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現
在
、
室
町
一
条
に
店
を
構
え
る
本
田
味
噌
本
店
は
創
業
１
８
３
０
年
（
天

保
元
年
）。
丹
波
杜
氏
で
あ
っ
た
初
代
、
丹
波
屋
茂
助
氏
が
禁
裏
御
所
（
現
在

の
京
都
御
所
）
の
御
用
命
を
受
け
、
宮
中
の
料
理
用
味
噌
を
吟
醸
し
、
献
上
し

た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
迎
え
て
く
れ
た
「
丹
」
の
字
を
大
き
く
表
す
暖
簾

は
、
創
業
家
か
ら
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
ろ
う
。
明

治
維
新
に
よ
り
都
が
江
戸
へ
遷
都
さ
れ
、
改
名
後
の
「
東
京
」
で
も
京
都
の

淡
色
・
甘
口
の
味
噌
が
求
め
ら
れ
、
東
京
に
対
し
て
京
都
を
「
西
京
」
と
も

呼
ん
だ
こ
と
か
ら
、「
西
京
味
噌
」
と
し
て
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

味
噌
は
、
大
豆
、
米
、
食
塩
を
主
原
料
と
し
、
こ
れ
ら
の
配
合
割
合
と

熟
成
期
間
に
よ
っ
て
多
種
多
様
で
、
日
本
各
地
の
気
候
や
風
土
に
根
ざ
し

た
郷
土
色
の
強
い
調
味
料
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
食
生
活
の
変
化
で
、

味
噌
の
消
費
量
は
右
肩
下
り
だ
と
い
う
。
本
田
社
長
は
「
業
界
で
は
左
肩

上
が
り
と
言
い
ま
す
」
と
い
っ
て
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
話
し
て
く
れ
た
が
、

味
噌
を
扱
う
企
業
や
店
舗
も
、
ピ
ー
ク
時
の
約
２
０
０
０
社
か
ら
今
で
は

８
０
０
社
ほ
ど
に
減
少
し
て
い
る
。

　

そ
ん
な
中
、
本
田
味
噌
本
店
で
は
時
代
や
嗜
好
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応

し
つ
つ
も
、
原
理
原
則
は
崩
さ
ず
、
料
理
の
味
を
支
え
て
い
る
。「
西
京

白
味
噌
」
は
塩
分
約
５
％
と
、
味
噌
の
中
で
も
最
も
低
塩
。
ま
た
、
米
麹

を
大
豆
の
約
２
倍
使
っ
て
仕
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
京
都
が
公
家
の
文

化
圏
で
あ
り
、
労
働
に
よ
る
塩
分
の
補
給
や
保
存
性
の
高
さ
よ
り
も
、
嗜

好
品
と
し
て
の
甘
味
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
都
で
あ
っ
た
が
故
、
貴
重
品
で

あ
っ
た
「
米
」
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
で
き
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

　

そ
ん
な
伝
統
あ
る
「
西
京
白
味
噌
」
だ
が
、
本
田
社
長
曰
く
「
長
い
歴

史
の
中
で
、
今
が
一
番
お
い
し
い
味
噌
を
提
供
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
の
事
。
現
在
、
味
噌
を
製
造
し
て
い
る
の
は
、
創
業
者
ゆ
か
り
の
地
、

丹
波
に
ほ
ど
近
い
京
都
府
綾
部
市
に
開
設
し
た
「
丹
波
醸
房
」。
環
境
に
配

慮
し
た
最
新
設
備
で
徹
底
し
た
衛
生
管
理
と
品
質
管
理
に
加
え
、
長
年
受

け
継
が
れ
て
き
た
職
人
の
経
験
や
勘
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
安
定
し
た
味

を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。

京
都
の
新
年
は
、
ま
ろ
や
か
な
西
京
白
味
噌
仕
立
の
「
京
雑
煮
」
で
明
け
る
、

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
地
元
で
は
馴
染
み
深
い
「
西
京
白
味
噌
」。
今
回
は
、
そ
ん

な
京
都
の
食
文
化
を
創
り
、
守
り
、
そ
し
て
伝
え
続
け
て
お
ら
れ
る
株
式
会

社
本
田
味
噌
本
店
の
７
代
目
社
長
本
田
茂
俊
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

株
式
会
社 

本ほ
ん

田だ

味み

噌そ

本ほ
ん

店て
ん　

７
代
目
社
長

本

田　

茂

俊

上
京
区
室
町
通
一
条
上
る
小
島
町
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り
伝
え
ら
れ
て
い
る
精
神
。そ
し
て
自
然
の
恵
み
を
た
っ
ぷ
り
と
受
け
て
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
身
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
原
材
料
へ
の
こ
だ
わ
り
と

環
境
意
識
。
更
に
そ
れ
を
支
え
る
最
新
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
衛
生
管
理
さ

れ
た
製
造
環
境
…
。
そ
れ
ら
全
て
に
あ
る
と
感
じ
た
。

　
「
味
噌
は
料
理
の
主
役
で
は
な
く
脇
役
で
す
。
味
噌
屋
と
い
え
る
商
売
を

せ
い
、
と
代
々
鉄
則
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
身
近
に
楽
し
め

る
お
い
し
い
味
噌
を
提
供
す
る
こ
と
が
使
命
で
す
。
食
生
活
の
変
化
で
味

噌
の
消
費
量
が
減
少
す
る
中
、
時
代
に
応
じ
た
新
し
い
商
品
や
用
途
開
発

に
も
力
を
入
れ
、
販
路
を
開
拓
し
て
い
ま
す
」。
本
田
社
長
の
言
葉
に
は
、

７
代
目
「
味
噌
屋
」
と
い
え
る
誇
り
、
強
い
使
命
と
絶
や
さ
な
い
努
力
、

老
舗
の
伝
統
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
奢
ら
な
い
経
営
手
腕
を
感
じ

た
。
今
後
も
業
界
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
味
に
深
み
を
出
し
、
料
理
の
名
脇

役
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
紡
い
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
本
田
社
長
か
ら
大
事
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

そ
れ
は
、「
造
り
半
分
、
終し
ま

い
半
分
」
と
い
う
教
え
だ
。
終
い
と
は
清
掃

の
こ
と
で
、
片
付
け
に
就
業
時
間
の
半
分
の
時
間
を
か
け
て
い
る
。
全
従

業
員
が
意
識
し
て
取
り
組
む
事
で
、
業
務
に
専
念
で
き
る
労
働
環
境
の
改

善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
事
。
そ
れ
ら
が
「
食
の
安
心
・
安
全
」
に

繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
自
ら
が
安
全
で
美
し
い
環

境
を
創
り
出
し
て
い
る
と
い
う
精
神
も
、
美
味
し
い
食
を
生
み
出
し
て
い

る
要
因
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
知
っ
た
。

　

