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今
年
は
春
先
か
ら
暑
か
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
夏
に
な
っ
て
き

た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
麩
饅
頭
が
恋
し
く
な
る
。
笹
の
香
り
、
麩
の
弾

力
、
甘
い
こ
し
餡
、
そ
れ
ら
が
冷
た
さ
と
調
和
し
て
、
つ
る
ん
と
口
の
中

に
入
っ
て
く
る
。「
麩
嘉
」
は
京
都
御
所
に
も
麩
を
献
上
さ
れ
て
き
た
歴

史
が
あ
り
、
こ
こ
で
生
ま
れ
た
生
麩
饅
頭
は
、
生
麩
が
好
物
で
あ
っ
た
明

治
天
皇
の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

本
店
は
趣
の
あ
る
京
町
家
で
、
夏
場
は
お
多
福
の
麻
暖
簾
が
に
こ
や
か

に
出
迎
え
て
く
れ
る
。
床
の
間
に
は
季
節
の
花
が
楚そ

そ々

と
生
け
ら
れ
て
お

り
、
風
格
と
気
品
を
感
じ
る
。
本
店
と
言
い
な
が
ら
、
商
品
が
陳
列
さ
れ

た
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
な
ど
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
店
で
は
小
売
り
を
せ
ず
、

主
に
料
亭
な
ど
に
卸
さ
れ
る
生
麩
の
製
造
と
、
錦
市
場
の
店
舗
で
販
売
さ

れ
る
麩
饅
頭
な
ど
の
予
約
を
承
っ
て
い
る
。

　

生
麩
は
、
小
麦
粉
に
水
を
加
え
て
練
り
、
抽
出
し
た
グ
ル
テ
ン
を
餅
粉

と
あ
わ
せ
て
蒸
し
た
も
の
。
日
本
の
伝
統
的
な
食
材
と
言
わ
れ
る
が
、
高

級
品
で
あ
る
が
故
、
馴
染
み
が
あ
る
ほ
ど
食
べ
た
人
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
。か
く
い
う
私
も
生
麩
を
買
っ
て
家
で
食
べ
た
経
験
は
多
く
は
な
い
。

　

お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
麩
嘉
７
代
目
・
小
堀
周
一
郎
さ
ん
。
第
一
印
象

は
…
大
き
く
て
強
そ
う
。
そ
の
は
ず
で
、
か
つ
て
は
ラ
ガ
ー
マ
ン
と
し
て
名

を
馳
せ
た
事
が
あ
る
。
繊
細
な
味
の
生
麩
、
ほ
ん
の
り
甘
く
可
愛
い
麩
饅
頭
、

そ
れ
ら
と
小
堀
さ
ん
の
見
た
目
と
は
イ
メ
ー
ジ
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
小
堀
さ
ん
が
以
前
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
構
え
て
い
た
精
進
レ
ス

ト
ラ
ン
で
は
ミ
シ
ュ
ラ
ン
二
つ
星
を
獲
得
。
京
都
の
伝
統
文
化
を
受
け
継
ぐ
、

そ
の
味
覚
、
手
腕
、
目
線
、
こ
だ
わ
り
は
、
世
界
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

小
堀
さ
ん
が
家
業
を
継
ぐ
際
、
先
代
の
父
か
ら
言
わ
れ
た
。「
経
営
者
に

な
る
な
。
そ
の
店
の
味
は
、
店
の
主
人
が
作
ら
な
あ
か
ん
」。
そ
れ
を
自
身

の
信
念
と
し
て
揺
る
が
さ
ず
、
他
の
職
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
修
行
を
重

ね
、
35
歳
で
麩
嘉
７
代
目
に
就
任
し
た
。「
私
自
身
が
、
職
人
と
し
て
生
麩

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
れ
が
小
堀
さ
ん
の
強
み
だ
と
い
う
。

　

生
麩
の
成
分
は
60
％
以
上
が
水
。
良
い
水
を
大
量
に
使
わ
な
い
と
美
味

し
い
生
麩
は
で
き
な
い
。
京
の
町
は
昔
か
ら
山
紫
水
明
の
地
と
し
て
名
高

今
回
は
、
江
戸
中
期
創
業
で
約
２
０
０
年
の
歴
史
を
持
つ
生
麩
専
門
店
「
麩

嘉
」
の
本
店
に
お
邪
魔
し
て
、
７
代
目 

店
主　

小
堀 

周
一
郎
さ
ん
に
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

「
麩
嘉
」
７
代
目 

店
主

小

堀　

周

一

郎

上
京
区
東
裏
辻
町
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人
間
関
係
が
と
て
も
大
事
で
、
今
で
は
近
所
の
有
名
な
料
亭
の
方
が
お
庭

で
育
て
た
茶
花
を
、
咲
い
た
よ
ー
と
、
わ
ざ
わ
ざ
自
転
車
に
乗
っ
て
分
け

て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
床
の
間
に
生
け
さ
し
て
も
ろ
て
ま
す
」。
い

い
も
の
を
つ
く
る
た
め
の
思
い
を
共
有
で
き
る
人
間
関
係
が
京
都
の
文
化

で
あ
ろ
う
。
職
人
と
し
て
の
信
念
、
真
摯
に
向
き
合
う
姿
勢
、
そ
し
て
人

間
的
魅
力
が
麩
嘉
の
「
美
」
な
の
だ
と
感
じ
た
。

　

麩
饅
頭
は
、
も
と
も
と
「
麩
嘉
饅
頭
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
麩

嘉
が
起
源
の
銘
菓
。
こ
れ
を
包く
る

む
た
め
の
こ
だ
わ
り
の
ク
マ
ザ
サ
は
、
左

京
区
花
脊
別
所
の
も
の
が
香
り
高
く
、
葉
の
表
面
に
産
毛
が
生
え
て
い
な

い
た
め
食
品
を
包
む
の
に
適
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ク
マ
ザ
サ
が
近

年
、
シ
カ
の
食
害
な
ど
に
よ
り
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

　

麩
嘉
で
は
、
防ぼ
う

鹿ろ
く

柵さ
く

の
設
置
等
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
か
ら
ク
マ
ザ
サ
を
守
る

活
動
に
加
え
、
左
京
区
花
脊
に
京
都
の
特
産
物
を
未
来
に
残
す
た
め
に
「
花

脊
農
園
」
を
作
り
、
花
脊
の
ボ
タ
ニ
カ
ル
を
使
っ
た
ク
ラ
フ
ト
ジ
ン
を
作
る

な
ど
、
食
の
未
来
を
繋
ぐ
取
り
組
み
を
継
続
実
践
さ
れ
て
い
る
。
小
堀
さ
ん

曰
く
、「
こ
う
い
っ
た
取
組
が
注
目
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
山
椒

