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《
二
月
乃
頃
》 
村
上
華
岳
の
芸
術

　
忘
れ
ら
れ
な
い
風
景
は
誰
の
記
憶
に
も
あ
り
ま
す
。
私
の
そ
れ
は
、吉
田
山
（
神
楽
岡
）

の
東
麓
か
ら
東
山
連
山
を
真
向
い
に
眺
め
る
風
景
で
し
た
。
如
意
ヶ
嶽
を
主
峰
に
、
北

は
比
叡
山
の
峡
か
ら
、
稲
荷
山
に
至
る
連
峰
で
す
。
吉
田
山
の
東
麓
で
は
、
比
叡
山
も

見
え
ず
、
如
意
ヶ
嶽
も
見
え
ま
せ
ん
。
前
方
の
山
が
邪
魔
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
前

面
に
白
川
の
扇
状
地
が
広
が
り
、
薮
や
田
畑
や
こ
ん
も
り
し
た
木
立
が
点
在
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
、
幼
い
私
の
記
憶
の
風
景
で
す
が
、
今
は
人
家
や
中
小
の
ビ
ル

が
、風
景
を
埋
め
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
猫
の
額
の
よ
う
な
盆
地
は
浄
土
寺
と
呼
ば
れ
、

長
い
年
月
、
そ
の
通
称
で
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

　《
二
月
乃
頃
》
は
村
上
華か

岳が
く

（
一
八
八
八
ー
一
九
三
九
）
が
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校

の
卒
業
制
作
と
し
て
描
い
た
作
品
で
す
。
同
校
の
作
品
展
で
は
一
席
を
受
賞
し
ま
し
た
。

こ
の
卒
業
制
作
展
は
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
の
三
月
末
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、

四
月
開
催
の
第
十
六
回
新
古
美
術
品
展
に
も
同
じ
作
品
を
出
品
、
三
等
賞
を
受
賞
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
秋
十
月
の
第
五
回
文
展
（
文
部
省
美
術
展
覧
会
）
に
も
出
品
し
て
褒
状

を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
、
同
じ
作
品
を
さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
に
出
品
す
る
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
期
の
展
覧
会
事
情
は
、
か
な
り
ル
ー
ズ
且
つ
寛
大
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

　《
二
月
乃
頃
》
は
吉
田
山
の
東
北
端
か
ら
の
写
生
に
基
づ
い
て
描
か
れ
ま
し
た
。
京
都

で
は
殆
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
場
所
で
す
が
、
第
三
高
等
学
校
や
京
都
大
学
で
青
春
を

送
っ
た
若
者
た
ち
、
戦
中
・
戦
後
、
公
立
小･

中
学
校
に
通
っ
た
子
ど
も
た
ち
な
ら
、

記
憶
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
地
味
な
が
ら
春
に
は
疏
水
辺
り
に
桜
が
咲
き
、
夏
に
は
赤
松

の
疎
林
に
緑
の
木
々
や
竹
薮
が
美
し
く
、
秋
に
は
東
山
の
山
腹
か
ら
比
叡
山
に
か
け
て
、

遅
い
櫨は
ぜ

も
み
じ
が
染
め
ま
す
。
白
じ
ら
と
し
た
冬
景
色
も
、芽
吹
き
の
胎
動
を
想
わ
せ
て
、

加
藤
類
子

美
術
史
家
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光
に
満
ち
た
世
界
で
し
た
。

　
村
上
華
岳
は
な
ぜ
こ
の
風
景
を
描
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
洋
画
家
浅
井
忠
ち
ゅ
う

の
関
西
美

術
院
も
近
く
、
賀
茂
川
の
木
立
ち
や
東
山
、
比
叡
山
な
ど
を
水
彩
で
描
い
て
い
ま
し
た
の

で
、
そ
れ
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
当
の
理
由
は
、
華
岳

が
通
学
し
て
い
た
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
が
、
当
時
は
、
東
大
路
・
東
一
条
の
西
方

