
レ

マ
を
卒
業
し
た
彼
女
に
こ
ん
な
質
問
を
し
た
こ
と
が
あ

る
。「
グ
レ
マ
を
一
言
で
表
現
す
る
と
？
」彼
女
の
答
え
は
、

「
あ
た
た
か
い
場
所
」。髪
を
切
る
だ
け
で
は
な
い
、そ
の
こ

と
で
自
分
ら
し
く
な
れ
る
場
所
、元
気
に
な
れ
る
場
所
。京

町
の「
グ
レ
ー
ト
マ
ザ
ー（
グ
レ
マ
）」は
今
日
も
訪
れ
る
人

た
ち
に
愛
と
元
気
を
渡
し
て
い
る
。

　

つ
れ
づ
れ
京
町
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京
町
銀
天
街
の
古
い
写
真
を
探
し
て
い
る
と
、必
ず
と
い
っ
て
よ

い
程
出
会
う
の
が
祇
園
太
鼓
の
集
合
写
真
だ
。年
代
は
ま
ち
ま

ち
、撮
ら
れ
た
場
所
も
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、ど
の
家
に
も
必
ず

あ
る
そ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、昔
話
に
花
が
咲
く
。祭
り
の
浴
衣
に

身
を
包
ん
だ
人
々
の
表
情
は
、普
段
よ
り
も
引
き
締
ま
り
、美
し

い
。山
車
の
デ
ザ
イ
ン
も
、浴
衣
の
模
様
も
、人
々
の
顔
ぶ
れ
も
、少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
が
、ゆ
る
や
か
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
小
倉
祇

園
太
鼓
の
リ
ズ
ム
は
昔
の
ま
ま
だ
。年
に
一
度
の
こ
の
特
別
な
時

間
。そ
の
中
に
身
を
委
ね
る
と
、伝
統
や
、そ
れ
を
長
年
共
有
し
て

き
た
共
同
体
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
、確
か
に
こ
の
場
所
に
息

づ
き
、そ
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。

　
小
倉
祇
園
は
、江
戸
時
代
、小
倉
城
を
築
城
し
た
細
川
忠
興
が
、

無
病
息
災
と
城
下
町
の
繁
栄
を
願
っ
て
、1
6
1
7
年
に
祇
園
社

（
現
在
の
八
坂
神
社
）を
建
て
、京
都
の
祇
園
祭
を
取
り
入
れ
た
の

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。山
車
の
前
後
に
一
つ
ず
つ
太
鼓
を
載
せ
、

「
両
面
打
ち
」と
い
っ
て
、太
鼓
の
両
側
に
打
ち
手
を
配
す
の
が
小

倉
祇
園
太
鼓
の
特
徴
だ
。そ
れ
に
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
と
呼
ば
れ
る
擦
り

鉦
が
つ
い
て
調
子
を
取
る
。江
戸
当
時
、小
倉
祇
園
祭
と
下
関
の
赤

間
宮
の
先
帝
祭
は
、不
思
議
な
こ
と
に
天
候
に
恵
ま
れ
ず
雨
が
降

る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
。そ
の
分
晴
れ
る
と
大
勢
の
人
で
沸
き

返
り
、賽
銭
の
山
が
で
き
て「
関
の
先
帝
、小
倉
の
祇
園 

雨
が
降
ら

ね
ば
金
が
ふ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

　
7
月
1
日
に
打
ち
初
め
式
が
行
わ
れ
、太
鼓
の
稽
古
が
解
禁
さ

れ
る
と
、夕
暮
れ
と
共
に
、ま
ち
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が

し
始
め
る
。昼
間
の
暑
さ
が
ゆ
っ
く
り
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
よ
う

な
、水
っ
ぽ
い
熱
気
と
緩
や
か
な
太
鼓
の
音
。小
倉
の
夏
は
そ
う

や
っ
て
は
じ
ま
る
。祭
り
は
、「
宵
祭
り
」と
呼
ば
れ
る「
無
病
息
災
」

「
商
売
繁
盛
」を
祈
願
す
る
練
り
歩
き
、参
加
団
体
が
優
勝
を
か
け

て
競
い
合
う「
競
演
会
」、市
役
所
前
の
通
り
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

す「
太
鼓
広
場
」と
続
き
、最
終
日
の
夜
は
商
店
街
を
練
り
歩
き
な

が
ら
、祭
り
が
終
わ
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
太
鼓
が
鳴
り
、「
ヤ
ッ
サ
ヤ

レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
い
う
お
囃
子
が
響
く
。商
店
街
は
人
で
埋
ま
り
、

複
数
の
団
体
が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
の
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、

ア
ー
ケ
ー
ド
に
共
鳴
し
、終
わ
り
な
き
ト
ラ
ン
ス
状
態
へ
と
人
々

を
誘
う
。

　
今
で
は
7
月
の
第
3
土
曜
日
を
は
さ
ん
だ
金
土
日
曜
日
に
開

催
さ
れ
る
祇
園
太
鼓
だ
が
、昔
は
7
月
10
日
〜
12
日
の
3
日
間

と
決
ま
っ
て
い
た
。山
車
が
あ
る
町
内
の
子
ど
も
た
ち
は
平
日
、

学
校
を
早
退
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。何
と
も
言
え
な
い
優
越
感

と
祭
り
の
高
揚
が
子
ど
も
た
ち
を
興
奮
さ
せ
た
。

　
京
町
銀
天
街
の
大
人
組
が
最
後
に
競
演
会
で
優
勝
し
た
の
は

1
9
7
1（
昭
和
46
）年
の
こ
と
。こ
の
時
は「
題
名
の
な
い
音
楽

会
」な
ど
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
、ハ
ワ
イ
で
も
太
鼓
を
披
露
し

た
。当
時
若
手
だ
っ
た
叩
き
手
の
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
何
と
い
っ