や
黒
文
字
、柚
子
、桂
ウ
リ
、ど
れ
も
い
い
も
の
が
と
れ
る
の
に
、人
手
不
足
、

高
齢
化
な
ど
を
理
由
に
止
め
て
し
ま
う
の
は
本
当
に
惜
し
い
」。
小
堀
さ
ん

の
思
い
と
行
動
は
、
食
の
文
化
を
守
る
大
き
な
道
標
と
な
っ
て
い
る
。

　

取
材
を
終
え
、
伺
っ
た
お
話
を
胸
に
し
ま
う
。
麩
嘉
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
精
進
レ
ス
ト
ラ
ン
を
出
店
し
た
時
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
の
一
面

を
飾
っ
た
と
い
う
お
多
福
の
暖
簾
を
く
ぐ
り
、
よ
く
冷
え
た
麩
饅
頭
を
口

に
し
た
時
の
よ
う
な
爽
や
か
な
余
韻
に
浸
っ
た
。

（
ｂ
ｅ
京
都 

館
長
：
岡
元
麻
有
）

い
が
、
特
に
、
こ
の
地
に
湧
い
て
い
た
の
は
京
都
名
水
の
ひ
と
つ
「
滋し
げ

野の

井い

」。
麩
嘉
の
生
麩
は
、
こ
の
地
下
70
ｍ
か
ら
汲
み
上
げ
た
水
を
使
っ
て
い

る
。「
水
質
の
良
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
水
温
が
15
℃
く
ら
い
で
一
定
し
て
い
る

こ
と
も
生
麩
作
り
に
向
い
て
い
ま
す
」
と
の
事
だ
。

　

生
麩
は
シ
ン
プ
ル
な
材
料
と
工
程
で
製
造
さ
れ
る
が
、
他
に
は
な
い
麩
嘉

の
魅
力
は
何
か
。「
職
人
が
手
作
業
で
製
造
し
て
い
ま
す
。
料
亭
の
オ
ー
ダ
ー

に
合
わ
せ
、
季
節
の
食
材
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
生
麩
に
入
れ

る
銀
杏
の
殻
を
む
く
こ
と
も
自
分
た
ち
で
や
り
、
梅
干
し
も
自
分
た
ち
で
選

び
ま
す
。材
料
を
選
ぶ
こ
と
、機
械
化
し
な
い
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
」。

機
械
化
を
す
る
と
効
率
的
に
大
量
生
産
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

そ
れ
は
、
素
材
を
機
械
が
対

応
で
き
る
状
態
に
し
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
結
果
的
に
品
質
を
下
げ

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

生
麩
に
真
摯
に
向
き
合
う
麩

嘉
の
姿
勢
を
感
じ
た
。

　

一
般
小
売
り
は
控
え
、
料

亭
か
ら
の
受
注
生
産
を
主
と

し
て
い
る
麩
嘉
。「
料
亭
に

育
て
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ

の
御
礼
の
気
持
ち
も
あ
っ
て

美
味
し
い
食
べ
方
な
ど
を
お

伝
え
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
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『
源
氏
物
語
』の
舞
台
を
巡
る（
花は
な
の
え
ん宴

巻
・
賢さ
か

木き

巻
）

　
—

 

平
安
京
内
裏
・
後
宮
の
人
（々
２
） —

飯
塚
ひ
ろ
み

同
志
社
女
子
大
学
嘱
託
講
師

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
四
人
の
帝
が
登

場
し
ま
す
。
前
号
で
は
、『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
最
初
の
帝
で
あ
る
桐
壺
帝
の

後
宮
に
焦
点
を
当
て
ま
し
た
。
本
号
で

は
、
二
人
目
の
帝
で
光
源
氏
の
兄
に
あ

た
る
朱
雀
帝
の
後
宮
に
関
連
す
る
事
柄

を
紹
介
し
ま
す
。

花
宴
巻 

― 

春
の
夜
の
出
逢
い 

―

二き
さ
ら
ぎ月
の
二
十
日
あ
ま
り
、
南な

殿で
ん

の
桜

の
宴
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
后
、
春と
う

宮ぐ
う

の

御
局
、左
右
に
し
て
参
上
り
た
ま
ふ
。

弘こ
き
で
ん
の
に
ょ
う
ご

徽
殿
女
御
、
中
宮
の
か
く
て
お
は

す
る
を
を
り
ふ
し
ご
と
に
安
か
ら
ず

思
せ
ど
、
物
見
に
は
え
過
ぐ
し
た
ま

は
で
参
り
た
ま
ふ
。（
花
宴
巻
）

　

