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当
代
は
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
七
月
生
ま
れ
。
第
十
三
世
有う

隣り
ん

斎さ
い

（
一
九
一
三
～
九
九
）
と
、
料
理
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
た
千
澄
子
さ
ん

（
一
九
二
〇
～
二
〇
〇
四
）
と
の
間
に
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
敗
戦
か
ら

間
も
な
か
っ
た
幼
少
期
は
、
世
相
が
混
と
ん
と
し
て
お
り
、
茶
の
湯
を
た

し
な
む
余
裕
が
あ
る
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
頃
か
ら
、

い
ず
れ
家
元
を
継
ぐ
自
覚
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　「
家
元
制
度
の
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
か
機
能
は
、
上
手
に
周
り
か
ら

育
て
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
あ
る
日
突
然
宣
告

し
て
、『
お
前
は
後
継
ぎ
や
、
し
っ
か
り
や
ら
ん
と
あ
か
ん
』
と
言
う
の
で

は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
職
住
一
致
の
環
境
の
中
で
、
親
や
周
り
の
人
間
か
ら

『
あ
ん
た
は
こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
将
来
は
こ
う
な
る
』
と

　
利
休
に
始
ま
る
千
家
の
茶
の
湯
。
三
世
宗そ
う

旦た
ん

の
次
男
一い
ち

翁お
う

宗
守（
一
六
〇
五

～
七
六
）
が
開
い
た
武む

者し
ゃ

小こ
う

路じ

千
家
。「
今
日
ま
で
の
道ど
う

統と
う

を
伝
え
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
茶
の
湯
に
何
を
期
待
し
て
お
ら
れ
る
の
か
を
よ

く
看
取
し
て
調
和
さ
せ
、
茶
の
湯
の
伝
授
、
普
及
に
努
め
て
来
た
」
と
振
り

返
ら
れ
る
、
当
代
の
第
十
四
世
家
元
千
宗
守
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

千
　

宗

守

武
者
小
路
千
家　

第
十
四
世
家
元

　

公
益
財
団
法
人
官
休
庵　

理
事
長

期
待
を
掛
け
ら
れ
、“
洗
脳
教
育
”
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
自お
の

ず
と

そ
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
。
家
元
制
度
、
職
住
一
致
の
世
界
の
メ
リ
ッ
ト

で
し
ょ
う
ね
」

　
武
者
小
路
千
家
も
他
の
伝
統
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
女
性
は
裏
方
に
徹
し

て
、
日
常
は
稽
古
場
に
入
る
こ
と
も
な
い
。
家
元
を
継
ぐ
男
子
に
恵
ま
れ

な
け
れ
ば
、
祖
父
の
第
十
二
世
愈ゆ

好こ
う

斎さ
い

（
一
八
八
九
～
一
九
五
三
）
や
父

の
有
隣
斎
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
表
千
家
な
ど
他
家
か
ら
養
子
を
迎

え
て
き
た
。
表
・
裏
両
千
家
に
比
べ
て
“
茨
の
道
”
の
時
代
も
あ
っ
た
と

い
う
。
当
代
と
子
息
と
、
男
子
誕
生
が
二
代
続
い
た
の
は
何
百
年
ぶ
り
か

の
こ
と
だ
そ
う
だ
。

　「
私
は
先
代
で
あ
る
父
か
ら
で
は
な
く
、
祖
父
の
弟
子
た
ち
―
こ
れ
は
父

に
と
っ
て
も
先
輩
に
当
た
る
の
で
す
が
―
か
ら
点て

前ま
え

や
作
法
を
学
び
、
い

ろ
い
ろ
な
知
識
を
吸
収
し
ま
し
た
」「
学
業
を
終
え
京
都
に
戻
っ
て
か
ら
、

家
元
の
ル
ー
テ
ィ
ン
は
ほ
と
ん
ど
私
が
や
り
ま
し
た
。
父
は
三
高
か
ら
京

大
で
ず
っ
と
国
史
を
勉
強
し
て
お
り
知
識
は
凄す
ご

い
の
で
す
が
、
世
間
の
こ

と
は
何
も
知
ら
な
く
て
疎う
と

い
し
、
す
る
気
も
な
い
。
家
元
は
あ
る
意
味
で

は
会
社
組
織
で
す
か
ら
、
経
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
い
く
ら
で

上
京
区
武
者
小
路
通
小
川
東
入
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も
あ
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
お
茶
を
点た

て
て
い
れ
ば
良
い
わ
け
で
は
な
い
の

に
、
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
」

　
た
だ
ひ
た
す
ら
に
茶
の
湯
を
守
る
先
代
を
“
反
面
教
師
”
に
、
当
代
は

一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
に
武
者
小
路
千
家
の
後こ
う

嗣し

号
で
あ
る
宗そ
う

屋お
く

を
襲
し
ゅ
う

名め
い

、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
父
の
病
気
療
り
ょ
う

養よ
う

に
よ
る
隠い
ん

居き
ょ

に
伴
と
も
な

い
、
宗
守
を
襲
名
、
家
元
を
継
承
し
た
。
こ
の
間
、
欧
米
各
大
学
な
ど
か

ら
招
し
ょ
う

聘へ
い

を
受
け
て
講
演
や
茶
会
を
行
な
い
、
政
府
派
遣
の
文
化
使
節
と
し

て
中
国
へ
も
赴
お
も
む

い
た
。

一
九
九
四
（
平
成
六
）

年
三
月
、
ロ
ー
マ
法
王

庁
で
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ

ウ
ロ
Ⅱ
世
に
単
独
特
別

謁え
っ

見け
ん

し
て
茶
の
湯
を
説

明
、
教
皇
名
み
ょ
う

代だ
い

の
枢す
う

機き

卿き
ょ
うな
ど
に
呈て
い

茶ち
ゃ

し
た

経
験
を
持
つ
。

　「
や
は
り
存
在
を
知

ら
し
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
黙
っ
て
い
て
人

が
知
っ
て
く
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お

声
が
掛
か
れ
ば
出
来
る

限
り
こ
ま
め
に
顔
を
出

し
ま
す
」「
愈
好
斎
は

東
大
で
国
史
学
を
学
び
、
卒
業
後
に
武
者
小
路
千
家
を
再さ
い

興こ
う

し
ま
し
た
。

有
隣
斎
も
学
者
と
、二
代
続
い
て
イ
ン
テ
リ
階
級
だ
っ
た
。
一
般
か
ら
『
武

者
小
路
は
ち
ょ
っ
と
お
高
く
留と
ま

っ
て
い
る
』
と
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
」

「
社
中
の
皆
が
誇
り
を
持
っ
て
活
動
出
来
る
地
盤
を
作
る
の
が
家
元
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
流
儀
を
世
間
に
知
ら
し
め
る
啓け
い

