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相
国
寺
放
生
池
に
咲
く
蓮
、
北
野
天
満
宮
本
殿
前
の
梅
。「
上
京
―

史
蹟
と
文
化
」
の
表
紙
を
始
め
、
京
都
の
四
季
や
風
景
、
町
並
み
を

五
十
年
近
く
撮
り
続
け
る
写
真
家
の
水
野
克
比
古
さ
ん
。生
ま
れ
育
っ

た
京
都
の
町
に
温
か
い
カ
メ
ラ
の
目
を
向
け
る
水
野
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◆
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水
野
さ
ん
は
一
九
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
西
陣
の
生
ま
れ
。
中
学
生
の

頃
か
ら
写
真
に
興
味
を
持
ち
、
同
志
社
大
学
で
は
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ
に
所
属
、

瀬
戸
内
海
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
制
作
で
干
拓
地
に
長
期
滞
在
し
た
り
、

大
学
の
人
形
劇
サ
ー
ク
ル
の
移
動
劇
場
に
同
行
取
材
す
る
な
ど
、
専
門
の

新
聞
学
よ
り
専
ら
撮
影
に
励
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
お
父
さ
ん
の
ご
職
業
は
西
陣
織
の
紋
意
匠
図
を
描
く
こ
と
。
着
物
や
帯

の
原
図
を
描
き
上
げ
る
緻
密
な
作
業
で
す
が
、「
私
の
性
分
に
は
合
わ
な
い
。

ど
う
し
て
も
プ
ロ
の
写
真
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
」
あ
る
新
聞
社
試
験

に
合
格
、
写
真
部
に
配
属
さ
れ
ま
す
。
当
時
は
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
写
真
や
激

　
水
野
克
比
古

写
真
家

し
い
動
き
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
写
真
が
得
意
で
し
た
が
、入
社
し
た
の
が
ち
ょ

う
ど
東
京
五
輪
開
催
の
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
で
、
部
員
の
大
半

が
東
京
に
応
援
に
駆
り
出
さ
れ
、「
残
り
は
十
人
余
り
、
朝
か
ら
翌
日
夕
方

ま
で
ず
っ
と
仕
事
と
い
う
日
々
が
続
き
ま
し
た
」。

　
こ
れ
で
は
体
が
持
た
な
い
と
退
社
し
て
、
伝つ

手て

を
求
め
て
東
京
綜
合
写

真
専
門
学
校
研
究
科
へ
。
作
庭
家
重
森
三み

玲れ
い

氏
（
一
八
九
六
～
一
九
七
五
）

の
二
男
で
写
真
評
論
家
の
重
森
弘こ
う

淹え
ん

氏
（
一
九
二
六
～
一
九
九
二
）
が
主

宰
す
る
同
校
で
改
め
て
二
年
間
、
写
真
を
学
ん
だ
あ
と
助
手
を
務
め
ま
し

た
。「
学
校
の
仲
間
は
ほ
と
ん
ど
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
系
で
報
道
写
真
家

を
志
向
し
た
が
、
フ
リ
ー
で
や
っ
て
い
て
も
仕
事
が
そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
商
業
写
真
や
新
聞
の
ア
ル
バ
イ
ト
程
度
で
、
皆
食
う
や
食
わ

ず
で
し
た
ね
」「
一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
で
す
か
ら
万
博
開
催
の
前

年
の
こ
と
、
出
版
社
か
ら
万
博
の
写
真
を
依
頼
さ
れ
、
横
浜
と
京
都
を
往

き
来
し
て
い
ま
し
た
」
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

上
京
区
大
宮
通
元
誓
願
寺
下
ル
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　「
復
帰
前
の
沖
縄
に
も
二
度
、
行
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
占

領
さ
れ
て
い
る
と
、
反
発
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
横
浜

や
横
須
賀
の
基
地
の
周
り
を
撮
影
す
る
の
も
興
味
深
か
っ
た
で
し
た
ね
。

展
覧
会
を
開
き
雑
誌
に
も
発
表
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
食
べ
ら
れ
る
は
ず

も
な
い
。
ち
ょ
う
ど
七
〇
年
安
保
の
頃
で
、
勤
め
て
い
た
学
校
も
封
鎖
さ

れ
て
教
員
仲
間
も
ば
ら
ば
ら
に
な
り
ま
し
た
。
重
森
弘
淹
先
生
か
ら『
戻
っ

て
来
い
』
と
言
わ
れ
、
商
業
写
真
へ
の
道
も
あ
り
ま
し
た
が
、
横
浜
か
ら

京
都
へ
帰
る
と
食
べ
る
も
の
は
美
味
し
く
、
人
は
柔
ら
か
い
」。
こ
れ
が
報

道
写
真
か
ら
風
景
写
真
へ
の
転
機
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
は
ち
ょ
う
ど
モ
ノ
ク
ロ
か
ら
カ
ラ
―
へ
の
転
換
期
、「
カ
ラ
ー
写

真
で
仕
事
に
な
る
こ
と
を
と
考
え
た
の
が
京
都
の
風
景
写
真
で
し
た
。
最

初
に
撮
っ
た
の
が
紅
葉

の
写
真
。
桜
は
モ
ノ
ク

ロ
で
も
表
現
出
来
ま
す

が
、
赤
い
紅
葉
は
黒
く

写
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

赤
い
色
を
モ
ノ
ク
ロ

で
表
現
す
る
の
は
難
し

い
。
こ
れ
は
カ
ラ
―
に

適
し
た
題
材
だ
と
手
を

つ
け
た
の
が
き
っ
か
け

で
す
ね
」。
横
浜
に
住

ま
い
も
家
族
も
残
し
て

い
た
が
、「
紅
葉
を
撮
っ

た
の
な
ら
、
桜
も
撮
ら

な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
と
、
戻
る
気
が
な
く
な
っ
て
」。
万
博
撮
影
の
合

