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伽き
ゃ

羅ら

、
沈ぢ
ん

香こ
う

、
白
び
ゃ
く
だ
ん檀
に
代
表
さ
れ
る
香
木
。
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
生
息

す
る
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
植
物
に
は
、
そ
の
木
部
が
侵
さ
れ
て
も
防
御
策

と
し
て
内
部
に
樹
脂
を
形
成
、
そ
の
部
分
だ
け
が
腐
ら
ず
に
熟
成
を
続
け
、

長
い
年
月
を
要
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
香
り
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
香

木
で
、
樹
脂
が
重
く
水
に
沈
む
も
の
を
沈
香
、
沈
香
の
中
で
も
匂
い･

形

状
な
ど
に
優
れ
る
最
上
級
の
品
を
伽
羅
と
呼
び
、こ
の
二
つ
は
加
熱
に
よ
っ

て
香
り
を
放
つ
。
一
方
、
熱
す
る
こ
と
な
く
香
る
白
檀
は
、
仏
像
な
ど
の

彫
刻
や
扇
子
・
数
珠
な
ど
の
材
料
に
も
用
い
ら
れ
る
。「
古
く
か
ら
人
々
は
、

香
木
を
薄
片
に
削
っ
て
香
り
を
楽
し
ん
で
き
た
よ
う
で
す
。
白
檀
は
防
虫

効
果
に
優
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
倉
院
御
物
に
添
え
ら
れ
た
記
録
が
残
っ
て

　
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
。
よ
き
薫
物
た
き
て
ひ
と
り
伏
し
た
る
。
香
ば
し

う
染
み
た
る
衣
な
ど
着
た
る
」
と
、枕
草
子
（
第
二
十
六
段
）
に
あ
る
よ
う
に
、

平
安
貴
族
が
愛
用
し
、
室
町
幕
府
８
代
将
軍
足
利
義
政
が
静
寂
の
世
界
で
酔

い
し
れ
た
香こ
う

木ぼ
く

。
上
京
に
代
々
店
舗
を
構
え
て「
日
本
の
香
り
文
化
」の
継
承
・

発
展
に
努
め
る
山
田
松
香
木
店
の
当
主
、
山
田
英
夫
さ
ん
に
香
木
の
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

山

田

　

英

夫

山
田
松
香
木
店

　
代
表
取
締
役
社
長

い
ま
す
」
と
、
山
田
さ
ん
は
歴
史
を
ひ
も
解
く
。

　

山
田
松
香
木
店
は
３
０
０
年
ほ
ど
前
の
享
保
年
間
（
１
７
１
６
～

３
６
）
に
薬
種
業
を
始
め
た
の
が
始
ま
り
。
唐
物
と
呼
ぶ
高
級
薬
種
を
取

り
扱
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
香
木
な
ど
の
原
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、
明

和
（
１
７
６
４
～
７
２
）
か
ら
寛
政
（
１
７
８
９
～
０
１
）
年
間
に
か
け

て
、香
木
・
芳
香
性
薬
種
（
香
原
料
）
を
中
心
と
す
る
薫
香
業
に
移
行
し
た
。

「
元
帳
に
『
壬

み
ず
の
え
た
つ

辰
・
伽
羅
』
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
壬
辰
は
明
和
９

年
に
当
た
り
ま
す
が
、そ
の
頃
に
伽
羅
や
沈
香
を
主
に
取
扱
う
よ
う
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
、
古
文
書
が
入
っ
た
、
外
は
桐
、
内
に
錫
が
貼
ら

れ
た
立
派
な
伽き
ゃ

羅ら

箱
を
示
す
山
田
さ
ん
。「
古
く
か
ら
伽
羅
の
産
出
量
は
ご

く
わ
ず
か
、
金
に
等
し
い
価
値
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
伽

羅
箱
は
そ
う
し
た
香
木
を
湿
度
、
盗
難
、
火
事
か
ら
守
る
た
め
、
主
に
地

下
で
保
管
し
て
き
ま
し
た
」。
伽
羅
は
湿
度
管
理
が
重
要
で
、
葉
巻
タ
バ
コ

と
同
じ
68
％
が
最
適
だ
そ
う
だ
。

　

店
舗
が
あ
る
京
都
御
所
の
西
側
地
域
は
、
天
明
の
大
火
や
ど
ん
ど
焼
け

な
ど
火
事
が
多
く
、
被
災
の
都
度
周
辺
に
引
っ
越
し
た
り
、
一
時
休
業
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
１
９
６
８（
昭
和
43
）年
に
法
人
化
し
た
の
を
機
会
に
、

上
京
区
室
町
通
下
立
売
上
ル
勘
解
由
小
路
町
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か
つ
て
の
屋
号
香こ

松ま
つ

屋や

に
因
ん
で
現
在
の
社
名

に
変
更
、
平
安
時
代
か

ら
続
く
「
日
本
の
香
り

文
化
」
を
、
そ
の
発
祥
・

発
展
の
地
で
正
統
に
伝

承
す
る
こ
と
を
社
是
と

し
て
い
る
。

　

山
田
さ
ん
が
父
雅
三

さ
ん
か
ら
経
営
を
引
き

継
い
だ
の
が
86
（
昭
和

61
）
年
、
38
歳
の
時
。

香
木
の
輸
入
と
分
類
に

携
わ
っ
て
30
年
以
上
が

過
ぎ
た
。

　
「
分
類
が
一
番
難
し
い
。
産
地
ご
と
に
入
っ
て
く
る
物
を
匂
い
の
質
で
先

ず
６
種
類
に
大
別
、
さ
ら
に
グ
レ
ー
ド
別
に
細
か
く
分
け
て
行
き
ま
す
。

香
木
の
香
り
の
分
類
が
メ
ー
ン
の
仕
事
。
先
代
か
ら
の
一
子
相
伝
で
す
。

先
ず
私
が
分
類
を
し
て
、加
工
な
ど
は
職
人
達
が
分
担
し
て
携
わ
っ
て
い
ま
す
」

　
「
毎
日
、
香
木
を
削
っ
た
り
、
割
っ
た
り
し
て
香
り
を
確
認
し
て
い
ま
す

が
、
味
、
匂
い
、
香
り
、
樹
の
性
格
、
産
地
な
ど
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
変
わ
り

ま
す
。資
産
価
値
も
あ
っ
て
今
で
は
金
よ
り
高
い
良
質
品
も
ご
ざ
い
ま
す
」。

同
じ
よ
う
な
大
き
さ
で
も
見
立
て
に
よ
っ
て
、
価
値
に
大
き
な
違
い
が
出

る
と
い
う
。

　

香
木
の
主
産
地
は
東
南
ア
ジ
ア
の
ベ
ト
ナ
ム
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ
っ
た

が
、「
ベ
ト
ナ
ム
で
し
か
採
れ
な
い
伽
羅
は
１
９
９
５
年
頃
か
ら
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
沈
香
の
高
級
品
は
全
く
取
れ

な
く
な
っ
た
。
伽
羅
在
庫
は
か
つ
て
90
％
以
上
が
日
本
に
あ
り
、
そ
れ
を

求
め
て
中
国
や
ア
ラ
ブ
な
ど
の
業
者
が
や
っ
て
来
る
。
い
い
香
木
を
確
保

す
る
た
め
苦
心
し
て
い
ま
す
」

　

こ
の
た
め
山
田
さ
ん
は
同
年
頃
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
の
高
原
地
帯
で
ケ
イ
ジ