蒙も
う

・
広
報
が
大
事

で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
欠
け
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
て
、
私
も
い
ろ
い
ろ

や
っ
て
来
ま
し
た
」「
ア
メ
リ
カ
が
一
番
受
け
入
れ
る
許き
ょ

容よ
う

度ど

が
大
き
い

国
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
自
分
の
国
の
文
化
と
比
較
し
て
見
る
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
頑
か
た
く
な
で
す
な
。
ア
メ
リ
カ
は
自
分
た
ち
の
文
化
以
外
に
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
と
の
見
方
を
し
ま
す
」

　
何
百
年
の
歴
史
を
持
つ
茶
道
だ
が
、
こ
れ
か
ら
の
見
通
し
、
展
望
は
ど

う
な
の
か
。

　「
花
嫁
修
業
と
し
て
は
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
好
き
で
入
っ

て
来
る
人
は
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
の
若
い
人
た
ち
は
余
り
に
も
家
庭

生
活
に
日
本
的
な
も
の
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
逆
に
茶
室
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
感
じ
、外
国
文
化
の
よ
う
な
つ
も
り
で
古
い
日
本
文
化
に
触
れ
に
入
っ

て
来
る
人
が
多
い
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
な
ら
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、

そ
う
し
た
人
た
ち
の
中
か
ら
何
人
か
は
本
質
を
理
解
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
、

そ
れ
が
維
持
に
繋
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
大
事
に
し
た

い
で
す
」

　｢
和わ

敬け
い

清せ
い

寂
じ
ゃ
く｣

を
心
に
刻
み
、「
伝
統
と
は
革
新
の
集
積
で
あ
る
」
の

信
念
を
持
っ
て
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
当
代
。「
私
は
も
う
七
十
三
歳
、
今
の
状

態
で
次
代
に
譲
り
た
い
」。長
男
で
後
嗣
の
隨ず
い

縁え
ん

斎さ
い

宗
屋
若
宗
匠（
一
九
七
五

～
）
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
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戦
国
時
代
の
幕
開
け
と
な
っ
た
応
仁

の
乱
。
今
年
は
五
五
〇
年
の
節
目
の
年

で
す
。
近
年
、
こ
の
戦
乱
を
取
り
上
げ

た
書
籍
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
、
応
仁
の

乱
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

勃ぼ
っ

発ぱ
つ

当
初
は
現
在
の
上
京
区
が
戦
乱
の

中
心
地
で
し
た
。

　

応
仁
の
乱
は
、
室
町
幕
府
の
有
力
大

名
で
あ
っ
た
畠は
た
け

山や
ま

氏
・
斯し

波ば

氏
の
家
督

相
続
争
い
や
八
代
将
軍
足
利
義
政
の
後

継
者
争
い
な
ど
が
絡か
ら

ん
で
起
こ
っ
た
大

乱
で
す
。
細
川
勝
元
を
中
心
と
す
る
東

軍
と
山
名
宗
全
を
中
心
と
す
る
西
軍
が

戦
い
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。
西
軍
側
の

陣
は
、「
西
陣
」
の
地
域
名
を
現
在
に

伝
え
て
い
ま
す
が
、
東
軍
側
の
陣
、
い

わ
ば
「
東ひ
が
し

陣じ
ん

」
は
名
称
が
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。
今
回
は
「
東
陣
」
地
域
の
史
蹟

を
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

　

文
正
二
年
（
応
仁
元
年
）
正
月
一
八

日
、
応
仁
の
乱
の
発
端
は
、
御
霊
神
社

（
上
御
霊
社
）
に
陣
を
構
え
た
畠
山
政ま
さ

長な
が

（
東
軍
）
を
畠
山
義よ
し

就ひ
ろ

（
西
軍
）
が

攻
撃
し
た
御
霊
林
の
戦
い
に
よ
り
開
か

れ
ま
し
た
。
結
果
は
畠
山
義
就
の
勝
利

と
な
り
畠
山
政
長
は
敗
走
し
ま
す
。
御

霊
神
社
の
西
鳥
居
の
傍か
た
わ

ら
に
は
「
応
仁

の
乱
勃
発
地
」
の
石
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

足
利
義
政
の
調
停
も
あ
り
、
直た
だ

ち

に
戦
乱
は
拡
大
し
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
政
治
的
な
優
位
に
立
つ
た
め
東

軍
・
西
軍
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
勢
が
京
都

に
集
結
し
た
こ
と
か
ら
緊
張
が
高
ま

り
ま
し
た
。
西
軍
の
中
心
と
な
っ
た

山
名
宗
全
の
邸
宅
は
、
堀
川
上
立
売

交
差
点
南
西
側
に
推
定
さ
れ
て
お

り
、
現
在
も
山
名
町
の
地
名
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
東
軍
の
中
心

と
な
っ
た
細
川
勝
元
邸
に
つ
い
て
は

複
数
の
推
定
地
が
あ
り
ま
す
が
、
応

仁
の
乱
後
の
京
都
の
景
観
を
活か
っ

写し
ゃ

し

た
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
で
は
、
上

立
売
通
北
側
・
小
川
通
東
側
に
細
川

氏
の
邸
宅
「
細
川
殿
」
が
大
き
く
描

か
れ
て
い
ま
す
。建
物
が
軒の
き

を
連つ
ら

ね
、

池
や
庭
石
を
配
し
た
庭
園
の
よ
う
す

か
ら
往お

う

時じ

の
細
川
勝
元
邸
の
姿
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
年
五

月
に
は
小
川
児
童
公
園
内
の
細
川
殿

跡
を
臨の
ぞ

む
位
置
に
史
蹟
を
顕け
ん

彰し
ょ
う

す
る

説
明
板
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

応
仁
の
乱

　
　
・
東ひ

が
し 

陣じ
ん

そ
の
三
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応
仁
元
年
五
月
、
つ
い
に
両
軍
は
衝