い
間
に
一
ヵ
月
半
を
掛
け
て
京
都
、
奈
良
、
滋
賀
の
各
地
を
く
ま
な
く
回
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。

　「
京
都
に
帰
っ
て
か
ら
、
ま
だ
お
元
気
だ
っ
た
重
森
三
玲
先
生
の
お
宅
に

毎
日
の
よ
う
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
先
生
を
訪
ね
て
ど
な
た
か
が
来

ら
れ
て
お
話
さ
れ
る
。
そ
れ
を
傍
ら
で
聴
い
て
い
る
だ
け
で
し
た
が
、
こ

の
こ
と
が
日
本
の
、
京
都
の
伝
統
文
化
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
三
玲
先
生
が
庭
園
の
写
真
集
を
出
さ
れ
る
こ
と
に

小学生のときに使用したカメラと中学生のときに使用したカメラ

─ 3 ─



は
大
宮
通
の
自
宅
向
か
い
に
、
江
戸
後
期
建
築
と
伝
わ
る
町
家
を
修
復
し

て
「
町
家
写
真
館
」
を
開
設
、
そ
う
し
た
写
真
作
品
、
出
版
物
を
展
示
し

て
い
ま
す
。
今
年
は
既
に
二
冊
が
出
版
さ
れ
、
大
徳
寺
聚
光
院
の
写
真
集

な
ど
三
冊
が
制
作
中
と
、
年
五
冊
の
ペ
ー
ス
で
進
み
、「
そ
ろ
そ
ろ
二
〇
〇

冊
を
目
標
に
置
い
て
も
い
い
か
な
」。

　
モ
ノ
ク
ロ
か
ら
カ
ラ
―
、
そ
し
て
デ
ジ
タ
ル
と
三
つ
の
時
代
を
経
験
し

て
き
た
水
野
さ
ん
、
若
い
頃
「
京
都
の
写
真
を
半
世
紀
撮
り
続
け
た
ら
一

流
に
な
れ
る
」
と
の
夢
は
す
で
に
実
現
、「
好
き
で
や
り
だ
し
た
仕
事
、
写

真
が
生
き
が
い
、
体
が
続
く
限
り
や
め
ら
れ
な
い
」
と
、
き
ょ
う
も
京
都

の
自
然
と
風
景
を
撮
り
続
け
て
い
ま
す
。

な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
京
都
を
本
格
的
に
撮
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　「
写
真
作
品
を
見
た
人
が
実
際
に
画
面
の
中
に
い
る
よ
う
な
、
見
て
い
る

よ
う
な
雰
囲
気
を
盛
り
込
み
た
い
。
画
面
の
中
に
見
る
人
を
引
き
込
む
よ

う
に
出
来
な
い
と
、
出
版
系
の
プ
ロ
と
し
て
成
り
立
ち
ま
せ
ん
」

　「
私
の
写
真
は
ア
ー
ト
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
合
体
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
職
業
上
、
売
れ
る
写
真
と
自
分
の
創
造
性
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
る
程
度
出
来
た
か
ら
続
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
重
森
弘
淹
先
生
の
『
五
年
後
に
評
価
さ
れ
る
写
真
を
撮
れ
』『
一
生
続

け
れ
ば
一
流
に
な
れ
る
』
の
言
葉
を
い
つ
も
思
い
出
し
ま
す
」

　「
京
都
の
絵
に
な
る
撮
影
場
所
に
行
く
と
何
十
人
も
の
人
が
カ
メ
ラ
を
構

え
て
い
る
。
す
る
と
同
じ
写
真
が
出
来
て
、
個
性
が
な
く
な
っ
て
い
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
写
真
を
写
す
技
術
よ
り
も
如
何
に
表
現
す
る
か
、

今
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
カ
メ
ラ
に
入
っ
て
い
る
か
ら
、
誰
も
が
簡

単
に
写
真
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。
単
に
被
写
体

の
表
面
の
美
し
さ
を
写
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
面
に
自
分
の
心
を

