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こ
の
六
月
に
発
売
さ
れ
た
記
念
切
手
シ
ー
ト
な
の
で
ご
記
憶
の
方
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
六
十
周
年
・
京
都
国
立
近
代
美
術
館
開
館
五
十
周
年
記
念
と
銘

打
っ
て
、
近
代
日
本
の
画
家
に
よ
る
日
本
画
、
油
彩
画
九
点
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
の

一
点
に
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
の
〈
後こ
う

苑え
ん

雨う

後ご

〉
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
雨
の
上
が
っ
た
ば
か
り
の
苑え
ん

庭て
い

の
朝
の
ひ
と
と
き
で
す
。
も
う
、
盛
り
を
過
ぎ
て
花
弁
を

散
ら
し
始
め
た
白
い
一
株
の
牡
丹
、
そ
の
花
壇
の
端
に
羽は

繕づ
く
ろ

い
を
す
る
一
羽
の
土ど

鳩ば
と

な
ど
、

晩
春
の
情
趣
が
こ
の
作
品
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
の
作
品
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
制
作
さ
れ
、
第
八
回
帝
国
美
術
院
展
（
帝
展
）

に
出
品
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）九
月
に
関
東
一
円
を
襲
っ
た
大
震
災
以
降
、

社
会
の
変
動
も
相
ま
っ
て
、
美
術
界
に
流
行
し
た
長の

閑ど
か

な
農
村
趣
味
や
社
会
の
底
辺
に
苦
し

む
人
々
へ
の
関
心
は
次
第
に
退
潮
し
て
、
伝
統
的
な
大
和
絵
や
、
中
国
南
宋
時
代
の
宮
廷
画

院
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
院
体
花
鳥
画
を
研
究
し
、
そ
の
世
界
を
自
ら
の
ス
タ
イ
ル
に
取
り

入
れ
よ
う
と
す
る
画
家
が
主
流
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
時
代
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
崩

れ
込
ん
で
ゆ
く
動
乱
の
時
代
と
な
り
ま
し
た
が
、
絵
画
、
こ
と
に
日
本
画
は
む
し
ろ
、
動
か

ら
静
へ
と
作
調
を
移
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
神
泉
は
こ
の
作
品
の
少
し
前
、
平
安
時
代
の
密
教
仏
画
の
世
界
と
院
体
花
鳥
画
の
世
界
を

同
時
に
追
求
し
た
よ
う
な
小
品
〈
芥け

子し

〉（
大
正
十
三
年
）
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に

は
す
で
に
、
こ
の
時
代
の
新
し
い
動
向
が
反
映
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、〈
後
苑
雨
後
〉は
昭
和
二
年
の
第
八
回
帝
展
に
出
品
さ
れ
た
作
品
で

す
。前
年
の
第
七
回
帝
展
に
〈
蓮
池
〉を
出
品
し
て
特
選
と
な
っ
た
神
泉
は
画
壇
に
認
め
ら
れ
、

幾
分
ゆ
と
り
も
感
じ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、題
材
や
主
題
に
細
心
の
注
意
を
払
う

生
来
の
性
格
か
ら
、テ
ー
マ
と
決
め
た
牡
丹
の
花
を
求
め
て
、ほ
う
ぼ
う
を
歩
き
ま
し
た
。京
都

の
周
辺
に
は
、昔
も
今
も
牡
丹
の
名
園
が
多
く
あ
り
ま
す
。気
に
入
っ
た
花
が
な
か
な
か
見
つ

か
ら
ず
、短
い
牡
丹
の
季
も
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な
折
、あ
る
人
が
信
濃
の
善

光
寺
に
い
い
牡
丹
が
あ
る
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。季
節
の
歩
み
の
遅
い
信
州
の
こ
と
、ま
だ

大
丈
夫
だ
ろ
う
と
、押
っ
取
り
刀
で
出
掛
け
て
行
っ
た
の
は
、言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
善
光
寺
の
後
苑
に
咲
い
て
い
た
牡
丹
は
、
神
泉
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
も
の
で
し
た
。
そ

の
歓
び
を
、
神
泉
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
牡
丹
を
描
き
た
い
と
思
い
京
都
で
い
ろ
い
ろ
写
生
し
て
み
ま
し
た
が
、
ど
う
も
も
の

た
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
う
ま
く
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
た
ま
教
え
て
く
れ
る

人
が
あ
っ
て
信
濃
の
善
光
寺
に
い
い
牡
丹
が
あ
る
と
聞
き
、
行
っ
て
み
ま
し
た
。
枝
ぶ

り
が
古こ

朴ぼ
く

単
純
で
純
白
の
花
は
気
品
が
あ
り
、
華
や
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
気
に
入
り
描

き
あ
げ
た
も
の
で
す
。

「
華
や
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
気
に
入
っ
た
」
と
は
、
後
の
神
泉
を
彷
彿
さ
せ
る
言
葉
で
す
が
、

神
泉
の
芸
術
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
二
十
数
年
後
の
、
太
平
洋
戦
争
後
の
昭
和

二
十
年
代
半
ば
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
、
同
絵
画
専
門
学
校
で
学
ん
だ
神
泉
は
、
江
戸
中
期
の
円
山
応

挙
以
来
の
写
生
画
の
伝
統
を
、
そ
の
伝
統
を
継
ぐ
多
く
の
実
技
の
先
生
た
ち
に
よ
っ
て
、
ま
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た
一
方
、
西
洋
の
近
代
美
術
の
新
し
い
理
念
で
あ
る
個
性
の
尊
重
・
発
露
を
熱
烈
に
説
く
欧

州
留
学
帰
り
の
美
学
・
美
術
史
の
教
授
た
ち
か
ら
、
教
え
を
受
け
た
の
で
す
。
先
生
た
ち
の

教
え
を
十
全
に
吸
収
し
た
神
泉
ら
若
い
画
家
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
や
時
代
の
制

約
を
受
け
な
が
ら
も
、
困
難
な
時
期
を
乗
り
越
え
て
、
ま
た
、
戦
後
の
新
し
い
海
外
か
ら
の

風
も
味
方
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
表
現
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
昭
和
二
十
年
代
後
半
の
神
泉
の
作
風
を
、
最
も
典
型
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、
昭
和

二
十
八
年
、
第
八
回
日
展
に
出
品
さ
れ
た
〈
池
〉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
京
都
の
寺
院
の

池
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
青
い
藻
が
一
面
に
繁
茂
し
た
水
面
。
そ
の
水
の
中
か
ら
若
い
蓮

の
葉
が
二
、三
茎
伸
び
て
葉
を
開
く
。
ま
だ
涼
気
の
残
る
夏
の
朝
の
光
景
で
す
。
た
だ
三
枚

の
蓮
の
葉
と
黄
緑
に
濁
っ
た
水
。
そ
れ
だ
け
の
作
品
で
す
。

　
自
分
に
は
そ
れ
が
単
的
で
一
切
雑
物
を
排
除
し
た
一
画
面
と
し
て
目
に

う
つ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
の
み
を
、
心
の
眼
で
見
て
い
る
気
持
で
見
つ
め
、