桐
壺
帝
の
御
代
の
最
後
と
な
る
花
宴

巻
の
冒
頭
で
す
。
旧
暦
二
月
の
二
十
日

過
ぎ
、
桜
の
花
の
咲
く
南
殿
（
紫
宸
殿
）

で
宴
が
催
さ
れ
て
い
ま
す（
花
宴
巻
①
）。

光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
の
亡
き

後
に
入じ
ゅ

内だ
い

し
た
藤
壺
の
宮
は
す
で
に
后

（
中
宮
）
に
、
弘
徽
殿
女
御
の
産
ん
だ

第
一
皇
子（
後
の
朱
雀
帝
）は
春
宮（
皇

太
子
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
宴
で

光
源
氏
は
優
れ
た
漢
詩
を
作
り
、
美
し

い
舞
姿
を
見
せ
、
人
々
に
賞
賛
さ
れ
ま

す
。
桐
壺
帝
の
庇
護
の
も
と
、
若
き
光

源
氏
が
最
高
に
光
り
輝
い
た
日
で
も
あ

り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
宴
の
果
て
た
夜
、
密
か
に
藤
壺

の
宮
を
慕
う
光
源
氏
は
、
宮
に
逢
う
機

会
を
も
と
め
藤
壺
（
飛ひ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

香
舎
）
の
あ
た

り
を
う
か
が
い
歩
き
ま
す
（
花
宴
巻

②
）。

も
し
さ
り
ぬ
べ
き
隙
も
や
あ
る
と
、

藤
壺
わ
た
り
を
わ
り
な
う
忍
び
て
う

か
が
ひ
歩
け
ど
、
語
ら
ふ
べ
き
戸
口

も
鎖
し
て
け
れ
ば
、
う
ち
嘆
き
て
、

な
ほ
あ
ら
じ
に
、
弘
徽
殿
の
細ほ
そ

殿ど
の

に

立
ち
寄
り
た
ま
へ
れ
ば
、
三
の
口
開

き
た
り
。（
花
宴
巻
）

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
藤
壺
の
戸

口
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
落
胆
し

た
光
源
氏
は
そ
の
ま
ま
隣
の
弘
徽
殿
に

向
か
い
ま
す（
花
宴
巻
③
）。
こ
の
夜
は
、

弘
徽
殿
の
女
御
が
帝
に
召
さ
れ
て
上
の

御
局
（
清
涼
殿
の
中
に
あ
る
部
屋
）
に

行
っ
て
お
り
（
花
宴
巻
④
）、
弘
徽
殿
の

中
は
人
が
少
な
い
様
子
で
す
。
開
い
て

い
る
戸
を
見
つ
け
た
光
源
氏
は
、
そ
っ

と
弘
徽
殿
の
内
部
を
の
ぞ
き
ま
し
た
。

人
は
み
な
寝
た
る
べ
し
。
い
と
若
う

を
か
し
げ
な
る
声
の
、
な
べ
て
の
人

と
は
聞
こ
え
ぬ
、「
朧
月
夜
に
似
る

も
の
ぞ
な
き
」
と
う
ち
誦
じ
て
、
こ

な
た
ざ
ま
に
は
来
る
も
の
か
。
い
と

う
れ
し
く
て
、
ふ
と
袖
を
と
ら
へ
た

ま
ふ
。（
花
宴
巻
）
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人
々
が
寝
静
ま
っ
た
中
、
歌
を
口
ず

さ
み
な
が
ら
歩
い
て
来
る
若
い
女
性
が

い
ま
す
。
う
れ
し
く
な
っ
た
光
源
氏
は

す
ぐ
さ
ま
そ
の
袖
を
捉
え
ま
す
。
こ
れ

が
、
後
に
朧
月
夜
と
呼
ば
れ
る
登
場
人

物
と
の
出
逢
い
で
、
二
人
は
そ
の
ま
ま

弘
徽
殿
で
一
夜
を
過
ご
し
ま
し
た
（
花

宴
巻
⑤
）。

　

や
が
て
、
弘
徽
殿
女
御
を
清
涼
殿
に

迎
え
に
行
く
女
房
た
ち
が
起
き
出
す
時

間
と
な
り
ま
す
（
花
宴
巻
⑥
）。
あ
わ

た
だ
し
い
中
で
二
人
は
扇
を
交
換
し
、

光
源
氏
は
自
分
の
部
屋
の
あ
る
桐
壺

（
淑し

景げ
い

舎し
ゃ

）
へ
と
帰
り
ま
す
が
（
花
宴

巻
⑦
）、
逢
瀬
の
余
韻
が
冷
め
や
ら
ず
、

な
か
な
か
眠
り
に
つ
け
ま
せ
ん
。
こ
の

一
夜
の
相
手
は
弘
徽
殿
女
御
の
妹
の
う

ち
の
誰
か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
五
の

君
か
六
の
君
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
ま

す
。
も
し
六
の
君
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ

の
人
は
春
宮
へ
の
入
内
が
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
都
合
の
悪
い
こ
と
に
な
る
と

思
い
な
が
ら
も
、
心
が
惹
か
れ
る
の
で

し
た
。

　

こ
の
後
、
光
源
氏
は
右
大
臣
家
の
藤

の
宴
に
招
待
さ
れ
、
取
り
交
わ
し
た
扇

を
頼
り
に
朧
月
夜
と
再
会
し
ま
す
が
、

花
宴
巻
末
尾
に
は
「
い
と
う
れ
し
き
も

の
か
ら
」（
と
て
も
嬉
し
い
こ
と
で
あ

る
も
の
の
…
）
と
あ
り
、
こ
の
出
逢
い

が
後
に
光
源
氏
の
立
場
を
危
う
く
す
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

賢
木
巻 

― 

御
代
替
わ
り
後
の
後
宮 

―

　

花
宴
巻
に
続
く
葵
巻
で
は
、
桐
壺
帝

が
す
で
に
譲
位
し
、
朱
雀
帝
の
御
代
と

な
っ
て
い
ま
す
。
朧
月
夜
は
御み
く
し
げ
ど
の

匣
殿

（
貞じ
ょ
う
が
ん
で
ん

観
殿
に
あ
る
帝
の
装
束
を
調
え
る

役
所
）
の
女
官
と
い
う
名
目
で
朱
雀
帝

の
後
宮
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
光
源
氏

に
思
い
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
賢
木
巻
に

な
る
と
、
尚
な
い
し
の
か
み
侍
（
内
侍
司
の
長
官
、
た

だ
し
こ
の
場
合
は
女
御
や
更
衣
に
準
ず

る
立
場
）
と
し
て
朱
雀
帝
か
ら
の
寵
愛

が
厚
い
こ
と
が
語
ら
れ
ま
す
。

御
匣
殿
は
、
二
月
に
尚
侍
に
な
り
た

ま
ひ
ぬ
。
―
〈
中
略
〉
― 

や
む
ご

と
な
く
も
て
な
し
て
、
人
柄
も
い
と

よ
く
お
は
す
れ
ば
、
あ
ま
た
参
り
集

ま
り
た
ま
ふ
中
に
も
す
ぐ
れ
て
時
め

き
た
ま
ふ
。
后
は
、
里
が
ち
に
お
は

し
ま
い
て
、
参
り
た
ま
ふ
時
の
御
局

に
は
梅
壺
を
し
た
れ
ば
、
弘
徽
殿
に

は
尚
侍
の
君
住
み
た
ま
ふ
。
登と
う
く
わ
で
ん

花
殿

の
埋
れ
た
り
つ
る
に
、
晴
れ
晴
れ
し

う
な
り
て
、
女
房
な
ど
も
数
知
ら
ず

集
ひ
参
り
て
、
い
ま
め
か
し
う
は
な

や
ぎ
た
ま
へ
ど
、
御
心
の
中
は
、
思

ひ
の
外
な
り
し
こ
と
ど
も
を
、
忘
れ

が
た
く
嘆
き
た
ま
ふ
。（
賢
木
巻
）

　

賢
木
巻
で
は
、
桐
壺
院
の
崩
御
に
伴

い
後
宮
に
暮
ら
す
人
々
も
変
化
し
て

い
ま
す
。
朱
雀
帝
の
即
位
に
よ
り
大

后
（
皇
太
后
）
と
な
っ
た
か
つ
て
の
弘

徽
殿
女
御
は
里
邸
で
過
ご
す
こ
と
が
多

く
、
参
内
の
際
に
は
梅
壺
（
凝ぎ
ょ
う
か花
舎し
ゃ

）

を
使
う
よ
う
に
な
り
（
賢
木
巻
①
）、

代
わ
り
に
、
弘
徽
殿
に
は
朧
月
夜
が
登

花
殿
か
ら
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
（
賢
木
巻
②
）。
帝
に
寵
愛
さ
れ
な