通
わ
せ
写
す
こ
と
が
重
要
で
す
」

　「
広
告
写
真
の
仕
事
も
し
ま
す
が
、
風
景
写
真
家
と
し
て
ほ
と
ん
ど

は
写
真
集
、
月
刊
誌
や
週
刊
誌
、
旅
行
雑
誌
と
出
版
系
の
仕
事
が
多

い
で
す
ね
。
表
紙
に
自
分
の
名
前
が
出
る
本
が
一
七
五
冊
、
こ
れ
が

私
の
著
書
に
な
り
生
き
甲
斐
で
す
」。
風
景
写
真
と
言
っ
て
も
、
庭
園
、

坪
庭
、
神
社
仏
閣
、
建
築
物
、
春
夏
秋
冬
四
季
の
移
ろ
い
、
花
鳥
風

月
と
ジ
ャ
ン
ル
は
無
限
と
も
い
え
、
二
〇
〇
〇
（
平
成
十
二
）
年
に

─ 5 ─ ─ 4 ─



「
一
条
通
」

　
そ
の
時
空
を
超
え
た
往
来

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

僧
で
あ
り
ま
た

古
今
無
双
の
修

験
者
と
い
わ

れ
た
「
浄じ
ょ
う

蔵ぞ
う

」

は
、
父
で
あ
る

三
善
清き
よ

行つ
ら

の
葬

列
が
、
一
条
通

が
堀
川
に
か
か

る
橋
に
さ
し
か

か
っ
た
頃
、
よ

う
や
く
熊
野
か

ら
駆
け
つ
け
て
追
い
つ
く
こ
と
が
で

き
、
そ
の
法
力
を
持
っ
て
、
棺
の
中
に

居
た
父
を
一
時
的
に
蘇
え
ら
せ
、
し
ば

し
父
子
の
名
残
を
語
り
合
っ
た
と
い
う

伝
説
が
「
戻
り
橋
」
の
名
の
由
来
と
も

伝
わ
る
。

葬
列
が
一
条
通
を
行
き
か
い
し
た
と
い

う
話
も
あ
れ
ば
、
源
氏
物
語
「
葵
上
」

で
は
「
車
争
い
」
の
シ
ー
ン
と
し
て
も

登
場
す
る
、「
賀
茂
祭
（
葵
祭
）」
の
勅

使
列
が
通
る
重
要
な
神
事
の
通
り
で
も

あ
っ
た
。

　

結
果
、
牛
車
の
場
所
取
り
に
敗
れ
て

辱
め
を
う
け
た
「
六
条
御
息
所
」
は
生

き
魂
と
な
っ
て
、「
葵
上
」
を
呪
い
殺

す
こ
と
に
よ
っ
て
仕
返
し
を
遂
げ
た
。

　

条
坊
制
と
呼
ば
れ
る
碁
盤
の
目
の
如

き「
平
安
京
」が
造
営
さ
れ
た
当
初
、「
一

条
大
路
」
は
い
わ
ず
も
が
な
東
西
の
通

り
と
し
て
、
最
北
端
の
大
路
つ
ま
り
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
り
、
平
安
宮
の

北
端
を
左
右
に
延
び
る
こ
と
か
ら
、
九

条
通
ま
で
あ
る
東
西
の
通
り
の
中
で
も

重
要
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

中
世
の
終
わ
り
く
ら
い
か
ら
近
世
に

か
け
て
は
、
三
条
通
が
商
業
の
発
展
に

伴
い
、
多
く
の
店
棚
を
構
え
る
こ
と
か

ら
、
徐
々
に
主
役
の
座
を
譲
る
こ
と
に

な
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
平
安
時

代
に
遡
る
数
々
の
伝
説
や
安
土
桃
山
時

代
や
幕
末
に
も
歴
史
上
著
名
な
人
物
達

が
居
を
構
え
た
一
条
通
は
、
歴
史
フ
ァ

ン
の
浪
漫
を
掻
き
た
て
て
き
た
。
高

紫
式
部
に
と
っ
て
、
事
件
の
怨
恨
の
始

ま
り
が
一
条
通
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
重
要
性
を
世
間
に
あ
ら
た
め

旧・一條戻橋と式神像（晴明神社境内）

安倍晴明公像（晴明神社境内）大将軍神像（重文：大将軍八神社方徳殿）
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て
知
ら
せ
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

　

ま
た
、
源
頼
光
の
四
天
王
の
ひ
と

り
、
渡
辺
綱
が
大
江
山
の
茨
木
童
子
扮

す
る
鬼
女
と
出
会
っ
た
の
も
一
条
戻
り

橋
。
鬼
に
さ
ら
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
綱

が
、
振
り
下
ろ
し
た
太
刀
で
、
鬼
の
片

腕
を
切
落
と
し
辛
く
も
難
を
逃
れ
た
と

い
う
。
後
日
、
茨
木
童
子
は
綱
の
乳
母

に
化
け
て
、
そ
の
片
腕
を
奪
い
返
し
に

来
た
と
い
う
。
一
条
堀
川
に
は

平
安
時
代
の
中
頃
に
は
、
安
倍

晴
明
が
当
時
の
大
内
裏
（
平
安

宮
）
の
鬼
門
を
守
る
た
め
に
自
ら

の
屋
敷
を
鬼
門
封
じ
と
し
た
と
い

う
。
ま
た
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃

に
は
、
鬼
一
法
眼
と
い
う
謎
の
陰

陽
師
が
住
ん
で
い
て
、
鞍
馬
の
遮

那
王
と
呼
ば
れ
た
源
義
経
に
「
六り
く

韜と
う

」
の
虎
の
巻
を
盗
ま
れ
た
と
い

う
伝
説
も
あ
る
。
安
土
桃
山

時
代
、
豊
臣
政
権
下
で
は
千

利
休
や
黒
田
官
兵
衛
孝
高
や

上
杉
景
勝
ら
が
、
京
（
聚

楽
）
屋
敷
と
し
て
住
ん
で
い

た
と
い
う
。
千
利
休
の
屋
敷

は
現
在
の
晴
明
神
社
境
内
の

辺
り
で
、
茶
の
湯
に
適
し
た

地
下
水
が
湧
い
て
い
た
こ
と

が
理
由
と
伝
わ
る
。
官
兵
衛
の
住

ま
い
の
跡
地
は
「
如
水
町
」・「
小

寺
町
」
と
い
う
町
名
と
し
て
今
に

伝
わ
る
。
景
勝
の
屋
敷
跡
は
「
弾

正
町
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
歴
史
を
通
し
て
様
々
な
伝

説
、
様
々
な
人
物
が
時
空
を
超
え

て
話
題
と
な
る
一
条
通
。
そ
の
一

条
通
に
鎮
座
す
る
社
と
し
て
有
名
な
の

は
「
晴
明
神
社
」
と
「
大
将
軍
八
神
社
」

で
あ
ろ
う
。
前
者
は
安
倍
晴
明
を
祭
神

と
し
、
後
者
は
平
安
京
造
営
時
に
方
位

を
守
る
神
の
社
と
し
て
、
都
の
周
囲
に

祀
ら
れ
た
大
将
軍
社
の
一
社
と
し
て
、

現
在
ま
で
千
二
百
年
を
超
え
て
信
仰
さ

れ
て
き
た
古
社
で
あ
る
。

浄蔵貴所像（山伏山保存会蔵）

晴明神社例祭　神輿渡御（千両ヶ辻周辺）
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「
鬼
門
」
と
い
う
方
角
を
表
す
言
葉