て
も「
長
田
の
お
い
ち
ゃ
ん
」。今
は
無
き「
ナ
ガ
タ
理
髪
店
」の
店

主
・
長
田
さ
ん
の
熱
心
な
指
導
で
祇
園
の
精
神
を
叩
き
込
ま
れ

た
、と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
晩
年
、
足
腰
が
弱
く
な
っ
て

も
変
わ
ら
ず
祭
り
の
時
期
は
大
酒
を
飲
み
、
山
車
に
上
っ
て

盛
り
上
げ
た
。長
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
年
は
、山
車
に
遺
影

を
掲
げ
、町
を
練
り
歩
い
た
。祭
り
の
間
、女
性
た
ち
は
叩
き

手
の
た
め
に
食
事
や
飲
み
物
を
用
意
し
、振
る
舞
う
。汗
を
か

い
た
身
体
に
、ス
イ
カ
の
キ
ン
ッ
と
冷
え
た
甘
み
が
染
み
渡
る
。

　
祭
り
が
終
わ
る
と
本
格
的
な
夏
が
は
じ
ま
る
。や
が
て
一

年
が
過
ぎ
、梅
雨
が
明
け
る
と
ま
た
、祭
り
の
季
節
が
や
っ
て

く
る
。
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や
っ
て

く
る
。

　
か
つ
て
、京
町
銀
天
街
の
周
辺
に
は
映
画
館
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

1
9
6
0（
昭
和
35
）年
の
時
点
で
、小
倉
市（
現
小
倉
北
区
）の
映
画
館
の
数
は
38

館
。そ
の
中
で
も
京
町
の
人
々
に
馴
染
み
が
深
い
の
は
、大
映
、東
宝
、喜
楽
館
な
ど
、

京
町
銀
天
街
周
辺
の
映
画
館
だ
。「
大
映
」（
後
の
東
宝
プ
ラ
ザ
）は
洋
画
で「
東
宝
」は

邦
画
。「
喜
楽
館
」は
日
活
映
画
だ
っ
た
。旧
電
車
通
り
に
は「
東
映
会
館
」が
あ
り
、平

和
通
り
沿
い
の「
中
央
会
館
」は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
が
多
か
っ
た
と
い
う
。紫
川
沿
い

の
、京
町
銀
天
街
入
り
口
近
く
、現
在
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
場
所
に
は「
と

き
わ
映
劇
」が
あ
っ
て
、旧
作
を
3
本
だ
て
で
見
せ
て
い
た
。値
段
は
30
円
だ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
小
倉
に
最
初
に
常
設
芝
居
小
屋
が
で
き
た
の
は
、1
8
8
1（
明
治
14
）

年
の
こ
と
だ
っ
た
。小
倉
の
豪
商
、中
原
嘉
左
右
に
よ
る「
定
演
劇
所
志
撰
社
演
劇
場
」

が
京
町
の
裏
手
に
あ
た
る
船
頭
町
の
一
画
に
開
業
。当
時
の
日
記
か
ら
は
、中
原
が
劇

場
の
有
無
を
都
市
の
文
化
や
経
済
の
指
標
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。当
時
の
新

聞
で
も
度
々
演
劇
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。と
り
わ
け
社
会
を
風
刺
し
た「
オ
ッ
ペ
ケ

ペ
ー
節
」で
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
川
上
音
二
郎
に
つ
い
て
は
、数
々
の
記
事
が
残
る
。

や
が
て
明
治
20
年
頃
に
な
る
と
、各
地
に
常
設
劇
場
が
作
ら
れ
る
。船
頭
町
に
は
常
盤

座
と
旭
座
。他
に
も
大
門
の
稲
荷
座
、室
町
の
迎
陽
館
、京
町
六
丁
目
の
育
成
座
な
ど

が
有
名
だ
っ
た
。昭
和
の
初
め
頃
ま
で
は
、役
者
の
小
屋
入
り
の
際
、人
力
車
を
連
ね

て
の
顔
見
世
な
ど
も
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。旭
座
は
喜
楽
館
の
前
身
で
あ
り
、常
盤
座

の
主
屋
が
あ
っ
た
場
所
に
は
、後
に
東
宝
プ
ラ
ザ
が
建
て
ら
れ
た
。育
成
座
は
、後
に
小

倉
倶
楽
部
と
な
り
、活
動
写
真
を
上
演
す
る
初
の
常
設
館
と
な
っ
た
場
所
で
も
あ
る
。

　
小
倉
の
映
画
館
の
多
く
は

21
世
紀
を
待
た
ず
し
て
閉
館
。民
間
の
劇
場
も
無
く

な
っ
た
が
、小
倉
中
心
部
に
は
、こ
こ
十
数
年
の
間
に
劇
場
、美
術
館
、文
学
館
と
い
っ

た
公
共
文
化
施
設
が
立
て
続
け
に
誕
生
。2
0
1
0（
平
成
22
）年
、北
九
州
芸
術
劇

場
が
主
催
す
る「
北
九
州
演
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」で
、京
町
銀
天
街
の
空
き
店
舗
を

活
用
し
た
期
間
限
定
ミ
ニ
劇
場
が
つ
く
ら
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、京
町
に
舞
台
芸

術
に
関
わ
る
人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、2
0
1
3（
平
成
25
）年
に
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
ダ
ン
ス「
踊
っ
て
！！
京
町
」が
作
ら
れ
た
。京
町
の
歴
史
を
歌
詞
や
振
付
け
に
盛
り

込
ん
だ
こ
の
作
品
は
、毎
年
、秋
祭
り
で
踊
ら
れ
、多
く
の
方
に
一
緒
に
踊
っ
て
い
た

だ
い
た
。秋
祭
り
の
終
了
と
共
に
披
露
の
場
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、京
町
銀
天