が
ら
も
朧
月
夜
は
光
源
氏
と
心
を
交
わ

し
て
お
り
、
二
人
は
出
逢
い
の
場
で
あ

る
こ
の
弘
徽
殿
で
も
逢
瀬
を
持
ち
ま
す

（
賢
木
巻
③
）。
し
か
し
、
こ
の
逢
瀬
は

光
源
氏
に
と
っ
て
か
な
り
危
険
な
こ
と

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
桐
壺
院
が
崩
御
し

た
今
、光
源
氏
側
（
左
大
臣
側
）
に
あ
っ

た
権
勢
は
朱
雀
帝
の
祖
父
で
あ
る
右
大

HOSOO FLAGSHIP STORE

〒604-8173 京都市中京区柿本町 412
TEL 075 - 221 - 8888 10:30 - 18:00（祝日を除く）

www.hosoo.co.jp



─ 7 ─ ─ 6 ─

石碑
説明板（№1〜14）

〈 参考 〉
朧月夜は名目上、
御匣殿（の別当）
や尚侍（内侍司の
長官）といった地
位に就く。御匣殿
は貞観殿の中、内
侍司の女官の詰所
は温明殿の中に
あった。

（賢木巻①）
* 弘徽殿大后が
  参内の時に使用

（花宴巻②）
* 藤壺の宮に近づ
けるかもしれな
いと藤壺へ

（花宴巻③）
* 藤壺には入り込
めそうになかった
ので弘徽殿へ

（花宴巻⑤）
* 朧月夜と出逢い
一夜を過ごす

（賢木巻③）
*光源氏と朧月夜、
弘徽殿の細殿で
再びの逢瀬

（賢木巻④）
* 光源氏、弘徽殿
から出てくると
ころを承香殿の
兄弟に見られる

（花宴巻④）
* この夜、弘徽殿女御は清涼殿にある上局へ
（花宴巻⑥）
* 朝、女房たちが弘徽殿女御を迎えに行く

（花宴巻①）
* 桜の宴が催された場所

（賢木巻⑤）
* 源氏、麗景殿の
兄弟に嫌味を言
われる

（花宴巻⑦）
* 桐壺にある自分
の部屋に戻るも
朧月夜のことが
気になり眠れず

（賢木巻②）
* 朧月夜、登花殿から弘徽殿へ

後宮での出来事 （京都市「源氏物語ゆかりの地」説明板配置図 平安宮内裏跡内）

〒602-8469 京都府京都市上京区中筋通浄福寺西入中宮町 300 
TEL.075-441-0753　URL : https://www.nishijin-uoshin.co.jp/ 

JAPANESE RESTAURANT

since 1855

NISHIJIN UOSHIN

https://seishodo.com/
お気軽にお問い合わせください



─ 7 ─

臣
側
に
移
っ
て
お
り
、
後
宮
に
は
右
大

臣
側
に
属
す
る
人
々
が
頻
繁
に
出
入
り

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
実
際
、
弘
徽
殿

か
ら
出
て
く
る
光
源
氏
の
姿
を
見
て
い

る
人
が
い
ま
し
た
。

静
心
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。
夜
深

き
暁
月
夜
の
え
も
い
は
ず
霧
り
わ

た
れ
る
に
、
い
と
い
た
う
や
つ
れ

て
ふ
る
ま
ひ
な
し
た
ま
へ
る
し
も
、

似
る
も
の
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
、

承そ
き
や
う
で
ん

香
殿
の
御
兄せ

う

と弟
の
藤
少
将
、
藤
壺

よ
り
出
で
て
月
の
少
し
隈く
ま

あ
る
立
蔀

の
下
に
立
て
り
け
る
を
知
ら
で
、
過

ぎ
た
ま
ひ
け
ん
こ
そ
い
と
ほ
し
け

れ
。（
賢
木
巻
）

　

弘
徽
殿
か
ら
光
源
氏
が
出
て
き
た
際

に
、
隣
に
あ
る
藤
壺
（
飛ひ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

香
舎
）
か
ら

出
て
き
た
藤
少
将
（
承
じ
ょ
う
き
ょ
う
で
ん

香
殿
に
住
む
女

御
の
兄
弟
）
が
す
ぐ
そ
ば
に
立
っ
て
い

た
の
で
す
（
賢
木
巻
④
）。
光
源
氏
は

そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
立
ち
去
り
ま
し
た

が
、
物
語
の
語
り
手
は
、「
人
に
非
難

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
る
だ
ろ
う
」

と
、
そ
の
身
を
案
じ
て
い
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
二

人
の
噂
は
広
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
賢

木
巻
に
は
、
朱
雀
帝
が
二
人
の
仲
を
承

知
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
朱
雀
帝
は
、「
今
に
始
ま
っ
た
こ

と
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
そ
う
な
の
だ

か
ら
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
、
咎
め
る

こ
と
を
し
な
い
の
で
し
た
。
し
か
し
、

世
間
は
そ
う
は
思
わ
な
い
よ
う
で
す
。

大
宮
の
御
兄
弟
の
藤
大
納
言
の
子
の

頭と
う
の
べ
ん
弁
と
い
ふ
が
、
世
に
あ
ひ
は
な
や

か
な
る
若
人
に
て
、
思
ふ
こ
と
な
き

な
る
べ
し
、
妹
の
麗れ
い

景け
い

殿で
ん

の
御
方
に

行
く
に
、
大
将
の
御
前さ

き駆
を
忍
び
や

か
に
追
へ
ば
、
し
ば
し
立
ち
と
ま
り

て
、「
白
虹
日
を
貫
け
り
。
太
子
畏

ぢ
た
り
」
と
、
い
と
ゆ
る
る
か
に
う

ち
誦
じ
た
る
を
、
大
将
い
と
ま
ば
ゆ

し
と
聞
き
た
ま
へ
ど
、
咎
む
べ
き
こ

と
か
は
。（
賢
木
巻
）

　

麗
景
殿
に
い
る
妹
の
も
と
に
行
く
途

中
の
弘
徽
殿
大
后
の
甥
（
＝
右
大
臣
の

孫
）
に
あ
た
る
人
物
が
、
光
源
氏
に
対

し
て
君
主
へ
の
謀
反
に
関
連
す
る
中
国

の
故
事
を
投
げ
か
け
ま
す（
賢
木
巻
⑤
）。

光
源
氏
に
は
謀
反
の
心
が
あ
る
と
言
い

た
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は
帝
の
寵
姫

で
あ
る
朧
月
夜
と
の
関
係
へ
の
非
難
が

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
朱
雀
帝
の
後
宮
は
光
源
氏

を
阻
む
政
治
権
力
に
囲
ま
れ
た
場
な
の

で
し
た
。

＊
賢
木
巻
に
お
け
る

　
朱
雀
帝
後
宮
の
人
物
配
置

〇
梅
壺（
凝
花
舎
）

　
　