突
し
ま
す
。
勢
力
に
勝ま
さ

る
東
軍
は
山
名

宗
全
邸
を
包
囲
す
る
形
で
攻
撃
を
仕
掛

け
ま
す
が
、
西
軍
も
よ
く
防
ぎ
、
決
着

が
つ
か
な
い
ま
ま
両
軍
と
も
兵
を
引
き

ま
し
た
。
中
で
も
一
条
戻
橋
や
百ど

ど々

橋

で
激
し
い
戦
い
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
百
々
橋
跡
の
寺
之

内
小
川
交
差
点
で
は
説
明
板
や
江
戸
時

代
に
架
け
替
え
ら
れ
た
百
々
橋
の
礎そ

石せ
き

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
乱
の
最
中
、
細
川
勝
元
は
居

所
を
将
軍
邸
で
あ
る
室
町
殿
に
移
し
た

こ
と
か
ら
、
こ
こ
が
実
質
的
な
東
軍
の

拠
点
と
な
り
ま
し
た
。
室
町
殿
は
三
代

将
軍
足
利
義
満
が
造
営
し
た
邸
宅
で

「
花
の
御
所
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

東
を
烏
丸
通
、
北
を
上
立
売
通
、
西
を

室
町
通
に
囲
ま
れ
た
大
邸
宅
で
、
室
町

殿
の
名
称
は
正
門
が
室
町
通
に
あ
っ
た

こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
発
掘
調
査
で
は

今
出
川
通
の
一
筋
北
側
の
東
西
道
路
に

面
し
た
位
置
で
、
室
町
殿
南
側
を
区
画

す
る
堀
や
庭
園
の
築つ
き

山や
ま

・
庭
石
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
堀
は
幅
約
三
・
四
㍍
、

深
さ
約
一
・
五
㍍
の
規
模
が
あ
り
ま
す
。

庭
石
は
長
辺
二
㍍
近
く
も
あ
る
大
振
り

な
石
材
で
、
木
々
が
茂
り
、
草
花
が
咲

き
誇
る
「
花
の
御
所
」
の
名
に
相
応
し

い
庭
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま

す
。
ま
た
、
室
町
殿
北
東
部
の
同
志
社

大
学
寒か
ん

梅ば
い

館か
ん

で
は
、
石
を
積
み
上
げ
た

遺い

構こ
う

や
出
土
遺い

物ぶ
つ

を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

応
仁
元
年
十
月
、
今
度
は
西
国
の
大

名
・
大
内
政
弘
の
増
援
を
得
た
西
軍
が

攻
勢
に
出
ま
す
。
た
だ
し
、
足
利
義
政

や
内だ
い

裏り

か
ら
避
難
し
て
き
た
天
皇
・
上

皇
が
い
る
室
町
殿
を
直
接
攻
撃
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
東
に
隣
接
す
る

相し
ょ
う

国こ
く

寺じ

の
占せ
ん

有ゆ
う

を
め
ぐ
っ
て
大
激
戦
と

な
り
ま
し
た
。
相
国
寺
の
戦
い
で
す
。

相
国
寺
は
足
利
義
満
が
建
立
し
た
京
都

最
大
級
の
禅
宗
寺
院
で
、
当
時
は
現
在

よ
り
も
格
段
に
広
い
寺
域
に
伽が

藍ら
ん

や
塔た
っ

頭ち
ゅ
う

が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
広

い
境
内
で
両
軍
は
激
突
し
、
あ
お
り
を

受
け
て
境
内
東
端
に
あ
っ
た
七
重
大
塔

を
残
し
て
伽
藍
の
す
べ
て
が
焼
失
し
て

し
ま
い
ま
す
。
同
志
社
大
学
今
出
川

キ
ャ
ン
パ
ス
の
発
掘
調
査
で
は
、
焼
け
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て
変
色
し
た
多
数
の
屋
根
瓦
が
出
土
し

て
お
り
、
火
災
の
激
し
さ
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。
戦
い
の
結
果
は
、
双
方
と
も

甚
大
な
被
害
を
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
痛
み
分
け
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
後
、

上
京
で
の
大
規
模
な
合
戦
は
行
わ
れ
な

く
な
り
、
両
軍
は
堀
川
や
小
川
を
挟
ん

で
構か
ま
え

と
呼
ば
れ
る
堀
や
土
塁
で
囲
ま
れ

た
陣
地
を
構こ
う

築ち
く

し
て
対た
い

峙じ

す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
拠
地
を
攻
撃
す
る

後
方
か
く
乱
へ
と
戦
法
を
変
え
た
こ
と

か
ら
、
戦
乱
は
泥
沼
化
し
て
決
着
が
つ

か
な
い
ま
ま
十
一
年
間
も
続
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
東
陣
」
地
域
に
は
、

室
町
幕
府
に
関
わ
る
中
心
的
施
設
が
集

ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
公く

家げ

の
邸
宅
も

営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
同
志
社

大
学
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
は
摂
関
家
・
近こ
の

衛え

家
の
邸
宅
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
近

衛
邸
は
応
仁
の
乱
で
焼
失
し
て
し
ま
い

ま
す
が
、
同
じ
位
置
に
再
建
さ
れ
『
洛

中
洛
外
図
屏
風
』
か
ら
そ
の
よ
う
す
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
庭

園
に
あ
っ
た
糸
桜
（
枝
垂
桜
）
は
名
木

と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
今
で
も
春
に

な
る
と
子
孫
の
桜
が
見
事
な
花
を
開
い

て
い
ま
す
。

　

応
仁
の
乱
は
、
上
京
に
大
き
な
被
害

を
与
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
迅じ
ん

速そ
く

に
復

興
が
進
ん
だ
こ
と
も
確

か
な
こ
と
で
、
決
し
て

焼
け
野
原
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
上
京
区
役
所

の
二
階
ロ
ビ
ー
に
は
、

応
仁
の
乱
後
に
復
興
し

た
上
京
の
よ
う
す
を
描

い
た
『
上
杉
本
洛
中
洛

外
図
屏
風
』
の
複
製
パ

ネ
ル
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
東
陣
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
戦