街
の
大
事
な
記
憶
の
1
ペ
ー
ジ
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

京
町
の
大
衆
芸
能

作詞  イクダー（百田彩乃、國武郁美）
作曲  泊達夫　　振付  百田彩乃

「踊って！！京町」

※
わくわく シャカシャカ チクタク キラキラ笑顔で踊って！！　
ぺらぺら ほっとして カランコロン キラキラ笑顔で
踊って！！踊って！！京町

商人の町 京町の 軌跡をたどってみてごらん　
白象通った常盤橋 参勤交代 祇園太鼓
街のおもむき感じれば 歴史の足跡みつかるよ

※ 繰り返し
  
あの子と行った思い出を 京町歩けば思い出す
いつもよりちょっとおしゃれに決めて あの子の笑顔に逢うために
ビンゴに映画 路地裏探険 思い出残る大切な場所

※ 繰り返し
  
今日の京町どこへ行こう？ 元気な店主に会いに行こう！
こだわりぬいた 店主の自慢は （「私のすげる下駄雪駄」
「四代続く紙・文具」「京町見守る古時計」）
幸せいっぱい お腹いっぱい 今日からあなたも京町っ子

※ 繰り返し
手を取り輪になり ステキな時間 季節が巡る あっという間
千の灯に照らされて あの子の笑顔がよく見える　　　
紫川に映るのは 面影きらめく京町

※ 繰り返し
時が流れる京町の 街並 ふれあい ステキな笑顔　
刻み続けて 苦楽とともに 笑い飛ばして いつまでも
歩いていこう京町を 今日も明日もこれからも

※ 繰り返し
商売繁盛 ヨイヨイヤー！
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踊って！！京町
曲付き動画



　
万
延
元
年
、京
都
の
宇
治
で
創
業
し
た
辻
利
茶
舗
。九
州

支
店
を
構
え
る
た
め
に
、現
会
長
の
辻
利
之
さ
ん
の
祖
父
母

が
京
町
に
や
っ
て
き
た
の
は
1
9
2
3（
大
正
12
）年
の
こ
と
。

店
舗
開
設
後
数
年
で
京
都
に
戻
る
は
ず
が
、京
町
界
隈
の
風

情
と
人
情
、商
環
境
に
惚
れ
込
み
、小
倉
に
留
ま
る
こ
と
を
決

め
た
。当
初
紫
川
の
た
も
と
に
あ
っ
た
店
舗
は
、昭
和
の
は
じ

め
に
現
在
の
場
所
に
移
転
。後
に
魚
町
に
も
店
舗
が
で
き
、辻

さ
ん
は
1
9
5
4（
昭
和
29
）年
に
魚
町
店
の
二
階
住
居
で
生

ま
れ
た
。東
京
に
進
学
後
、宇
治
で
修
行
を
し
て
25
歳
で
小
倉

に
戻
っ
た
辻
さ
ん
は
、京
町
店
を
営
ん
で
い
た
叔
父
の
引
退
に

伴
い
、京
町
店
の
運
営
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。先
祖
が
惚

れ
込
ん
だ
京
町
の
風
情
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い

が
、豆
腐
屋
や
金
魚
屋
、椎
の
実
や
栗
を
売
る
人
な
ど
、様
々

な
人
が
行
き
交
う
京
町
の
通
り
に
は
、魚
町
と
は
異
な
る
趣

が
あ
っ
た
。

　
ま
ち
づ
く
り
へ
の
意
識
は
若
い
頃
か
ら
強
く
、
30
代
は
青
年

会
議
所
で
活
発
に
活
動
し
、企
画
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
培
っ
た
。自
分
の
店
に
お
客
さ
ん
を
呼
ぶ
に

は
魅
力
的
な
商
店
街
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
。そ
し
て
ま

ち
が
良
く
な
る
た
め
に
は
、自
分
の
店
が
ま
ず
魅
力
的
で
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。そ
の
思
い
で
様
々
な
試
み
を
行
っ
た
。お
茶
の

焙
煎
機
を
お
店
の
前
に
出
し
、手
作
業
で
少
し
ず
つ
焙
煎
し
て

い
る
の
も
、お
茶
の
香
り
で
京
町
ら
し
さ
を
演
出
し
た
い
と
い

う
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。専
門
店
の
多
い
京
町
銀
天
街
。

そ
れ
ぞ
れ
の
お
店
の
特
徴
が
前
面
に
出
る
こ
と
が
、ま
ち
の
表

現
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　
商
店
街
の
活
動
に
精
力
的
に
関
わ
る
一
方
、40
歳
で
社
長
に

な
っ
た
辻
さ
ん
。先
代
曰
く「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
黒
船
の
よ
う

に
や
っ
て
く
る
」時
代
に
、今
を
生
き
る
若
者
に
支
持
さ
れ
る

お
茶
屋
を
目
指
し
、ス
イ
ー
ツ
な
ど
お
茶
を
使
っ
た
商
品
の
開

発
を
す
す
め
、お
茶
の
あ
る
生
活
提
案
を
行
っ
た
。1
9
9
4

（
平
成
6
）年
に
魚
町
の
店
舗
に
喫
茶
ス
ペ
ー
ス
を
開
設
。翌
年

に
は
京
町
に
も
喫
茶
を
設
け
る
。今
で
は
、学
生
で
も
気
軽
に

寄
れ
る
カ
フ
ェ
と
し
て
、放
課
後
の
高
校
生
か
ら
年
配
の
方
ま

で
幅
広
い
層
が
集
う
場
と
な
っ
た
。

　
一
方
で
、「
小
倉
で
世
界
に
通
用
す
る
お
茶
屋
の
新
業
態
を

つ
く
る
」と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
な
ど
の

デ
ザ
イ
ン
を
一
新
、小
倉
に
根
ざ
し
な
が
ら
商
品
は
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
目
指
し
た
。と
は
い
え
海
外
に
店
を
出