弘
徽
殿
大
后

　
　
（
朱
雀
帝
の
母
、右
大
臣
の
娘
）

〇
弘
徽
殿

　
　

朧
月
夜

　
　
（
弘
徽
殿
大
后
の
妹
、右
大
臣
の
娘
）

〇
登
華
殿

　
　

朧
月
夜
（
＊
後
に
弘
徽
殿
に
移
る
）

〇
麗
景
殿

　
　

麗
景
殿
の
御
方
（
右
大
臣
の
孫
）

〇
承
香
殿

　
　

承
香
殿
女
御（
後
の
右
大
臣
の
娘
）

冷冷泉泉家家時時雨雨亭亭文文庫庫
公益財団法人

御靈神社
心しづめの宮

（上御霊神社）
毎月１８日　さえずり市（５月を除く）

上京区上御霊前通烏丸東入

電話０７５‒４４１‒２２６０
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上
京
人
物
探
訪  

豊
臣
秀
次

上
席
特
別
客
員
研
究
員

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

　

今
回
は
「
豊
臣
秀
次
」
が
テ
ー
マ
で

す
。
天
下
人
豊
臣
秀
吉
を
叔
父
に
も
っ

た
た
め
、
関
白
の
職
を
譲
ら
れ
、
若
い

な
が
ら
も
朝
廷
や
公
家
と
の
橋
渡
し
役

を
果
た
し
て
い
た
矢
先
に
、
運
命
に
翻

弄
さ
れ
、
遂
に
は
高
野
山
で
謎
の
切
腹

と
い
う
最
期
を
迎
え
た
悲
運
の
武
将
で

す
。
朝
廷
や
公
家
達
、
ま
た
聚
楽
第
を

頻
繁
に
往
来
し
た
秀
次
は
、
ま
さ
に
上

京
を
舞
台
に
活
躍
し
て
い
た
人
物
で
す
。

■
母
は
秀
吉
の
姉
、父
は
秀
吉
の
家
臣
。

そ
し
て
三
兄
弟
の
長
男

　

秀
次
は
、
三
好
吉
房
と
秀
吉
の
実
の

姉
の
間
に
永
禄
11
年
（
１
５
６
８
）
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
弟
に
秀
勝
と
秀
保
が

お
り
、
秀
次
と
秀
勝
は
叔
父
秀
吉
の
養

子
に
、
秀
保
は
も
う
ひ
と
り
の
叔
父
、

秀
長
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
。

　

チ
ー
ム
豊
臣
家
を
血
縁
で
固
め
よ
う

と
い
う
秀
吉
の
天
下
統
一
構
想
の
登
り

坂
の
途
中
で
、
ま
だ
戦
さ
の
続
く
最
中

で
し
た
が
、
実
子
の
い
な
か
っ
た
秀
吉

か
ら
は
家
族
同
様
の
扱
い
を
受
け
た
、

幸
せ
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
と
窺
い
知

れ
ま
す
。

　

一
歳
下
の
弟
、
秀
勝
は
文
禄
の
役
の

折
、
巨
済
島
で
戦
い
の
最
中
、
帰
ら
ぬ

人
と
な
り
、
末
弟
の
秀
保
は
、
養
父
で

あ
り
叔
父
で
あ
っ
た
秀
長
が
亡
き
後
、

大
和
郡
山
を
治
め
ま
す
が
、
十
津
川

に
出
か
け
た
際
に
謎
の
死
を
迎
え
ま
し

た
。
兄
、
秀
次
の
切
腹
の
数
か
月
前
の

こ
と
で
し
た
。
十
代
二
十
代
の
若
さ
で

先
に
旅
立
っ
た
息
子
達
を
想
う
、
両
親

の
心
中
は
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
母
の
と
も
は
出
家
し
、

日に
っ
し
ゅ
う
に

秀
尼
と
名
乗
り
ま
す
。
息
子
三
人
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
て
た
寺
は
、
朝

廷
の
支
援
を
受
け
て
、
寺
地
を
上
京
に

換
え
「
瑞
龍
寺
門
跡
」
と
し
て
、
長
ら

く
堀
川
今
出
川
の
地
（
西
陣
織
会
館
辺
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り
）
に
法
灯
を
護
っ
て
い
ま
し
た
。
昭

和
36
年
に
秀
次
が
治
め
て
い
た
近
江
八

幡
の
八
幡
山
に
、
寺
は
再
び
移
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
西
陣
織
会
館

の
玄
関
横
に
は
「
村
雲
御
所　

瑞
龍
寺

門
跡
」
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

■
教
養
豊
か
な
文
化
人

　

秀
次
は
、
秀
吉
の
養
子
に
な
る
前
に
、

四
国
の
雄
、三
好
康
長
の
養
子
と
な
っ
た

父
、吉
房
と
共
に
親
子
で
養
子
入
り
を
し

て
い
ま
す
。
そ
の
時
期
は
「
三
好
孫
七

郎
信
吉
」
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
足

利
幕
府
の
管
領
、細
川
家
に
仕
え
て
い
た

三
好
家
で
す
の
で
、
か
な
り
の
教
養
を

も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
武
士
と
し
て

の
鍛
錬
は
も
と
よ
り
、
歌
や
書
、
漢
詩
、

能
楽
、
茶
の
湯
な
ど
、
公
家
と
も
渡
り
合

う
た
め
に
必
要
な
教
養
を
三
好
康
長
か

ら
受
け
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

秀
次
は
、
十
代
で
堺
の
豪
商
、
津
田

宗
及
の
茶
会
に
参
じ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
長
じ
て
、
公
家
の
名
門
、
菊
亭

家
（
今
出
川
家
）
の
娘
を
正
室
と
し
て

迎
え
た
こ
と
で
、
岳
父
で
あ
る
菊
亭
晴

季
が
、
秀
次
の
文
化
度
を
高
め
る
第
二

の
キ
ー
マ
ン
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

　

秀
次
が
特
に
得
意
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
の
は
「
連
歌
」
で
あ
り
、
当
代
一

の
連
歌
師
、
里
村
紹
巴
と
は
昵じ
っ

懇こ
ん

で
、

連
歌
の
会
を
頻
繁
に
催
し
ま
し
た
。

　

叔
父
か
ら
関
白
の
地
位
を
譲
ら
れ
た

後
も
、
公
家
が
持
っ
て
い
る
教
養
や
知

識
を
蓄
え
て
い
た
秀
次
は
、
朝
廷
の
中

で
も
堂
々
と
渡
り
合
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

■
聚
楽
第
の
主

　