は
よ
く
耳
に
す
る
が
「
天
門
」
と
い
う

言
葉
は
耳
慣
れ
な
い
。

　
「
晴
明
神
社
」
が
平
安
京
の
鬼
門

（
艮
う
し
と
ら

：
東
北
）
を
守
護
す
る
位
置
な

ら
ば
、「
大
将
軍
八
神
社
」
は
天
門

（
乾い
ぬ
い

：
西
北
）
に
位
置
す
る
。
九
月
秋

分
の
日
に
な
る
と
晴
明
神
社
は
例
祭
で

活
気
を
帯
び
る
。

　

最
近
は
西
陣
「
千
両
ヶ
辻
」
の
イ

ベ
ン
ト
と
相
ま
っ

て
、
一
層
賑
や
か
さ

を
増
し
て
い
る
。
ま

た
十
月
第
三
日
曜
に

は「
大
将
軍
八
神
社
」

の
例
祭
が
控
え
、
一

条
通
も
秋
に
な
る

と
、
神
様
の
お
出
ま

し
が
、
多
く
な
り
、

魑ち

魅み

魍も
う

魎り
ょ
う

の
類
が
追

い
や
ら
れ
て
し
ま
う

と
思
い
き
や
、
な
ん

の
な
ん
の
十
月
第
三

日
曜
の
前
夜
に
は
大

将
軍
商
店
街
の
「
妖

怪
大
行
列
」
が
一
条

通
を
賑
わ
し
、
夜
の

都
路
を
我
が
も
の
顔
で
賑
や
か
に
練
り

歩
く
。

　

一
条
通
が
平
安
京
の
造
営
さ
れ
た
頃

か
ら
、
見
つ
め
て
き
た
伝
説
や
神
仏
、

異
形
の
者
達
が
、
現
代
で
も
秋
風
の
吹

く
頃
に
な
る
と
、
息
を
吹
き
返
し
た
よ

う
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の

秋
は
澄
ん
だ
空
気
の
中
、
京
都
御
苑
の

西
か
ら
、
妙
心
寺
の
北
門
を
過
ぎ
た
辺

り
ま
で
、
一
条
通
を
歩
い
て
み
る
の
も

気
持
ち
の
よ
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
な
る

こ
と
と
お
薦
め
し
た
い
。
東
を
見
れ
ば

比
叡
山
が
、
西
を
見
れ
ば
愛
宕
山
が
時

折
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
の
時
、
一
条
通

が
神
仏
と
気
脈
を
通
じ
る
道
だ
と
い
う

こ
と
を
き
っ
と
実
感
し
、
ま
た
聖
俗
を

問
わ
ず
、
貴
賤
を
問
わ
ず
、
人
々
の
暮

ら
し
と
信
仰
を
見
つ
め
て
き
た
偉
大
な

る
通
り
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
見

直
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

大将軍八神社　女神輿（同社境内）

大将軍八神社例祭　神事（同社境内）
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平
安
京
の
大
寺
院
の
跡
か

　

武
者
小
路
通
小
川
東
入
ル
の
一
角
を

占
め
る
武
者
小
路
千
家
官
休
庵
の
門
前

か
ら
南
へ
延
び
る
西
洞
院
通
。
通
り
を

下
る
と
一
条
通
ま
で
の
中
ほ
ど
西
側
に

大お
お

峰み
ね

寺で
ら

跡あ
と

の
駒
札
が
立
ち
、
民
家
に
挟

ま
れ
た
狭
い
参
道
の
奥
の
祠
に
石
塔
が

ひ
っ
そ
り
と
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
で
は
こ
の
石
塔
と
大お
お

峰み
ね

図ず

子し

町ち
ょ
う

の
町
名
が
残
る
だ
け
だ
が
、
平
安
京
当

時
の
西
洞
院
通
は
南
北
を
貫
く
幅
八
丈

（
約
二
四
㍍
）
の
大
路
で
、
一
条
大
路

の
北
に
位
置
す
る
辺
り
一
帯
は
大
峰
野

と
呼
ば
れ
、
大
峰
寺
と
い
う
大
寺
院
が

在
っ
た
ら
し
い
。

　

大
峰
寺
は
大
和
の
大
峰
山
寺
と
同
じ

く
山
伏
た
ち
の
修
験
道
場
、
信
仰
の
場

と
し
て
栄
え
、
境
内
が
広
く
、
宿
坊
も

多
か
っ
た
こ
と
か
ら
大
峰
殿
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
。
石
塔
は
花
崗
岩
製
で
高
さ

約
二
㍍
、
赤
味
を
帯
び
て
お
り
、
仏
像

を
刻
ん
だ
跡
が
見
ら
れ
る
と
い
う
が
、

祠
の
外
観
か
ら
そ
の
姿
を
は
っ
き
り
確

認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
大
峰
寺
創

新
・
上
京
の
昔
ば
な
し

　
大
峰
殿
と

　
　
　
草
紙
洗
い
の
井
戸

建
当
時
か
ら
今
に
残
る
と
も
、
修
験
道

の
創
始
者
役え
ん
の
お
づ
ぬ

小
角
（
六
三
四
伝
～
七
〇

一
伝
）
の
墓
と
も
、
役
小
角
か
ら
数
え

て
十
代
目
の
法
嗣
日
円
（
圓
）（
平
安

初
期
の
天
台
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

、
八
一
一
年
に
熊

野
神
社
を
勧か
ん

請じ
ん

し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
）
の
墓
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