オ
、
別
名
を
「
風
の
樹
」
と
も
い
わ
れ
る
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
沈
香
樹
の

植
林
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
３
㍍
四
方
に
１
本
、
１
㌶
に
１
０
０
０
本
の

割
合
で
植
樹
拡
張
し
て
い
る
が
、
借
地
で
50
年
契
約
の
た
め
リ
ス
ク
も
あ

る
も
の
の
、
自
然
に
任
せ
て
成
長
を
見
守
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　
「
香
り
を
極
め
る
た
め
、
父
か
ら
代
を
継
い
だ
時
に
、
タ
バ
コ
を
止
め
ま

し
た
。
刺
激
臭
が
強
い
食
べ
物
も
避
け
て
い
ま
す
」と
い
う
山
田
さ
ん
。「
香

木
店
と
名
乗
る
の
は
私
ど
も
だ
け
」
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
、香
り
と

い
う
美
を
創
る
だ
け
で
な
く
、香
り
と
い
う
文
化
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
、

聞
香（
※
）サ
ロ
ン
を
開
催
す
る
な

ど
、
香
道
の
普
及
に
も
力
を
注
い

で
い
る
。

（
※
）
香
炉
か
ら
「
香
り
を
聞
く
」

こ
と
。
嗅
ぐ
と
は
異
な
り
、心

を
傾
け
て
香
り
を
聞
く
、心
の

中
で
そ
の
香
り
を
ゆ
っ
く
り

味
わ
う
と
い
う
意
味
。
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壬辰・伽羅と記された元帳

山田松香木店　京都本店



　

去
る
5
月
24
日
の
京
都
新
聞
に
「
京

都
遺
産　

第
2
弾
3
件
認
定　

水
文

化
・
京
町
家
・
明
治
の
近
代
化
」
と
大

き
く
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
御
記
憶
で

し
ょ
う
か
。
新
聞
に
は
、
水
文
化
の
一

つ
に
「
神
泉
苑
な
ど
の
湧
き
水
」
と
記

載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
筆
者
は
、
名
水

の
伝
承
や
暮
ら
し
と
水
の
関
わ
り
を
研

究
し
て
お
り
、
現
地
調
査
や
文
献
か
ら

京
都
市
内
に
お
い
て
４
７
０
ヶ
所
の
名

水
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
多

く
の
名
水
が
あ
る
理
由
は
、
京
都
が
千

年
の
都
で
あ
っ
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ

ん
。
名
水
は
、
和
歌
、
貴
族
、
武
士
、

宗
教
、
お
茶
な
ど
の
由
来
を
伝
え
て
く

れ
ま
す
。

　

中
で
も
、
本
号
で
紹
介
す
る
「
滋
野

井
」
は
、
滋
野
貞さ

だ

主ぬ
し

、
藤
原
成な
り

通み
ち

、
後

鳥
羽
上
皇
な
ど
多
く
の
貴
人
の
由
来
の

持
つ
特
異
な
井
戸
で
、
約
百
年
の
眠
り

か
ら
目
覚
め
た
名
水
と
い
え
ま
す
。

　

目
覚
め
た
場
所
は
、
西
洞
院
通
下
立

売
下
ル
に
あ
る
「
京
都
ま
な
び
の
街　

生
き
方
探
求
館
」
の
玄
関
前
、
そ
の
日

は
平
成
30
年
3
月
4
日
で
し
た
。
昭
和

の
始
め
か
ら
管
理
さ
れ
て
い
た
山

川
様
が
、
地
域
の
方
々
に
大
切
に

し
て
欲
し
い
と
の
願
い
を
込
め
て

滋
野
団
体
連
合
会
に
井い

桁げ
た

と
石
碑

を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
寄
贈
を
受

け
た
滋
野
団
体
連
合
会
の
役
員
の

方
々
が
協
議
を
重
ね
ら
れ
、
多
く

の
方
に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

と
、
同
じ
滋
野
貞
主
の
邸
宅
内
の

「
京
都
ま
な
び
の
街　

生
き
方
探

求
館
」
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。
井

桁
の
横
に
は
立
札
も
立
て
ら
れ
、
由
来

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

由
来
書
の
内
容
を
少
し
詳
し
く
紹

介
し
ま
す
。
最
初
に
「
滋
野
井
」
を

紹
介
し
て
く
れ
る
の
は
、
歌
人
で
知

ら
れ
る
藤
原
定
家
で
す
。
定
家
が
治じ

承し
ょ
う4
（
１
１
８
０
）
年
か
ら
嘉か

禎て
い

元

（
１
２
３
５
）
年
ま
で
の
間
を
記
し
た

日
記
『
明め
い

月げ
つ

記き

』
に
「
建
永
元
年
六
月

二
十
日
未
時　

御
幸
滋
野
井
泉
（
略
）」

（
建
永
元
年
：
１
２
０
６
年
）、「
建
永

元
年
七
月
九
日
御
幸
（
略
）」
と
あ
り

ま
す
。
貴
族
か
ら
武
士
の
世
へ
と
移
る

時
代
の
主
役
の
一
人
で
あ
る
後
鳥
羽
上

鈴
木
　
康
久

百
年
の
眠
り
か
ら
目
覚
め
た

　
　
名
水
「
滋
野
井
」

京
都
産
業
大
学
教
授
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平成 30年 3月 4日に白峯神宮の神主に御祈祷いた
だき、「京都まなびの街　生き方探求館」の玄関前
に移設された滋野井の「井桁」と「石碑」。



皇
が
訪
れ
た
「
滋
野
井
」
と
は
、
ど
の

よ
う
な
名
水
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
答
え
を
文
献
に
求
め
る
と
、
鎌

倉
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
辞
典
『
拾し
ゅ
う

芥が
い

抄し
ょ
う

』
に
は
「
中
御
門
北　

西
洞
院
西

　

滋
野
貞
主
家
」
と
あ
り
ま
す
。
滋
野

貞
主
（
７
８
５
￨
８
５
２
）
は
平
安
初

期
の
儒
者
で
、
諸
儒
と
古
今
の
文
書
を

元
に
日
本
で
初
め
て
の
類
書
『
秘ひ

府ふ

略り
ゃ
く

』
１
０
０
０
巻
（
現
存
2
巻
）
を
編へ
ん

纂さ
ん

し
た
人
物
で
す
。
類
書
と
は
、
多
く

の
書
物
か
ら
事
項
や
語
句
を
抜
粋
し
、

一
定
の
基
準
で
分
類
し
た
書
物
で
あ

り
、
文
章
制
作
の
典
故
集
や
百
科
事
典

的
な
書
物
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。
当

時
の
知
識
人
に
と
っ
て
必
読
書
と
い
え

る
『
秘
府
略
』
の
編
纂
者
で
あ
る
貞
主

の
名
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
推
察

で
き
ま
す
。

　