葉
と
か
茎
と
か
部
分
的
な
形
を
忘
れ
て
、
深
遠
の
彼
岸
に
到
達
し
た
境
地

を
追
求
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
す
。

　
と
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
作
者
自
身
は
語
り
ま
す
が
、
こ
れ
以
降
、
自
作

を
語
る
神
泉
の
言
葉
は
、「
心
の
眼
」、「
彼
岸
に
輝
く
寂じ
ゃ
っ

光こ
う

」「
宇
宙
の
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
凝
縮
」
な
ど
、
内
観
性
の
強
い
も
の
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　〈
池
〉
も
そ
う
で
す
が
、
こ
の
時
期
の
神
泉
の
作
品
の
多
く
は
、
添て
ん

景け
い

な
ど

を
極
度
に
排
除
し
て
、
対
象
そ
の
も
の
を
深
く
凝
視
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

対
象
の
内
部
の
奥
底
か
ら
輝
き
出
し
て
く
る
も
の
、
そ
の
境
地
を
捉
え
よ
う

と
、
き
わ
め
て
凝
縮
度
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
神
泉

の
作
風
は
、
昭
和
三
十
年
代
の
評
論
界
で
は
、
能
の
幽
玄
美
に
通
ず
る
も
の

と
し
て
、〝
ユ
ー
ゲ
ニ
ズ
ム
〟
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
谷
崎
潤
一
郎
の
『
陰い
ん

翳え
い

礼ら
い

讃さ
ん

』
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
文
化
は
陰

翳
に
富
み
、
そ
こ
に
美
を
見
出
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
京
の
町
は
、
他
の
大

都
市
よ
り
も
は
る
か
に
陰
翳
に
富
ん
で
い
ま
す
。
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
、
市

中
に
も
神
社
や
寺
院
、離
宮
な
ど
の
点
在
す
る
環
境
も
、そ
の
一
因
で
し
ょ
う
。

　
徳
岡
神
泉
は
離
宮
二
条
城
に
近
い
上
京
区
（
現
・
中
京
区
）
神
泉
苑
町
に
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
年
に
生
ま
れ
、
少
年
時
代
を
そ
こ
で
過
ご
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
二
条
城

周
辺
は
、
市
中
と
は
い
え
現
在
よ
り
も
寂
し
い
と
こ
ろ
で
、
少
年
時
代
の
神
泉
は
、
離
宮
の

高
い
樹
々
の
梢こ
ず
え

に
、
し
ば
し
ば
超
自
然
的
な
何
か
の
存
在
を
感
じ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
も
の
の
存
在
に
敏
感
な
少
年
だ
っ
た
に
相
違
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
じ
て
画
家
を

志
し
て
か
ら
も
、
こ
の
感
覚
は
変
ら
ぬ
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

畑
に
捨
て
ら
れ
た
蕪
を
眺
め
て
も
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
薄す
す
き

の
ひ
と
株
を
見
て
も
、
朽
ち
て

ゆ
く
落
葉
に
さ
え
も
、
神
泉
は
宇
宙
の
姿
を
そ
こ
に
感
じ
取
っ
た
の
で
す
。
想
え
ば
、〈
後

苑
雨
後
〉
の
透
き
通
る
よ
う
な
白
の
牡
丹
は
、
単
に
描
く
べ
き
題
材
と
し
て
探
し
求
め
た
花

で
は
な
く
、
誘
わ
れ
る
よ
う
に
辿た
ど

り
着
い
た
神
泉
の
牡
丹

4

4

4

4

4

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

後苑雨後　徳岡神泉　1927（昭和2）年　京都国立近代美術館蔵
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初
め
て
「
荒
神
口
通
」
と
か
「
荒
神

橋
」
と
い
う
地
名
を
聞
く
と
驚
か
れ
る

よ
う
で
す
。「
荒
れ
た
神
」
な
ん
て
、

ど
ん
な
神
様
な
の

か
と
。
荒
神
口
通

の
西
端
に
「
日
本

最
初
清
三
宝
大
荒

神
尊
」
と
彫
ら
れ

た
石
標
が
見
え
ま

す
。
こ
こ
が
清き
よ
し

荒こ
う

神じ
ん

三
宝
尊
を

祀
る
「
護
浄
院
」

で
、
通
り
名
や
橋

も
こ
れ
に
由
来
す

る
の
で
す
。
荒
神
は
火
伏
せ
の
神
と
し

て
信
仰
さ
れ
、
今
も
台
所
に
そ
の
御
札

が
貼
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
奈
良
時
代
の

末
、
光
仁
天
皇
の
御
代
に
摂
津
勝
尾
山

に
祀
ら
れ
た
八
面
八
臂
の
恐
ろ
し
い
形

相
を
し
た
三
宝
荒
神
が
始
ま
り
で
、
室

町
時
代
の
初
め
、
後
小
松
天
皇
の
勅
命

に
よ
っ
て
京
都
へ
移
さ
れ
、
の
ち
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
現
在
の

地
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。
天
台
宗

延
暦
寺
派
の
寺
院
で
す
が
、
流な
が
れ

造づ
く
り

風
の
本
殿
の
前
に
は
石
鳥
居

が
あ
っ
て
神
仏
習
合
の
名
残
り

を
止
め
て
い
ま
す
。
室
町
時
代

の
宮
中
の
記
録『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』

な
ど
に
は
、
女
官
が
清
荒
神
に
代
参
し

て
御
札
を
受
け
た
記
事
が
度
々
見
ら
れ

ま
す
。法

成
寺
址

　

清
荒
神
の
向
か
い
側
、
京
都
府
立
鴨お
う

沂き

高
等
学
校
の
北
運
動
場
の
塀
の
と
こ

ろ
に
「
従
是
東
北　

法
成
寺
址
」
の
石

標
が
立
っ
て
い
ま
す
。
法ほ
う

成じ
ょ
う

寺じ

は
、
御

堂
関
白
と
い
わ
れ
た
藤
原
道
長
が
寛
仁

四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
土
御
門
殿
の
東

に
創
建
し
た
、
阿
弥
陀
信
仰
に
よ
る
壮

大
な
寺
で
す
。
阿
弥
陀
堂
に
は
金
色
の

九
体
の
阿
弥
陀
仏
を
安
置
し
、
多
く
の

堂
塔
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
道
長

は
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）、
阿
弥
陀

如
来
の
指
と
結
ん
だ
五
色
の
糸
に
よ
っ

法成寺址

清荒神護浄院

上京の史蹟　その 25

荒 神 口 通

おおじ こうじおおじ こうじ

こう　   　じん　   　ぐち　  　どおり

診察時間　午前9時～12時
　　　　　午後4時半～7時半

祝休診

日×
×

土
○×

金
○
○

木×
×

水
○
○

火
○
○

月
○
○

午前
午後
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て
極
楽
往
生
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
火
災
や
地
震
に
よ
っ
て
荒

廃
し
な
が
ら
も
九
体
仏
は
残
っ
て
い
た

こ
と
を
兼
好
法
師
が
『
徒
然
草
』
に
書

き
残
し
て
い
ま
す
が
、
南
北
朝
時
代
に

は
完
全
に
廃
墟
と
化
し
ま
し
た
。
鴨
沂

高
校
の
体
育
館
や
屋
内
プ
ー
ル
の
建
設

工
事
の
際
に
は
古
瓦
な
ど
が
出
土
し
ま

し
た
が
、
今
な
お
そ
の
全
貌
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
北
運
動
場
を
発
掘

さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
と
期
待
す
る
も

の
で
す
。荒 

神 

橋

　

荒
神
口
通
の
東
端
は
荒
神
橋
を
渡
っ

て
白
川
街
道
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
こ

の
道
の
西
端
は
豊
臣
秀
吉
が
築
い
た
御

土
居
の
口
で
、
七
口
の
一
つ
で
し
た
。

今
の
荒
神
橋
は
大
正
三
年
に
架
け
ら
れ

た
古
い
橋
で
す
が
、
そ
の
歴
史
も
つ
ぎ

は
ぎ
だ
ら
け
で
す
。

　

も
と
も
と
鴨
川
に
は
永
久
橋
は
少
な

く
、
東
海
道
に
つ
な
が
る
三
条
と
五
条

の
橋
だ
け
は
石
の
橋
脚
で
、
欄
干
に
は

銅
製
の
擬ぎ

宝ぼ

珠し

が
置
か
れ
ま
し
た
。
擬

宝
珠
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
御ご

公こ
う

儀ぎ

橋ば
し

と
い
う
公
の
橋
の
場
合
で
し
た
。
鴨
川

の
そ
の
他
の
橋
は
中
州
に
架
け
ら
れ
た

簡
素
な
木
橋
で
、
水
害
に
流
さ
れ
る
の

が
常
で
し
た
。
そ
の
た
め
荷
車
は
橋
を

渡
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
脇
に
川
へ
下

り
る
車く
る
ま

道み
ち

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

荒
神
橋
で
は
今
も
南
側
に
車
道
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
荒
神
橋

は
石
の
橋
脚
に
擬
宝
珠
付
の
永
久
橋
と

し
て
架
橋
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
御
所
の

災
害
に
際
し
天
皇
が
聖
護
院
の
仮
皇
居

へ
避
難
さ
れ
る
た
め
に
御
公
儀
橋
と

な
っ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
平
常
時
も

庶
民
の
通
行
は
許
さ
れ
ま
す
が
、
荷
車

は
通
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
荷
車
は
川
を
渡
っ
た
の
で

す
。
明
治
初
年
の
荒
神
橋
の
写
真
が

残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
擬
宝
珠

付
の
立
派
な
橋
の
下
に
牛
が
牽ひ

く
荷
車

が
写
っ
て
い
ま
す
。

　

今
の
荒
神
橋
は
昭
和
十
年
六
月
の
鴨

川
大
水
害
で
中
央
部
が
流
さ
れ
て
し
ま

い
、
そ
れ
を
応
急
修
理
と
し
て
木
橋
で

つ
な
ぎ
ま
し
た
。
横
か
ら
見
る
と
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
木
で
接つ

い
だ
珍
妙
な
橋
で

し
た
。
そ
の
後
二
十
年
余
、
昭
和
三
十

年
代
に
こ
の
部
分
が
台
風
の
洪
水
で
流

さ
れ
ま
し
た
が
、
架
け
替
え
る
こ
と
も

な
く
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
つ
な
ぎ
、
そ

の
後
、
歩
道
を
拡
幅
し
て
今
に
至
っ
て

い
る
の
で
す
。
橋
の
両
端
の
大
き
な
石

の
親
柱
に
は
堂
々
と
「
荒
神
橋
」「
く

わ
う
じ
ん
ば
し
」
の
文
字
が
今
に
そ
の

格
式
を
伝
え
て
い
ま
す
。

白
川
街
道

　

荒
神
口
は
街
道
の
出
入
口
と
し
て
大 荒神橋

●
表
紙
の
題
字
　
吉
川
蕉
仙
先
生
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き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
鴨

川
を
渡
り
、
川
端
通
を
北
へ
行
く
と
二

本
目
の
道
が
、
う
ね
う
ね
と
曲
が
り
な

が
ら
北
東
の
方
向
へ
と
向
か
い
ま
す
。

街
道
は
歩
い
て
も
退
屈
し
な
い
よ
う
に

直
線
で
な
い
の
が
普
通
で
、
典
型
的
な

姿
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
近
衛
通
や

東
一
条
通
は
近
代
の
都
市
計
画
に
よ
っ

て
設
け
ら
れ
た
道
で
す
か
ら
直
線
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

白
川
街
道
は
志し

賀が

越ご
え

と
か
坂
本
越
と

も
い
い
、
東
山
を
越
え
る
こ
と
か
ら
山

中
越
の
名
で
も
呼
ば
れ
ま
す
。
東
北
の

方
向
に
延
び
た
白
川
街
道
は
、
東
大
路

と
東
一
条
の
交
点
に
出
ま
す
。
こ
の

東
北
角
に
鉄
枠
で
保
護
さ
れ
た
痛
々

し
い
道
標
が
あ
り
ま
す
。
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
に
沢
村
道
範
が
立
て
た

も
の
で
、
後
記
す
る
北
白
川
の
道
標
と

と
も
に
京
都
市
の
指
定
登
録
文
化
財
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
東
は
京
都

大
学
の
構
内
と
な
り
、
白
川
街
道
は
消

え
て
し
ま
い
ま
す
。
今
出
川
通
の
北
白

川
バ
ス
停
の
と
こ
ろ
で
吉
田
山
の
北
麓

と
接
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
石
仏
の
巨

体
が
ど
っ
し
り
と
座
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
脇
に
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
の

秀
麗
な
文
字
を
白
川
の
石
工
権
左
衛
門

が
刻
ん
だ
道
標
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
白

川
街
道
は
今
出
川
通
を
斜
め
に
横
切

り
、
北
白
川
の
集
落
を
抜
け
て
、
比
叡

山
と
大
文
字
山
の
鞍
部
を
大
津
へ
と
抜

け
る
の
で
す
。
京
大
構
内
の
白
川
街
道

は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
尾
州
屋

敷
が
で
き
る
に
至
っ
て
廃
絶
し
ま
し

た
。
今
も
学
舎
の
工
事
中
に
道
の
痕
跡

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。（

出
雲
路
敬
直
）

荒神口車道

寺
町
通

新
烏
丸
通

河
原
町
通

丸太町通

東
三
本
木
通

西
三
本
木
通

●　

法
成
寺
址

● 

山
紫
水
明
處

立
命
館
址

●

卍 

護
浄
院

卍

● 

法
務
局

車
道

文 

鴨
沂
高
校

仙
洞
御
所

荒神橋

鴨  

川

丸太町橋

koujinguchi dori

─ 6 ── 7 ─



　

東
三さ
ん

本ぼ
ん

木ぎ

通
、
い
つ
か
も
の
の
本
を

見
て
い
た
ら
こ
の
通
り
に
縁
の
あ
る
話

が
少
な
か
ら
ず
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。

こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
話
の
あ
る
通
り

も
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
歴
史

的
に
意
味
の
あ
る
人
、
そ
し
て
話
が
で

す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
私
は
か
つ
て
学
生
の

頃
、
こ
の
通
り
に
御
厄
介
を
お
か
け
し

て
お
り
ま
し
た
。
い
つ
か
は
賴
山
陽
の

こ
と
の
み
を
私
な
り
に
ま
と
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
ば
か
り