感
銘
を
受
け
、
私
も
今
後
、
掃
除
に
し
っ
か
り
時
間
を
か
け
て
「
終し
ま

い

半
分
」
を
実
践
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
料
理
の
腕
前
が
少
し
で
も
上
達
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
。　
　
　
　
　
　
　
（
ｂ
ｅ
京
都 

館
長
：
岡
元
麻
有
）

　

し
か
し
、
味
噌
づ
く
り
に
職
人
の
勘
や
経
験
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。「
季
節
に
よ
っ
て
細
や
か
に
変
化
す
る
醸
造
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

は
、
今
ま
で
培
っ
た
本
田
味
噌
本
店
の
経
験
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
最
終
的
な
仕
上
が
り
を
判
断
す
る
の
は
職
人
の
目
。
決
し
て
妥
協

は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
」。
最
新
の
製
造
シ
ス
テ
ム
と
、
永
年
培
っ
て
き
た

職
人
の
経
験
、
目
、
ノ
ウ
ハ
ウ
が
相
ま
っ
て
、
全
国
味
噌
鑑
評
会
で
幾
度
と

農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
て
き
た「
西
京
白
味
噌
」を
産
み
、育
ん
で
い
た
。

　

本
田
社
長
は
言
う
。「
米
、
大
豆
と
い
っ
た
原
材
料
も
こ
だ
わ
り
の
産

地
の
も
の
を
使
用
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。
味

噌
づ
く
り
も
気
候
、
水
温
に
影
響
を
受
け
ま
す
。
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
職

人
の
経
験
や
勘
に
頼
っ
て
き
ま
し
た
が
、
技
術
を
後
世
へ
伝
え
、
安
定
し

た
味
を
提
供
す
る
た
め
、
最
適
な
情
報
を
デ
ー
タ
化
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
デ
ー
タ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
任
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
職
人
が
五

感
で
判
断
し
な
が
ら
本
田

味
噌
本
店
の
味
を
守
り
、

受
け
継
い
で
い
く
こ
と
を

大
切
に
し
て
い
ま
す
」。

　

本
田
味
噌
本
店
が
創
り

出
す
美
し
さ
と
は
、「
西

京
白
味
噌
」
そ
の
も
の
の

柔
ら
か
い
色
と
質
感
、
そ

し
て
ま
ろ
や
か
な
甘
味
の

美
味
し
さ
。
そ
れ
ら
を
生

み
続
け
る
創
業
時
か
ら
守
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「
こ
こ
ろ
し
づ
め
」
の
お
守
り
を
ご

存
知
で
す
か
。
最
近
、
心
が
ざ
わ
つ
い

て
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
私
は
、
す
が
る
思
い
で
そ
の
「
こ
こ

ろ
し
づ
め
」
の
お
守
り
を
求
め
、
御
靈

神
社
（
上
御
霊
神
社
）
に
足
を
運
ん
だ

と
こ
ろ
、「
こ
こ
ろ
お
ど
ら
さ
れ
る
」

思
わ
ぬ
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
御
靈
神
社
と
ゆ
か
り
の
あ

る
、
水
田
玉
雲
堂
の
「
唐か
ら

板い
た

」
と
い
う

お
菓
子
で
す
。「
唐
板
」
と
は
、
小
麦

粉
と
砂
糖
と
卵
と
塩
だ
け
で
で
き
た
生

地
を
平
た
く
伸
ば
し
て
カ
ッ
ト
し
、
銅

板
で
両
面
に
焼
き
色
を
つ
け
た
、
ほ
の

か
に
甘
く
、
ぽ
り
ぽ
り
と
し
た
食
感
の

素
朴
な
お
菓
子
で
す
。

　

烏
丸
通
か
ら
上
御
霊
前
通
を
東
向
き

に
進
む
と
現
れ
る
御
靈
神
社
の
西
門

の
向
か
い
に
、
風
に
揺
れ
る
暖

簾
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
か
ら

い
た
！
」
私
は
思
わ
ず
小
さ
く

叫
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。「
唐

板
」
と
い
え
ば
、
和
菓
子
の
歴

史
が
書
か
れ
た
本
に
は
必
ず
紹

介
さ
れ
て
い
る
伝
統
菓
子
。
和

菓
子
に
携
わ
る
仕
事
上
、
い
た

だ
い
た
こ
と
は
あ
る
の
で
す
が
、

実
際
に
お
店
を
訪
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
、
興
奮
を
抑
え
き
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
き
っ
と
和
菓
子
好
き
の

方
が
初
め
て
訪
れ
る
と
し
た
ら
私
と
同

じ
よ
う
に
声
を
弾
ま
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
引
き

戸
を
開
け
て
中
に
入
る
と
、
地
元
の
方

と
思
わ
れ
る
先
客
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
３
、
４
人
も
入
れ
ば
い
っ
ぱ
い

に
な
る
ほ
ど
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
店

内
、
順
番
を
待
つ
間
、
奥
の
部
屋
か
ら

ト
ン
ト
ン
と
軽
快
な
音
が
聞
こ
え
て
き

ま
し
た
。
私
は
改
め
て
歴
史
上
の
お
菓

子
と
言
っ
て
も
大
袈
裟
で
は
な
い
「
唐

板
」
を
手
に
す
る
こ
と
に
感
動
し
て
い

ま
し
た
。

　
和
菓
子
で
知
る
今
昔

　
　
　
　
～ 

唐
板
と
御
靈
神
社 

～堀
部
美
奈
子

和
菓
子
教
室
こ
ば
と
主
宰
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唐
板
と
御
霊
会

　
「
唐
板
」
の
由
来
は
平
安
時
代
に
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
疫
病
が
流

行
し
、
た
く
さ
ん
の
人
が
亡
く
な
り
ま

し
た
。
当
時
の
人
々
は
、
疫
病
の
流
行

や
大
き
な
災
害
、
驚
く
よ
う
な
不
幸
が

続
く
こ
と
は
、「
祟
り
」
の
せ
い
だ
と

考
え
て
い
ま
し
た
。

　

疫
病
の
あ
ま
り
の
状
況
に
、
８
６
３

年
に
神
泉
苑
に
て
「
御ご

霊り
ょ
う会え

」
と
呼
ば

れ
る
祟
り
を
防
ぐ
た
め
の
鎮
魂
の
儀
礼

が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
厄
除
け
と
し
て

庶
民
に
授
与
さ
れ
た
「
唐
板
煎
餅
」
が

今
に
続
く
「
唐
板
」
の
始
ま
り
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
長
く
続
い
た
神
泉
苑
の