す
つ
も
り
は
毛
頭
な
か
っ
た
が
、大
学
時
代
の
縁
を
き
っ
か
け

に
台
湾
へ
の
出
店
が
決
ま
る
。そ
の
後
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、中
国

に
も
現
地
法
人
と
の
共
同
出
店
と
い
う
形
で
海
外
店
舗
が
で

き
る
こ
と
に
。そ
れ
を
実
際
に
形
に
し
て
い
っ
た
の
は「
若
い
ス

タ
ッ
フ
た
ち
」と
辻
さ
ん
。自
身
の
描
い
た
ビ
ジ
ョ
ン
に
、様
々

な
人
の
繋
が
り
と
若
い
力
が
加
わ
り
実
現
し
た
海
外
出
店

だ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
時
代
の
流
れ
は
早
い
。海
外
の
店
舗
と
ス
カ
イ
プ

会
議
を
し
て
い
る
若
い
ス
タ
ッ
フ
を
見
る
と
、時
代
が
新
た
な

世
代
に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。自
分
に
は
な
い

新
た
な
感
性
や
取
り
組
み
を
形
に
す
る
た
め
に
、
60
歳
で
社
長

職
を
退
い
た
。と
は
い
え
、店
で
の
ま
ち
で
の
辻
さ
ん
の
役
割
は

終
わ
ら
な
い
。江
戸
時
代
か
ら
交
通
の
要
所
で
あ
り
、文
化
や

産
業
が
発
展
し
、多
様
な
人
々
を
受
け
入
れ
て
き
た
こ
の
街
の

魅
力
を
、も
う
一
度
今
の
仕
方
で
編
集
し
、小
倉
ら
し
さ
を
発

信
し
た
い
。必
ず
し
も
大
き
な
花
火
を
打
ち
上
げ
る
の
で
は
な

く
、顔
の
見
え
る
関
係
と
持
続
的
な
活
動
の
あ
り
方
を
ベ
ー
ス

に
、こ
れ
か
ら
も
、店
に
そ
し
て
ま
ち
に
対
し
て
自
分
が
で
き

る
こ
と
を
淡
々
と
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：10:00～20:00　　定休日：年中無休（元旦以外）
北九州市小倉北区魚町1丁目2-11　TEL 093-521-1215

　利茶舗 京町本店
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古
く
は
江
戸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
京
町
銀
天
街
の
歴
史
。

　
明
治
、大
正
、昭
和
初
期
と
、古
い
時
代
の
記
録
は
文
書
な
ど
に
あ
る
程
度
残
っ
て
い
る
が
、意
外
と

記
録
に
残
ら
な
い
の
が
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
の
、比
較
的
近
い
時
代
の
出
来
事
だ
。こ
の「
地
球
儀
」で

描
き
き
れ
な
か
っ
た
少
し
昔
の
京
町
銀
天
街
を
、こ
こ
で
少
し
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
京
町
銀
天
街
に
か
か
る
店
舗
の
看
板
に
は
、今
は
無
き
お
店
も
ち
ら
ほ
ら
。そ
の
中
の
一
つ
、進
駐
軍

が
滞
在
し
て
い
た
時
代
の
名
残
だ
ろ
う
か
、「Free of Tax

」と
書
か
れ
て
い
る
の
が「
高
橋
無
線
」。ラ

ジ
オ
・
パ
ー
ツ
を
扱
う
店
と
し
て
創
業
し
、そ
の
後
北
九
州
で
唯
一
の
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
/
ソ
ニ
ー
の
直
売

店
に
。テ
レ
ビ
が
三
種
の
神
器
だ
っ
た
時
代
に
は
、店
頭
の
テ
レ
ビ
に
道
行
く
人
が
し
ば
し
ば
足
を
止
め

た
。ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
の
ヒ
ッ
ト
は
今
も
記
憶
に
残
る
。隣
は
ふ
と
ん
の
大
長
。向
か
い
の
今
村
歯
科
が
燃

え
た
夜
、店
の
前
に
い
す
を
出
し
、「
こ
こ
で
死
ぬ
」と
座
り
込
ん
だ
の
は「
大
長
」の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
っ

た
。そ
の
隣
の「
ヒ
ゴ
ヤ
」は
文
具
や
雑
貨
を
扱
っ
て
い
た
が
、な
ぜ
か
奥
が
食
堂
に
な
っ
て
い
た
。

　
現
在
の
京
町
銀
天
街
は
三
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
る
が
、「
高
橋
無
線
」が
あ
っ
た
二
組
に
は
飲
食
店

が
多
く
、鍋
焼
き
う
ど
ん
が
人
気
の
和
風
喫
茶「
若
竹
」、釡
飯
が
有
名
な「
マ
ヤ
」、ぜ
ん
ざ
い
の「
森

下
」な
ど
、今
も
し
ば
し
ば
話
題
に
上
る
店
が
あ
っ
た
。「
マ
ヤ
」の
一
階
と
二
階
を
繋
ぐ
ス
ロ
ー
プ
は
近

所
の
子
ど
も
た
ち
の
絶
好
の
遊
び
場
。一
方
壁
に
は
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
絵
が
か
か
り
、小
倉
の
画
家
や
文
学

関
係
者
な
ど
文
化
人
が
集
う
場
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
昭
和
30
〜
40
年
代
に
は
、他
に
も
文
化
人
の
た
ま
り
場
的
な
喫
茶
店
や
バ
ー
が
あ
っ
た
。紫
川
に
近
い
一
組