に
、
今
回
、
東
三
本
木
全
体
に
つ
い
て

私
の
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
、
こ
こ
に
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。
い
ま
東
三
本
木
通

を
通
り
ま
す
と
静
寂
な
通
り
で
す
。
し

か
し
、
こ
う
し
て
振
り
向
い
て
み
ま
す

と
歴
史
的
に
も
趣
き
の
あ
る
通
り
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
、
こ
の
通
り
の

情
緒
あ
る
か
つ
て
の
町
並
み
と
、
そ
し

て
東
側
の
景
色
で
の
生
き
様
を
思
っ
て

み
る
の
も
悪
く
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。東

三
本
木
通
の
い
わ
れ

　

上
京
区
丸
太
町
橋
西
入
上
ル
で
、
東

よ
り
が
東
三
本
木
、
西
よ
り
が
西
三
本

木
、
元
は
東
洞
院
出
水
か
ら
夷
川
ま
で

を
三
本
木
何
丁
目
と
呼
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
が
、
宝

永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
大
火
が
あ
り
、

皇
居
拡
張
に
際
し
、
替
地
と
し
て
こ
の

所
に
上
之
町
、
中
之
町
、
南
之
町
と
し

て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
従
っ
て
元
は
新

三
本
木
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

明
治
三
年
か
ら
九
年
ま
で
は
遊
宴
の

地
と
い
わ
れ
、
舞ぶ

妓ぎ

の
人
も
多
く
、
幕

末
に
は
料
亭
吉
田
屋
（
旅
館
大
和
屋
）、

上
井
筒
、
大
岩
、
月
波
楼
な
ど
六
、七

軒
が
あ
り
ま
し
た
。
幾
松
と
桂
小
五
郎

の
逸
話
の
ほ
か
、
新
撰
組
の
近
藤
勇
と

駒
野
と
、
ま
た
大
政
奉
還
の
立
役
者
、

後
藤
象
二
郎
も
〝
い
ろ
〟
と
い
う
女
性

と
親
し
く
な
っ
た
逸
話
も
あ
る
よ
う
で

す
。
な
お
、
竹
村
俊
則
『
昭
和
京
都
名

所
図
会
（
五
）
洛
中
』
に
よ
る
と
、「
大

和
屋
」は「
清
輝
楼
」の
後
身
で
あ
っ
て
、

そ
の
南
の
湯
浅
邸
（
現
在
の
デ
ィ
ア
ス

テ
ー
ジ
上
京
鴨
川
）
が
「
吉
田
屋
」
の

址
で
、「
清
輝
楼
」
は
の
ち
に
席
貸
「
茨

木
屋
」
と
な
り
、
大
正
年
間
に
は
洋
食

屋
「
あ
ず
ま
や
」
と
な
り
、
昭
和
二
年

に
「
大
和
屋
」
と
な
っ
た
と
も
伝
え
る

と
あ
り
ま
す
。

吉
田
屋
な
ど

　

吉
田
屋
は
中
之
町
東
側
に
あ
っ
た
料

亭
で
、
幕
末
の
頃
、
勤
皇
の
志
士
の
密

会
に
よ
く
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
慶
応
三

年
（
一
八
六
七
）
六
月
二
十
三
日
に
は
、

坂
本
龍
馬
と
中
岡
慎
太
郎
、西
郷
隆
盛
、

大
久
保
利
通
、
後
藤
象
二
郎
も
出
席
し

東
三
本
木

区
民
か
ら
の
投
稿

こ
と

の

髙
木
　
清
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た
薩
摩
・
土
佐
両
藩
の「
薩
土
盟
約
」（
大

政
奉
還
を
建
白
す
る
こ
と
に
同
意
）
が

こ
こ
で
成
立
し
ま
し
た
。
ま
た
地
下
に

は
鴨
川
の
河
原
に
抜
け
る
通
路
が
あ
り

ま
し
た
。

　
『
幕
末
維
新
地
図
』
に
は
三
本
木
通

に
「
岡
中
川
屋
敷
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
私
の
勉
強
不
足
で
よ
く
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
北
に
山や
ま

階し
な
の

宮み
や

が
あ
っ
た

と
の
表
示
か
ら
す
る
と
、
そ
の
南
に
中

川
宮
の
屋
敷
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
御
所

か
ら
門
跡
、
公
家
、
京
屋
敷
、
御
所
役

人
が
新
三
本
木
に
転
居
し
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
上
の
私
の
推
測
も
あ
な
が
ち

間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
は
東
三

本
木
通
で
大
田
垣
蓮
月
尼
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
父
は
伊
賀
上
野
の
城
主
藤
堂

金
七
郎
、
母
は
つ
や
や
か
な
女
性
で
し

た
が
、
蓮
月
（
誠の
ぶ

）
は
父
や
母
と
呼
べ

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
養
父
と
な
っ

た
の
は
知
恩
院
の
寺
侍
、
大
田
垣
光み
つ

古ひ
さ

で
す
。
結
婚
は
し
た
が
、
四
人
（
三
人

と
も
い
う
）
の
子
や
夫
を
失
っ
た
り
し

た
後
も
子
を
失
い
、
三
十
三
歳
の
秋
に

出
家
し
て
蓮
月
と
名
乗
り
ま
す
。
書
・

詩
・
陶
器
（
蓮
月
焼
）、
舞
、
碁
に
堪

能
で
、
勤
皇
の
志
士
と
交
友
し
、
幕
末

の
文
人
画
家
富
岡
鉄
斎
を
育
て
ま
し

た
。
知
恩
院
山
内
の
庵
か
ら
岡
崎
、
聖

護
院
、
最
後
は
神
光
院
（
西
賀
茂
の
茶

所
）
に
住
み
、「
願
わ
く
は
の
ち
の
蓮は
ち
す

の
花
の
上
に
曇
ら
ぬ
月
を
見
る
よ
し
も

が
な
」
の
辞
世
を
残
し
、
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
十
二
月
十
日
に
八
十
五

歳
で
亡
く
な
り
、
神
光
院
に
墓
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
笛
と
踊
の
名
手
で
あ
っ
た
二
代

目
幾い
く

松ま
つ

が
東
三
本
木
で
働
い
て
い
ま
し

た
。
幾
松
は
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）

に
生
ま
れ
、幕
末
の
志
士
桂
小
五
郎（
木

戸
孝
允
）
と
親
し
く
し
、
や
が
て
夫
婦

と
な
り
ま
す
。（
幾
松
は
小
五
郎
の
十

歳
下
）
幾
松
は
幾
度
も
小
五
郎
の
危
難

を
助
け
ま
し
た
。

賴
山
陽
と
山
紫
水
明
處

　

山
紫
水
明
處
に
は
賴
山
陽
が
住
ん
で

い
ま
し
た
。

　