江
戸
期
に
な
る
と
、
多
く
の
書
籍
で

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の
『
拾
芥

抄
』を
う
け
て『
名
所
都
鳥
』（
１
６
９
０

年
）
や
『
京
の
水
』（
１
７
９
０
年
）

な
ど
に
は
「
中
の
御
門
の
北
。
西
洞
院

の
西
。
滋
野
貞
主
の
家
」と
あ
り
ま
す
。

『
拾し
ゅ
う
い
み
や
こ
め
い
し
ょ
ず

遺
都
名
所
図
会え

』（
１
７
８
７
年
）

に
は
、
同
様
の
記
述
に
加
え
て
「
い
ま

按
ず
る
に
、
下
立
売
小
川
の
西
に
清
泉

あ
り
、
こ
れ
い
に
し
へ
の
滋
野
井
な
ら

ん
か
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
滋
野
井
」

の
場
所
が
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
や
、

「
い
に
し
へ
」
の
言
葉
か
ら
昔
へ
の
思

い
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

明
治
以
降
に
も
興
味
深
い
記
述
が
あ

り
ま
す
。
民
俗
学
者
の
井
上
頼よ
り

寿と
し

が

記
し
た
『
京
都
民
俗
志
』（
１
９
３
３

年
）
に
明
治
期
の
高
官
の
一
人
で
あ
る

岩
倉
具
視
が
「
滋
野
井
」
を
訪
れ
た

様
子
と
し
て
、「
磯
井
小
三
郎
氏
の
談

に
、
岩
倉
具
視
公
が
御
所
で
よ
も
や
ま

話
を
し
て
い
た
と
き
、
滋
野
井
の
話
が

出
て
、
ち
ょ
っ
と
今
か
ら
行
っ
て
み
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
馬
車
に
乗
っ

て
出
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
位
置
が
わ
か

ら
ず
大
い
に
困
り
、
土
地
の
人
に
聞
い

て
も
知
ら
な
い
。
よ
う
や
く
老
人
に
教

え
ら
れ
て
参
拝
す
る
の
を
得
た
。
そ
の

と
き
に
傍
に
紅
梅
が
美
し
く
咲
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
、
大
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石碑の拓本。石碑に
は「滋の井　往昔精
大明神　御神水也　
此水不浄之　事に遣
へからす　月日」と
あり、蹴鞠の神さま
である精大明神の御
神水なので、不浄の
ことにこの水を使っ
てはいけないと戒め
ている。（京都市歴史
資料館　平成 28 年
8月調査より）「滋野井」の井桁と小さな石碑（『京の名水』（1960年）田中緑紅）



正
期
の
地
誌
で
あ
る
『
京き
ょ
う
と都
坊ぼ
う

目も
く

誌し

』

（
１
９
１
５
年
）
を
記
し
た
磯
井
氏
の

言
葉
と
し
て
、
時
の
政
治
家
で
あ
る
岩

倉
具
視
も
興
味
を
持
つ
名
水
で
あ
っ
た

こ
と
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
地
域
の

方
々
の
愛
着
も
あ
り
、
元
滋
野
中
学
校

の
校
歌
に
「
滋
野
井
の
泉
の
ほ
と
り
」

と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
後
鳥
羽
上
皇
や
岩
倉

具
視
な
ど
の
時
の
為
政
者
が
、「
滋
野

井
」
を
訪
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
答
え

が
『
山
州
名
跡
志
』（
１
７
１
１
年
）

の
滋
野
井
社
の
説
明
に
あ
り
ま
す
。
記

述
は
、『
鞠
記
』、『
諸
神
記
』、『
著ち
ょ

門も
ん

集じ
ゅ
う

』、『
雲
井
の
春
』
な
ど
を
引
用
し
て

お
り
、
記
述
に
つ
い
て
要
約
加
筆
を
す

る
と
、「
こ
の
邸
が
平
安
中
期
に
藤
原

成
通
（
１
０
９
７
￨
１
１
６
２
）
の
邸

と
な
り
、
成
通
が
蹴
鞠
の
名
手
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
滋
野
井
に
は
井
戸
の
上

に
申
の
月
、
申
の
日
、
申
の
刻
に
蹴

鞠
の
精
（
神
）
が
、「
春や

う
陽
花
（
春
楊

花
）、
夏あ

り
安
林
、
秋お

う園
」
の
３
疋
の
猿

に
な
っ
て
井
戸
の
上
に
影よ
う

向ご
う

し
て
、
成

通
に
蹴
鞠
の
法
を
伝
授
し
た
。
こ
の
伝

承
か
ら
、
後
鳥
羽
上
皇
（
１
１
８
０
￨

１
２
３
９
）（
後
鳥
羽
院
）
が
、
滋
野

井
の
側
に
鞠
の
神
で
あ
る
精
大
明
神
を

祀
る
「
滋
野
井
社
」
を
建
立
さ
れ
、
紀

行
景
を
神
主
に
定
め
て
神
事
を
行
っ

た
」
と
あ
り
ま
す
。
他
に
、
邸
宅
の
住

人
で
あ
っ
た
藤
原
親ち

か

実ざ
ね

が
、
後
鳥
羽
上

皇
の
寵ち
ょ
う
し
ん臣で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、『
明
月
記
』
の

記
述
が
「
滋
野
井
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

上
皇
の
目
的
は
名
水
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

後
に
、
精
大
明
神
を
祀
る
「
滋
野
井

社
」
は
、
蹴
鞠
・
和
歌
の
宗
家
と
し
て

知
ら
れ
る
飛
鳥
井
家
に
勧か
ん
じ
ょ
う請さ
れ
、
現

在
は
飛
鳥
井
家
の
邸や
し
き
あ
と址に
創
建
さ
れ
た

白
峯
神
宮
（
上
京
区
）
に
祀
ら
れ
、
蹴

鞠
だ
け
で
な
く
、
サ
ッ
カ
ー
や
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
、
野
球
な
ど
の
上
達
を
願
う
多

く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
名
所
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

日
本
最
初
の
百
科
事
典
と
も
い
え
る

類
書
を
編
纂
し
た
滋
野
貞
主
と
、
蹴
鞠

の
達
人
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
成
通
に

関
わ
る
蹴
鞠
の
神
様
「
精
大
明
神
」
の

伝
承
を
持
つ
「
滋
野
井
」
は
、
文
武
両

道
の
名
水
と
い
え
ま
す
。
ま
さ
に
、
学

び
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
伝
承
で
す
。
こ

の
よ
う
な
名
水
の
井
桁
が
移
設
を
さ
れ
、

時
を
経
て
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
は
、「
水

の
都
・
京
都
」
を
唱
え
る
筆
者
と
し
て

喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
学
業
成
就
や
球

技
上
達
を
願
う
方
々
が
、
訪
れ
る
場
に

な
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

（
参
考
）鈴
木
康
久
：
２
０
１
８「
文
武
両
道
の
伝
承
を

持
つ「
滋
野
井
」」
日
本
の
老
舗
３
１
４
号

─ 7 ─ ─ 6 ─

山川氏宅にあった滋野井「井桁」と「石碑」。
移設前に行われた見学会の様子。



　