に
あ
っ
た
の
は「
あ
る
じ
ゃ
ん
」。現
在
の「
一
丁
目
の
元
気
」の
脇
、今
で
は
歩
道
に
な
っ
て
い
る
場
所
に

あ
っ
た
小
さ
な
バ
ー
だ
。火
野
葦
平
や
劉
寒
吉
も
足
を
運
ん
だ
と
い
う
。川
の
向
こ
う
に
は
進
駐
軍
が

い
て
、外
国
人
向
け
の
土
産
物
を
扱
う
お
店
も
あ
っ
た
。一
組
に
数
軒
あ
っ
た「
京
町
ビ
ン
ゴ
」は
、数
字

が
か
か
れ
た
的
の
よ
う
な
も
の
に
ボ
ー
ル
を
あ
て
て
遊
ぶ
も
の
で
、客
は
女
性
が
多
く
、景
品
は
お
菓
子

だ
っ
た
。近
所
の
子
ど
も
た
ち
は
、こ
っ
そ
り
忍
び
込
ん
で
床
に
落
ち
た
ボ
ー
ル
を
集
め
て
ま
わ
っ
た
。

当
時
は
店
の
二
階
に
住
ん
で
い
る
家
族
が
多
く
、銀
天
街
に
も
沢
山
の
子
ど
も
が
い
た
。数
人
集
ま
る

と
三
角
ベ
ー
ス
、人
数
が
増
え
る
と
勝
山
公
園
な
ど
に
出
か
け
野
球
、と
い
う
の
が
男
の
子
た
ち
の
定

番
だ
っ
た
。

　
ち
ゅ
う
ぎ
ん
通
り
を
渡
っ
た
三
組
の
角
に
あ
る「
黒
木
屋
」は
、映
画
の
前
売
り
券
も
販
売
し
て
い

た
。封
切
り
後
に
も
前
売
り
券
を
買
え
た
の
で
、映
画
を
観
に
行
く
前
に
必
ず
立
ち
寄
っ
て
い
た
と
い

う
人
も
。昔
か
ら
パ
チ
ン
コ
屋
が
多
い
場
所
で
も
あ
っ
た
。パ
チ
ン
コ
や
銀
行
な
ど
大
き
な
区
画
は
、な

か
な
か
小
売
店
へ
の
転
用
が
難
し
い
。そ
の
た
め
同
業
種
の
店
舗
や
ホ
テ
ル
な
ど
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

今
の
京
町
に
も
そ
ん
な
時
代
の
流
れ
を
少
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ス
ー
パ
ー
ホ
テ
ル
」横
、現
在
マ
ン

シ
ョ
ン
が
立
っ
て
い
る
場
所
に
は
、以
前
デ
ィ
ス
コ「
サ
ウ
ザ
ン
ト
ク
イ
ー
ン
」が
あ
っ
た
。エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
で
上
が
っ
た
所
が
入
り
口
。昼
の
部
と
夜
の
部
が
あ
っ
て
、昼
の
部
に
は
高
校
生
も
多
か
っ
た
。か
つ

て
銀
行
が
あ
っ
た
場
所
に
は
一
時「
う
し
う
し
館
」と
い
う
ス
テ
ー
キ
店
が
あ
っ
て
、当
時
の
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
憧
れ
の
場
所
だ
っ
た
。

　
古
く
は
参
勤
交
代
の
往
還
路
と
し
て
、そ
の
後
小
倉
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
、人
々
の
生
活

の
中
心
に
あ
っ
た
京
町
。魅
力
的
な
店
が
あ
り
、個
性
を
持
っ
た
人
々
が
あ
つ
ま
り
文
化
を
つ
く
る
。長

い
時
間
の
中
で
培
わ
れ
た
、そ
ん
な
土
壌
が
今
の
京
町
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

少
し
だ
け
昔
の
京
町
銀
天
街
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子
ど
も
の
頃
の
こ
と
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、な
ん
と

い
っ
て
も
1
9
5
0（
昭
和
25
）年
12
月
25
日
の
火
事
の
こ
と

だ
。「
京
町
の
大
火
」と
呼
ば
れ
た
こ
の
火
事
は
、京
町
銀
天
街

の
入
り
口
に
位
置
す
る
は
き
も
の
の
カ
ク
シ
ン
の
周
り
一
帯
を

焼
き
つ
く
し
た
。カ
ク
シ
ン
の
二
代
目
・
岡
本
勝
さ
ん
は
当
時
5

歳
。店
は
奇
跡
的
に
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
が
、逃
げ
る
際
、枕

元
に
置
い
て
あ
っ
た
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
を
踏
み
潰
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
今
も
心
残
り
だ
。

　
そ
ん
な
岡
本
さ
ん
の
父
親
が
興
し
た
履
物
屋「
カ
ク
シ
ン
」

は
１
９
３
２（
昭
和
7
）年
創
業
。様
々
な
下
駄
や
草
履
が
並

ぶ
店
内
の
一
画
に
、岡
本
さ
ん
の
作
業
場
が
あ
る
。手
作
り
の
作

業
台
に
年
期
の
入
っ
た
昔
な
が
ら
の
道
具
類
。こ
こ
で
日
々
、

粛
々
と
鼻
緒
を
挿
げ
る
。

　
ア
イ
デ
ア
マ
ン
で
、広
告
一
つ
と
っ
て
も
、常
に
一
風
変
わ
っ
た

も
の
を
試
行
錯
誤
し
て
い
た
先
代
は
、岡
本
さ
ん
が
小
学
6
年

生
の
時
に
他
界
。大
学
卒
業
後
、一
度
は
市
役
所
に
勤
め
た
岡

本
さ
ん
だ
が
、父
親
が
遺
し
た
店
を
継
ぐ
事
を
選
ぶ
。20
代
の
頃
は

店
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
、そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
顧
客
名
簿
を