国
時
代
の
上
京
を
顕
彰
す
る
活
動
が
続

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
複
製
パ
ネ
ル
や
説

明
板
・
石
碑
を
と
お
し
て
現
代
の
景
観

の
中
に
応
仁
の
乱
の
激
戦
の
跡
、
そ
し

て
、
力
強
く
復
興
し
た
上
京
の
姿
を
偲し
の

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
公
益
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所　

山
本
雅
和
）
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「
五
山
の
送
り
火
」と

　
　
　

お
精
霊
さ
ん

し
ょ 

ら
い

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

　

奈
良
市
や
四し

万ま
ん

十と

市
な
ど
、
全
国
各

地
に
大
文
字
な
ど
の
「
送
り
火
」
の
風

習
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、「
五
山
」
の

規
模
で
「
送
り
火
」
が
守
り
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
は
京
都
だ
け
で
す
。「
大
文

字
」
の
起
源
で
す
が
、
一
番
古
い
説
で

は
、
平
安
時
代
の
初
め
、
弘
法
大
師
空

海
が
考
え
た
と
す
る
説
。
次
に
、
足
利

義
政
が
亡
き
息
子
の
た
め
に
相
国
寺
の

横お
う

川せ
ん

景け
い

三さ
ん

に
命
じ
て
点と
も

し
た
と
い
う

説
。
ま
た
江
戸
時
代
初
期
に
刊
行
さ
れ

た
本
に
「
大
文
字
」
に
関
す
る
記
述
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
初
め

の
寛
永
年
間
に
近
衛
信の
ぶ

尹た
だ

が
「
大
」
の

字
を
書
い
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。
少
な

く
と
も
約
四
百
年
前
に
は
、
都
の
人
達

に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
判わ
か

り
ま
す
。

　

弘
法
大
師
説
で
は
、
東
山
の
浄
土
寺

が
炎
上
し
た
際
に
、
空
海
が
鎮
火
を
祈

る
と
、
阿
弥
陀
如
来
が
光
明
を
放
ち
な

が
ら
火
を
消
し
止
め
た
の
で
、
後
に
そ

の
感
謝
と
記
憶
の
意
味
で
「
大
」
の
字

を
翌
年
か
ら
点
す
よ
う
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
今
も
大
文
字
山
の
金か
な

尾わ

（
第
一
画
・
第
二
画
・
第
三
画
が
交

わ
る
と
こ
ろ
）
に
は
弘
法
大
師
堂
が
建

ち
、
普
段
は
麓ふ
も
と

の
浄
土
院
で
安
置
さ

れ
て
い
る
「
弘
法
大
師
像
」
が
送
り
火

の
日
の
み
動
座
さ
れ
、
保
存
会
の
皆
さ

ん
が
一
同
で
点
火
前
に
お
参
り
を
さ

れ
、
送
り
火
の
無
事
を
祈
り
ま
す
。

　

室
町
幕
府
第
八
代
将
軍
足
利
義
政

は
、
日
野
富
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
第

九
代
将
軍
義よ
し

尚ひ
さ

を
若
く
し
て
亡
く

し
ま
し
た
。
応
仁
の
乱
で
壊
滅
の

危
機
に
瀕ひ
ん

し
た
都
の
復
興
が
や
っ

と
こ
れ
か
ら
と
い
う
時
に
、
息
子

で
あ
っ
た
若
き
将
軍
が
近
江
の
陣

中
で
没ぼ
っ

し
た
の
で
す
。
そ
の
鎮ち
ん

魂こ
ん

の
た
め
に
足
利
家
の
菩
提
寺
、
相

国
寺
の
横
川
景
三
に
命
じ
て
、
息

子
の
菩ぼ

提た
い

を
弔と
む
ら

っ
た
と
い
う
話

で
す
。
な
る
ほ
ど
、
大
の
字
が
真

西
で
は
な
く
、
少
し
斜
め
に
北
を

向
い
て
い
る
の
も
相
国
寺
の
す
ぐ

隣
に
あ
っ
た
幕
府
の
室
町
御
所

（
花
の
御
所
）
に
相あ
い

対た
い

し
て
い
る

と
も
見
え
ま
す
ね
。

　

江
戸
時
代
発
祥
説
の
拠よ

り
所

は
、中
川
喜き

雲う
ん

の
著あ
ら
わ

わ
し
た
「
案

内
者
」（
寛
文
二
年
発
刊
）
の
中

で
、「
大
文
字
は
三さ
ん

藐み
ゃ
く

院い
ん

殿
（
近

衛
信
尹
）
の
筆
画
に
て
、
き
り
石

を
た
て
た
り
と
い
ふ
。」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
三
藐
院
と
号
し
た
近

衛
家
の
当
主
近
衛
信
尹
が
は
じ
め

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
同

書
の
中
で
、「
松
ケ
崎
に
は
妙
法

の
２
字
を
火
に
と
も
す
。
山
に
妙

法
と
い
ふ
筆
画
に
杭
を
う
ち
、
松
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明
を
結
び
つ
け
て
火
を
と
も
し
た
る
も