「
今
昔
物
語
集
」に
登
場

　

そ
の
大
峰
寺
が
、
わ
が
国
最
古
の
説

話
集
「
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物も
の

語が
た
り

集し
ゅ
う

」（
※
）
巻
二
十

第
九
話
「
本
朝
付
仏
法
（
天
狗
、
冥
界

の
往
還
、
因
果
応
報
）」
に
登
場
す
る
。

　
「
今
は
昔
、
京
に
外
術
と
云
ふ
事
を

好
み
て
役
と
す
る
下げ

衆す

法
師
あ
り
け

り
」。

　

こ
の
説
話
は
、
法
師
が
履
物
を
イ
ヌ

の
子
に
変
え
、
懐
中
か
ら
キ
ツ
ネ
を
鳴

か
せ
て
出
し
、
馬
や
牛
の
尻
か
ら
入
っ

て
口
か
ら
出
て
く
る
な
ど
怪
し
げ
な
術

を
や
っ
て
見
せ
て
、
人
々
を
驚
か
せ
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
以
下
、
原
文
を

意
訳
し
て
読
ん
で
い
こ
う
。

　

隣
家
の
男
は
羨
ん
で
、「
私
に
術
を

大峰図子町の大峰寺跡
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教
え
て
欲
し
い
」
と
切
々
訴
え
る
の
だ

が
、
法
師
は
「
人
に
教
え
る
こ
と
で
は

な
い
」
と
な
か
な
か
承
知
し
て
く
れ
な

い
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
に
懇
願
す
る

と
、
法
師
は
「
こ
の
術
を
習
お
う
と
す

る
気
持
ち
が
あ
る
の

な
ら
、
ゆ
め
ゆ
め
人

に
は
知
ら
れ
ぬ
よ
う

に
、
七
日
間
し
っ
か

り
精
進
潔
斎
を
し

て
、
浄き
よ

く
新
し
い
桶

を
一
つ
手
に
入
れ

て
、
そ
れ
に
美
味
し

く
炊
い
た
交
ぜ
ご
飯

を
入
れ
、
自
分
で
背

負
っ
て
、
や
ん
ご
と

な
き
所
に
行
っ
て
教

え
て
も
ら
お
う
。
私

は
教
え
る
の
で
は
な

く
、
た
だ
そ
こ
に
連

れ
て
行
く
だ
け
だ
」

と
い
う
。

　

男
は
法
師
の
言
葉

に
従
い
、
家
に
籠
っ

て
精
進
す
る
の
だ

が
、
そ
の
間
に
も
法
師
が
や
っ
て
来

て
「
こ
の
術
を
習
う
と
す
る
志
が
あ
る

の
な
ら
、
決
し
て
刀
を
持
っ
て
行
っ
て

は
い
け
な
い
」
と
懃ね
ん
ご

ろ
に
諫い
さ

め
る
。
男

は
「
刀
を
持
た
な
い
こ
と
な
ど
難
し
い

こ
と
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
も
の
の
、

「
法
師
の
言
葉
は
極
め
て
怪
し
い
。
も

し
刀
を
持
た
ず
に
困
難
に
会
え
ば
益
は

な
い
」
と
思
い
直
し
て
、
ひ
そ
か
に
小

刀
を
鋭
く
磨
い
で
お
く
の
だ
っ
た
。

一
瞬
に
消
え
失
せ
た
老
僧

　

七
日
が
過
ぎ
た
日
の
明
け
方
、
二
人

は
出
発
す
る
。
男
は
刀
を
懐
に
隠
し

持
っ
て
桶
を
肩
に
担
ぎ
、
法
師
を
前
に

立
て
て
、
ど
こ
と
も
分
か
ら
な
い
山
の

中
を
遥
々
と
進
ん
で
行
く
と
、
巳
の
時

（
午
前
一
〇
時
頃
）
に
な
り
、
立
派
な

造
り
の
僧
坊
が
見
え
て
来
た
。

　

男
を
残
し
て
法
師
が
中
に
入
っ
て

行
っ
た
。
見
る
と
眉
の
長
い
、
や
ん
ご

と
な
さ
そ
う
な
老
僧
が
出
て
来
て
、「
お

前
は
久
し
く
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
で
は

な
い
か
」
と
言
う
と
、
法
師
は
「
つ
い

つ
い
忙
し
く
、
久
し
く
ご
無
沙
汰
し
て

い
ま
し
た
」
と
釈
明
し
て
「
修
業
を
し

た
い
と
申
す
男
を
連
れ
て
参
り
ま
し

た
」
と
続
け
た
。
老
僧
は
「
お
前
は
ま

た
詰
ま
ら
な
い
こ
と
を
喋
っ
た
な
。
こ

石塔が安置される祠
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こ
に
呼
べ
」
と
言
う
。
呼
ば
れ
て
男
が

後
ろ
に
た
つ
と
、
法
師
は
持
っ
て
来
た

桶
を
受
け
取
り
縁
側
に
置
い
た
。
老
僧

が
「
お
前
は
刀
を
持
っ
て
い
な
い
か
」

と
問
う
の
で
、男
は
「
持
っ
て
い
な
い
」

と
答
え
た
も
の
の
、
疎
ま
し
く
怖
そ
う

な
こ
と
こ
の
上
も
な
い
。

　