「
御
霊
会
」
は
応
仁
の
乱
の
た
め
に
絶

え
て
し
ま
い
、「
唐
板
煎
餅
」
も
同
時

に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
時
は

流
れ
て
、
応
仁
の
乱
が
終
わ
る
と
水
田

玉
雲
堂
の
初
代
が
御
靈
神
社
の
境
内
に

茶
店
を
開
き
ま
す
。
今
で
は
「
門
前
菓

子
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

当
初
は
門
前
で
は
な
く
境
内
の
藤
棚
の

近
く
に
、
茶
店
と
お
住
ま
い
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
初
代
が
「
唐
板
煎
餅
」
の

HOSOO FLAGSHIP STORE

〒604-8173 京都市中京区柿本町 412
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こ
と
を
知
り
、
古
書
を
頼
り
に
蘇
え
ら

せ
た
と
い
う
の
が
今
と
同
じ
形
を
し
た

「
唐
板
」
で
、
日
本
の
最
古
の
菓
子
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
前
に
「
唐
」
が

つ
い
て
い
る
の
は
、
遣
唐
使
・
吉
備
真

備
に
よ
っ
て
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の

を
元
に
作
ら
れ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

「
唐
板
」
は
「
厄
除
け
菓
子
」
と
も
い

わ
れ
、
御
靈
神
社
の
参
拝
の
し
る
し
に

と
お
土
産
に
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
５
０
０
年
以
上
の
時
を
経
て
、
現

代
の
私
た
ち
も
口
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
と
て
も
奇
跡
的
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

御
靈
神
社
と
御
霊
会

　

御
靈
神
社
は
、
桓
武
天
皇
の
弟
で
あ

る
早さ
わ

良ら

親し
ん

王の
う

は
じ
め
、
非
業
の
死
を
と

げ
た
人
々
の
怨
霊
を
宥な
だ

め
て
祀
っ
て
い

る
神
社
で
す
。
平
安
時
代
始
め
の
創
祀

で
あ
り
、
の
ち
に
神
泉
苑
で
行
わ
れ
た

貞
観
御
霊
会
で
祀
ら
れ
た
御み

霊た
ま

が
共
通

し
て
い
る
た
め
、
貞
観
御
霊
会
は
今
も

毎
年
五
月
十
八
日
に
行
わ
れ
て
い
る
御

靈
神
社
の
御
霊
祭
の
発
祥
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

桓
武
天
皇
と
い
え
ば
、
誰
も
が
子
ど

も
の
頃
か
ら
日
本
史
の
授
業
で
覚
え
る

「
鳴
く
よ
（
７
９
４
年
）
う
ぐ
い
す
、
平

安
京
」
の
平
安
京
を
遷
都
し
た
天
皇
で

す
。
桓
武
天
皇
と
、
同
母
の
弟
で
あ
っ

た
早
良
親
王
は
、
当
時
皇
太
子
で
し
た

が
皇
位
継
承
に
関
連
し
、
桓
武
天
皇
と

仲
の
よ
か
っ
た
藤
原
種
継
暗
殺
の
容
疑

を
か
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
早
良
親

王
は
絶
食
を
し
て
無
実
を
証
明
し
よ
う

と
し
ま
し
た
が
、
甲
斐
も
な
く
流
刑
の

道
中
亡
く
な
り
ま
す
。
邪
魔
す
る
も
の

〒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/ 
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が
い
な
く
な
っ
た
無
敵
で
あ
る
は
ず
の

桓
武
天
皇
で
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
と
い

う
も
の
、
身
近
な
人
の
相
次
ぐ
死
や
多

く
の
災
害
に
遭
い
、
こ
れ
ら
の
難
は
早

良
親
王
の
「
祟
り
」
で
は
な
い
か
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
に「
祟

り
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
血
の
繋
が
っ
た
弟

で
あ
る
早
良
親
王
を
死
に
追
い
や
っ
て

し
ま
っ
た
後
ろ
め
た
さ
や
後
悔
が
「
祟

り
」「
怨
霊
」
と
い
う
思
考
を
生
ん
だ
の

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
し
た
遠
い
昔
の
話
は
、
歴
史
上

の
お
話
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
い
ま
す

が
、現
代
に
置
き
換
え
て
紐
解
い
て
み
る

と
、
い
つ
の
世
も
人
の
恨
み
や
人
間
関

係
、心
の
乱
れ
と
い
う
も
の
は
変
わ
ら
な

い
も
の
だ
と
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

　

今
日
、
御
靈
神
社
は
、
地
元
の
人
々

か
ら
は
「
上
御
霊
さ
ん
」「
ご
り
ょ
う

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
５
月
に
は
御
霊
祭
が
行
わ
れ
、
前

日
の
宵
宮
祭
を
初
め
、
お
祭
り
当
日
は

お
神
輿
や
御
所
車
な
ど
が
氏
子
地
域
を

練
り
歩
き
ま
す
。
５
月
を
除
く
毎
月

18
日
に
は
、
ご
り
ょ
う
さ
ん
の
「
さ
え

ず
り
市
」
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
地
元

の
方
の
手
づ
く
り
雑
貨
な
ど
が
出
品
さ

れ
賑
わ
い
ま
す
。

　

水
田
玉
雲
堂
の
店
内
に
は
、
御
靈
神

社
の
境
内
に
あ
っ
た
茶
店
の
頃
の
写
真

が
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
写
真
に
写
る
藤

棚
は
、
今
で
も
境
内
に
残
る
当
時
と
同

じ
も
の
だ
そ
う
で
す
。
訪
れ
る
人
が
、

御
靈
神
社
に
手
を
合
わ
せ
「
唐
板
」
を

お
土
産
に
持
ち
帰
る
光
景
も
ま
た
、
境

内
の
藤
棚
と
同
じ
よ
う
に
今
も
こ
こ
に

あ
り
ま
す
。

　

小
さ
な
袋
入
り
の
唐
板
を
一
つ
購
入

し
た
私
は
、
家
に
帰
る
ま
で
我
慢
で
き

ず
、
鴨
川
の
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て
「
一
枚

だ
け
」
と
味
見
。
綺
麗
に
揃
っ
た
短
冊

形
、
狐
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
生
地
が

膨
ら
む
時
に
付
く
不
揃
い
の
丸
模
様
、

ぽ
り
ぽ
り
と
し
た
歯
触
り
は
軽
く
、
よ

く
噛
む
と
し
ゅ
わ
っ
と
小
麦
と
砂
糖
の

甘
い
香
り
が
口
の
中
に
広
が
り
ま
す
。

茶
道
で
お
茶
菓
子
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

も
多
い
と
聞
き
、
抹
茶
に
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
家
庭
で
は
ホ
ッ
ト
ミ
ル
ク
や