の
な
り
。
北
山
に
は
帆
か
け
船
、
浄
土

寺
に
は
大
文
字
皆
か
く
の
如
し
」
と
あ

る
の
で
、
東
山
の
大
文
字
と
共
に
「
妙

法
」・「
船
形
」
も
、
少
な
く
と
も
江
戸

時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い

で
し
ょ
う
。

　
「
妙
法
」
の
地
元
、
松
ヶ
崎
で
は
、

日に
ち

像ぞ
う

上
人
（
一
二
六
九
―
一
三
四
二
）

が
、
涌ゆ
う

泉せ
ん

寺
を
天
台
宗
の
寺
院
か
ら
法

華
宗
の
寺
院
に
改
宗
し
た
こ
と
を
民
た

ち
が
喜
び
、「
妙
法
蓮
華
経
」
の
「
妙
」

を
点
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
こ
れ

が
西
山
の
「
妙
」
の
起
源
と
さ
れ
、

東
山
の
「
法
」
は
そ
れ
か
ら
三
百

年
程
の
後
、
日に
ち

良ら

上
人
（
一
五
九

〇
―
一
六
六
〇
）
が
点
し
た
と
伝

わ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
興

味
深
い
話
が
あ
り
、
も
し
「
妙
」

と
「
法
」
が
同
時
期
に
灯
さ
れ
て

い
た
と
し
た
な
ら
ば
、「
妙
」
と

「
法
」
の
東
西
の
位
置
が
逆
転
し

て
い
る
筈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

昔
は
横
書
き
の
時
に
、
右
か
ら
左

へ
と
書
く
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
、

左
か
ら
右
へ
と
並
ん
で
い
る
の

は
、
発
祥
の
時
期
を
異こ
と

に
す
る
証

拠
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

西
賀
茂
の
「
船
形
」
は
、
管
理

を
す
る
西さ
い

方ほ
う

寺じ

の
伝
え
に
よ
る

と
、慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

円え
ん

仁に
ん

が
入
唐
し
て
、

日
本
に
戻
る
折
に
、
船
諸も
ろ

と
も
に

難な
ん

破ぱ

し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

一
心
に
仏
に
祈
る
と
暴
風
雨
が
止

ん
だ
と
い
う
故
事
に
基
づ
い
た
と

さ
れ
ま
す
。ま
た
精
霊
船
と
し
て
、

亡
き
人
の
魂
を
冥
界
へ
送
り
届
け

る
船
に
見
立
て
た
の
だ
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。

　

左
大
文
字
の
起
源
は
は
っ
き
り
と
は

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
あ
り
ま
す
。
東
山
の
大
文
字
が
御

所
（
室
町
幕
府
）
の
池
の
水
面
に
映

り
、
反
射
し
た
も
の
が
左
大
文
字
な
の

だ
と
。
文
化
が
花
開
い
た
室
町
時
代
を

髣ほ
う

髴ふ
つ

と
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
浪ろ

漫ま
ん

溢あ
ふ

れ
る
お
話
で
す
。

　
「
鳥
居
形
」
の
送
り
火
に
も
弘
法
大

師
説
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
形

か
ら
神
社
へ
の
献
灯
の
意
味
合
い
が
強
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い
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
地
元
の
火ひ

伏ぶ
せ

の

神
様
「
愛
宕
神
社
」、
或
い
は
鳥
居
の

向
い
て
い
る
遥は
る

か
彼
方
に
建
つ
伏
見
稲

荷
大
社
へ
の
献
灯
説
も
考
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　
「
五
山
の
送
り
火
」
を
代
表
す
る
東

山
の
大
文
字
は
、
送
り
火
の
日
で
な
く

と
も
、
今
出
川
通
や
鴨
川
沿
い
、
京
都

御
苑
な
ど
上
京
区
の
至
る
所
か
ら
拝

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
京

都
市
内
の
様
々
な
エ
リ
ア
か
ら
見

え
る
の
で
す
が
、
上
京
か
ら
は
五

山
の
送
り
火
の
多
く
が
ほ
ぼ
万ま
ん

遍べ
ん

な
く
、
特
に
大
文
字
は
近
く
で
点

る
た
め
、
よ
り
親
近
感
が
わ
く
の

で
し
ょ
う
。「
大
文
字
が
点と
ぼ

っ
た

か
ら
、
お
精し
ょ

霊ら
い

さ
ん
が
帰
ら
は
る

わ
。」
と
口
々
に
す
る
様
子
が
眼

に
浮
か
び
ま
す
。
幾
つ
か
の
送
り

火
は
大
き
な
寺
院
や
葬
送
地
と
隣

接
し
て
い
ま
す
の
で
、
や
は
り
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

の
後
の
送
り
火
、
亡
き
人

を
冥
界
へ
送
り
届
け
る
道
案
内

の
灯
火
と
し
て
の
役
割
と
、
そ

う
い
う
先
祖
崇
拝
の
気
持
ち
を

持
っ
て
生
き
て
い
る
人
達
の
感
謝
の

思
い
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
気
が
し
ま
す
。「
送
り
火
」
は
御

先
祖
や
亡
く
な
ら
れ
た
親
し
い
人

と
、
今
を
生
き
て
い
る
人
の
懸
け
橋

の
灯
火
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
束
の
間
の

名
残
を
惜
し
み
、
送
り
火
に
手
を
合

わ
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
を
見
か
け

ま
す
と
、
そ
う
い
う
思
い
が
よ
り
一

層
強
く
な
り
ま
す
。
単
な
る
山
焼
き

で
は
な
く
、
送
り
火
で
す
の
で
、
人

と
人
と
を
結
ぶ
と
い
う
深
い
意
味
と
、

そ
の
伝
統
を
百
年
千
年
の
単
位
で
守
り

続
け
て
来
た
長
い
歴
史
と
関
係
各
位
の

ご
尽
力
を
強
く
感
じ
ま
す
。

　

上
京
区
文
化
振
興
会
副
会
長
を
永

年
に
わ
た
っ
て
務
め
ら
れ
、
当
冊
子

の
編
集
・
執
筆
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た

出
雲
路
敬
直
氏
が
、
本
年
四
月
御
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
謹
ん
で

哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
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小
川
と
百
々
橋

新
上
京
の
昔
ば
な
し

　

か
つ
て
小
川
と
呼
ぶ
川
が
、
上
京
区

の
北
部
を
流
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
は

上
賀
茂
辺
り
の
湧
水
か
、
今
宮
神
社
御お

旅た
び

所し
ょ

付
近
か
ら
流
れ
て
く
る
二
股
川
が

水
源
だ
っ
た
ら
し
く
、
明
治
以
降
は
紫

明
通
辺
り
で
堀
川
に
繋
が
る
京
都
疏
水

分
流
の
一
部
が
合
流
。
表
・
裏
両
千
家

の
西
側
、
本
法
寺
門
前
を
南
下
し
、
報

恩
寺
の
門
前
を
経へ

て
、
上
立
売
通
付
近

で
東
に
曲
が
り
、
現
在
の
小
川
通
に
並

行
し
て
民
家
の
軒
下
す
れ
す
れ
に
一
条

通
に
ま
で
至
り
、
今
度
は
西
に
曲
が
っ

て
戻
り
橋
付
近
で
堀
川
に
注
い
で
い
た

川
を
指
す
。

　