京
都
に
住
む
人
々
、と
り
わ
け
町
な
か

の
方
々
は
、日
に
ち
を
数
字
で
語
ら
ず
に
、

符
牒
を
使
う
こ
と
が
よ
く
有
り
ま
す
。

例
え
ば
21
日
な
ら「
弘
法
さ
ん
」、25
日

な
ら「
天
神
さ
ん
」と
い
う
具
合
で
す
。

　
「
今
日
は
弘
法
さ
ん
の
日
で
、
よ
う

晴
れ
と
る
さ
か
い
に
、
天
神
さ
ん
の
頃

に
は
き
っ
と
雨
や
な
。」
こ
ん
な
会
話

が
町
角
か
ら
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

「
本
日
21
日
は
天
候
が
晴
れ
な
の
で
、

4
日
後
の
25
日
は
雨
が
ふ
る
で
し
ょ

う
。」
と
い
う
天
気
予
報
的
な
表
現
よ

り
は
、
ず
っ
と
味
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

仏
教
の
経
典
に
登
場
す
る
仏
や
菩

薩
、
明
王
、
天
に
は
、
縁
日
を
も
つ
御

方
が
多
く
、
毎
日
拝
ん
で
も
勿
論
よ
い

の
で
す
が
、
特
に
そ
の
日
に
拝
む
と
、

よ
り
多
く
の
御
縁
を
頂
け
る
と
い
う
特

別
な
日
で
す
。お
薬
師
さ
ん
な
ら
8
日
、

お
地
蔵
さ
ん
な
ら
24
日
、
お
不
動
さ
ん

な
ら
28
日
、
閻
魔
さ
ん
な
ら
16
日
と
い

う
具
合
で
す
。
そ
し
て
観
音
さ
ん
の
御

縁
日
は
18
日
も
し
く
は
前
日
を
御
逮
夜

と
考
え
て
17
日
を
御
縁
日
と
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　
「
観
音
菩
薩
」
と
い
う
方
は
、
仏
教

の
経
典
に
登
場
す
る
御
方
で
、
イ
ン
ド

で
の
本
来
の
名
前
を
「
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ

テ
ィ
・
シ
ュ
バ
ラ
」
と
い
い
ま
す
。「
自

由
自
在
に
、
物
事
を
観
じ
る
こ
と
が
で

き
る
御
方
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
、

中
国
語
に
漢
訳
さ
れ
た
際
に
「
観
自
在

菩
薩
」
或
い
は
「
観
世
音
菩
薩
」
と
な

り
ま
し
た
。我
々
が
親
し
み
の
あ
る「
般

若
心
経
」で
は
前
者
の「
観
自
在
菩
薩
」、

「
法
華
経
」で
は「
観
世
音
菩
薩
」と
い

う
名
前
で
登
場
し
ま
す
。
後
者
の
方
を

略
し
て「
観
音
」と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
「
観
音
さ
ん
」
と
い
う
御
方
は
、

ど
う
も
変
身
が
お
好
き
な
よ
う
で
、
そ

し
て
出
張
も
大
好
き
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
「
遊ゆ
う

於お

娑し
ゃ

婆ば

」
と
い

い
ま
す
。「
遊
」
は
日
常
で
よ
く
使
う

「
遊
ぶ
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
行

き
来
す
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
娑
婆

の
世
界
、
つ
ま
り
仏
の
世
界
か
ら
人
間

界
に
も
出
向
い
て
き
て
く
れ
る
。
観
音

さ
ん
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
の
国
を
「
極

楽
浄
土
」
と
い
い
、
阿
弥
陀
株
式
会
社

と
例
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
会

社
の
福
利
厚
生
を
担
当
す
る
総
務
部
長

に
例
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
オ
ー

ナ
ー
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
の
右
腕
的
存

在
で
あ
る
の
で
す
が
、
実
は
「
極
楽
浄

土
」
と
は
別
に
自
分
の
浄
土
、「
補ほ

陀だ

洛ら
く

浄じ
ょ
う
ど土
」、
或
い
は
「
普ふ

陀だ

洛ら
く

浄じ
ょ
う
ど土
」

と
も
い
い
ま
す
が
、
観
音
さ
ん
が
自
ら

仕
切
る
浄
土
を
所
有
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
す
。
普
通
、
浄
土
を
所
有
し
て

い
る
の
は
「
如
来
」
だ
け
で
、
菩
薩
は

浄
土
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
観

音
さ
ん
は
例
外
的
に
自
ら
の
浄
土
を

持
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ
ち
ら

の
ト
ッ
プ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
例
え
る
な
ら
ば
、
大
企
業
の
部
長

さ
ん
が
、
ご
自
分
で
も
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
を
経
営
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、｢

六
観
音｣

と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
変
幻
自
在
に

姿
を
変
え
る
と
い
う
、
観
音
さ
ん
の
変

身
パ
タ
ー
ン
を
指
す
言
葉
で
す
。
こ
の

六
観
音
を
御
紹
介
し
ま
す
。

●
「
聖
観
音
」。「
せ
い
か
ん
の
ん
」
と

は
読
ま
ず
に
「
し
ょ
う
か
ん
の
ん
」
と

読
む
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
観
音
の
原

型
。
人
間
と
全
く
同
じ
姿
。
二
本
の
手

町
な
か
の
観
音
信
仰

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

上
席
特
別
客
員
研
究
員
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と
二
本
の
足
で
、
す
っ
く
り
と
立
っ
て

い
る
ポ
ー
ズ
が
殆
ど
で
、
片
手
に
は

「
蓮
」
を
持
つ
こ
と
が
多
い
で
す
。

●
「
十
一
面
観
音
」。
文
字
通
り
頭
の

上
に
十
面
、
そ
し
て
自
分
の
顔
を
入
れ

て
十
一
面
の
お
顔
を
持
つ
観
音
さ
ん
で

す
。
頭
の
上
だ
け
に
十
一
面
と
い
う
場

合
も
あ
り
ま
す
。

●
「
千
手
観
音
」。
千
の
手
を
持
っ
て

い
る
観
音
さ
ん
で
す
。
頭
に
は
十
一
面

あ
る
い
は
二
十
七
面
の
顔
を
持
っ
て
い

る
の
で
す
け
れ
ど
、
千
本
の
手
を
作
る

の
は
大
変
な
の
で
、
40
本
の
手
に
集
約

し
て
い
ま
す
。
正
確
に
は
40
本
に
、
本

来
の
手
（
真
手
）
を
加
え
て
42
本
。
40

と
い
う
の
は
、
一
本
に
つ
き
25

の
場
面
で
働
く
と
解
釈
す
る
こ

と
か
ら
。

●
「
准じ
ゅ
ん
て
い胝
観
音
」。
こ
の
方
は

い
ろ
ん
な
多
数
手
を
持
っ
て
い

ま
し
て
、
人
間
と
一
緒
の
２
本

か
ら
、
18
本
、
84
本
、
１
０
８

本
な
ど
様
々
で
す
。
で
も
お
顔

は
ひ
と
つ
で
す
。

●「
馬ば

頭と
う

観
音
」。名
称
の
通
り
、

頭
の
上
に
馬
を
載
せ
た
珍
し
い

観
音
像
で
、
ま
た
大
き
な
特
徴

と
し
て
「
忿ふ
ん

怒ぬ

相そ
う

」、
つ
ま
り

睨
ん
で
い
る
よ
う
な
表
情
を
し

て
い
ま
す
。
普
通
、
観
音
さ
ん

を
は
じ
め
と
す
る
菩
薩
は
優
し

い
顔
を
し
て
い
ま
す
が
、
観
音

の
表
情
で
、
唯
一
の
例
外
が
こ

の
馬
頭
観
音
で
す
。

●
「
如に
ょ

意い

輪り
ん

観
音
」。非
常
に
悩

ま
し
げ
な
ポ
ー
ズ
を
と
っ
た
観

音
さ
ん
で
す
。片
膝
を
立
て
た
、

腕
が
六
本
で
少
し
首
を
傾
け
て
い
る
よ

う
な
姿
で
す
ね
。
聖
徳
太
子
は
こ
の
如

意
輪
観
音
を
深
く
信
仰
し
た
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

●
「
不ふ

空く
う

羂け
ん

索ざ
く

観
音
」。
羂
と
は
縄
ま

た
は
網
、
索
と
は
金
属
製
の
仕
掛
け
。

こ
の
持
物
を
使
っ
て
人
々
の
願
い
を
絡

め
取
っ
て
く
れ
る
と
い
う
、
そ
れ
が
不

空
羂
索
観
音
で
す
。

　