深
煎
り
の
コ
ー
ヒ
ー
と
も
合
い
そ
う
だ

な
と
思
い
ま
し
た
。
後
日
、
小
学
生
の

娘
も
初
め
て
食
べ
て
気
に
入
っ
た
よ
う

で
「
も
う
一
枚
」
と
手
が
伸
び
て
き
ま

し
た
。
幼
い
正
直
な
舌
に
も
わ
か
る
シ

ン
プ
ル
な
美
味
し
さ
で
す
。

　

お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
、
水

田
玉
雲
堂
の
店
主
・
水
田
千
栄
子
さ
ん

に
よ
る
と
「
何
よ
り
味
が
一
番
で
す
。」

と
仰
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
「
味

を
保
つ
」
た
め
に
相
当
な
気
遣
い
が
必

要
だ
と
も
伺
い
ま
し
た
。
毎
日
変
わ
る

湿
度
や
気
温
の
変
化
を
敏
感
に
感
じ
取

る
た
め
に
、
道
具
や
材
料
の
場
所
は
目

を
つ
ぶ
っ
て
て
も
わ
か
る
く
ら
い
同
じ

よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
、
そ
の
日
の

生
地
の
状
態
に
集
中
で
き
な
い
そ
う
で

す
。
永
く
続
い
て
き
た
味
を
こ
れ
か
ら

も
守
っ
て
い
く
と
い
う
作
り
手
の
思
い

と
姿
勢
は
、尊
敬
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

私
が
求
め
た
「
こ
こ
ろ
し
づ
め
」
の

お
守
り
が
、
新
た
な
出
会
い
を
導
い
て

く
れ
ま
し
た
。

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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■
高
須
松
平
家
の
六
男
、会
津
松
平
家
へ
。

　

天
保
６
年
（
１
８
３
５
）
四
谷
に
あ
っ

た
高
須
藩
の
江
戸
藩
邸
に
て
誕
生
。
父

は
、
松
平
義よ
し

建た
つ

。
12
歳
の
時
、
叔
父
の

松
平
容か
た

敬た
か

の
養
子
と
な
り
、
約
５
年
後
、

第
９
代
会
津
藩
主
に
就
任
し
ま
す
。
若

き
日
の
容
保
は
、
江
戸
廻
り
の
海
防
や

軍
事
調
練
で
、
そ
の
才
能
を
発
揮
し
、

更
に
大
火
災
の
消
防
や
救
助
活
動
に
も

非
常
に
精
力
的
で
、
幕
臣
達
の
心
を
掴

ん
で
い
き
ま
し
た
。
ま
た
「
桜
田
門
外

の
変
」
後
の
対
応
と
し
て
、
水
戸
藩
の

暴
走
を
怖
れ
た
幕
府
の
老
中
達
が
、
尾

張
や
紀
伊
に
も
水
戸
藩
問
責
の
兵
を
促

そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
容
保
は
、
毅
然

と
し
て
こ
れ
を
諌
止
。
徳
川
御
三
家
の

不
協
和
を
未
然
に
防
い
だ
こ
と
に
、
時

の
将
軍
徳
川
家
茂
も
い
た
く
感
心
し
た

と
い
い
ま
す
。
一
方
で
、
水
戸
藩
の
尊

皇
派
が
朝
廷
に
提
出
し
た
建
白
書
や
、

一
部
の
公
家
が
反
応
し
た
密
勅
に
も
対

応
し
、
水
戸
藩
急
進
派
や
幕
閣
保
守
派

の
調
停
に
あ
た
り
、
見
事
に
事
態
を
収

拾
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
か
ら
思

え
ば
、
こ
の
迅
速
な
対
応
力
、
卓
越
し

た
交
渉
力
が
、
幕
府
や
朝
廷
に
強
い
印

象
を
与
え
、
容
保
に
後
々
の
活
躍
の
場

を
提
供
し
、
ま
た
皮
肉
な
こ
と
に
、
運

命
の
歯
車
が
狂
い
始
め
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

■
京
都
守
護
職
と
し
て
、

天
皇
、都
の
人
達
の
た
め
に
奮
闘
す
！

　

容
保
の
優
秀
な
活
躍
ぶ
り
に
目
を
つ

け
た
幕
府
は
、「
京
都
守
護
職
」
と
い

う
臨
時
的
な
大
任
を
与
え
よ
う
と
し
ま

し
た
。
当
初
、会
津
藩
の
家
老
達
は
「
火

中
の
栗
を
拾
う
が
ご
と
し
！
」
と
猛
反

対
で
し
た
が
、
会
津
藩
祖
、
保ほ

科し
な

正ま
さ

之ゆ
き

の
残
し
た
「
幕
府
が
危
難
の
折
は
、
積

極
的
に
力
を
貸
す
べ
し
」
と
い
う
遺
訓

に
忠
実
で
あ
っ
た
容
保
は
、
や
が
て
こ

の
大
任
を
拝
命
す
る
こ
と
に
。
そ
し
て
、

藩
士
藩
兵
併
せ
て
２
，０
０
０
名
の
規

模
で
上
洛
と
な
り
ま
し
た
。

　

容
保
ら
は
、
金
戒
光
明
寺
（
左
京
区

黒
谷
）
に
屯
営
し
、
そ
こ
か
ら
洛
中
に

置
か
れ
た
京
都
守
護
職
屋
敷
（
現
在
の

京
都
府
庁
や
第
二
日
赤
病
院
廻
り
）
に

通
っ
て
い
ま
し
た
。
黒
谷
の
会
津
藩
屯

所
か
ら
、
洛
中
の
京
都
守
護
職
屋
敷
ま

で
に
は
、
禁
裏
（
現
在
の
御
所
）
や
会

津
藩
の
練
兵
場
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

容
保
は
左
京
か
ら
鴨
川
を
挟
ん
で
、
上

上
京
人
物
探
訪  

松
平
容
保

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

現
在
の
京
都
府
庁
、
第
二
日
赤
病
院
、
梅
屋
校
を
含
む
地
域
に
あ
っ
た
京
都
守
護
職
屋

敷
。
今
回
は
そ
の
京
都
守
護
職
に
つ
い
た
「
松
平
容
保
」
が
テ
ー
マ
で
す
。「
会
津
公
」・

「
会
津
中
納
言
」
と
も
呼
ば
れ
る
会
津
藩
の
お
殿
様
で
す
が
、
出
身
は
高
須
藩
松
平
家
、

現
在
の
岐
阜
県
で
す
。
幕
末
の
政
局
混
迷
期
に
、「
京
都
守
護
職
」
と
し
て
都
の
治
安

に
尽
く
し
ま
し
た
が
、「
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）」
で
の
、
長
州
と
の
戦
で
、
都