（
吉
田
阿
達
町
）
に
あ
っ
た
こ
と
で
し
た
。
華
岳
ら
に
と
っ
て
は
、
吉
田
山
は
日
頃
、
ス

ケ
ッ
チ
や
写
生
に
訪
れ
て
い
た
所
な
の
で
す
。
樹
木
が
剪
定
さ
れ
、堂
舎
も
整
備
さ
れ
て
、

生
活
の
山
と
し
て
、
人
々
の
立
入
り
は
頻
繁
で
し
た
。
華
岳
は
こ
の
風
景
を
比
較
的
早

く
仕
上
げ
た
よ
う
で
、
卒
業
制
作
と
近
い
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め
、《
早
春
》
と

題
し
て
、
卒
業
展
、
新
古
美
術
品
展
に
出
品
し
た
よ
う
で
し
た
。
第
五
回
文
展
の
際
に
は
、

《
二
月
乃
頃
》と
題
し
て
出
品
し
ま
し
た
。
も
う
、現
在
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

私
の
記
憶
に
あ
る
風
景
と
は
、
少
し
違
っ
て
い
ま
す
。
東
に
真
直
ぐ
辿
る
道
は
、
恐
ら
く

現
在
、
今
出
川
通
の
一
筋
南
を
通
っ
て
い
る
旧
道
で
す
。
白
川
女め

を
出
す
白
い
壁
の
農
家

の
集
落
が
見
え
、
そ
の
奥
は
恐
ら
く
銀
閣
寺
（
慈
照
寺
）
で
し
ょ
う
。
左
手
の
高
い
白

い
崖
は
石
切
場
で
し
た
が
、
取
り
尽
く
さ
れ
て
、
現
在
採
石
は
殆
ど
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

手
前
の
薮
は
、
橋
本
関
雪
が
〈
白
沙
邨
荘
〉
と
呼
ぶ
画
室
を
建
て
た
辺
り
で
す
。
左
側
の

直
線
的
な
水
路
は
新
た
に
開
削
さ
れ
た
疏
水
分
線
と
思
わ
れ
、
華
岳
の
忠
実
な
写
生
と
、

手
前
の
農
耕
図
の
伝
統
的
な
図
様
と
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
成
し
て
い
ま
す
。
墨
に
よ
る

描
写
を
基
調
と
し
て
、
緑ろ
く

青
し
ょ
う

、
胡ご

粉ふ
ん

、
黄お
う

土ど

を
わ
ず
か
な
が
ら
用
い
て
い
ま
す
。

　
村
上
華
岳
は
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
に
入
学
す
る
以
前
は
、
京
都
市
立
美
術
工
業
学

校
に
学
ん
で
い
ま
し
た
。
同
校
は
絵
画
（
日
本
画
）
の
み
な
ら
ず
、
図
案
、
漆
芸
、
陶
芸
、

仏
具
を
生
業
と
す
る
子
弟
も
学
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
等
は
芸
術
と
言
う
よ
り
技
術
を
叩

き
込
ま
れ
ま
し
た
。
膠
に
か
わ

の
炊
き
方
、
溶
き
方
、
胡
粉
の
溶
き
方
、
石
膏
の
抜
き
方
な
ど

の
基
礎
技
術
と
、
デ
ザ
イ
ン
の
必
要
上
、
日
本
画
も
学
び
ま
し
た
。
工
芸
を
主
体
と
し

た
こ
の
学
校
で
学
ん
だ
生
徒
達
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
大
人
び
た
絵
を
描
き
ま
し
た
。

　
村
上
華
岳
の
絵
画
専
門
学
校
の
同
級
生
は
十
人
余
り
で
し
た
。
入
江
波は

光こ
う

、
榊
原
雨う

村そ
ん

、
榊
原
紫し

峰ほ
う

、
松
宮
左
京
、
星
野
空く
う

外が
い

、
小
野
竹ち
っ

橋
き
ょ
う

（
の
ち
に
竹
喬
）、
土
田
麦ば
く

僊せ
ん

、
野
長
瀬
晩ば
ん

花か

、
青
山
翠す
い

光こ
う

等
で
す
。
若
い
彼
等
は
制
作
の
上
で
も
貪
欲
で
し
た
。

彼
等
は
研
究
熱
心
な
上
、
強
い
触
媒
と
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
出
身
の
中
井
宗
太