賴
山
陽
は
、
江
戸
時
代
の
末
期
の
儒

学
者
・
歴
史
家
・
漢
詩
人
で
、
幕
末
の

尊
皇
思
想
に
影
響
を
与
え
た
人
物
で

す
。
他
面
で
は
放
蕩
、
奇
行
の
人
と
い

う
人
も
あ
り
ま
す
。
山
陽
は
安
永
九

年
（
一
七
八
〇
）
十
二
月
二
十
七
日
に

大
阪
江
戸
堀
で
父
春
水
、
母
梅ば
い

颸く

の
間

に
生
ま
れ
、
広
島
へ
転
居
、
名
は
襄の
ぼ
る

、

三
十
六
峯
外
史
と
も
号
し
ま
し
た
。
寛

政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
二
十
一
歳

の
時
に
広
島
藩
を
脱
藩
し
ま
す
が
連

れ
戻
さ
れ
軟
禁
、
そ
の
間
に
『
日
本

外
史
』
の
構
想
を
練
り
、
文
化
五
年

（
一
八
〇
八
）
に
稿
成
り
、
詩
作
に
専

念
し
ま
す
。

　

文
化
八
年
に
京
へ
出
て
塾
を
開
き
ま

す
。
新
町
丸
太
町
上
ル
、
車
屋
町
御
池

上
ル
、
二
条
高
倉
東
入
、
木
屋
町
二
条

下
ル
の
川
床
敷
（
二
年
間
）、
両
替
町

押
小
路
上
ル
、
木
屋
町
二
条
下
ル
の
川

床
敷
の
水
西
荘
と
転
々
と
し
、
こ
こ
を

山
紫
水
明
處
と
名
付
け
ま
す
。
文
政
五

年
（
一
八
二
一
）
に
東
三
本
木
通
の
敷

地
を
購
入
し
、
家
を
建
て
て
移
り
ま

す
。
文
政
十
一
年
、
水
西
荘
・
山
紫
水

明
處
の
建
物
を
建
て
ま
す
。
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
に
胸
の
病
を
患
い
な
が

ら
も
、
山
紫
水
明
處
で
『
日
本
外
史
』山紫水明處入口
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を
仕
上
げ
、『
日
本
政
記
』
の
筆
を
と

り
ま
す
。（『
通
議
』
と
合
わ
せ
「
歴
史

書
三
部
作
」）『
日
本
外
史
』（
武
家
の

歴
史
を
説
き
、
儒
教
の
名
分
論
か
ら
独

自
の
尊
皇
思
想
を
展
開
し
た
も
の
）
は

当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
幕
末
の

尊
皇
思
想
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
「
山
紫
水
明
處
」
の
出
典
は
、
唐
の

王お
う

勃ぼ
つ

が
『
騰と
う

王お
う

閣か
く

』
の
序
に
「
煙
光
凝

ツ
テ
而
暮
山
紫
」
の
春
の
夕
暮
れ
を
叙

し
た
句
と
、杜
甫
の
詩
「
残
夜
水
明
樓
」

の
夏
の
景
色
を
述
べ
た
句
か
ら
で
す
。

　

鴨
川
の
西
岸
に
あ
る
東
三
本
木
丸
太

町
上
ル
の
家
屋
敷
を
総
称
し
て
「
水
西

荘
」
と
い
い
、
そ
の
内
の
離
家
を
「
山

紫
水
明
處
」
と
い
い
ま
す
。
山
陽
は
気

に
入
り
、
こ
こ
よ
り
東
の
眺
め
を
「
関

白
我
也
」
と
記
し
て
お
り
、
山
紫
水
明

處
に
は
没
す
る
ま
で
の
十
一
年
間
住
み

ま
し
た
。
当
時
は
鴨
川
が
水
西
荘
の
す

ぐ
側
を
流
れ
て
お
り
、
山
陽
は
そ
の
鴨

川
で
筆
を
洗
っ
た
と
伝
え
ま
す
。

　

山
紫
水
明
處
の
建
物
は
文
政
十
一
年

（
一
八
二
八
）、
山
陽
四
十
九
歳
の
時
に

建
て
ま
し
た
。
そ
の
建
物
は
葛く
ず

屋や

葺ぶ
き

の

入い
り

母も

屋や

造
で
、
軒
先
を
棧さ
ん

瓦が
わ
ら

で
葺ふ

い
て

お
り
、
室
は
四
畳
半
の
主
室
と
二
畳
の

次
の
間
及
び
半
坪
強
の
板
の
間
の
水
屋

か
ら
な
り
、
鴨
川
沿
い
に
縁
側
が
あ
り

ま
す
。天
井
は
阿あ
ず
ま

家や

形が
た

の
葭よ
し

張
り
で
す
。

縁
側
か
ら
見
る
鴨
川
の
流
れ
、
東
山
の

風
景
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
床

脇
は
三
段
に
分
か
れ
、
そ
の
内
の
下
部

の
西
戸
を
開
け
て
網あ

代じ
ろ

戸ど

を
開
け
る

と
、中
庭
の
樹
や
石
や
降お

り
井
も
見
え
、

涼
風
が
入
り
ま
す
。
中
庭
に
簡
単
な
蹲つ
く

踞ば
い

が
あ
り
、
水
屋
に
茶
室
式
の
流
し
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
に
改
造
さ
れ

た
も
の
で
山
陽
当
時
の
も
の
で
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

敷
地
は
水
西
荘
の
主
屋
を
含
め
る

と
八
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル
（
二
六
七

坪
）
で
す
が
、
山
紫
水
明
處
の
敷
地
は

一
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
（
六
六
坪
）、

水
西
荘
は
明
治
中
頃
に
取
り
壊
さ
れ
、

新
し
く
建
物
を
建
て
現
在
は
借
家
の
敷

地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

山
陽
が
建
て
た
当
時
の
山
紫
水
明
處

の
屋
根
は
四
畳
半
の
上
が
東
西
の
棟
の

あ
る
入
母
屋
と
な
り
、
こ
れ
と
直
角
に

二
畳
の
上
の
屋
根
が
あ
っ
て
軒
先
は
棧

瓦
で
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
四
十
五
年

頃
に
山
陽
の
孫
の
賴
三
潔
氏
が
屋
根
を

葺
き
替
え
、
一
文
字
の
形
の
現
況
と
な

り
ま
し
た
。
大
正
十
一
年
に
国
の
史
跡

の
指
定
を
受
け
、
財
団
法
人
賴
山
陽
旧

跡
保
存
会
が
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

敷
地
内
の
「
降お

り
井
」
は
深
さ
二

メ
ー
ト
ル
、
こ
の
井
戸
は
山
陽
の
頃
は

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
今
ほ
ど

山紫水明處
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深
く
は
な
い
に
し
て
も
水
を
た
た
え
て

い
た
こ
と
、
山
陽
も
何
ら
か
に
使
っ
て

い
た
と
思
い
た
い
も
の
で
す
。

山
陽
の
交
友

　