を
大
火
事
に
巻
き
込
ん
だ
た
め
、
当
時
の
都
の
人
々
か
ら
は
、
戦
に
よ
る
大
火
災
の

き
っ
か
け
を
作
っ
た
一
人
と
し
て
、
余
り
良
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
実
は
天
皇
へ
の
忠
義
が
厚
く
、
ま
た
幕
府
へ
の
恩
義
も
忘
れ
ず
、
そ

し
て
何
よ
り
も
民
を
思
い
や
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
、
若
き
大
名
だ
っ
た
の
で
す
。

京都守護職屋敷跡 石碑
（京都府庁表玄関付近）

＜画像提供・掲載協力：京都府＞
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京
に
か
け
て
の
エ
リ
ア
を
頻
繁
に
往
来

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
「
京
都
守
護
職
」
な
る

役
職
で
す
が
、
幕
末
に
急
ご
し
ら
え
で

設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
尊
王
攘
夷
派

が
都
に
集
ま
る
に
つ
れ
、
都
の
治
安
が

急
激
に
悪
化
し
、
そ
れ
ま
で
の
京
都
所

司
代
や
京
都
奉
行
で
は
、
取
り
締
ま
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
幕
府
が
治
安
維
持
と
情
報
収

集
の
打
開
策
と
し
て
設
置
し
ま
し
た
。

こ
の
京
都
守
護
職
の
統
制
下
に
、
京
都

所
司
代
や
東
西
奉
行
所
も
組
み
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
治
安
取
締

り
の
人
員
不
足
を
理
由
に
置
か
れ
た「
京

都
見
廻
組
」
や
、
や
が
て
は
会
津
藩
お

抱
え
の
「
新
選
組
」
を
も
実
質
的
に
は

そ
の
傘
下
に
収
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
お
上
の
一
大
事
！

「
禁
門（
蛤
御
門
）の
変
」
勃
発
！

　

元
治
元
年
（
１
８
６
４
）「
禁
門
の
変
」

が
、
禁
裏
の
至
近
で
勃
発
し
ま
し
た
。

世
に
い
う
「
蛤
御
門
の
変
」
で
す
。
長

州
藩
が
率
い
る
兵
達
が
禁
裏
を
三
方
か

ら
囲
み
ま
し
た
。
乾
御
門
・
堺
町
御
門
・

新
在
家
御
門
の
三
か
所
で
す
。
そ
の
う

ち
、「
蛤
御
門
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
新

在
家
御
門
」
の
外
側
に
陣
取
っ
て
い
た

長
州
藩
の
精
鋭
部
隊
が
突
入
を
敢
行

し
、
こ
の
周
辺
が
一
番
の
激
戦
地
と
な

り
ま
し
た
。
内
側
か
ら
は
、
天
皇
を
護

ら
ん
と
、
容
保
率
い
る

会
津
藩
兵
が
応
戦
し
ま

す
。
八
月
十
八
日
の
政

変
や
池
田
屋
事
件
で
、

多
く
の
仲
間
を
失
っ
て

い
た
長
州
藩
の
勢
い
は

凄
ま
じ
く
、
門
か
ら

徐
々
に
清
水
谷
家
付
近

ま
で
ジ
リ
ジ
リ
と
攻
め

込
み
ま
す
。
現
在
も
清

水
谷
家
に
当
時
あ
っ
た

ム
ク
ノ
キ
が
残
さ

れ
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
場

所
は
天
皇
の
お
は

す
御
所
と
は
、
目

と
鼻
の
先
の
至
近

距
離
。
容
保
た
ち

も
必
死
の
防
衛
線

を
張
り
、
食
い
止

め
よ
う
と
し
ま
し

た
。
そ
の
時
、
乾
御
門
を
護
っ
て
い
た

薩
摩
の
銃
砲
隊
が
、援
軍
に
駆
け
付
け
、

劣
勢
を
挽
回
し
ま
し
た
。
会
津
藩
と
薩

摩
藩
、
こ
の
時
は
対
長
州
藩
と
し
て
、

仲
間
だ
っ
た
の
で
す
。
後
の
、
戊
辰
戦

争
の
会
津
若
松
城
攻
防
戦
で
は
、
薩
摩

藩
を
主
力
と
す
る
新
政
府
軍
が
会
津
藩

を
包
囲
し
た
こ
と
を
思
う
と
、
時
局
の

流
れ
と
は
い
え
、
や
り
切
れ
な
さ
が
残

り
ま
す
。

■
「
戊
辰
戦
争
」
勃
発
！

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
か
ら
会
津
戦
争
へ

　

慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）
幕
府
軍
と

薩
摩
・
長
州
軍
が
、
鳥
羽
・
伏
見
で
激

突
し
ま
す
。
こ
れ
が
「
鳥
羽
伏
見
の
戦

い
」
で
、「
戊
辰
戦
争
」
の
最
初
の
戦

い
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
幕
府
軍

の
主
力
は
、
会
津
や
桑
名
藩
で
し
た
。

容
保
は
、
徳
川
慶
喜
ら
と
戦
局
を
大
坂

で
見
つ
め
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
、

淀
藩
の
寝
返
り
も
あ
り
、
慶
喜
は
江
戸

へ
船
で
戻
る
こ
と
を
決
め
、
容
保
も
無

理
や
り
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
そ
の
後
、

慶
喜
は
朝
廷
に
恭
順
の
意
を
表
し
、
上

野
の
寛
永
寺
で
謹
慎
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
容
保
ら
会
津
藩
は
地
元
に

戻
り
、
奥
羽
列
藩
同
盟
を
頼
り
に
、
新

政
府
軍
と
刃
を
交
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
長
岡
藩
な
ど
、
強
硬
に
抵
抗
し

戦
っ
た
藩
も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
が
て

時
局
を
見
つ
め
直
し
た
東
北
の
雄
藩

も
、
次
々
と
新
政
府
軍
側
に
つ
き
、
会

津
藩
は
や
が
て
孤
立
し
て
い
き
ま
す
。

新在家御門（蛤御門）
＜画像提供：環境省京都御苑管理事務所＞

松平容保（武将姿）
＜画像提供：会津若松市＞
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そ
れ
で
も
、
白
河
で
戦
っ
た
二
本
松
藩

と
共
に
、
辛
抱
強
く
戦
い
抜
き
ま
し
た
。

白
虎
隊
や
娘
子
隊
の
悲
劇
も
あ
り
、
や

が
て
天
守
が
無
残
に
も
、
敵
の
大
砲
に

晒
さ
れ
る
毎
日
で
あ
っ
て
も
戦
い
抜
い

た
も
の
の
、
遂
に
容
保
は
開
城
を
決
意
。

容
保
は
自
ら
の
命
と
引
き
換
え
に
、
開

城
に
踏
み
切
っ
た
の
で
す
。

■
明
治
の
世
、
会
津
公
は

　