作
り
、メ
ー
カ
ー
の
社
員
と
ひ
た
す
ら
飲
ん
で
情
報
収
集
を
し

た
。や
が
て
1
9
7
9
年（
昭
和
54
）年
、黒
崎
に
百
貨
店
そ
ご

う
が
オ
ー
プ
ン
す
る
と
、知
り
合
い
づ
て
に
出
店
の
チ
ャ
ン
ス
を

得
る
。強
豪
ひ
し
め
く
履
物
コ
ー
ナ
ー
で
、一
番
の
売
り
上
げ
を

達
成
し
た
こ
と
も
。小
倉
そ
ご
う
に
も
出
店
が
決
ま
る
が
、そ

ご
う
本
体
が
2
0
0
0（
平
成
12
）年
に
経
営
破
綻
。店
の
経

営
へ
の
影
響
を
な
ん
と
か
耐
え
、よ
う
や
く
京
町
に
落
ち
着
け

る…

と
思
っ
た
の
も
つ
か
の
間
、地
元
小
売
店
の
協
同
組
合
で

あ
る「（
協
）日
専
連
北
九
州
」の
理
事
長
に
。さ
ら
に
は
全
国
組

織
で
あ
る「
協
同
組
合
連
合
会 

日
本
専
門
店
会
連
盟
」の
理
事

長
に
就
任
し
、2
0
1
4（
平
成
26
）年
に
勇
退
す
る
ま
で
、忙

し
く
全
国
を
飛
び
回
っ
た
。

　
昔
は
下
駄
も
草
履
も
台
の
サ
イ
ズ
は
一
種
類
で
、鼻
緒
の
挿

げ
方
一
つ
で
足
に
合
う
よ
う
調
整
し
た
も
の
だ
っ
た
。最
近
は

デ
ザ
イ
ン
も
サ
イ
ズ
も
多
様
に
な
っ
た
が
、客
の
足
に
合
わ
せ

た
仕
事
の
で
き
る
職
人
は
減
っ
て
し
ま
っ
た
。見
た
目
だ
け
が

良
い
商
品
も
増
え
た
が
、ど
ん
な
下
駄
・
草
履
で
も
、修
理
を
頼

ま
れ
れ
ば
快
く
請
け
負
う
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
古
い
下
駄
が

出
て
き
た
か
ら
、修
理
し
て
も
う
一
度
履
け
る
よ
う
に
し
た
い
」

と
い
っ
た
依
頼
が
何
よ
り
嬉
し
い
。履
物
の
小
売
店
だ
け
で
は

な
く
、メ
ー
カ
ー
自
体
が
減
り
つ
つ
あ
る
今
。着
物
下
駄
や
草

履
を
履
く
習
慣
は
残
っ
て
も
、そ
れ
を
支
え
た
職
人
の
世
界
は

い
ず
れ
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。だ
か
ら
こ
そ
、残
せ

る
も
の
は
残
し
た
い
と
願
う
。

　
そ
の
思
い
は
、商
売
だ
け
で
は
な
く
、生
ま
れ
育
っ
た
街
へ
も

向
け
ら
れ
る
。「
町
や
道
の
名
前
一
つ
に
も
歴
史
が
あ
り
、意
味

が
あ
る
」そ
ん
な
思
い
で
、目
の
前
に
架
か
る
常
盤
橋
の
改
名
に

反
対
し
、か
つ
て
森
鴎
外
が
小
説
に
記
し
た
広
告
塔
の
復
元

や
、今
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
大
坂
町
と
い
う
地
名
を
残

す
石
碑
の
設
置
や「
清
張
通
り
」の
命
名
な
ど
に
力
を
注
ぐ
。

　
様
々
な
肩
書
き
を
持
っ
た
岡
本
さ
ん
だ
が
、ベ
ー
ス
に
あ
る

の
は「
下
駄
屋
の
お
や
じ
」と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
。

人
生
に
大
き
な
ド
ラ
マ
も
、華
々
し
さ
も
求
め
な
い
。生
き
て

い
れ
ば
時
折
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
た
る
こ
と
も
あ
る
が
、の

ぼ
せ
上
が
っ
た
り
は
し
な
い
。む
し
ろ
、そ
う
い
っ
た
も
の
は
ど

こ
か
胡
散
臭
い
と
思
っ
て
い
る
。も
う
一
つ
、「
在
庫
を
も
た
な

い
奴
は
信
用
し
な
い
」と
も
思
っ
て
い
る
。商
売
人
は
お
金
を

出
し
て「
も
の
」を
買
い
、そ
れ
を
使
っ
て
商
売
を
す
る
。ま
ず

自
分
の
身
銭
を
切
っ
て
か
ら
試
行
錯
誤
す
る
も
の
だ
。実
体
の

な
い
理
想
や
資
本
を
使
っ
て
儲
け
る
よ
う
な
こ
と
は
ど
う
も

性
に
合
わ
な
い
。人
生
も
商
売
も
、ア
ン
チ
・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

が
い
い
。京
町
の
下
駄
屋
の
お
や
じ
は
そ
う
や
っ
て
、生
ま
れ

育
っ
た
街
で
、日
々
淡
々
と
、自
然
体
で
生
き
て
行
く
。

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：11:00～18:00　　定休日：年末年始
北九州市小倉北区京町1丁目-2-6　TEL 093-521-3309

はきもののカクシン
4041



　
北
九
州
、小
倉
と
い
う
と「
工
業
都
市
」の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か