以
上
が
六
観
音
の
紹
介
で
す
が
、「
あ

れ
？
お
か
し
い
な
？
七
観
音
？
」
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
は
七
種
な

の
で
す
が
、天
台
宗
系
と
真
言
宗
系
で
、

ご
く
一
部
メ
ン
バ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
あ
る

よ
う
で
、
准
胝
観
音
は
真
言
宗
系
に
、

不
空
羂
索
観
音
は
天
台
宗
系
の
場
合
に

メ
ン
バ
ー
入
り
し
ま
す
。
な
の
で
六
観

音
と
は
い
え
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
は
「
七

観
音
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
様
々
に
姿
を
変
え
て
人
々

を
救
う
の
が
観
音
菩
薩
の
本
願
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　

今
年
は
長
谷
寺
の
徳と
く

道ど
う

上
人
が
「
西

国
三
十
三
所
」
を
開
創
し
て
か
ら
、
千

三
百
年
の
節
目
の
年
で
す
。

　

西
国
三
十
三
所
は
観
音
霊
場
で
、
京

都
市
内
に
も
、
醍
醐
寺
（
上
醍
醐
）・

大報恩寺 六観音像
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千
手
観
音
像
（
重
文
）

十
一
面
観
音
像
（
重
文
）

聖
観
音
像
（
重
文
）

如
意
輪
観
音
像
（
重
文
）

馬
頭
観
音
像
（
重
文
）

准
胝
観
音
像
（
重
文
）



六
波
羅
蜜
寺
・（
今
熊
野
）
観
音
寺
・

頂
法
寺
（
六
角
堂
）・
行
願
寺
（
革
堂
）、

善
峯
寺
」と
観
音
霊
場
が
存
在
し
ま
す
。

　

ま
た
、
後
白
河
法
皇
が
始
め
た
と
い

う
「
洛
陽
三
十
三
所
」
も
全
て
観
音
霊

場
で
、
し
か
も
名
称
の
通
り
京
都
市
内

に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

後
者
の
「
洛
陽
三
十
三
観
音
巡
礼
」

の
霊
場
の
中
で
、
上
京
区
内
の
寺
院
を

挙
げ
て
み
ま
す
と
、

■
清
荒
神　

護
浄
院　
　
　

准
胝
観
音

上
京
区
荒
神
口
通
寺
町
東
入
荒
神
町
１

２
２ 

■
福
勝
寺　
　
　
　
　
　
　
　

聖
観
音

上
京
区
出
水
通
千
本
西
入
ル
七
番
町
３

２
３
￨
１

■
東
向
観
音
寺　
　
　
　

十
一
面
観
音

上
京
区
今
小
路
通
御
前
西
入
上
る
観
音

寺
門
前
町
８
６
３

■
廬
山
寺　
　
　
　
　
　

如
意
輪
観
音

上
京
区
寺
町
通
広
小
路
上
る 

■
清
和
院　
　
　
　
　
　
　
　

聖
観
音

上
京
区
七
本
松
通
一
条
上
る
一
観
音
町

４
２
８
￨
１

　

以
上
の
よ
う
に
五
ヶ
寺
が
有
り
ま
す

し
、
西
国
三
十
三
所
の
「（
革
堂
）
行

願
寺
」
も
元
々
は
一
条
小
川
辺
り
に
有

り
ま
し
た
の
で
、
元
は
上
京
区
内
だ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　

西
国
や
洛
陽
の
三
十
三
所
の
霊
場
本

尊（
観
音
菩
薩
）の
場
合
は
、
堂
内
で
の

参
拝
が
出
来
な
い
場
合
や
秘
仏
で
あ
っ

た
り
、
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
直
接
、
観
音
さ
ん
の

姿
を
目
の
あ
た
り
に
で
き
な
く
と
も
、

目
に
見
え
な
い
御
縁
を
頂
き
に
巡
礼
す

る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
が
、
観
音
菩

薩
の
変
身
パ
タ
ー
ン
を
、
実
際
に
自
分

の
眼
で
み
て
比
べ
て
み
た
い
と
い
う
方

に
は
、
や
は
り
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦

堂
）
に
出
向
か
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。日
本
中
の
寺
院
を
見
渡
し
て
も
、

六
観
音
像
が
全
て
揃
っ
て
い
る
こ
と
は

非
常
に
稀
だ
か
ら
で
す
。
し
か
も
慶
派

仏
師
の
「
定じ
ょ
う
け
い慶」
が
手
掛
け
た
宋
風
彫

刻
の
観
音
像
で
溜
息
が
で
る
ほ
ど
、
ほ

れ
ぼ
れ
と
す
る
美
し
い
六
観
音
で
す
。

　

今
年
の
秋
に
は
東
京
国
立
博
物
館
の

特
別
展
に
出
張
さ
れ
ま
す
の
で
、
き
っ

と
関
東
方
面
の
人
達
を
魅
了
し
て
く
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
西
陣
聖
天
で
知
ら
れ
る
「
雨

宝
院
」
の
千
手
観
音
さ
ん
も
、
堂
々
と

し
た
体
型
の
観
音
像
で
す
。
し
か
も
造

仏
年
代
が
平
安
時
代
前
期
と
、
非
常
に

古
く
、
南
北
朝
や
応
仁
の
乱
を
は
じ
め

と
す
る
幾
多
の
戦
乱
や
大
火
事
の
都

度
、
お
寺
の
方
や
信
仰
す
る
人
達
に

よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
運
び
出
さ
れ
て
、

難
を
逃
れ
て
き
た
と
い
う
「
奇
跡
の
観

音
」
で
す
。
42
本
の
手
の
内
、
現
在
10

本
し
か
残
っ
て
い
な
い
観
音
さ
ん
の
御

手
が
、
そ
の
凄
ま
じ
い
歴
史
と
運
ん
だ

人
々
の
信
仰
心
を
生
々
し
く
物
語
っ
て

い
ま
す
。

　

廬
山
寺
の
御
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如

来
は
、
三
尊
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
脇
侍
と
し
て
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩

が
座
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
通
常
、

脇
侍
は
立
っ
て
い
る
御
姿
が
多
い
の
で

す
が
、
廬
山
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
の
脇
侍

は
、
お
二
方
と
も
座
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
て
、
そ
の
座
り
方
が
、
仏
像
に
よ

く
み
ら
れ
る
「
結け
っ

跏か

趺ふ

坐ざ

」
や
「
半は
ん

跏か

趺ふ

坐ざ

」
な
ど
の
、
座
禅
の
時
の
よ
う
な

座
り
方
と
異
な
る
ポ
ー
ズ
で
、
両
膝
を

前
に
出
す
「
跪き

坐ざ

」
と
い
い
ま
す
。
ま

る
で
正
座
を
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、

「
や
ま
と
坐
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
来
迎
」

即
ち
、極
楽
浄
土
へ
の
旅
立
ち
に
際
し
、

阿
弥
陀
さ
ん
や
観
音
さ
ん
が
お
迎
え
に

来
て
く
れ
た
時
に
、
観
音
さ
ん
が
「
連

台
」
と
い
う
魂
の
ベ
ッ
ド
を
差
し
出
し

て
「
さ
あ
、
こ
れ
に
ど
う
ぞ
お
乗
り
な

さ
い
な
。」
と
語
り
か
け
て
く
れ
る
時

の
ポ
ー
ズ
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
観
音
さ
ん
が
御
臨
終
を
迎
え
た