山
陽
は
二
十
歳
で
淳
子
（
十
五
歳
）

を
娶
り
ま
す
が
後
に
離
婚
し
た
よ
う
で

す
。
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に

三
十
六
歳
で
梨り

影え

（
十
八
歳
）
と
結

婚
、
子
は
長
男
成
一
、二
男
辰
蔵
は
夭

逝
、
三
男
支
峰
、
四
男
三
樹
三
郎
、
長

女
お
陽
の
五
人
で
し
た
。
妻
梨
影
は
近

江
国
蒲
生
郡
西
大
路
の
機か
せ

屋や

喜
兵
衛
の

娘
で
、
山
陽
の
主
治
医
小
石
元
瑞
の
お

手
伝
い
に
入
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
山

陽
が
知
り
一
度
で
好
意
を
抱
き
、
小
石

元
瑞
を
仮
親
と
し
て
結
婚
、良
妻
賢
母
、

そ
の
こ
と
で
表
彰
さ
れ
「
近
江
の
女
性

の
鑑か
が
み

」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
五
十
九
歳
で
没
し
ま
す
。

　

も
う
一
人
、
江え

馬ま

細さ
い

香こ
う

（
一
七
八
七

〜
一
八
六
一
）
と
い
う
女
性
が
お
り
ま

し
た
。
細
香
は
美
濃
国
大
垣
の
医
師
で

詩
人
の
江
馬
蘭
斎
の
子
で
詩
人
で
し

た
。
文
化
十
一
年
頃
、
山
陽
が
細
香
に

求
婚
し
ま
す
が
、
父
蘭
斎
に
拒
絶
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
細
香
は
そ
の
後
も
山

陽
を
思
い
続
け
、
漢
詩
の
添
削
を
し
て

も
ら
い
、京
都
に
も
来
て
山
陽
に
会
い
、

山
陽
は
細
香
を
嵐
山
な
ど
に
案
内
し
ま

す
。
山
陽
没
後
も
山
陽
の
家
族
と
の
交

際
が
あ
り
、
山
陽
を
語
る
と
き
に
無
視

で
き
な
い
漢
詩
人
で
あ
り
女
性
の
弟
子

で
す
。
山
陽
と
細
香
は
二
十
年
間
に
八

度
の
逢
瀬
が
あ
っ
た
と
い
い
、
詩
集
に

『
湘し
ょ
う

夢む

遺
稿
』、
山
陽
と
細
香
の
思
い
の

漢
詩
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
涯
独
身

で
七
十
五
歳
で
没
、
大
垣
に
祖
孫
の
家

が
、
ま
た
禅
桂
寺
に
父
子
の
墓
が
あ
り

ま
す
。

　

山
陽
と
交
友
の
あ
っ
た
主
な
人
々
に

は
、
門
人
村
瀬
藤と
う

城じ
ょ
う

、
江
戸
で
の
師

の
尾び

藤と
う

二じ

洲し
ゅ
う

、
国
文
学
者
の
梁や
な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

（
一
七
八
九
〜
一
八
五
八
）、
そ
の

妻
の
漢
詩
人
の
梁
川
紅
蘭
（
一
八
〇
四

〜
一
八
七
九
）、
陶
芸
家
の
青
木
木も
く

米べ
い

（
一
七
六
九
〜
一
八
三
三
）、
南

画
家
の
田
能
村
竹ち
く

田で
ん

（
一
七
七
七
〜

一
八
三
五
）、
陽
明
学
者
の
大
塩
平
八

郎
（
一
七
九
二
〜
一
八
三
七
、
大
塩
の

乱
）、
主
治
医
の
小
石
元
瑞
な
ど
が
お

り
ま
し
た
。

　
山
紫
水
明
處
か
ら
東
の
眺
め
の
鴨
川

の
対
岸
に
は
柳
が
あ
り
、
す
ぐ
そ
こ
を

流
れ
て
い
ま
し
た
。
丸
太
町
橋
は
中
州

ま
で
架
か
り
、
中
州
を
少
し
歩
い
て
再

び
橋
が
あ
り
ま
し
た
。
川
を
挟
ん
で
対

岸
に
は
梁
川
星
巌
が
「
鴨お
う

沂き

小
隠
」
を

構
え
て
い
ま
し
た
。

　
山
陽
の
好
物
は
一
日
三
合
く
ら
い
飲

ん
だ
と
い
う
酒
と
煎
茶
で
、文
人
ら
と

酒
飯
を
味
わ
い
、茶
を
飲
み
、作
詩
、作

画
、揮き

毫ご
う

を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
墓
は
遺
言
に
よ
り
東
山
長
楽
寺
本
堂

の
山
（
長
楽
山
）
に
、
賴
山
陽
の
墓
碑

が
立
ち
、
妻
梨
影
、
子
三
樹
三
郎
の
墓

も
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
四
男
賴
三
樹
三
郎
は
文
政
八

年
（
一
八
二
五
）
に
東
三
本
木
に
生
ま

れ
、
幕
末
の
尊
攘
派
志
士
、
儒
者
と
し

て
、
梁
川
星
巌
、
梅
田
雲う
ん

浜ぴ
ん

と
親
交

を
結
び
、
開
港
条
約
勅
許
、
将
軍
継

嗣
問
題
で
幕
政
を
批
判
、
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
に
安
政
の
大
獄
で
処
刑

さ
れ
ま
す
。

立
命
館
草
創
の
地
ほ
か

　
立
命
館
は
清
輝
楼
を
仮
校
舎
と
し
て

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
夜
間

授
業
で
開
校
し
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
に

は
記
念
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
草

創
に
は
日
本
の「
世
界
の
な
か
の
一
員
」

を
説
く
中
川
小
十
郎
の
力
が
大
と
さ
れ

ま
す
。

　
志
賀
直
哉（
一
八
八
三
〜
一
九
七
一
）

の
『
暗
夜
行
路
』
に
は
、
主
人
公
の
時
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任
謙
作
が
初
め
て
京
都
に
着
き
、
鴨
川

畔
の
東
三
本
木
通
の
宿
「
信
楽
」（
山

紫
水
明
處
の
少
し
北
に
あ
っ
た
と
い

い
、
与
謝
野
晶
子
、
上
田
敏
、
武
者
小

路
実
篤
ら
が
泊
ま
り
ま
し
た
。）
で
過

ご
し
た
と
い
い
ま
す
。

　「
…
鴨
川
を
へ
だ
て
て
窓
か
ら
は
見

は
る
か
す
東
山
、
近
く
に
黒
谷
、
左
に

吉
田
山
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
遠
く
比
叡

の
峰
…
自
然
と
の
調
和
が
悲
劇
を
背

負
っ
た
心
に
ゆ
と
り
を
し
み
込
ま
せ
た

の
だ
。
…
直
子
と
の
出
会
い
は
そ
ん
な

と
こ
ろ
だ
…
。」

　
直
哉
が
松
江
の
仮
遇
か
ら
南
禅
寺
北

の
坊
に
移
っ
た
の
は
大
正
三
年
九
月
の

こ
と
で
、
直
哉
ら
白
樺
派
同
人
の
会
合

に「
信
楽
」が
利
用
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
竹
内
栖
鳳
の
師
匠
の
幸こ
う

野の

梅ば
い

（
楳
）

嶺れ
い

（
一
八
四
四
〜
一
八
九
五
）
が
、
東

三
本
木
の
吉
田
屋
に
住
ん
で
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
梅
嶺
は
新
町
四