老
僧
は
若
い
僧
を
呼
び
寄
せ
、「
そ

の
男
は
壊
中
に
刀
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ

う
、
探
れ
」
と
命
じ
た
。
若
僧
が
懐
を

探
そ
う
と
す
る
の
で
、
男
は
「
自
分
の

懐
に
は
刀
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
つ
け
ら

れ
た
ら
我
が
身
に
良
い
こ
と
な
ど
起
こ

ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
目
に
遭
わ
さ
れ

る
か
。
同
じ
死
ぬ
の
な
ら
、
こ
の
老
僧

を
刺
し
て
か
ら
死
に
た
い
」と
思
っ
て
、

若
僧
が
近
づ
く
や
否
や
、
密
か
に
懐
の

刀
を
抜
い
て
、
縁
側
の
老
僧
に
飛
び
掛

か
っ
た
。

　

と
、
そ
の
一
瞬
、
老
僧
も
僧
坊
も
急

に
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
…
。

人
を
誑
か
し
た
天
狗
の
業

　

よ
う
や
く
辿
り
つ
い
た
僧
坊
。
教
え

を
乞
う
は
ず
の
老
僧
は
、
妖
術
を
使
う

天
狗
だ
っ
た
の
か
。
呆
然
と
し
た
男
が

気
を
取
り
直
し
て
周
り
を
見
渡
す
と
、

そ
こ
は
大
き
な
お
堂
の
中
だ
っ
た
。
法

師
は
「
全
て
が
台
無
し
だ
」
と
の
の
し

り
、男
は
言
葉
も
な
く
立
ち
尽
く
し
た
。

　
「
山
中
を
は
る
ば
る
や
っ
て
来
た
」

と
思
っ
た
場
所
は
、
一
条
西
洞
院
の
大

峰
寺
だ
っ
た
。
男
は
訳
が
分
か
ら
な
い

ま
ま
家
に
戻
り
、
法
師
も
泣
く
泣
く
家

に
帰
っ
た
が
、
二
、
三
日
後
に
死
ん
で

し
ま
っ
た
。

　

全
く
天
狗
に
摘
ま
ま
れ
た
よ
う
な
話

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

男
は
死
な
ず
に
済
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な

業
で
人
を
誑た
ぶ
ら

か
す
の
は
、
ま
こ
と
に
罪

深
い
こ
と
で
あ
る
。
三
法
に
帰
依
し
よ

う
と
思
う
も
の
は
、
決
し
て
こ
う
し
た

外
術
に
手
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
此
様
の
態
す
る
者
を
ば
、『
人
狗
』

と
名
付
て
、
人
に
非
ぬ
者
也
と
、
語
り

伝
へ
た
る
と
や
」

　

こ
の
よ
う
な
途
方
も
な
く
罪
深
い
仕

業
を
す
る
者
は
「
人
狗
」
と
呼
ば
れ
人

間
で
は
な
い
者
だ
と
、
人
々
は
語
り
伝

え
た
と
い
う
。
こ
れ
が
「
外
術
」
と
呼

ば
れ
る
妖
し
げ
な
術
ら
し
い
。「
今
昔

物
語
集
」
に
は
、
空
を
駆
け
、
人
に
取

り
憑つ

く
「
鷹
」
と
呼
ば
れ
る
魔
物
や
、

顔
は
天
狗
、
体
は
人
間
で
、
一
対
の
羽

を
持
つ
魔
物
な
ど
、
多
く
の
天
狗
説
話

が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
老
僧
も
そ

う
し
た
天
狗
の
仲
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。 

藤
原
研
子
の
火
葬
塚
と
も

　

こ
の
石
塔
は
ま
た
、
わ
が
世
の
春
を

謳
歌
し
た
摂
政
関
白
藤
原
道
長
（
九
六

六
～
一
〇
二
八
）
の
二
女
、
藤ふ
じ

原わ
ら
の

研け
ん

子し

（
き
よ
こ
、
九
九
四
～
一
〇
二
七
）
の

火
葬
塚
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
研
子
は
三

条
天
皇
の
中
宮
で
、
二
人
の
子
で
あ
る

禎
子
内
親
王
が
東
宮
敦あ
つ

良な
が

親
王
（
の
ち

の
後
朱
雀
天
皇
）
に
入
内
し
た
半
年
後

に
病
で
崩
じ
た
。「
日
本
紀
略
」
に
万

寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
九
月
十
四
日
に

亡
く
な
り
、
十
六
日
の
項
に
「
皇
太
后

（
研
子
の
こ
と
）
ヲ
大
峰
寺
ノ
前
ノ
野

ニ
葬
リ
奉
ル
」
と
あ
る
の
が
根
拠
と
さ
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れ
る
が
、
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

小
町
が
草
紙
洗
っ
た
井
戸

　