小
川
通
は
そ
の
河
原
を
整
備
し
て
、

豊
臣
秀
吉
が
「
天て
ん

正し
ょ
う

の
地じ

割わ
り

」
を
行
な
っ

た
際
に
設も
う

け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

春
は
魚
す
く
い
夏
蛍
と
り

　
「
今
か
ら
五
、
六
十
年
前
で
も
、
寺
之

内
の
二
三
丁
北
か
ら
向
う
は
見
渡
す
か

ぎ
り
一
面
の
田
畑
で
、
実
に
の
ん
び
り

し
た
田
園
風
景
だ
っ
た
。
そ
の
間
を
流

れ
る
小
川
に
、
春
と
も
な
れ
ば
町
の
子

ど
も
た
ち
が
三
々
五
々
集
ま
っ
て
き
て
、

魚
を
す
く
う
姿
を
よ
く
見
か
け
た
も
の

で
あ
る
」

　
「
夏
に
は
必
ず
螢
と
り
の
楽
し
み
が

あ
っ
た
。
小
川
の
流
路
は
螢
の
名
所
で
、

夕
暮
れ
に
は
京
の
町
か
ら
子
ど
も
づ
れ

の
人
た
ち
が
、
螢
と
り
の
麦
わ
ら
掃ほ
う

木き

を
肩
に
、
螢
か
ご
を
ぶ
ら
下
げ
、
川
筋

を
行
き
交
う
て
い
た
。
小
川
の
流
れ
る

両
岸
の
民
家
で
も
、
上
流
に
住
む
人
た

ち
は
、
川
に
下
り
て
顔
も
洗
え
ば
身
体

も
拭
い
た
。
特
に
夏
の
川
水
は
冷
た
く

気
持
が
良
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
洗
濯
に
も
使
わ
れ
た
」

　
「
そ
れ
よ
り
も
多
く
の
民
家
の
井
戸

は
、
い
ず
れ
も
小
川
の
地
下
水
の
恩
恵

を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
水
道
が
完

備
せ
ぬ
以
前
、
各
戸
に
あ
る
井
戸
は
大

切
な
生
活
の
飲
料
水
だ
っ
た
」

　
「
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
次
第
に
川
水
の

濁
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
今
ま

で
田
畑
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
住
宅
が
建

ち
は
じ
め
た
の
に
伴
っ
て
、
生
活
排
水

が
流
れ
込
ん
で
き
た
た
め
で
あ
る
。
西

陣
織
の
生
産
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、

小
川
に
面
し
た
染
物
業
者
の
家
か
ら
流

れ
込
む
染
料
廃
水
に
よ
っ
て
、
小
川
の

水
は
、
時
に
は
赤
く
時
に
は
青
く
、
そ

し
て
時
に
は
異
臭
を
漂
わ
す
こ
と
さ
え
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あ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

　

こ
れ
は
故
中
島
泰
之
助
氏（
一
九
〇
三

～
八
六
）
の
昔
ば
な
し
（
※
１
）
で
あ
る
。

変
わ
ら
な
い
地
元
の
愛
着

　

筆
者
が
幼
か
っ
た
頃
は
、
川
沿
い
に

多
く
の
染
工
場
が
並
ん
で
活
気
が
あ
る

一
方
、
そ
こ
こ
こ
か
ら
廃
水
が
流
れ
落

ち
て
、
水
が
濁
っ
て
い
た
。

　
「
鴨
川
の
水
で
産
湯
を
使
う
は
ず
が
、

ど
う
間
違
っ
た
の
か
小
川
の
水
を
産
湯

に
使
っ
た
た
め
…
（
残
念
な
が
ら
京
美

人
に
は
な
れ
な
か
っ
た
）」。
京
都
観
光

の
バ
ス
で
、
ガ
イ
ド
が
笑
い
を
取

る
定
番
の
セ
リ
フ
だ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。
そ
の
小
川
も
、
紫
明

通
の
大
改
修
や
周
辺
の
下
水
道
整

備
が
進
む
と
排
水
路
と
し
て
の
役

割
を
終
え
、
一
九
六
三
（
昭
和
三

十
八
）
年
前
後
か
ら
埋
め
立
て
ら

れ
て
暗あ
ん

渠き
ょ

化
が
進
み
、
や
が
て
姿

を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　

今
出
川
を
下
が
っ
た
小
川
に
面

し
て
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
に

建
て
ら
れ
た
の
が
上
京
第
十
二
番

組
小
学
校
。
後
の
小
川
小
学
校
で
、

学
校
統
合
に
よ
り
一
九
九
五
（
平
成
七
）

年
に
終
止
符
を
打
つ
ま
で
一
二
六
年
続

い
た
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
た
。

　

小
川
は
「
こ
か
わ
」
と
も
「
こ
が
わ
」

と
も
「
お
が
わ
」
と
も
呼
ば
れ
、
川
と

し
て
は「
こ
か
わ
」あ
る
い
は「
こ
が
わ
」。

小
学
校
名
は
発
足
当
初
か
ら
「
お
が
わ
」

で
貫
か
れ
た
。
川
が
、学
校
が
な
く
な
っ

て
も
、
地
元
の
人
た
ち
の
小
川
へ
の
愛

着
は
今
も
変
わ
ら
ず
、
同
校
跡
敷
地
内

に
は
「
小
川
」「
今
出
川
橋
」
の
親
柱
が

残
り
、
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
施

工
の
「
小
川
と
太
陽
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

に
未
来
へ
の
思
い
を
託
し
て
い
る
。

面
影
伝
え
る
本
法
寺
石
橋

　

小
川
の
面
影
を
今
日
に
伝
え
る
の
が
、

本
法
寺
東
門
前
に
掛
か
る
石
橋
だ
。
暗

渠
化
に
伴
い
小
川
に
掛
か
る
橋
も
川
床

も
地
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
危
機
に
瀕ひ
ん

し
た
が
、「
小
川
の
昔
の
景
観
を
少
し

で
も
後
世
に
残
し
た
い
」
と
、
本
法
寺
、

裏
千
家
と
上
京
区
文
化
振
興
会
会
長

だ
っ
た
中
島
氏
が
連
名
で
京
都
市
に
提

─ 11 ─

小川橋の親柱

小川と太陽のモニュメント



出
し
た
陳
情
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
保
存

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
水
こ
そ
流
れ

て
い
な
い
が
、
石
橋
を
真
ん
中
に
、
南

北
十
五
㍍
の
石
垣
、
深
さ
五
〇
㌢
ほ
ど

の
川
床
は
、
裏
千
家
兜
門
や
茶
道
会
館

と
合
わ
せ
て
、
心
安
ら
ぐ
空
間
と
な
っ

て
い
る
。

橋
上
に
ぽ
つ
ん
と
妖
女
が

　