条
下
ル
に
生
ま
れ
、
幕
末
に
十
六
歳
で

画
塾
を
開
設
、
上
村
松
園
も
彼
の
画
風

に
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　
江
戸
後
期
の
漢
詩
人
、
狂
詩
作
者

の
中
島
棕そ
う

隠い
ん

（
一
七
八
〇
〜

一
八
五
六
）
も

東
三
本
木
に
住

み
、
安
政
・
天

保
年
間
の
京
都

に
お
い
て
、
賴

山
陽
と
並
ぶ
詩

名
が
あ
り
、
風

流
好
書
を
も
っ

て
知
ら
れ
ま
し

た
。

　
歌
人
・
詩
人

の
与
謝
野
晶
子

（
一
八
七
八
〜

一
九
四
二
）
は

従
軍
の
弟
を
思

い
「
君
死
に
た

ま
ふ
こ
と
な
か

れ
」
の
詩
で
知
ら
れ
ま
す
が
、
京
都
府

立
第
一
高
女
の
在
学
中
の
妹
に
会
う
た

め
に
し
ば
し
ば
京
都
を
訪
ね
ま
し
た
が
、

そ
の
時
宿
舎
に
し
て
い
た
の
が
信
楽
旅

館
で
し
た
。

お
し
ま
い
に

　

た
っ
た
一
筋
の
通
り
、東
三
本
木
、そ
こ

に
こ
ん
な
に
も
沢
山
の
歴
史
や
お
話
が

あ
り
ま
す
。そ
の
東
三
本
木
が
上
京
区
に

あ
る
こ
と
が
嬉
し
い
。

立命館の記念碑（吉田屋の旧姿）
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江
戸
時
代
、
上
京
に
は
御
所
を
中
心

に
し
て
五
摂
家
を
配
し
、
そ
の
周
辺
に

公
家
の
う
ち
家
格
の
高
い
家
か
ら
低
い

家
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
仕
え
る
家
、
出

入
り
の
商
工
人
の
家
と
、
御
所
関
係
の

家
が
軒
を
連
ね
る
公
家
町
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
に
住
む
人
々
は
、
ど
ん
な
生
活

を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
皇
は
祭
政
一
致
の
古
代
、
祭
り
を

し
て
国
を
治
め
る
政
治
家
だ
っ
た
。
江

戸
時
代
、
第
一
の
政
治
家
は
江
戸
幕
府

の
将
軍
で
、
地
方
に
は
大
名
と
い
う
政

治
家
が
い
た
。
で
は
天
皇
は
何
を
し
て

い
た
の
か
。

　
年
中
行
事
を
す
る
人
。
そ
れ
が
私
の

見
解
だ
。

　
祭
政
の
祭
だ
け
が
御
所
に
残
り
、
そ

れ
を
行
い
続
け
て
い
た
。
何
故
そ
れ
を

し
て
い
た
の
か
。
理
由
は
な
い
。
昔
か

ら
し
て
い
た
か
ら
。
父
も
行
っ
て
い
た

か
ら
、
祖
父
も
行
っ
て
い
た
か
ら
、
い

や
平
安
時
代
の
何
天
皇
の
頃
よ
り
と

か
、
い
や
い
や
唐
の
都
長
安
で
は
、
な

ど
と
そ
の
起
源
は
色
々
あ
る
だ
ろ
う
け

れ
ど
、結
局
昔
か
ら
や
っ
て
い
た
か
ら
、

と
い
う
の
が
理
由
だ
。

　
こ
の
国
に
は
陰
陽
道
の
思
想
が
あ
っ

た
。
積
極
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
を

陽
と
し
、
消
極
的

な
も
の
を
陰
と
す

る
。
陰
と
陽
が
合

わ
さ
れ
て
、
一
つ

の
も
の
に
な
る
と

い
う
哲
学
で
あ

る
。
め
で
た
き
方

は
も
ち
ろ
ん
、陽
。

　
陽
は
太
陽
で
、

陰
は
月
。
男
が
陽

で
女
が
陰
。

　
数
字
に
も
陰
陽

が
あ
っ
た
。
奇
数

が
陽
で
偶
数
が

陰
。
だ
か
ら
奇
数
が
重
な
る
一
月
一
日

は
正
月
（
一
月
七
日
を
数
え
る
説
も
あ

る
）。
三
月
三
日
は
桃
の
節
句
、
五
月

五
日
端
午
の
節
句
。
七
月
七
日
七
夕
、

九
月
九
日
重
陽
の
節
句
と
め
で
た
い
日

が
続
く
。

　
そ
う
い
う
日
を
中
心
と
し
て
、
御
所

で
は
様
々
な
行
事
が
展
開
し
た
。
祭
祀

が
行
わ
れ
、
和
歌
会
が
開
か
れ
、
雅
楽

が
演
奏
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ

の
時
代
の
文
化
で
あ
り
、
上
方
文
化
の

T
h

e R
eizei F

am
ily an

d
 K

yoto
 Im

p
erial P

alace

（
其
の
二
）

冷
泉
貴
実
子

公
益
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

常
務
理
事

現代の蹴鞠（白峯神宮）
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核
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
か
ら
流
れ
出
た
文
化
が
、
武
士

に
入
れ
ば
武
士
風
に
変
化
し
、
寺
に
入

れ
ば
寺
風
に
、
町
で
は
町
衆
風
に
変
っ

て
行
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
全
国
の
あ

こ
が
れ
の
中
心
文
化
だ
っ
た
。

　
御
所
の
行
事
は
す
べ
て
、
伝
統
に
立

脚
し
た
や
り
方
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

位
に
よ
っ
て
袍
の
色
が
異こ
と
な

り
、
行
事
に

よ
っ
て
冠
が
異こ
と
な

り
、
階
段
の
昇
り
方
か

ら
、
足
の
出
し
方
ま
で
、
色
々
の
約
束

が
あ
っ
た
。
そ
の
起
源
は
最
早
誰
も

知
る
由
の
な

い
、
遠
い
昔

か
ら
の
約
束

事
で
あ
る
。

そ
れ
を
有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ

と
い

う
。

　
行
事
の
中

心
は
天
皇
。

公
家
衆
は
補

佐
役
。
行
事

を
行
う
こ
と

が
仕
事
で
あ

り
、
そ
の
や

り
方
に
精
通

す
る
の
が
公

家
の
任
務
で

あ
っ
た
。
有

職
故
実
の
専

門
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
徳
川
幕
府
の
対

公
家
衆
政
策
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
う
ち
に
公
家
の
家
々
は
専
門
が