も
し
れ
な
い
。し
か
し
昔
か
ら
交
通
の
要
所
と
し
て
人
々
が
行
き

交
い
、近
代
化
の
過
程
で
多
く
の
人
々
が
流
入
し
て
き
た
こ
の
街
に

は
、人
々
と
共
に
培
わ
れ
た
様
々
な
文
化
の
地
層
が
確
実
に
残
っ

て
い
る
。名
前
を
知
ら
れ
た
小
説
家
、俳
人
、映
画
監
督
や
役
者
以

外
に
も
、八
幡
製
鐵
所
と
い
っ
た
企
業
に
勤
め
る
人
々
を
中
心
に

発
刊
さ
れ
た
職
場
雑
誌
も
数
多
く
存
在
す
る
。北
九
州
市
立
文
学

館
名
誉
館
長
も
務
め
た
佐
木
隆
三
も
、八
幡
製
鐵
勤
務
時
代
に
同

人
誌「
日
曜
作
家
」な
ど
を
立
ち
上
げ
、創
作
の
腕
を
磨
い
た
。

　
京
町
銀
天
街
か
ら
現
在
の
小
倉
駅
に
向
か
っ
て
い
く
途
中
に

は
、明
治
の
文
豪
・
森
鷗
外
や
俳
人
・
杉
田
久
女
の
旧
居
が
あ
っ
た

と
い
う
。森
鷗
外
が
し
ば
し
ば
文
学
談
義
を
交
わ
し
た
と
い
う

西
洋
料
理
店「
三
樹
亭
」も
京
町
筋
に
あ
っ
た
。こ
の
場
所
は
後
に

「
カ
フ
ェ・
ラ
イ
オ
ン
」と
な
り
、松
本
清
張
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た

際
の
祝
賀
会
の
会
場
に
な
る
。昭
和
12
年
、小
倉
に
で
き
た
朝
日
新

聞
社
に
勤
め
て
い
た
松
本
清
張
。「
湖
月
堂
」の
栗
ま
ん
じ
ゅ
う
が

好
き
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、在
職
中
は
、饅
頭
片
手
に
京
町
を
行
き

来
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

平
成
29
年
3
月
25
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
北
九
州
文
学
サ
ロ
ン
」

は
、そ
ん
な「
文
学
の
街
」北
九
州
を
発
信
す
る
京
町
銀
天
街
の
新
た

な「
文
化
拠
点
」だ
。入
り
口
を
入
る
と
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る

の
が
、壁
を
埋
め
る
大
き
な
陶
板
壁
画
。「
か
が
や
く
太
陽
、燃
え
る
鐵

（
て
つ
）、う
た
う
わ
れ
ら
」と
題
さ
れ
た
、文
学
サ
ロ
ン
の
顔
と
も
い
え

る
こ
の
作
品
は
、北
九
州
市
出
身
の
画
家
で
市
が
発
行
す
る
情
報
誌

「
雲
の
う
え
」の
編
集
委
員
も
務
め
る
牧
野
伊
三
夫
に
よ
る
も
の
で
、

陶
板
制
作
は
市
内
に
本
社
を
置
く
T
O
T
O
が
担
っ
た
。そ
の
向
か

い
に
は
地
域
の
文
化
情
報
を
発
信
す
る
情
報
カ
ウ
ン
タ
ー
。そ
し
て
展

示
コ
ー
ナ
ー
に
は
ゆ
か
り
の
文
学
者
の
写
真
や
資
料
が
並
ぶ
。オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス「
文
学
広
場
」は
展
示
や
イ
ベ
ン
ト
に
活
用
で
き
る
空
間

で
、文
学
談
話
や
同
好
会
に
よ
る
句
会
な
ど
、市
民
の
文
化
活
動
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
今
で
こ
そ
少
な
く
な
っ
た
が
、数
十
年
前
ま
で
は
、小
倉
の
街
の
あ

ち
こ
ち
に
、文
化
や
美
術
の
拠
点
と
も
い
え
る
喫
茶
店
や
バ
ー
が
あ
っ

た
。京
町
銀
天
街
の
バ
ー
・「
あ
る
じ
ゃ
ん
」や
喫
茶「
マ
ヤ
」も
文
化
人

に
長
く
親
し
ま
れ
た
場
所
だ
っ
た
。今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
れ
ら
に

代
わ
り
、北
九
州
文
学
サ
ロ
ン
が
、ま
ち
に
文
化
の
タ
ネ
を
蒔
く
場
と

し
て
、人
々
が
集
う
場
と
し
て
育
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
は
文
学
サ
ロ
ンFacebook
参
照
。