戊
辰
戦
争
は
収
束
に
向
か
い
ま
す
が
、

容
保
は
朝
敵
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
ま
す
。

処
刑
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
し
ば
ら
く
は

蟄ち
っ

居き
ょ

謹
慎
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
も
の

の
、
や
が
て
は
謹
慎
も
解
け
、
明
治
13

年
（
１
８
８
０
）
日
光
東
照
宮
宮
司
に

就
任
し
ま
し
た
。
新
た
な
日
々
を
送
る

こ
と
に
な
っ
た
容
保
の
胸
中
は
、
非
常

に
複
雑
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

信
頼
し
、
信
頼
を
さ
れ
て
い
た
天
皇

の
た
め
に
粉
骨
砕
身
し
て
い
た
自
分
が
、

い
つ
の
間
に
か
、
朝
敵
と
し
て
攻
撃
さ

れ
る
身
と
な
り
、
多
く
の
家
臣
達
に
犠

牲
を
強
い
、
何
よ
り
会
津
の
領
民
や
、

都
の
人
々
の
命
を
奪
う
こ
と
と
な
り
、

や
り
き
れ
な
さ
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
明
治
の
世
と
な
り
、
神
職
と
な
っ

た
容
保
が
、
世
間
に
対
し
て
余
り
多
く

を
語
ら
ず
に
い
た
の
は
、
や
は
り
会
津

や
京
都
、
江
戸
で
誠
心
誠
意
、
任
務
を

全
う
し
、
そ
の
上
で
の
結
果
で
あ
る
こ

と
を
静
か
に
噛
み
し
め
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
京
都
府
庁
旧
本

館
中
庭
の
桜
の
中
に
、
桜
守
で
著
名
な
、

佐
野
藤
右
衛
門
氏
に
よ
り
名
付
け
ら
れ

た
、
１
本
の
珍
し
い
桜
「
容
保
桜
」
が

あ
り
ま
す
。
大
島
桜
と
山
桜
の
交
配
種

で
あ
る
こ
の
桜
は
、
ま
さ
に
朝
廷
と
幕

府
の
間
で
揺
れ
動
い
た
会
津
公
の
境
遇

を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
府
庁

本
館
の
中
庭
角
に
咲
く
、
そ
の
桜
は
、

幕
末
の
動
乱
に
揺
れ
る
都
を
守
り
抜
こ

う
と
し
た
会
津
公
の
、
儚
く
も
一
途
な

姿
勢
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

★
画
像
提
供 

並
び
に 
掲
載
協
力

　

環
境
省
京
都
事
務
所
・
京
都
府
・
会
津
若
松
市

容保桜（京都府庁 本館中庭）
＜画像提供：京都府＞
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新
上
京
の
昔
ば
な
し

　

ほ
ぼ
上
京
区
の
西
南
端
、
西

大
路
か
ら
下
立
売
通
に
入
り
天

神
川
に
架
か
る
新
下
立
賣
橋
を

越
え
て
歩
め
ば
左
手
に
朱
塗
り

も
鮮
や
か
な
山
門
を
構
え
た
寺

が
目
に
入
る
。
浄
土
宗
西
山
禅

林
寺
派
の
「
五
台
山 
法
泉
院 

竹
林
寺
」。
京
都
市
内
で
も
、

と
き
に
目
に
す
る
赤
門
は
、
い

つ
の
時
代
か
の
天
皇
家
と
の
ゆ

か
り
に
よ
り
許
さ
れ
た
門
な
の

だ
と
い
う
。
赤
門
の
竹
林
寺
で

通
称
は
「
赤あ
か

竹ち
く

」、
住
宅
街
に

静
か
に
た
た
ず
む
寺
だ
が
、
な

か
な
か
に
由
緒
を
感
じ
さ
せ
る
。

一
遍
上
人
の
兄
弟
弟
子
道
教
上
人
が
創
建

　

創
建
は
弘
安
二
年
（
１
２
７
９
）
と

い
う
か
ら
鎌
倉
時
代
半
ば
。
執
権
北
条

時
宗
が
二
度
の
「
元
寇
」
を
退
け
た
こ

ろ
に
当
た
る
。
浄
土
宗
を
開
い
た
「
鎌

倉
新
仏
教
」
の
巨
星
、
法
然
上
人
の
弟

子
の
ひ
と
り
で
西
山
派
の
開
祖
・
証
空

上
人
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
道
教
上
人
が

後
宇
多
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
開
い
た
と

さ
れ
る
。
道
教
そ
の
人
は
、「
踊
念
仏
」

を
広
め
た
「
時
宗
」
の
宗
祖
・
一
遍
上

人
の
一
歳
年
上
の
兄
弟
弟
子
と
い
う
か

ら
、
仏
教
史
の
上
か
ら
も
興
味
深
い
ゆ

か
り
を
持
つ
。

　

開
山
・
道
教
自
身
も
学
僧
と
し
て
名

を
残
し
、
著
書
の
「
浄
土
竹
林
鈔
」
上

下
二
巻
の
中
で
、「
生
仏
不
二　

生
仏

一
体
」
論
を
説
い
て
、
法
然
上
人
が
広

め
た
「
念
佛
に
よ
る
浄
土
往
生
」
の
教

え
に
忠
実
で
あ
っ
た
姿
を
証
し
て
い
る
。

尊
王
攘
夷
派
三
十
七
志
士
を
顕
彰

　

門
を
入
る
と
境
内
右
手
に
た
だ
ち
に

目
に
入
る
の
が
、
高
さ
二
㍍
を
越
す
大

き
な
自
然
石
に
多
く
の
人
命
が
刻
ま
れ

た
石
碑
。
同
寺
を
世
に
知
ら
し
め
て
い

る
「
六
角
獄
舎
殉
難
志
士
之
墓
」
だ
。

　
「
維
新
・
倒
幕
の
導
火
線
」
と
も
言

わ
れ
る
天
誅
組
の
大
和
挙
兵
や
こ
れ
に

呼
応
し
た
「（
但
馬
国
）
生い
く

野の

義ぎ

挙き
ょ

」、

「
池
田
屋
事
件
」
と
時
代
を
象
徴
す
る

事
件
に
絡
ん
だ
尊
王
攘
夷
派
三
十
七
志

士
の
遺
骸
を
埋
葬
し
、
顕
彰
す
る
碑
で

も
あ
る
。
埋
葬
者
の
中
で
最
も
知
ら
れ

た
名
が
生い
く

野の

義ぎ

挙き
ょ

の
平
野
國
臣
だ
。
ち

な
み
に
生い
く

野の

義ぎ

挙き
ょ

に
は
、
明
治
初
期
に

第
三
代
京
都
府
知
事
と
な
り
琵
琶
湖
疏

水
な
ど
各
種
の
「
開
化
」
策
で
名
を
残

す
北
垣
国
道
（
晋
太
郎
）
も
関
係
し
た
。

﹁
尚
古
か
ぶ
れ
﹂
か
ら
倒
幕
論
へ

　