分
か
れ
て
行
く
。
家
業
の
成
立
だ
。
例

え
ば
山
科
家
や
高
倉
家
は
、
衣
紋
と
い

う
装
束
着
用
方
法
を
司
る
家
。
白
川
家

は
宮
中
祭
祀
の
家
。
三
条
家
は
笛
、
勧

修
寺
家
は
儒
学
、
飛
鳥
井
家
は
蹴
鞠
と

和
歌
等
々
。

　
公
家
衆
は
互
い
に
家
業
を
教
え
、
ま

た
習
っ
た
。
例
え
ば
、
明
日
の
行
事
の

た
め
、
山
科
家
へ
衣
紋
を
学
び
に
行
く

と
い
う
風
に
。
御
所
の
文
化
が
高
い
位

置
に
あ
っ
た
故
、
そ
れ
は
や
が
て
、
武

士
や
町
人
が
学
ぶ
も
の
に
も
な
っ
た
。

こ
う
し
て
家
業
を
も
つ
公
家
は
、
家
元

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
私
達
は
、
家
元
と
い
う
と
茶
道
や

華
道
を
思
い
出
す
が
、
そ
の
始
ま
り
は

公
家
の
家
業
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
、
そ
の
家
に
そ
の
家
業
が

定
着
し
た
か
と
い
う
と
、
結
局
は
先
祖

に
そ
の
業
に
秀
で
た
人
が
い
た
こ
と
に

よ
る
。

　
千
利
休
を
先
祖
に
持
つ
千
家
、
名
優

団
十
郎
を
先
祖
に
持
つ
市
川
家
と
考
え

れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　
そ
こ
で
冷
泉
家
は
も
ち
論
、
藤
原
俊

成
、
定
家
を
祖
に
持
つ
和
歌
の
家
と
し

て
成
立
し
た
。
宮
中
の
和
歌
会
を
飛
鳥

井
家
な
ど
と
共
に
司
る
と
同
時
に
、
全

国
に
門
人
を
持
っ
た
。将
軍
か
ら
大
名
、

大
商
人
ま
で
。
通
信
教
育
に
よ
っ
て
全

国
へ
の
文
化
発
信
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　公
家
は
京
の
近
郊
に
、
幕
府
に
認
め

ら
れ
た
所
領
を
持
ち
、
何
人
か
の
家
司

と
呼
ば
れ
る
よ
り
下
級
の
公
家
衆
を
家

来
と
し
て
従
え
、
ま
た
自
ら
は
、
摂
家

の
よ
う
な
よ
り
上
級
の
公
家
に
仕
え

た
。　宮

中
に
数
日
間
隔
で
出
仕
し
、
夜
勤

も
行
う
。
決
ま
っ
た
節
会
に
は
、
有
職

故
実
に
従
い
参
仕
し
、
相
変
ら
ず
の
儀

式
を
と
り
行
っ
た
。

　家
庭
に
は
、
正
室
の
外
、
家
女
房
も

い
た
。
子
供
は
、
長
男
以
外
は
領
地
の

庄
屋
な
ど
で
育
て
ら
れ
、
長
じ
て
は
、

男
子
も
他
家
の
養
子
や
僧
侶
と
す
る
の

が
普
通
だ
っ
た
。

今も続く冷泉家の和歌会
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上
京
茶
会上

京
茶
会

活動活動
日頃から熱心に手入れを続けているボランティアの皆さんの手によって、
区役所玄関前の草花がきれいに咲き誇り，庁舎に彩りを添えています。
ウサギやクマなどの形に剪定されたゴールドクレストも，愛らしい姿で来
庁者の目を楽しませています。区役所にお越しの際は、これらの花 に々も
目を向けてみてください。
この活動に興味があり、継続して水やりなどの手入れをしていただける

方は、区役所地域力推進室まち
づくり推進担当までお気軽に
お問合わせください。

（電話４４１－５０４０）

　
恒
例
の
「
上
京
茶
会
」が
五
月

六
日
、大
徳
寺
塔
頭
芳
春
院
を
会

場
に
、表
千
家
の
懸
釜
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
金
閣
・
銀
閣
・
飛
雲
閣
と
並
び

京
の
四
閣
と
称
さ
れ
て
い
る「
呑
湖

閣
（
ど
ん
こ
か
く
）」を
眺
め
な
が

ら
の
本
席
と
、枯
山
水
の
石
庭

「
花
岸
庭
」を
眺
め
な
が
ら
床
几

に
座
っ
て
い
た
だ
く
副
席
の
二
席

で
お
茶
を
味
わ
い
、雨
上
が
り
に

映
え
る
緑
の
中
、贅
沢
な
時
間
を

過
ご
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
恒
例
の
「
上
京
茶
会
」が
五
月

六
日
、大
徳
寺
塔
頭
芳
春
院
を
会

場
に
、表
千
家
の
懸
釜
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
金
閣
・
銀
閣
・
飛
雲
閣
と
並
び

京
の
四
閣
と
称
さ
れ
て
い
る「
呑
湖

閣
（
ど
ん
こ
か
く
）」を
眺
め
な
が

ら
の
本
席
と
、枯
山
水
の
石
庭

「
花
岸
庭
」を
眺
め
な
が
ら
床
几

に
座
っ
て
い
た
だ
く
副
席
の
二
席

で
お
茶
を
味
わ
い
、雨
上
が
り
に

映
え
る
緑
の
中
、贅
沢
な
時
間
を

過
ご
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
５
月
の
憲
法
月
間
に
あ
わ
せ
、
同
志
社
大
学
寒
梅

館
に
お
い
て
、
映
画
『
ふ
た
た
び
』『
ア
ン
ト
キ
ノ
イ
ノ

チ
』が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
も
、
日
本
語
字
幕
と
音
声
ガ
イ
ド
に
よ
る
場

面
ご
と
の
説
明
が
つい
た
「
ユニ
バ
ー
サ
ル
上
映
」
を
行

い
、視
覚
や
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
や
ご
高
齢
の
方
も

含
め
、み
な
さ
ん
が
と
も
に
映
画
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
会
場
に
は一部
・
二
部
あ
わ
せ
て
約
９
６
０
名
の
方

が
来
場
さ
れ
、
家
族
の
絆
や
命
の
尊
厳
の
大
切
さ
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

小さな多肉植物を使い，インテリアとしても人気の
高い苔玉を作る「アレンジメント講習会」が３月１０
日に上京区役所において開催されました。
講師に NPO 法人フラワーアーティスト育成協会
理事の辻井康雄氏をお招きし、参加者は手のひら
サイズの可愛らしい苔玉を、和気あいあいと楽しく
作り上げました。

苔 玉
アレンジメント講習会

上
京
区
憲
法
月
間

「
映
画
の
つ
ど
い
」

─ 14 ─



「
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／京都御所建礼門　小谷一之　撮影

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

あじわい
￥5,000

￥1,500

レストラン

毎週日曜日はお得な
ランチバイキングを
しております

11：30～14：00

おひとり

大切な方への御供えのお花、お誕生日、御祝のお花、
結婚式のブーケなど心に残る記念日を

お花で彩るお手伝いをさせていただきます。

フリーダイヤル 0120－46－8700

花工房　京都本店　　京都市烏丸通今出川下ル
TEL 075－414－8700　FAX 075－414－7787

http://www.hanakobo.co.jp

●グローバル地域文化学部（2013年4月開設）

同志社大学 企画部 広報室 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
七
十
六
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
。

℡.463-0111㈹
http://homepage3.nifty.com/kyotokitano_k/

JUNSEI

左京区南禅寺門前　電話 075─761─2311
http://www.to-fu.co.jp

名物ゆどうふ

南 禅 寺
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