天
正
19
年
（
１
５
９
１
）
秀
吉
か
ら

関
白
職
と
共
に
、
聚
楽
第
を
譲
り
受
け

た
秀
次
は
、
朝
廷
と
聚
楽
第
を
往
還
し

な
が
ら
政
務
に
励
む
忙
し
い
日
々
で

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
聚
楽
第
に
は
、

公
家
や
諸
大
名
達
と
の
社
交
場
と
し
て

の
役
割
も
あ
っ
た
の
で
す
。
里
村
紹
巴

ら
文
化
人
や
数
多
く
の
公
卿
を
招
き
、

芸
能
鑑
賞
や
茶
会
、
王
朝
文
学
に
関
す

る
サ
ロ
ン
を
形
成
し
、
政
治
だ
け
で
な

く
、文
化
政
策
を
も
推
し
進
め
ま
し
た
。

　

二
十
一
あ
る
勅
撰
和
歌
集
を
集
め
て

学
び
、
書
き
写
さ
せ
、
連
歌
会
を
開
く

な
ど
和
歌
に
も
益
々
精
進
し
て
い
き
ま

し
た
。
特
に
公
家
達
と
の
交
際
に
不
可

欠
な
和
歌
を
詠
む
た
め
に
は
「
源
氏
物

豊臣秀次銅像（瑞龍寺 俊光堂）
画像撮影協力：瑞龍寺門跡
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語
」
や
「
伊
勢
物
語
」
等
文
学
作
品
か

ら
引
用
す
る
こ
と
も
多
く
、
王
朝
古
典

文
学
の
知
識
が
不
可
欠
で
、
こ
れ
ら
も

習
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■「
殺
生
関
白
」
と
い
う
名
の
汚
名

　

秀
次
を
後
世
の
人
達
が
「
殺
生
関
白
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
関
白
の
地

位
を
良
い
こ
と
に
、
家
臣
や
家
人
を
些

細
な
こ
と
で
切
り
つ
け
た
と
か
、
正お
お

親ぎ

町ま
ち

院い
ん

の
喪
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
期
に
、
狩
り
に
出
向
い
て
い
た
と
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
未

だ
二
十
代
後
半
の
若
者
が
、
百
戦
錬
磨

の
大
名
や
そ
の
家
臣
達
、
ま
た
手
練
手

管
の
公
家
衆
達
を
相
手
に
す
る
内
に
、

精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
結
果
の
行

動
を
誇
張
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

明
智
光
秀
が
多
方
面
の
合

戦
に
行
か
さ
れ
、
諸
大
名

や
公
家
、
社
寺
と
の
取
次

を
期
待
さ
れ
て
次
第
に
精

神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
っ
た
よ
う
に
、
秀
次
も

表
向
き
の
華
や
か
な
社
交

場
と
は
裏
腹
に
、
ス
ト
レ

ス
と
過
労
か
ら
、
精
神
崩

壊
寸
前
だ
っ
た
の
で
は
、

と
思
い
を
巡
ら
せ
て
し
ま

い
ま
す
。
明
智
光
秀
が
、

信
長
に
精
神
的
に
追
い
詰

め
ら
れ
た
時
は
五
十
代
後

半
、そ
れ
に
比
べ
ま
す
と
、

秀
次
は
ま
だ
二
十
八
歳
。

太
閤
が
築
き
上
げ
た
巨
大

な
組
織
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
も
無
理
も
な
い
若
者
で

し
た
。
年
を
取
る
に
連
れ
、
猜
疑
心
が

強
く
な
っ
て
い
っ
た
太
閤
に
は
、
何
を

申
し
上
げ
て
も
無
駄
な
こ
と
と
悟
っ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
日
の
本
六
十

余
州
を
五
つ
に
分
け
、
そ
の
内
ひ
と
つ

を
お
拾
に
、
残
る
四
つ
は
秀
次
に
。」

と
言
わ
れ
、
ど
う
答
え
て
も
、
秀
吉
の

秀
次
に
対
し
て
の
猜
疑
心
を
募
ら
せ
る

こ
と
に
な
る
、
と
判
断
し
た
の
で
し
ょ

う
。
反
秀
次
派
の
武
将
が
仕
組
ん
だ
の

や
も
知
れ
ま
せ
ん
。
高
野
山
へ
出
家
し

た
秀
次
で
し
た
が
、
切
腹
と
い
う
悲
劇

的
な
最
期
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
す
。

堺市博物館蔵「聚楽第行幸図 屏風（右隻）」
画像掲載協力：堺市博物館
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新
上
京
の
昔
ば
な
し

　

京
の
都
が
兵
火
に
見
舞
わ
れ
た
最
後

の
歴
史
は
幕
末
維
新
。
当
時
、
京
を
舞

台
に
角
逐
し
た
勢
力
に
は
、
尊
王
攘
夷

派
の
公
家
と
長
州
、
公
武
合
体
を
望
む

薩
摩
、
土
佐
、
佐
幕
派
の
会
津
、
桑
名

の
各
藩
兵
や
脱
藩
浪
士
の
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
。
映
画
や
小
説
な
ど
で
華
々
し
く

活
躍
す
る
新
選
組
の
近
藤
勇
、
土
方
歳

三
、
沖
田
総
司
ら
の
名
も
あ
が
ろ
う
。

新
選
組
に
比
べ
地
味
な
存
在
と
み
ら
れ

て
い
た
の
が
京
都
見
廻
組
。
そ
の
中
心

人
物
佐
々
木
只
三
郎
だ
が
、
今
で
は
謎

多
き
「
坂
本
龍
馬
暗
殺
」
の
真
の
実
行

者
と
し
て
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
。
動
乱

の
名
残
を
も
と
め
、
一
幕
ゆ
か
り
の
場

所
を
訪
ね
た
い
。

幕
府
の
旗
本
・
御
家
人
で
構
成

　

京
都
見
廻
組
は
、
浪
人
や
農
民
出
自

も
多
い
新
選
組
と
は
違
い
、
旗
本
・
御

家
人
の
幕
臣
組
織
と
し
て
元
治
元
年

（
１
８
６
４
）
に
設
置
さ
れ
た
。
頭
の

役
職
「
京
都
見
廻
役
」
は
一
万
石
の
大

名
と
六
千
石
の
大
身
旗
本
を
任
命
。
下

級
の
旗
本
・
御
家
人
四
百
人
を
二
組
に

分
け
て
編
成
す
る
想
定
だ
っ
た
。
具
体

的
役
割
は
、
京
の
都
を
囲
む
御
土
居
を

出
入
り
す
る
人
物
を
見
定
め
、
市
中
の

見
廻
り
を
通
じ
治
安
の
維
持
を
図
る
と

い
う
も
の
。
江
戸
か
ら
家
族
同
伴
で
京

都
に
移
り
住
ん
だ
者
も
多
く
、
慶
応
元

年
（
１
８
６
５
）
に
は
駐
在
す
る
組
屋

敷
が
、
智
恵
光
院
通
中
立
売
北
側
に
竣

工
し
て
い
る
。
佐
々
木
は
、
会
津
藩
士

京
都
見
廻
組
と
佐
々
木
只
三
郎

山
本 

雅
章

元
郷
土
紙
記
者

の
三
男
に
生
ま
れ
、
幕
臣
の
養
子
に
入

る
。
見
廻
組
で
は
隊
士
を
指
揮
す
る

与く
み
が
し
ら
頭
と
与
頭
勤つ
と
め
が
た方
数
人
の
内
の
一
人
で

当
時
三
十
代
半
ば
。
抜
群
の
働
き
で
頭

角
を
現
し
、
あ
る
時
期
か
ら
は
事
実
上

の
実
権
を
握
っ
た
よ
う
だ
。

持
ち
場
は
御
土
居
の
内
の
警
護

　