平
野
國
臣
は
西
郷
隆
盛
、
清
河
八

郎
、
真
木
和
泉
な
ど
大
物
志
士
ら
と
肩

を
並
べ
る
「
維
新
の
先
駆
け
」
的
な
志

士
だ
っ
た
。
文
政
十
一
年
（
１
８
２
８
）

生
ま
れ
の
元
は
福
岡
藩
士
。
父
は
足

軽
な
が
ら
千
人
も
の
門
弟
を
育
て
た

「
神し
ん
と
う
む
そ
う
り
ゅ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
つ

道
夢
想
流
杖
術
」
の
使
い
手
と
い

う
武
の
人
。
士
分
に
取
り
立
て
ら
れ
、

赤
門
の
竹
林
寺
と

　
　
六ろ

っ

角か
く

獄ご
く

舎し
ゃ

殉じ
ゅ
ん
な
ん
難
志し

士し

之の

墓は
か

山
本 

雅
章

元
郷
土
紙
記
者

由緒を示す竹林寺の赤門
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そ
の
縁
で
國
臣
は
鉄
砲
頭
の
家
に
養
子

に
入
っ
て
い
る
。
本
人
は
、
漢
学
、
国

学
を
学
び
、
日
本
古
来
の
制
度
を
尊
ぶ

「
尚し
ょ
う
こ古
主
義
」
に
傾
倒
す
る
。
ペ
リ
ー
が

来
航
し
た
嘉
永
六
年
（
１
８
５
３
）
に

二
度
目
の
江
戸
勤
番
と
な
り
、
そ
の
折

に
水
戸
藩
の
会あ
い

沢ざ
わ

正せ
い

志し

斎さ
い

「
新
論
」
な

ど
に
ふ
れ
、「
尚し
ょ
う
こ古
か
ぶ
れ
」
が
昂
じ
た
。

　

面
白
い
逸
話
に
安
政
元
年
（
１
８
５

４
）、
江
戸
か
ら
国
元
に
帰
る
際
に
は
古

制
の
「
義
経
袴
」
を
穿
き
、
熊
皮
を
鞘

尻
に
穿
か
せ
た
太
刀
を
腰
に
下
げ
る
と

い
う
時
代
離
れ
し
た
姿
で
江
戸
を
出
立

し
た
。
本
人
は
得
意
満
面
な
が
ら
、
見

送
る
人
た
ち
は
苦
笑
し
た
と
い
う
。
後

年
に
は
国
元
で
烏
帽
子
、
直
垂
姿
で
外

出
す
る
な
ど
尚
古
主
義
が
高
じ
、
藩
主

に
「
犬
追
物
」
の
復
活
を
直
訴
す
る
な

ど
過
激
な
言
動
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

大
老
井
伊
直
弼
が
尊
王
攘
夷
派
を
一

挙
に
弾
圧
し
た
「
安
政
の
大
獄
」
の
際
、

公
家
と
の
連
絡
役
だ
っ
た
勤
皇
僧
の
月

照
と
と
も
に
前
途
を
悲
観
し
て
入
水
し

た
西
郷
隆
盛
を
救
っ
た
一
件
で
も
著
名

だ
。
さ
ら
に
井
伊
直
弼
の
暗
殺
に
も
計

画
段
階
で
は
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
そ

の
後
、
薩
摩
に
潜
入
し
、
事
実
上
の
藩

主
、
島
津
久
光
ら
に
自
ら
書
い
た
「
尊

攘
英
断
録
」
を
説
こ
う
と
す
る
が
容
れ

ら
れ
ず
、
退
去
す
る
際
に
詠
ん
だ
と
い

う
歌
が
「
わ
が
胸
の
燃
ゆ
る
思
い
に
く

ら
ぶ
れ
ば
煙
は
う
す
し
桜
島
山
」。
歌

人
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

挫
折
に
次
ぐ
挫
折

　

文
久
二
年
（
１
８
６
２
）、
島
津
久

光
の
上
洛
を
機
に
志
士
ら
が
挙
兵
を
図

る
計
画
を
巡
ら
し
、
か
え
っ
て
久
光
の

逆
鱗
に
ふ
れ
、
薩
摩
藩
の
「
誠
忠
組
」

の
侍
同
士
が
切
り
結
ん
だ
「
寺
田
屋
事

件
」
の
際
に
國
臣
も
幕
吏
に
捕
わ
れ
投

獄
さ
れ
た
。
出
獄
後
の
文
久
三
年
に
は
、

三
条
実
美
卿
ら
尊
攘
派
公
家
ら
と
孝
明

天
皇
の
「
大
和
行
幸
」
を
画
策
し
た
が
、

「
八
月
十
八
日
の
政
変
」
で
七
公
卿
が

追
放
さ
れ
長
州
へ
と
落
ち
、
ま
た
も
や

計
画
は
挫
折
。
大
和
挙
兵
に
呼
応
し
た

生
野
義
挙
を
主
導
し
て
捕
ら
わ
れ
、
京

都
所
司
代
が
管
理
し
て
い
た
六
角
獄
舎

に
拘
禁
さ
れ
た
。
翌
年
起
こ
っ
た
会
津

藩
と
薩
摩
藩
が
長
州
藩
を
追
い
落
と
す

維新の激動が偲ばれる六角獄舎殉難志士之墓
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い
る
が
、
一
木
等
身
像
で
左
手
に
蓮
華

を
持
つ
。
優
美
な
立
ち
姿
や
左
右
に
流

れ
る
天
衣
な
ど
意
匠
を
基
に
判
断
し
て

平
安
時
代
、
藤
原
期
初
期
以
前
に
さ
か

の
ぼ
る
作
と
さ
れ
る
。
小
澤
昭
美
住
職

の
言
に
よ
れ
ば
、「
い
つ
の
時
代
か
に
東

山
の
某
所
か
ら
招
来
さ
れ
た
」
と
い
う
。

来
歴
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
も
の
の
、

由
緒
あ
る
貴
重
な
仏
と
拝
察
さ
れ
る
。

「
禁
門
（
蛤
御
門
）
の
変
」
の
際
、
市

中
火
災
を
口
実
に
他
の
志
士
ら
と
未
決

の
ま
ま
殺
害
さ
れ
た
。

刑
場
跡
か
ら
偶
然
に
発
見

　