大
峰
図
子
町
か
ら
ほ
ど
近
く
一
条
通

を
西
へ
。
油
小
路
通
と
東
堀
川
通
の
間

を
北
へ
向
か
う
小
道
を
小
町
通
と
呼

ぶ
。
堀
川
に
掛
か
る
一
条
戻
り
橋
か
ら

東
へ
数
十
㍍
の
地
で
、
西
北
角
は
青
空

ガ
レ
ー
ジ
、
傍
ら
の
電
柱
に
隠
れ
る
よ

う
に
「
小
野
小
町
雙
紙
洗
水
遺
跡
・
小

町
通
」
と
刻
ま
れ
た
小
さ
な
石
碑
が
立

つ
。
こ
の
辺
り
に
は
昔
、
小
野
小
町

（
八
二
五
～
九
〇
〇
？
）
が
草
紙
洗
い

に
使
っ
た
と
語
り
継
が
れ
る
井
戸
が
あ

り
、
清
和
水
と
も
更さ
ら

級し
な

水
と
も
呼
ば
れ

る
京
の
名
水
の
一
つ
だ
っ
た
。
江
戸
期

に
は
井
戸
の
側
に
小
町
塔
と
呼
ば
れ
る

供
養
塚
も
あ
っ
た
と

い
う
が
、
そ
の
面
影

は
全
く
な
く
、
世
阿

弥
元
清
（
一
三
六
六

～
一
四
三
三
）
作
の

能
楽「
草
紙
洗
小
町
」

の
舞
台
で
あ
る
こ
と

「小野小町雙紙洗水遺跡」
の石碑

小野小町を描いた
古今和歌集奏覧1100年記念切手

一条堀川から東を望む（車の傍らに石碑がある）
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が
今
も
地
元
の
誇
り
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

　

そ
う
言
え
ば
戦
後
の
い
つ
頃
ま
で

だ
っ
た
か
、
小
川
通
の
西
側
を
並
行
し

て
小
川
が
流
れ
、
一
条
小
川
で
西
向
き

に
流
れ
を
変
え
て
、
戻
り
橋
付
近
で
堀

川
に
合
流
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
一
条
通
は
堀
川
か
ら
東
へ
緩
や
か

に
低
く
な
っ
て
お
り
、
名
水
が
湧
き
出

て
い
た
名
残
り
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
首
だ
け
洗
い
流
さ
れ
た

　

こ
れ
も
平
安
時
代
の
話
。
宮
中
新
年

恒
例
の
清せ
い

涼り
ょ
う

殿で
ん

歌う
た

合あ
わ
せ

で
、
小
野
小
町
と

大
友
黒
主
が
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。「
古
今
和
歌
集
」
に
そ
の
名
前
を

連
ね
、
後
世
、
共
に
六
歌
仙
と
称
さ
れ

た
二
人
だ
が
、
互
い
に
詠
ん
だ
歌
を
比

べ
て
優
劣
を
争
う
歌
合
で
、
小
町
に
と

う
て
い
勝
目
が
な
い
と
思
っ
た
黒
主
は

一
計
を
案
じ
た
。
前
夜
、
小
町
の
屋
敷

に
忍
び
込
み
、
小
町
が
吟
ず
る

　

蒔
か
な
く
に
何
を
種
と
し
て
浮
草
の

　

波
の
う
ね
う
ね
生
ひ
し
げ
る
ら
ん

の
歌
を
盗
み
聞
き
し
て
、
そ
れ
を
懐
に

隠
し
持
っ
た
万
葉
の
草
紙
に
書
き
入
れ

る
の
だ
っ
た
。

　

歌
合
の
当
日
、
帝
や
紀
貫
之
な
ど
が

居
並
ぶ
中
、
小
町
が
こ
の
歌
を
披
露
す

る
と
、
黒
主
は
「
そ
の
歌
は
万
葉
集
に

詠
ま
れ
て
い
る
も
の
。
盗
作
じ
ゃ
」。

小
町
は
万
葉
の
歌
に
も
通
じ
て
い
る
の

で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い

と
思
う
も
の
の
、
黒
主
は
「
そ
れ
、
こ

の
通
り
」と
万
葉
の
草
紙
を
見
せ
つ
け
、

攻
め
立
て
る
。

　

小
町
は
万
座
の
中
で
反
論
も
出
来

ず
、
貫
之
の
計
ら
い
で
帝
の
勅
許
を
え

て
、
そ
の
草
紙
を
清
い
井
戸
水
で
洗
っ

た
と
こ
ろ
、
小
町
の
詠
ん
だ
一
首
だ
け

が
消
え
て
、
身
の
証
し
を
立
て
る
こ
と

が
出
来
た
。
黒
主
は
非
を
恥
じ
て
自
害

し
よ
う
と
す
る
が
…
。

　

こ
の
井
戸
こ
そ
一
条
堀
川
東
入
ル
付

近
に
存
在
し
た
と
語
り
継
が
れ
て
い
る

井
戸
ら
し
い
。

　

能
楽
「
草
紙
洗
小
町
」
で
は
、
帝
は

小
町
の
取
り
な
し
で
黒
主
を
許
さ
れ
、

小
町
は
薦
め
ら
れ
て
御
祝
を
謡
い
、
和

歌
の
徳
を
讃
え
た
舞
を
披
露
し
て
幕
に

な
る
の
だ
が
、
大
友
黒
主
に
は
人
を
陥

れ
る
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
史

実
は
な
く
、
昔
ば
な
し
の
中
で
冤
罪
を

着
せ
ら
れ
た
被
害
者
と
言
え
よ
う
。

　

同
じ
能
楽
の
「
志
賀
」
で
は
、
黒
主

は
和
歌
の
徳
を
説
く
神
と
し
て
登
場
す

る
。
黒
主
が
志
賀
の
桜
を
眺
め
る
さ
ま

を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
、
祇
園
祭
の

「
黒
主
山
」
に
は
杖
を
つ
き
、
白
髪
の

髷
の
翁
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
大
友

黒
主
は
「
万
葉
集
」
の
編
者
大
伴
家
持

と
同
一
人
物
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、

本
題
か
ら
外
れ
る
の
で
ま
た
の
機
会

に
。

（
福
井　

和
雄
）

　