https://w
w
w
.facebook.com

/BungakuSalon/

つ
れ
づ
れ
京
町

営業時間：11:00～18:00（木曜日のみ 21時まで）　　定休日：年末年始
北九州市小倉北区京町1丁目5-9　TEL 093-383-8610

北九州文学サロン
4243
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地球儀

10:00～19:00
月・第1火・第3日
京町2-1-23-2F
093-551-9018

OPEN
定休日
住所
電話

ヘアーメイク・グレマ

年中無休
京町1-6-34
093-541-9000

OPEN
定休日
住所
電話

スーパーホテル 

10:00～18:00
第1・3日
京町1-5-7
093-521-0384

OPEN
定休日
住所
電話

小林文具店

年中無休
京町1-6-31
093-521-8884

OPEN
定休日
住所
電話

年中無休
京町1-6-31
093-521-8884

OPEN
定休日
住所
電話

アイルイン小倉

10:00～22:55
月2回（不定休）
京町2-1-19
093-513-7777

OPEN
定休日
住所
電話

パチンコ＆スロット
アサヒ駅前店

17:00～24:00
年中無休
京町2-1-22
093-531-4878

OPEN
定休日
住所
電話

八洲

11:00～17:00
日・月
京町1-6-1
093-383-6061

OPEN
定休日
住所
電話

一丁目の元気

9:00～19:00

日・祝
京町1-6-29
093-521-5666

OPEN

定休日
住所
電話

（水・土は13:00まで）

今村歯科医院

11:00～20:00
年中無休
魚町1-2-12
093-521-0075

OPEN
定休日
住所
電話

宇佐屋

19:00～3:00
なし
魚町1-2-11-2F
093-551-5524

OPEN
定休日
住所
電話

エル・バリオ

10:00～19:00
第1・3水　第4日
京町1-6-28
093-521-3663

OPEN
定休日
住所
電話

オガワ時計店

年中無休
京町2-1-21
093-512-9488

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

快活クラブ

11:00～18:00
年中無休
京町1-2-6
093-521-3309

OPEN
定休日
住所
電話

はきもののカクシン

元祖 京屋

8:00～20:00
年中無休
京町1-2-8
093-551-4817

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

Cafe de Fan Fan

10:00～20:00

火・年末年始
京町1-5-10-2F
093-541-5890

OPEN

定休日
住所
電話

（日・祝は18:00まで）

KAREN

OPEN
定休日
住所
電話

黒木商店
11:00～19:00
毎月
魚町1-2-6
093-551-1738

10:30～18:30
年末年始
京町1-2-11
093-521-3469

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

レディースファッション
クロネコ ソニア・ジグ店

11:00～24:00
年中無休
京町2-1-24
093-533-5040

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

カレーハウス
CoCo壱番屋 小倉京町店

13:00～18:00
日
京町1-5-10
093-541-3288

OPEN
定休日
住所
電話

ギャラリー＆工房
自由空間

9:00～19:30

日・祝
京町1-2-11
093-513-2113

OPEN

定休日
住所
電話

（木は13:00まで・土は17:00まで）

創伸接骨院 小倉院

17:00～24:00
不定休
京町1-6-30-2F
093-531-1844

OPEN
定休日
住所
電話

和楽路 京町店 
10:00～19:00
年中無休
魚町1-2-14
093-512-1618

OPEN
定休日
住所
電話

スーパーチケット

ストア美容室
10:00～19:00
月・第2・3火
京町1-2-10
093-383-7109

OPEN
定休日
住所
電話

TERRACE
10:00～20:00（火～木）
10:00～21:00（金・土）
10:00～19:30（日・祝）
月
京町1-6-28
093-512-4560

OPEN

定休日
住所
電話

10:00～20:00
元旦
魚町1-2-11
093-521-1215

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

　利茶舗 京町本店

8:00～18:00
水・日・祝
京町1-5-10
093-541-0750

OPEN
定休日
住所
電話

フタバ薬局 京町店

10:00～20:00

月・第1・3日
京町1-5-14
0120-417-225

OPEN

定休日
住所
電話

（金は21:00まで、日・祝は19:00まで）

美容室 ラガッツァ

11:30～20:00
年中無休
京町1-6-1
093-953-7994

OPEN
定休日
住所
電話

Clothing & Antiques
FUN

8:00～17:00
水・日・祝
京町1-5-12
093-521-0722

OPEN
定休日
住所
電話

東邦鍼灸院

8:00～13:00
15:00～17:00
水・日・祝
京町1-5-11
093-512-6601

OPEN

定休日
住所
電話

東邦クリニック

アウトレットショップ
MiLL

9:00～20:00
元旦
京町1-5-23
093-551-7022

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

中村パーキングプラザ

10:00～19:00

月
京町1-6-30
093-521-8941

OPEN

定休日
住所
電話

（水・日は18:00まで）

バグジー 小倉店

10:00～20:00
月、第1火・第3日
京町1-2-3
093-521-0505

OPEN
定休日
住所
電話

BonMale hair
連獅子

完全予約制
時間外の場合はご相談ください

OPEN

定休日
住所
電話

17:00～24:00
不定休
京町1-6-28
093-531-6504

16:00～23:00
不定休
京町1-2-10
093-953-6221

OPEN
定休日
住所
電話

別館海鮮 味楽

活魚居酒屋 味楽本店

17:00～24:00
年中無休
京町2-1-22-2F
093-533-3222

OPEN
定休日
住所
電話

OPEN
定休日
住所
電話

あや鷄　小倉京町店
全席完全個室　九州地鶏居酒屋　

11:00～18:00
木曜のみ～21:00
年末年始
京町1-5-9
093-383-8610

OPEN

定休日
住所
電話

北九州文学サロン

11:00～21:00
月(月休日の場合、月営業 火定休日)
京町1-5-9-2F
093-967-7807

OPEN
定休日
住所
電話

noodle×cafe サルタヒコ

魚マルシェ2号店
11:00～15:00
17:00～22:00
不定休
京町1-2-9
093-513-4424

OPEN

定休日
住所
電話

10:00～18:00
日・祝日・土は不定休
京町1-6-2
093-383-7122

OPEN
定休日
住所
電話

プラスワン＋ 北九州店

9:00～19:00

日・祝
京町1-2-3
093-521-5679

OPEN

定休日
住所
電話

宮崎歯科

（水は18:00まで、土は13:00まで）

OPEN
定休日
住所
電話

9:00～20:00
日
京町1-5-9-3F
080-2733-8540

OPEN
定休日
住所
電話

novo by showroom
10:00～15:00
17:00～22:00
火
京町1-2-10
070-2377-0789

OPEN

定休日
住所
電話

10:30～18:30
年末年始
京町1-5-10
093-513-0590

OPEN
定休日
住所
電話

最終受付14:00

月、第3火曜日
京町1-5-10-203
093-531-5941

その他不定休あり

11:00～22:00
元旦のみ
京町2-1-15
093-551-7404

OPEN
定休日
住所
電話

出雲そば 京町店

9:00～21:00
年中無休
魚町1-2-10
093-512-6639

OPEN
定休日
住所
電話

業務スーパー

天ぷら定食ふじしま
10:00～19:30
(LO19:15)
木
京町2-1-15三徳ビルBF
093-531-5695

OPEN

定休日
住所
電話

GALVA
平　日 12:00～19:00
土日祝 11:00～20:00
不定休
京町2-1-22
093-482-3318

OPEN

定休日
住所
電話

和酒処Hirai

不定休
京町1-6-36
093-533-0234

(LO19:30)

OPEN

定休日
住所
電話

(LO21:30)
月～土　 16:00～22:00

日・祝祭日13:00～20:00

京町銀天街HP

店舗情報や
イベント情報は
こちらから。

4445