警
備
の
範
囲
は
時
代
・
時
期
に
よ
り

変
わ
っ
て
い
る
が
、
大
政
奉
還
か
ら
王

政
復
古
の
騒
乱
へ
と
続
く
慶
応
三
年
に

は
南
は
丸
太
町
通
辺
か
ら
北
は
御
土

居
ま
で
、
東
は
鴨
川

東
岸
か
ら
、
西
は
御

土
居
ま
で
が
持
ち
場

と
さ
れ
た
。
丸
太
町

通
か
ら
五
条
通
の
間

は
、
東
側
は
京
都
守

護
職
、
西
側
は
京
都

所
司
代
が
鴨
川
と
御

土
居
の
間
を
分
ち
持

ち
、
新
選
組
は
五
条

通
り
以
南
に
備
え
て

い
る
。

　

慶
応
三
年
十
一

月
、
海
援
隊
隊
長
の

坂
本
龍
馬
と
、
同
じ

く
土
佐
藩
の
脱
藩
浪

士
で
陸
援
隊
隊
長
の

中
岡
慎
太
郎
が
、
現

在
は
中
京
区
と
な
っ

組屋敷があった智恵光院通中立売北西側あたり
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て
い
る
河
原
町
通
蛸
薬
師
の
醬
油
商
・

近
江
屋
新
助
方
二
階
で
殺
害
さ
れ
た
。

こ
の
近
江
屋
事
件
の
実
行
者
が
見
廻
組

で
、
指
揮
し
た
の
が
佐
々
木
と
さ
れ

る
。
維
新
以
後
、
殺
害
犯
を
巡
っ
て
は

新
選
組
な
ど
さ
ま
ざ
ま
取
り
ざ
た
さ
れ

た
が
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て

い
る
。

撤
収
あ
る
い
は
逃
走
？
ル
ー
ト

　

見
廻
組
隊
士
で
、
当
日
の
現
場
に
も

加
わ
っ
て
い
た
渡
辺
篤
な
る
武
士
が
、

明
治
に
な
っ
て
か
ら
記
し
た
「
渡
辺
家

由
緒
暦
代
系
図
履
暦
書
」（
暦
の
字
は

原
本
の
マ
マ
）
に
よ
れ
ば
、
殺
害
に
加

わ
っ
た
見
廻
組
は
「
近
江
屋
の
あ
っ
た

河
原
町
通
を
四
条
ま
で
下
り
、
四
条
通

を
西
進
、
千
本
通
を
通
り
、
下
立
売
ま

で
上
り
、
智
恵
光
院
通
ま
で
進
み
、
北

に
上
っ
て
西
側
に
あ
る
寺
院
に
帰
っ

た
」
と
さ
れ
る
。
佐
々
木
が
当
時
の
宿

所
と
し
て
い
た
新
出
水
通
智
恵
光
院
西

入
の
松
林
寺
に
符
合
す
る
。
組
屋
敷
に

は
ほ
ど
近
い
が
、
現
場
か
ら
は
か
な
り

の
距
離
で
あ
る
。
世
に
知
ら
れ
た
志
士

二
人
を
襲
撃
し
た
後
と
は
い
え
、
洛
中

の
治
安
維
持
に
当
た
る
侍
た
ち
。
襲
撃

後
は
堂
々
と
街
路
を
戻
っ
た
の
か
。
あ

る
い
は
血
に
ま
み
れ
た
姿
で
人
目
を
避

け
る
よ
う
に
疾
走
し
た
の
か
。
そ
の
心

中
も
う
か
が
い
難
い
も
の
が
あ
る
。

清
河
八
郎
暗
殺
に
も
関
与

き
よ
か
わ
は
ち
ろ
う

　

佐
々
木
に
は
も
う
一
つ
有
名
な
浪
士

暗
殺
、そ
れ
も
自
ら
手
を
下
し
た
と
い
う

話
が
あ
る
。文
久
三
年
（
１
８
６
３
）
庄

内
藩
浪
人
の
清
河
八
郎
は
、京
で
横
行
す

る
反
幕
派
浪
士
の
取
り
締
ま
り
組
織
と

し
て
「
浪
士
組
」
結
成
を
幕
府
に
献
策
。

自
ら
京
ま
で
引
率
し
な
が
ら
、反
幕
攘
夷

の
本
心
を
表
し
、浪
士
組
を
率
い
て
江
戸

に
も
ど
っ
た
人
物
。そ
れ
に
反
対
し
て
京

に
残
っ
た
芹
沢
鴨
、近
藤
勇
ら
の
「
壬
生

浪
士
組
」
が
新
選
組
誕
生
の
ル
ー
ツ
と

な
っ
た
の
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
。佐
々
木

は
、こ
の
浪
士
組
の
江
戸
と
京
と
の
往
還

に
幕
府
の
役
人
と
し
て
付
き
添
っ
て
お

り
、
清
河
と
は
面
識
が
あ
っ
た
。
江
戸
帰

還
後
、
同
じ
役
を
務
め
て
い
た
幕
臣
速

水
又
四
郎
ら
と
清
河
を
待
ち
伏
せ
し
、二

人
が
直
接
手
を
下
し
た
。速
水
は
佐
々
木

と
同
じ
こ
ろ
、同
様
に
京
都
見
廻
組
の
与

頭
勤
方
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。待
ち
伏
せ

の
だ
ま
し
討
ち
と
は
い
え
剣
客
の
清
河

八
郎
を
殺
害
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、二
人

と
も
相
当
腕
の
た
つ
武
士
と
し
て
、役
目

に
当
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

幕
府
歩
兵
隊
と
の
衝
突

　

見
廻
組
の
逸
話
の
一
つ
に
、
幕
府
歩

兵
隊
と
の
衝
突
事
件
が
あ
る
。

　