※
平
安
時
代
末
、
白
河
法
皇
（
一
〇

五
三
～
一
一
二
九
）
頃
に
ま
と
め
ら
れ

た
、
天て
ん

竺じ
く

（
イ
ン
ド
）・
震し
ん

旦た
ん

（
中
国
）・

本
朝
（
日
本
）
の
三
部
に
分
か
れ
、
一

千
余
の
説
話
を
集
め
た
全
三
十
一
巻

（
現
存
は
二
十
八
巻
）
の
わ
が
国
最
大

の
説
話
集
。
天
皇
・
貴
族
や
当
時
台
頭

し
て
き
た
武
士
か
ら
僧
侶
、
神
官
、
庶

民
ま
で
が
登
場
し
て
、
い
か
に
も
人
間

ら
し
い
振
る
舞
い
や
摩
訶
不
思
議
な
行

い
を
展
開
し
て
お
り
、芥
川
龍
之
介（
一

八
九
二
～
一
九
二
七
）
の
「
羅
生
門
」

「
鼻
」
な
ど
、
近
代
の
文
学
作
品
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
創
作
は
一
つ

も
な
く
、
全
て
他
の
物
語
集
な
ど
か
ら

の
引
用
で
、「
今
ハ
昔
」
で
始
ま
り
、「
ト

ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」（
＝
と
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
）

で
終
わ
る
よ
う
統
一
さ
れ
て
い
る
。

相国寺門前町701
京都市上京区
〒602-0898

大本山相国寺

承天閣美術館

℡（075）231-0301

℡（075）241-0423

http://www.shokoku-ji.jp
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　5月26日、同志社大学寒梅館において、病と差別に屈せず生きる元ハンセン病患者の姿を描いた映画
「あん」の上映と、「ハンセン病者・回復者への差別撤廃を求めて」と題して同志社大学坂元茂樹教授に
よる講演が行われました。昨年に引き続き、日本語字幕と音声ガイド（クローズ方式）による場面ごとの説
明がついた「ユニバーサル上映」を今回も実施し、来場された方の誰もが映画を楽しんでいただける機会
となりました。また、講演では手話通訳も実施しました。会場には一部・二部あわせて1000名を超える方
が来場され、人権意識を高めるきっかけとしていただきました。

上京―史蹟と文化５０号において、次のとおり誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。
【訂正箇所】８ページ　大報恩寺　本文　十一行目及び十三行目
　　　　　（誤）十六弟子像　（正）十大弟子像

訂
正

　上京区総合庁舎の前に並んだプランターに植えられ、区民ボランティアの皆さ
んが毎日手入れをする四季折々の花々が、区役所に来庁される方や道行く人々の
目を楽しませています。
　6月11日には、ボランティアの皆さんによって一斉植替え作業が行われました。
爽やかなラベンダーと真っ白なフランネル・フラワーが、夏の陽射しのなか、元気
に咲き誇っています。

「
映
画
の
つ
ど
い
」

「
み
ん
な
で

　
　
花
を
咲
か
そ
う
」活
動
上
京
区
憲
法
月
間

─ 13 ─



　26年度、新庁舎開庁記念事業として実施
された連続講座「上京文化絵巻」が、参加
者から好評で、ぜひ継続して開催してほし
いとの声に応え、2月27日上京区総合庁舎
会議室で第4巻を行いました。
　今回は，染色工芸作家の羽田登氏が「水
と生活と工芸」をテーマに、京の四季折々
の様子を工房で作品に仕上げる工程を中心
にお話をされました。会場には羽田氏の作
品「桂川月光」「北野梅暦」も展示され、参
加者の目を楽しませていました。

　3月12日、上京区総合庁舎会議室において、
「上京区民ふれあい文化大学」が開催されました。
講師の歴史地理史学者中村武生氏が、「御土居
堀ものがたり」をテーマとして、豊臣秀吉の時代に
京都を囲むように作られた御土居堀について、地
図や写真等を使いながら、わかりやすく解説をし
ていただきました。参加者は，上京区内に今も残
り、身近な存在である御土居堀について、理解を
深めることができました。

上京文化
　　絵巻 第４巻

「上京茶会」

上京区民ふれあい文化大学

　春の「上京茶会」が、6月25日大本山

妙顯寺を会場に、表千家による懸釜で

開催されました。「光琳曲水の庭」が目

の前に広がる本席と、雨に濡れ緑を色

濃くした「四海唱導の庭」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、雨天ながら清々しいひ

とときを過ごしていただきました。
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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　　表紙写真／中秋名月　本法寺多宝塔　水野克比古

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
。

℡.463-0111㈹
http://www.kitano.ed.jp/

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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上京区文化振興会
発足以来約60年、これからも上京区の文化振興に貢献します。
　上京区文化振興会は、昭和33年に結成されて以来、様々な文化事業
の開催を通じて上京区の文化の普及と啓発に努めています。昭和 40
年から毎年開催している上京茶会と上京薪能は、上京を代表する文化
事業として区民に親しまれています。
冊子「上京－史蹟と文化」は、上京区の豊かな歴史と伝統に育まれた質
の高い文化を身近に感じていただき、文化資源の貴重さを再発見し、関
心を高めていただこうと上京区文化振興会が編集し、上京区民ふれあ
い事業として年 2 回発行しています。本冊子の第１号から最新号まで
上京区のホームページから御覧いただくことができます。
（http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/）

事業予告　上京文化絵巻第５巻（予定）
平成２９年２月５日（日）午後２時～於上京区総合庁舎会議室
講師：臨済宗相国寺派管長　　　有馬賴底氏
　　　臨済宗相国寺派教学部長　矢野謙堂氏　（詳細は市民しんぶんでお知らせします）