人
の
た
め
に
取
っ
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

の
際
の
、
優
し
い
ポ
ー
ズ
が
こ
の
「
跪

座
」
と
い
う
座
り
方
に
表
れ
て
い
る
の

だ
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

─ 9 ─

雨
宝
院
　
千
手
観
音
立
像
（
重
文
）

廬
山
寺
　
観
音
菩
薩
坐
像
（
聖
観
音
）



一
条
戻
り
橋
と
慶
長
天
主
堂

新
上
京
の
昔
ば
な
し

　

中
東
バ
ー
レ
ー
ン
の
マ
ナ
マ
で
開
催

さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
第
42
回
世
界
遺
産
委

員
会
は
6
月
30
日
、「
長
崎
と
天
草
地
方

の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」
を
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
す
る
と
決
定
し
た
。

国
内
の
世
界
遺
産
は
22
件
目
だ
。

　

こ
の
遺
産
を
構
成
す
る
12
資
産
の
一

つ
国
宝
の
大
浦
天
主
堂
は
、
16
世
紀
に

長
崎
で
殉
教
し
た
26
聖
人
に
捧
げ
る
た

め
建
て
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
聖
堂

と
し
て
名
高
い
が
、
そ
の
聖
人
の
半
数

以
上
は
京
都
で
捕
縛
、
一
条
戻
り
橋
で

耳
を
削
が
れ
た
宣
教
師
や
信
者
た
ち

だ
っ
た
。

２
度
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令

２
度
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令

　

豊
臣
秀
吉
（
１
５
３
７
～
９
８
）
は

１
５
８
７
（
天
正
15
）
年
、「
伴ば

天て

連れ
ん
（
宣

教
師
）
禁
止
令
」
を
出
し
、
洛
中
の
宣

教
師
を
追
放
、
各
地
の
南
蛮
寺
は
破
壊

さ
れ
た
。
平
安
京
大
内
裏
跡
に
聚
楽
第

を
構
え
、
北
野
天
満
宮
で
大
茶
会
を
開

く
な
ど
、
上
京
の
歴
史
に
足
跡
を
残
す

秀
吉
だ
が
、
一
方
で
は
為
政
者
と
し
て

厳
し
い
姿
勢
を
貫
い
て
お
り
、
こ
の
禁

止
令
は
台
頭
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
団

結
が
一
向
宗
門
徒
と
同
じ
よ
う
な
脅
威

に
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
た
め
と
い
わ

れ
る
。
た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
布
教
は
制

限
し
た
が
、
布
教
に
関
係
し
な
い
外
国

人
（
商
人
）
の
往
来
は
そ
れ
ま
で
通
り

自
由
で
、
個
人
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰

す
る
こ
と
自
体
も
許
し
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　

９
年
後
の
１
５
９
６
（
慶
長
元
）
年

秋
、
秀
吉
は
ス
ペ
イ
ン
船
サ
ン
・
フ
ェ

リ
ペ
号
が
暴
風
雨
に
遭
っ
て
土
佐
に
漂

着
、
取
り
調
べ
を
受
け
た
船
員
が
「
宣

教
師
は
ス
ペ
イ
ン
が
海
外
の
領
土
を
征

服
す
る
た
め
の
尖
兵
で
あ
る
」
と
述
べ

た
と
の
報
告
を
受
け
る
と
、
同
年
暮
れ

に
再
び
「
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
令
」
を
出

し
て
、
お
ひ
ざ
元
の
京
都
、
大
坂
で
活

動
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
系
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
会
宣
教
師
・
信
者
の
捕
縛
を
命
じ
た
。

「
伴
天
連
（
宣
教
師
）
禁
止
令
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
キ
リ
ス
ト
教
が
お
目
こ
ぼ
し

を
受
け
て
い
た
情
勢
下
、
古
参
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
系
イ
エ
ズ
ス
会
は
活
動
自
粛
を

促
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を

始
め
と
す
る
新
参
の
修
道
会
の
活
動
が

目
に
余
っ
た
た
め
、
弾
圧
に
踏
み
切
っ

た
と
い
う
説
も
あ
る
。

信
者
の
耳
を
削
ぎ
落
と
す

信
者
の
耳
を
削
ぎ
落
と
す

　

12
月
９
日
に
捕
え
ら
れ
た
信
者
の
レ

オ
烏
丸
（
日
本
人
、
当
時
48
歳
）
ら
５

名
と
、
翌
年
１
月
２
日
未
明
に
役
人
た

ち
が
修
道
院
（
※
１
）
に
踏
み
込
ん
で

捕
え
た
ペ
ト
ロ
・
バ
プ
チ
ス
タ
司
祭
（
ス

ペ
イ
ン
人
、
当
時
48
歳
の
記
録
が
残
る
）

ら
12
名
は
、
大
阪
で
捕
縛
さ
れ
た
７
人

と
共
に
翌
３
日
、
小
川
牢
屋
敷
か
ら
肥

料
を
運
ぶ
荷
車
に
数
人
ず
つ
乗
せ
ら
れ
、

一
条
戻
り
橋
ま
で
引
き
立
て
ら
れ
た
。

古
く
か
ら
大
罪
人
は
京
都
市
中
引
き
回

─ 11 ─ ─ 10 ─



し
の
上
、
鴨
川
の
河
原
な
ど
で
処
刑
さ

れ
た
が
、そ
の
前
に
戻
り
橋
で
罪
人
の
顔

を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

京
都
奉
行
と
し
て
捕
縛
を
取
り
仕
切

る
立
場
に
あ
っ
た
石
田
三
成
（
１
５
６

０
～
１
６
０
０
）
は
、
捕
縛
者
を
多
く

出
さ
な
い
よ
う
対
象
を
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
宣
教
師
に
限
る
こ
と
に
し
て
、
か
な

り
絞
り
込
ん
で
い
た
（
※
２
）。
秀
吉
は

戻
り
橋
で
全
員
の
耳
と
鼻
を
削そ

ぎ
落
と

す
よ
う
命
じ
て
い
た
が
、
三
成
は
「
ま

だ
助
け
ら
れ
る
の
で
は
」
と
の
希
望
を

抱
い
て
、
左
の
耳
た
ぶ
を
削
ぐ
だ
け
に

留
め
た
。

　

こ
の
時
、
信
者
の
一
人
は
役
人
に
向

か
っ
て
「
お
望
み
な
ら
も
っ
と
こ
の
耳

を
切
っ
て
満
足
の
ゆ
く
ま
で
キ
リ
シ
タ

ン
の
血
を
お
流
し
下
さ
い
」
と
言
っ
た

と
伝
わ
る
。

　

そ
の
後
、
捕
縛
者
た
ち
は
再
び
荷
車

に
乗
せ
ら
れ
牢
屋
敷
に
連
れ
戻
さ
れ
た

が
、
道
中
人
々
か
ら
罵
声
を
浴
び
せ
ら

れ
た
。
バ
プ
チ
ス
タ
司
祭
や
ゴ
ン
ザ
ロ

修
道
士
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
40
歳
）
ら

は
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
、
キ
リ
ス

ト
の
た
め
に
辱
め
ら
れ
る
喜
び
を
訴
え

続
け
た
た
め
、
荷
車
の
牛
方
と
番
人
は

「
侮
辱
を
喜
ぶ
こ
の
連
中
は
、
一
体
ど
う

い
う
者
な
の
か
」
と
驚
き
ょ
う
た
ん嘆
し
た
記
録
が

残
っ
て
い
る
。

束
の
間
の
幸
せ
よ
り
も…

束
の
間
の
幸
せ
よ
り
も…

　