北
野
天
満
宮
に
隣
接
す
る
花
街
北
野

上
七
軒
の
な
か
の
遊
郭
「
鍵
屋
哥
」
な

る
店
に
、
当
時
京
都
に
駐
屯
し
て
い
た

幕
府
歩
兵
隊
の
隊
士
が
来
て
、
遊
女
を

止
宿
し
て
い
る
妙
心
寺
に
派
遣
す
る
よ

う
望
ん
だ
が
、
店
の
方
で
は
馴
染
み
客

で
も
な
い
の
で
断
っ
た
。

　

兵
隊
は
納
得
せ
ず
帰
ら
な
い
。
店
側

は
以
前
か
ら
何
か
の
時
に
は
便
宜
を
図
っ

て
く
れ
る
よ
う
頼
っ
て
い
た
見
廻
組
与

頭
の
住
ま
い
に
遣
い
を
出
し
て
注
進
。

見
廻
組
隊
士
が
店
に
き
て
居
座
っ
て
い

た
歩
兵
を
打
ち
据
え
た
。
歩
兵
の
一
人

が
裏
口
か
ら
逃
げ
だ
し
て
妙
心
寺
に
走
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り
、
こ
と
の
次
第
を
告
げ
る
と
、
聞
き

つ
け
た
歩
兵
の
一
小
隊
程
が
銃
器
を
携

え
て
、
逆
に
見
廻
組
与
頭
佐
々
木
が
当

時
宿
所
と
し
て
い
た
北
野
天
神
の
東
向

観
音
寺
に
押
し
寄
せ
、
二
、
三
発
発
砲

す
る
と
い
う
事
件
に
発
展
し
た
。
寺
は

明
治
の
神
仏
分
離
ま
で
は
珍
し
く
な

か
っ
た
神
社
の
境
内
あ
る
い
は
隣
接
地

に
あ
る
神
宮
寺
だ
。
見
廻
組
の
隊
士
も

駆
け
つ
け
、
多
数
の
人
員
が
刀
や
槍
を

も
っ
て
北
野
天
神
の
鳥
居
内
に
結
集
し
、

鳥
居
の
外
の
歩
兵
隊
と
対
峙
。
さ
ら
に

歩
兵
隊
側
も
人
数
が
膨
ら
み
、
鳥
居
を

挟
ん
で
に
ら
み
合
う
騒
ぎ
に
な
っ
た
。

　

夜
に
な
っ
て
も
小
競
り
合
い
は
収
ま

ら
な
か
っ
た
が
、
会
津
藩
士
と
薩
摩
藩

士
が
通
り
か
か
り
、
両
藩
士
の
周
旋
で

よ
う
や
く
双
方
が
退
い
た
と
い
う
の
が

顛
末
。
京
都
守
護
職
だ
っ
た
会
津
と
、

公
武
合
体
派
で
尊
王
派
に
も
影
響
力
を

持
つ
薩
摩
の
藩
士
が
通
り
か
か
っ
た
と

い
う
の
も
出
来
過
ぎ
で
、
当
時
の
混
乱

し
た
治
安
状
況
下
、
両
藩
の
存
在
の
大

き
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。

幕府歩兵隊との衝突事件があった東向観音寺

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
負
傷

　

見
廻
組
と
佐
々
木
の
最
期
に
少
し
触

れ
て
お
く
と
、
大
政
奉
還
後
、
徳
川
慶

喜
と
徳
川
の
軍
勢
は
二
条
城
か
ら
大
阪

城
に
撤
退
。
そ
れ
に
従
っ
て
見
廻
組
も

一
旦
は
大
阪
城
に
入
っ
た
。
慶
応
四
年

正
月
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
見
廻
組

は
鳥
羽
街
道
の
先
鋒
と
し
て
薩
摩
藩
兵

と
対
峙
。
引
き
続
く
激
突
時
に
は
新
選

組
や
幕
府
軍
勢
と
入
り
混
じ
り
な
が
ら

新
政
府
勢
力
と
交
戦
。こ
の
戦
い
で
佐
々

木
は
腹
部
に
被
弾
し
、
幕
府
軍
が
大
阪

城
ま
で
撤
退
後
は
、
大
阪
を
経
て
紀
州

徳
川
家
の
城
下
・
和
歌
山
に
船
で
向
い
、

紀
三
井
寺
村
（
現
在
は
和
歌
山
市
）
で

没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

※
参
考
文
献
＝
菊
地
明

　
　
　
　
　
　
「
京
都
見
廻
組
秘
録
」（
洋
泉
社
）
な
ど
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表紙表紙表紙　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　 

　晴明祭は、安倍晴明公ゆかりの晴明神社で一番重要な祭儀であり、宵宮祭、例祭、神幸祭の3つから成り立つ。例祭（秋分の日）
の午後から始まる神幸祭では、神輿の渡御が見どころで少年鼓笛隊を筆頭とした行列が西陣地区を巡行する。総勢500人が
賑やかに西陣地区を練り歩く様子は、多くの人々に親しまれている。また、当日は大宮通界隈で千両ヶ辻祭も同時に開催される。

題字／吉川蕉仙氏
写真／西陣･千両ヶ辻:晴明神社の神幸祭 〈撮影:写真家 水野克比古氏〉

● 内 容 （１）生間流三十代目家元 生間正保氏（萬亀楼店主）
　　　　　　　による生間流式庖丁披露
　　　　（２）太田達氏（有職菓子御調進所老松当主）による
　　　　　　　講演と椿餅の試食

● 対 象　小学生以上
　　　  　※中学生以下の方は保護者の同伴が必要となります。

● 料 金　１人当たり２,０００円（前売のみ）

チケットは８月１９日（月）9：00から、オンラインのほか
上京区役所地域力推進室（1階1番窓口）にて販売。

● 演　目　能「巻絹｣、狂言「梟｣、舞囃子「融｣、仕舞「箙｣「野宮｣、箏曲「初鶯」他

● 入場料　前売券 ２,５００円
　　　　　※前売券は、８月２１日（水）9：00から、オンラインのほか、
　　　　　　上京区役所地域力推進室（1階1番窓口）と白峯神宮にて販売。
　　　　　※当日券は前売券が残った場合のみ３,０００円で販売。

かいわい

上京薪能
第５８回

おこしやす上京 Season２「食の上京」

大河ドラマ「光る君へ」連動企画

「上京が誇る食の有職文化」

問合せ先：上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当　☎０７５－４４１－５０４０

● 日 時　令和６年９月２０日(金)
　　　 　第一部開演：午後４時（午後３時３０分開場）
　　　 　第二部開演：午後６時

● 場 所　白峯神宮  ※雨天の場合:金剛能楽堂

問合せ先：京都いつでもコール　☎０７５ー６６１－３７５５　※お掛け間違いに御注意ください。

● 日 時  令和６年９月８日(日) 午後２時～午後４時
● 場 所  北野天満宮

オンラインは
こちらから
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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
）

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