多
数
の
遺
骨
は
明
治
十
年
、
幕
末
の

西
ノ
京
円
町
付
近
に
あ
っ
た
西
刑
場
跡

か
ら
瓦
片
に
姓
名
を
朱
書
き
し
た
も
の

と
と
も
に
見
つ
か
り
、
遠
か
ら
ぬ
場
所

に
あ
り
当
時
無
住
だ
っ
た
こ
の
寺
に
埋

葬
さ
れ
た
。
以
後
、
再
び
忘
却
さ
れ
て

い
た
も
の
を
明
治
四
十
三
年
に
な
っ
て

当
時
の
住
職
、
小
澤
真
道
氏
が
樹
木
を

植
え
よ
う
と
土
を
掘
っ
た
時
に
再
び
見

つ
け
た
。
二
個
の
骨
壺
に
納
め
て
現
在

の
場
所
に
埋
葬
し
、
石
碑
を
建
立
し
慰

霊
祭
も
行
っ
た
。
ま
こ
と
に
数
奇
な
経

過
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

古
高
俊
太
郎
の
名
も

　
「
殉じ
ゅ
ん
な
ん難
志し

士し

之の

墓は
か

」
に
は
古
高
俊
太

郎
の
名
も
刻
ま
れ
る
。
安
政
の
大
獄
で

最
初
に
捕
縛
さ
れ
た
梅
田
雲う
ん

浜ぴ
ん

の
弟
子

で
、
河
原
町
四
条
上
ル
に
あ
っ
た
福
岡

藩
黒
田
家
御
用
達
の
商
人
・
枡
屋
喜
右

衛
門
を
名
乗
っ
た
。
大
名
家
や
公
家
の

屋
敷
に
出
入
り
し
て
長
州
毛
利
家
の
た

め
に
情
報
を
集
め
る
勤
皇
家
だ
っ
た
。

熊
本
藩
士
で
尊
攘
派
の
宮
部
鼎
蔵
と
の

関
係
か
ら
新
選
組
に
捕
え
ら
れ
、
逆
さ

吊
り
に
し
て
足
の
甲
に
五
寸
釘
を
打

ち
、
火
を
つ
け
た
ろ
う
そ
く
を
灯
す
と

い
う
過
酷
な
拷
問
に
よ
り
自
白
さ
せ
ら

れ
た
。
自
白
で
志
士
ら
が
御
所
放
火
や

京
都
守
護
職
の
会
津
藩
主
松
平
容
保
殺

害
な
ど
を
計
画
し
、
実
行
の
た
め
に
多

数
が
上
洛
、
潜
伏
し
て
い
る
と
発
覚
。

探
索
に
当
た
っ
た
新
選
組
が
池
田
屋
で

宮
部
鼎
蔵
を
含
む
多
数
の
志
士
を
惨

殺
・
捕
縛
し
て
一
躍
名
を
挙
げ
た
「
池

田
屋
事
件
」
は
幕
末
史
で
は
特
に
知
ら

れ
る
。
た
だ
、
計
画
の
内
容
は
幕
府
・

新
選
組
側
の
捏
造
が
色
濃
い
と
さ
れ
て

い
る
。一

木
等
身
の
優
美
な
観
音
菩
薩

　

寺
自
体
は
応
仁
の
乱
（
１
４
６
７
～

１
４
７
７
年
）
や
「
天
明
焼
け
」（
１
７

８
９
年
）
な
ど
歴
史
に
残
る
大
火
で
幾

度
か
堂
宇
を
焼
失
。
戦
国
時
代
以
降
百

年
以
上
は
住
職
も
な
く
衰
亡
し
た
時
代

も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
徳
川

家
康
が
浄
土
宗
西
山
派
禅
林
寺
（
永
観

堂
）
を
「
総
本
山
」
と
し
た
朱
印
を
下

し
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
の
寺
も
禅
林
寺

の
末
寺
と
な
っ
て
再
建
さ
れ
た
。
都
に

所
在
す
る
古
刹
ら
し
い
波
乱
の
来
歴
だ
。

　

そ
の
盛
衰
の
中
で
、
寺
に
も
た
ら
さ

れ
た
「
宝
」
の
一
つ
が
、
観
音
堂
に
安

置
さ
れ
た
「
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」。

残
念
な
が
ら
寺
の
荒
廃
時
に
宝
冠
や
光

背
、
頭
部
の
十
一
面
な
ど
は
失
わ
れ
て

観音堂に安置された十一面観音立像

※
参
考
文
献
＝
「
平
野
國
臣
伝
」（
日
本
史
籍
協

会
編「
野
史
台 

維
新
史
料
叢
書
」

所
収
）
な
ど
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　上京区総合庁舎前の花壇を彩るお花のお世話をしていただいている「みんなで花を咲かそう」活動ボランティア、通称
「花ボラ」。日常の水やりのほか、年に２回の一斉植替え作業などを実施し、和気あいあいと活動しています。
　現在、一緒に活動していただけるボランティアを募集していますので、少しでも興味があるという方は区役所１階①番窓口
「まちづくり推進担当」へ御連絡ください。

　　　● 募集対象：上京区役所へ継続的にお越しいただける方。（月に１～２回）
　　　● 問合せ先：上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当内
　　　 　　　　　上京区文化振興会事務局
　　　● 連 絡 先：075-441-5040

表紙表紙表紙表紙　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　 

　2 月 25 日は北野天満宮の御祭神である菅原道真公の祥月命日にあたり、梅花祭が斎行される。豊臣秀吉公が北野大茶湯
を催した故事にちなんで、境内では「梅花祭野点大茶湯」として華やかな野点の席が設けられ、上七軒の芸妓・舞妓さんた
ちの御奉仕による茶の湯のお手前が楽しめる。御神紋「梅鉢紋」の入った野点傘の紅色と、馥郁たる香りの漂う白梅との共演
も手伝って、神域は春らしい景色に溢れる。

ふくいく

花ボラメンバー募集についてのお知らせ

男女問わず
メンバー募集
してるよ!

　11月2日、秋の「上京茶会」を相国寺塔頭養源院にて、
裏千家淡交会京都東支部の御協力のもと開催。当日は朝
からあいにくの雨となりましたが、近衛邸「桜御所」から
移築された書院「相和亭」のお庭に降る雨は風情たっぷ
りでした。

上京茶会

　昭和４０年の第１回以来、58回目を迎えた「上京薪能」
を 9 月 20 日に開催。今年は天気にも恵まれ、予定どおり
白峯神宮にて開催することができました。観世流による能
「巻絹」などが演じられ、夕闇を照らすかがり火のもと繰り
広げられた幽玄の世界に、多くの来場者が魅了されました。

上京薪能

　

題字／吉川蕉仙氏
写真／北野天満宮:梅花祭 〈撮影:写真家 水野秀比古氏〉
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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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