本
法
寺
か
ら
南
へ
流
れ
る
小
川
を
跨

い
で
寺
之
内
通
に
掛
か
っ
て
い
た
の
が

百
々
橋
。「
京
都
坊ぼ
う

目も
く

誌し

」（
※
２
）
に
は「
今

昔
物
語
に
百
々
の
辻
子
あ
れ
ば
平
安
京

中
期
の
開
通
な
ら
ん
。
小
川
の
流
れ
に

架
す
。
石
橋
な
り
。
長
さ
四
間
一
分（
七
・

五
㍍
）
幅
二
間
二
分
（
四
㍍
）」「
こ
の

橋
、
幽ゆ
う

雅が

に
し
て
野や

趣し
ゅ

あ
り
。
街
道
を

往
復
す
る
者
、
こ
こ
に
休
憩
す
」
と
あ

り
、「
都
下
の
名
橋
な
り
」
と
讃
え
ら
れ

る
が
、「
今
昔
物
語
集
」
に
は
、「
夜
更

け
の
橋
の
上
に
青
い
着
物
姿
の
妖
女
が

一
人
ぽ
つ
ん
と
立
っ
て
い
た
」「
上
目
づ

か
い
に
に
っ
こ
り
と
笑
い
、こ
こ
を
通
っ

た
都
人
は
余
り
の
凄
さ
に
肝
を
つ
ぶ
し

て
逃
げ
去
っ
た
」
と
の
、
気
味
悪
い
話

も
書
か
れ
て
い
る
。

　

当
時
は
民
家
も
な
く
、
淋
し
い
場
所

だ
っ
た
が
、
や
が
て
足
利
義
満
（
一
三

五
八
～
一
四
〇
八
）
が
一
三
八
一
（
永

徳
元
）
年
、
室
町
今
出
川
付
近
に
室
町

幕
府
「
花
の
御
所
」
を
造
営
す
る
と
、

御
所
と
川
を
結
ぶ
周
辺
に
権け
ん

門も
ん

の
館
や

寺
院
が
次
々
と
建
ち
始
め
た
。
十
五
世

紀
に
入
る
と
、
小
川
の
東
一
帯
に
管
領

細
川
勝
元
（
一
四
三
〇
～
七
三
）
の
家

臣
た
ち
の
屋
敷
が
並
び
、
百
々
橋
を
挟

ん
で
延
び
た
西
方
に
は
四
職
の
家
柄
の

山
名
宗
全
（
一
四
〇
四
～
七
三
）
が
邸

宅
を
構
え
た
。

応
仁
の
乱
大
合
戦
の
場
に

　

勝
元
は
宗
全
の
養
女
（
山
名
煕ひ
ろ

貴た
か

の

娘
）
を
正
室
に
迎
え
、
二
人
は
姻
戚
関

係
に
な
る
な
ど
、
決
し
て
不
仲
で
は
な

か
っ
た
が
、
将
軍
足
利
義
政
（
一
四
三

六
～
九
〇
）
の
後
継
者
や
、
管
領
家
の

畠は
た
け

山や
ま

氏
や
斯し

波ば

氏
の
家
督
争
い
が
絡
み
、

「
応
仁
の
乱
」
が
勃ぼ
っ

発ぱ
つ

し
た
。

　

一
四
六
七
（
応
仁
元
）
年
五
月
、
勝

元
は
東
軍
、宗
全
は
西
軍
を
率
い
て
百
々

橋
を
挟
ん
で
対
峙
し
た
。
両
軍
の
数
は

二
万
と
も
三
万
と
も
い
わ
れ
、
正
確
な

数
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
小
さ
な
橋

の
狭
い
空
間
に
多
数
の
武
士
が
入
り
乱

れ
る
大
合
戦
の
場
と
化
し
た
。

　

戦
い
は
南
の
一
条
戻
り
橋
付
近
ま
で

広
が
り
、付
近
一
帯
は
武
家
屋
敷
、寺
院
、

民
家
の
別
な
く
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
。古
く
か
ら
京
都
に
住
む
人
々

の
セ
リ
フ
の
「
先
の
戦
争
で
家
を
焼
か

れ
て
」
は
、「
応
仁
の
乱
」

を
指
し
て
い
る
と
も
言
わ

れ
る
が
、
さ
て
ど
う
だ
ろ

う
か
。

　

四
十
年
後
の
一
五
〇
七

（
永
正
四
）
年
、
勝
元
の
子

政
元
の
後
継
ぎ
を
め
ぐ
り
、

先
に
養
子
に
な
っ
た
も
の

の
廃は
い

嫡ち
ゃ
く

さ
せ
ら
れ
た
澄す
み

之ゆ
き
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と
、
養よ
う

嗣し

子し

と
し
て
迎
え
ら
れ
た
澄す
み

元も
と

が
対
立
、
澄
之
は
刺
客
香こ
う

西ざ
い

又
六
に
政

元
を
殺
害
さ
せ
、
百
々
橋
で
澄
元
方
と

戦
っ
た
。
又
六
は
こ
の
時
、
流
れ
矢
に

当
た
り
戦
死
し
て
い
る
。

　
「
百
々
の
辻
子
」
に
由
来
す
る
百
々
橋

の
名
を
有
名
に
し
た
の
が
、
こ
の
二
つ

の
戦
い
だ
っ
た
。

今
日
も
残
る
橋
脚
と
礎
石

　

応
仁
の
乱
勃
発
か
ら
五
五
〇
年
が

経
っ
た
。

　