そ
し
て
処
刑
地
と
な
る
長
崎
ま
で
、

お
よ
そ
１
０
０
０
㌔
の
道
の
り
を
１
ヵ

月
が
か
り
足
で
歩
か
さ
れ
た
。

　
「
慶
長
元
年
暮
、
こ
ご
え
そ
う
な
寒
風

の
な
か
を
、
ボ
ロ
を
ま
と
い
、
み
じ
め

に
垢
じ
み
て
、
一
様
に
片
方
の
耳
を
そ

ぎ
落
さ
れ
た
二
十
数
人
が
、
裸
足
の
ま

ま
山
陽
道
を
引
き
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
、

長
崎
で
磔
に
処
さ
れ
る
た
め
に
…
」
と
、

吉
村
昭
さ
ん
（
１
９
２
７ 

～
２
０
０
６
）

の
歴
史
小
説
『
磔

は
り
つ
け』

に
あ
る
。
昔
ば
な

し
と
い
う
に
は
余
り
に
む
ご
い
が
、
史

実
に
基
づ
く
記
述
に
間
違
い
な
い
。

　

１
５
９
７
年
２
月
５
日
（
慶
長
元
年

12
月
19
日
）、
26
人
は
長
崎
の
西
坂
の
丘

で
十
字
架
に
か
け
ら
れ
処
刑
さ
れ
た
。

最
年
少
の
ル
ド
ビ
コ
茨
木
（
日
本
人
、

当
時
12
歳
）
は
長
崎
奉
行
の
関
係
者
か

ら
「
棄
教
を
す
れ
ば
命
は
助
か
る
、
だ

か
ら
棄
教
し
な
さ
い
」
と
勧
め
ら
れ
る

が
、「
束
の
間
の
幸
せ
よ
り
も
永
遠
の
幸

─ 11 ─

長崎市に立つ日本二十六聖人記念碑「昇天のいのり」

24人の宣教師・信者たちが
耳たぶを切り落とされたのはこの辺りか



せ
（
天
国
へ
い
く
こ
と
）
を
選
ぶ
」
と

揺
る
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
26
人
は
２

６
０
数
年
後
の
１
８
６
２
年
６
月
８
日
、

ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
９
世
に
よ
っ
て
聖

人
の
列
に
加
え
ら
れ
、「
日
本
二
十
六
聖

人
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現

在
は
処
刑
の
地
に
日
本
二
十
六
聖
人
記

念
碑
「
昇
天
の
い
の
り
」
が
建
ち
、
長

崎
市
民
の
崇す
う

敬け
い

を
集
め
て
い
る
。

普
及
に
寛
大
だ
っ
た
家
康

普
及
に
寛
大
だ
っ
た
家
康

　

織
田
信
長
（
１
５
３
４
～
８
２
）
の

保
護
を
受
け
本
格
化
し
た
わ
が
国
の
キ

リ
シ
タ
ン
布
教
は
、
豊
臣
秀
吉
の
「
キ

リ
ス
ト
教
禁
止
令
」
で
挫
折
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
が
、
秀
吉
が
没
し
て
、
関
ヶ

原
合
戦
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
（
１
５

４
３
～
１
６
１
６
）
が
江
戸
幕
府
を
確

立
す
る
と
、
再
び
キ
リ
ス
ト
教
普
及
に

寛
大
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
と
の

貿
易
を
進
め
た
い
思
い
を
優
先
さ
せ
て

の
こ
と
で
、
家
康
に
は
禁
教
令
の
取
り

消
し
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る

意
向
も
示
し
て
い
な
い
。

イ
エ
ズ
ス
会
の
上
京
教
会

イ
エ
ズ
ス
会
の
上
京
教
会

　

イ
エ
ズ
ス
会
の
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師

オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
（
１
５
３
３
？
～

１
６
０
９
）
は
１
５
７
７
年
か
ら
30
年

に
わ
た
り
京
都
の
宣
教
責
任
者
を
務
め
、

広
く
日
本
人
に
「
う
る
が
ん
様
」
と
呼

ば
れ
て
愛
さ
れ
た
。
彼
の
滞
日
中
に
信

仰
は
大
名
や
そ
の
家
臣
、
京
町
衆
か
ら

一
向
宗
門
徒
に
ま
で
拡
が
り
、
１
日
に

数
百
人
単
位
で
洗
礼
を
行
う
な
ど
、
束

の
間
の
繁
栄
を
謳
歌
し
て
い
た
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
１
６
０
０
（
慶
長

５
）
年
、
現
在
の
上
京
区
油
小
路
元
誓

願
寺
辺
り
に
建
立
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会

の
上
京
教
会
、
別
名
「
慶
長
天
主
堂
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
京
教
会
は
現
在
の

中
京
区
蛸
薬
師
通
室
町
西
入
ル
姥
柳
町

に
あ
っ
た
下
京
教
会
の
分
教
会
で
、
毎

年
多
く
の
受
洗
者
が
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　

現
在
、
跡
地
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建

ち
、「
此
付
近
慶
長
天
主
堂
跡
」
の
石

碑
と
京
都
市
の
説
明
コ
マ
札
が
あ
る
だ

け
だ
が
、
そ
の
説
明
に
は
「
こ
の
付
近

に
慶
長
９
年（
１
６
０
４
）頃
に
復
興
さ

れ
た
耶
蘇
会
の
天
主
堂
教
会
が
あ
っ
た
。

京
都
で
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
は
信
長
の

保
護
の
も
と
に
本
格
化
し
、南
蛮
寺
も
建

て
ら
れ
た
が
、天
正
15
年（
１
５
８
７
）豊

臣
秀
吉
が
追
放
令
を
し
き
、
弾
圧
し
た
。

秀
吉
の
死
後
、宣
教
師
ら
は
布
教
の
許
可

を
得
る
こ
と
と
寺
の
再
建
に
努
力
し
た
。

─ 13 ─ ─ 12 ─

慶長天主堂跡を示す石碑 天主堂跡にはマンションが建っている



　

関
ヶ
原
合
戦
で
徳
川
政
権
が
確
立
す

る
と
、
再
び
キ
リ
ス
ト
教
布
教
が
自
由

と
な
り
、
こ
の
地
に
、
新
し
い
天
主
堂

が
復
興
さ
れ
た
。
旧
南
蛮
寺
よ
り
は
る

か
に
美
し
い
建
物
と
い
わ
れ
、
宣
教
師

が
常
駐
し
、
荘
厳
な
ミ
サ
が
行
わ
れ
た
。

付
近
に
は
学
校
も
設
け
ら
れ
た
。
し
か

し
慶
長
17
年
（
１
６
１
２
）、
徳
川
幕
府

は
キ
リ
シ
タ
ン
の
大
弾
圧
を
開
始
、
天

主
堂
も
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
慶

長
天
主
堂
が
立
っ
た
の
は
、
10
年
に
足

り
な
い
期
間
で
あ
っ
た
。
京
都
市
」

ま
た
も
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧

ま
た
も
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
キ
リ
シ
タ

ン
禁
止
は
１
６
１
２
（
慶
長
17
）
年
の

禁
教
令
に
は
じ
ま
っ
た
。
当
時
の
京
都

所
司
代
板
倉
勝
重
（
１
５
４
５
～
１
６

２
４
）は
，
キ
リ
シ
タ
ン
教
徒
に
同
情
し

て
禁
教
令
を
厳
し
く
施
行
す
る
こ
と
に

躊ち
ゅ
う
ち
ょ
躇
し
た
が
、
大
久
保
忠
隣（
１
５
５
３

～
１
６
２
８
）が
翌
年
、
弾
圧
の
指
揮
を

と
る
た
め
入
洛
、
京
都
の
街
の
西
側
を

中
心
に
散
在
し
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
寺

院（
教
会
）を
焼
き
払
い
、
信
者
に
拷
問

を
加
え
て
転
向
を
迫
り
、
改
宗
を
拒
否

す
る
者
た
ち
を
洛
外
遠
く
に
追
放
し
た
。

　

キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
弾
圧
も
、天
主
堂

建
設
も
同
じ
慶
長
年
間
の
こ
と
。京
都
御

所
や
聚
楽
第
に
も
程
近
く
、公
家
や
武
士

階
級
の
居
住
地
で
も
あ
っ
た
京
都
の
中

心
部
が
、「
だ
い
う
す
町
」（
※
３
）を
挟

ん
で
一
条
戻
り
橋
と
慶
長
天
主
堂
と
い

う
キ
リ
ス
ト
教
に
縁
の
地
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
も
っ
と
語
り
継
が
れ
て
も
い
い

だ
ろ
う
。　　
　
　
　
　
（
福
井　

和
雄
）

（
※
１
）下
京
区
岩
上
通
綾
小
路
に
「
妙
満
寺
跡

二
十
六
聖
人
発
祥
の
地
」
の
石
碑
が
今

も
立
っ
て
い
る
。

（
※
２
）戻
り
橋
で
耳
を
削
が
れ
た
の
は
計
24
人
。

残
り
２
人
は
一
行
に
付
き
添
う
道
中
で

捕
縛
さ
れ
た
。

（
※
３
）デ
ウ
ス
（
天
主
）
町
が
な
ま
っ
た
と
い

わ
れ
、
１
６
８
６
（
貞
享
３
）
年
刊
の

『
雍
州
府
志
』
で
も
一
条
油
小
路
と
堀
川

の
間
を
「
大だ
い

宇う

須す
の
ず
し

辻
子
」
と
呼
ぶ
と
記

し
て
い
る
。

─ 13 ─

同志社大学構内にある「京都の南蛮寺（下京教会）」の礎石

狩野宗秀が描いた「都の南蛮寺図」
（桃山時代の作、神戸市立博物館蔵）



　
新
町
通
寺
之
内
を一筋
上
っ
た
所
か
ら
東
に
衣

棚
通
ま
で
。か
つ
て
一
帯
は「
道
正
庵
」と
い
う
御

所
を
訪
れ
る
大
名
等
の
宿
所
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
道
正
は
人
名
で
、道
元
禅
師
に
供
し
て
宋
へ

渡
り
修
行
中
、過
労
で
倒
れ
た
。そ
の
時
、一
人

の
老
人
が
現
れ
、師
に
従
う
志
に
一
丸
の
薬
を

与
え
て
命
を
救
い
、帰
朝
す
れ
ば
こ
の
薬
方
を

子
孫
に
伝
え
る
よ
う
伝
授
し
た
。「
解
毒
萬
病

圓
」と
名
付
け
ら
れ
た
薬
は
、曹
洞
宗
本
山
も

幕
府
も
こ
れ
を
庇
護
し
た
。

　
今
も
残
る「
日
東
稲
荷
」は
そ
の
時
出
会
っ
た

「
宇
賀
神
」を
祭
神
と
す
る
。

　
当
辻
子
に
は
、創
業
百
七
十
年
を
超
え
る
造

酢
店
が
あ
り
、趣
あ
る
町
並
み
を
残
す
。

　春の上京茶会が５月６日、大徳寺の芳春院において、表千家
の懸釜により開催されました。芳春院は、前田利家の夫人まつ
（芳春院）が建立した前田家の菩提寺で、境内には通常非公開
の庭園や二重楼閣建築の「呑湖閣」があります。当日はお天気
に恵まれ、約500名の来場があり、心休まるひとときを過ごし
ていただきました。

　５月２４日、同志社大学寒梅館において、上京区憲法月間「映
画のつどい」を開催し、映画「彼らが本気で編むときは、」の上
映と、「映像にみるLGBTの権利と自由」と題して同志社大学
菅野准教授による講演が行われました。映画・講演を通じて多
様な性や家族のかたちについて考えるきっかけになりました。

　2月15日、上京区総合庁舎会議室において「上京文化絵巻」
を開催しました。
　第６巻の今回は茂山千作氏を講師に迎え、「能狂言と茂山
千五郎家」と題して、能楽の歴史から茂山家の歩み、能舞台の
説明、さらには謡まで御披露いただきました。上京区ならでは
の贅沢な講師と内容、高い文化力に触れることができ、盛況の
うちに幕を閉じました。

　６月２日、ボランティアの皆さんによって、上京区役所前のプ
ランターの一斉植替えが行われました。アドバイザーの辻井
さんの指導のもと、夏の太陽の陽射しに強い花 「々日々草」や
「バコパ」を植えました。庁舎前を彩る元気で可愛らしい花々
を、ぜひご覧になってください。
＊「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動では、活動メンバーを募集中です。活
動やガーデニングに興味をお持ちの方は、上京区役所地域力推進室まちづくり
推進担当までご連絡ください。

「
み
ん
な
で
花
を

　咲
か
そ
う
」活
動

「
み
ん
な
で
花
を

　咲
か
そ
う
」活
動

上京区憲法月間「映画のつどい」上京区憲法月間「映画のつどい」

上
京
の
辻
子

上
京
の
辻
子

づ

　 

し

づ

　 

し

「上京文化
　 絵巻第６巻」
「上京文化
　 絵巻第６巻」

「上京茶会」「上京茶会」

上京区憲法月間「映画のつどい」上京区憲法月間「映画のつどい」

「上京茶会」「上京茶会」

どん    こ   かく

道
正
の
辻
子

宇
賀
神
を
祭
る「
日
東
稲
荷
」

（
個
人
の
所
有
地
内
に
あ
り
非
公
開
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

「
道
正
の
辻
子
」

ど
う
し
ょ
う

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
都
草
　
山
本
　
喜
康

─ 15 ─ ─ 14 ─
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「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
地
域
力
推
進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

表紙題字／吉川蕉仙氏　　表紙写真／西陣・千両ヶ辻の地蔵盆　水野克比古氏

ま
た
、
上
京
区
役
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●グローバル地域文化学部

同志社大学  広報部  広報課

学校法人 北野幼稚園
京都市上京区御前通一条下る　　（北野天満宮バス停下車南１0０m）

創
立
以
来
八
十
年
に

わ
た
っ
て
、

和
や
か
な
家
庭
的
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
つ
つ

就
学
前
教
育
の

本
流
を
め
ざ
し
て
、

保
育
を
続
け
て

参
り
ま
し
た
。

幼
児
た
ち
は

楽
し
い
遊
び
を
通
し
て
、

人
生
に
必
要
な
生
き
る

力
の
す
べ
て
を
手
に
し
ま
す
。
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http://www.kitano.ed.jp/
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