古
来
、
板
橋
だ
っ
た
百
々
橋
は
、「
雍よ
う

州し
ゅ
う

府ふ

志し

」（
※
３
）
に
よ
る
と
、近
世
に
な
っ

て
石
橋
に
改
め
ら
れ
た
。
御み

影か
げ

石
造
り

の
立
派
な
も
の
で
、
寺
之
内
通
の
東
西

を
行
き
交
う
人
た
ち
に
大
い
に
利
用
さ

れ
て
い
た
が
、
一
九
六
三
年
の
暗
渠
化

で
役
割
を
終
え
た
。

　

で
は
橋
の
石
材
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

地
元
室
町
小
学
校
の
校
庭
に
は
破
壊
を

免
れ
た
百
々
橋
の
橋
脚
の
礎そ

石せ
き

が
残
り
、

傍
ら
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
立
て
札

が
あ
る
。

　
「
小
川
は
昭
和
三
十
八
年
頃
か
ら
埋

め
立
て
ら
れ
、
百
々
橋
も
解
体
さ
れ
ま

し
た
。
百
々
橋
の
保
存
を
願
う
地
域
の

方
々
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
百
々
橋
の
橋

材
は
、一
時
、本
校
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
橋
脚
を
支
え
る
四
基
の
礎
石

の
内
、
一
基
を
現
地
に
遺い

構こ
う

と
し
て
遺

し
、
一
基
は
室
町
小
学
校
で
保
存
、
残

り
の
二
基
は
他
の
橋
材
と
と
も
に
洛
西

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
竹
林
公
園
に
移
さ
れ
、

昭
和
五
十
五
年
に
竹
林
公
園
内
に
復
元

さ
れ
ま
し
た
」

　

こ
の
説
明
通
り
、
百
々
橋
は
敷
石
、

欄ら
ん

干か
ん

、
礎
石
二
基
な
ど
と
と
も
に
洛
西

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
竹
林
公
園
内
に
復
元
さ

れ
、
礎
石
の
一
基
は
室
町
小
学
校
に
、

も
う
一
基
は
地
元
の
小
川
通
寺
之
内
上

ル
に
、
今
日
な
お
そ
の
姿
を
留
め
て
い

る
。す

ぐ
西
に
尼
門
跡
宝
鏡
寺

　

現
地
遺
構
の
す
ぐ
西
に
尼あ
ま

門も
ん

跡ぜ
き

の
一

つ
で
、
百
々
橋
に
因ち
な

ん
で
「
百
々
御
所
」

と
称
さ
れ
る
宝
鏡
寺
が
あ
り
、
毎
年
春

秋
に
開
く
人
形
展
は
多
く
の
参

観
者
で
賑に
ぎ
わ

う
。
境
内
に
は
吉
川

観か
ん

方ぽ
う

（
一
八
九
四
～
一
九
七
九
）

作
の
手
に
宝
鏡
を
持
っ
た
御
所

人
形
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
人
形

塚
が
あ
り
、武
者
小
路
実
篤
（
一

八
八
五
～
一
九
七
六
）
の
「
人

形
よ　

誰
が
つ
く
り
し
か　

誰

に
愛
さ
れ
し
か
知
ら
ね
ど
も　

愛
さ
れ

た
事
実
こ
そ
汝
の
成
仏
の
誠
な
れ
」
の

詩
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

（
福
井
和
雄
）

（
※
１
）「
寺
之
内
小
川
あ
た
り
」
史
料
京
都
の
歴
史
月

報
二
（
一
九
八
〇
年
三
月
）
所
載
。

（
※
２
）
郷
土
史
家
碓
井
小
三
郎
が
京
都
の
沿
革
、
大
内

裏
の
概
略
、
上
京
・
下
京
の
各
町
の
歴
史
、
町

名
の
起
源
、
旧
跡
、
社
寺
に
つ
い
て
書
い
た
歴

史
書
。
一
九
一
五
年
刊
。

（
※
３
）
江
戸
時
代
初
期
に
歴
史
家
黒
川
道
祐
が
記
し
た
山

城
国
に
関
す
る
初
の
総
合
的
・
体
系
的
な
書
誌
。
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百々橋の礎石

室町校にある百々橋の礎石



　２月５日、上京区総合庁舎会議室にて、「上京文

化絵巻」を開催しました。

　第５巻となった今回は、第１部に臨済宗相国寺

派教学部長の矢野謙堂氏に『相国寺の歴史につ

いて』、第２部は臨済宗相国寺派管長の有馬賴底

氏に『上京の文化財』と題して、それぞれお話しい

ただきました。相国寺の由緒に始まり、今出川と

いう地名や五山の送り火の「大」の字の由来、文

化財保護の重要性など、様々なお話を通じて京都

の歴史の奥深さに触れることが出来ました。

　春の「上京茶会」が、５月６日大徳寺塔頭瑞峯院

を会場に、表千家による懸釜で開催されました。

茶室での本席と、枯山水の名園「独坐庭（どくざて

い）」を眺めながら立礼にていただく副席の二席で

お茶を味わい、若葉萌える季節の爽やかな空気の

中、心休まるひとときを過ごしていただきました。

　上京区総合庁舎の前に並んだプランター。ここに植えられ
た花々は、区役所に来庁される方や、道行く人々の目を楽しま
せようと、区民ボランティアの皆さんが毎日水遣りや手入れを
しているものです。
　初夏の陽射しもまぶしい６月１０日、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。赤や黄色、ピンクな
ど、色とりどりのハイビスカスが、元気に咲き誇っています。真
夏の太陽にふさわしい華やかな花々を、ぜひご覧になってく
ださい。

　５月２５日、同志社大学寒梅館において、悩みや問

題を抱えて生きている大人や子どもたちがさまざま

な局面で交差していく様子を描いた映画「きみはい

い子」の上映と、「子どもの人権―誰が子どもを守る

のか―」と題して同志社大学大島教授による講演が

行われました。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」を実

施し、講演には手話通訳もつけることで来場された

方の誰もが映画を楽しんでいただける機会となり、

人権意識を高めるきっかけと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
。（
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─
５
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４
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）

表紙題字／吉川蕉仙氏　　表紙写真／智恵光院の百日紅　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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レストラン

レストランブラン・ヴェール

☎ 075 (414) 9881

◆日替わりランチ（月～土） ¥1,000
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【Lunch】

【Dinner】
◆シェフおすすめコース ¥3,300
◆フレンチスタイルのコース ¥3,300
◆イタリアンテイストのコース ¥3,300
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