郎
の
講
義
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
中
井
は
帝
大
卒
業
後
、
大
学
院
を
経
て
、
新
設
の
京

都
市
立
絵
画
専
門
学
校
に
赴
任
し
て
来
た
の
で
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
美
術
、ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、

印
象
派
に
及
ぶ
西
洋
美
術
。
天
平
時
代
か
ら
桃
山
期
障
し
ょ
う

屏へ
い

画が

、
桃
山
・
江
戸
初
期
風
俗

画
等
々
、
日
本
美
術
も
熱
烈
に
語
り
ま
し
た
。
技
術
を
叩
き
込
ま
れ
た
学
生
達
は
、
そ
の

講
義
に
新
鮮
な
眼
差
し
を
注
ぎ
ま
し
た
。
円
山
・
四
条
派
の
作
風
一
方
の
彼
等
の
制
作
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の
変
わ
っ
て
き
た
の
は
、当
然
の
結
果
で
し
た
。
華
岳
の
出
品
し
た
同
じ
卒
業
制
作
に
は
、

麦
僊
が
初
期
浮
世
絵
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
裸
婦
の
半
身
像
《
髪
》
を
発
表
し
、
そ
の

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
瞠ど
う

目も
く

さ
れ
ま
し
た
。
竹
喬
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
世
界
を
模
し
た
風
景
画
、

波
光
は
江
戸
初
期
浮
世
絵
の
世
界
へ
の
憧
れ
を
表
し
ま
し
た
。

　《
二
月
乃
頃
》
の
制
作
か
ら
三
年
後
、
村
上
華
岳
は
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
研
究
科

を
卒
業
し
ま
し
た
。
前
年
七
月
明
治
天
皇
が
崩
御
、
大
正
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。
四
月

に
は
全
国
美
術
工
芸
品
博
覧
会
（
京
都
・
勧
業
館
）
に
《
夜
桜
之
図
》
を
出
品
し
ま
し
た
。

こ
の
作
品
は
三
尺
巾
の
絹
を
真
中
で
接
い
だ
額
装
で
し
た
が
、
現
在
は
二
曲
一
隻
の
屏

風
と
な
っ
て
い
ま
す
。
華
岳
は
「
平
野
の
夜
桜
だ
。」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
背
の

低
い
八
重
桜
の
下
、
ぼ
ん
ぼ
り
の
明
か
り
が
乱
立
し
て
、
手
前
に
は
緋
の
毛
氈
が
敷
か
れ
、

宴
は

闌
た
け
な
わ

の
様
子
。
酩
酊
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
人
も
見
ら
れ
ま
す
。
中
景
は
着
流
し

の
男
、
襟
掛
け
を
し
た
普
段
着
の
女
な
ど
が
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
て
い
ま
す
。
賑
や
か
な

風
景
で
す
が
、
音
曲
の
音
が
聴
こ
え
ず
、
し
ん
と
し
て
い
ま
す
。
人
々
も
仮
面
の
よ
う
で
、

人
形
浄
瑠
璃
の
人
形
を
想
わ
せ
ま
す
。
浮
世
絵
の
世
界
を
再
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
華
岳
特
有
の
官
能
的
な
画
面
で
す
。
平
野
神
社
は
今
日
で
も
桜
の
名
所
で
す
。
多

種
の
桜
が
開
花
し
、
多
く
の
人
々
は
ど
っ
と
集
ま
り
、
昼
も
夜
も
観
桜
を
楽
し
み
ま
す
。

近
く
に
北
野
天
満
宮
、
金
閣
寺
等
の
名
所
が
あ
り
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
、
庶
民
の
遊

興
の
場
で
し
た
。《
夜
桜
之
図
》
の
描
か
れ
た
の
は
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
。
僅
か

二
十
六
歳
の
青
年
の
作
品
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
早
熟
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
阪
生
ま
れ

の
華
岳
は
、
人
形
浄
瑠
璃
に
若
く
か
ら
魅
了
さ
れ
、
京
の
外
縁
で
あ
る
大
阪
の
自
由
さ

を
満
喫
し
ま
し
た
。
華
岳
の
作
品
に
あ
る
多
く
の
人
形
の
描
写
か
ら
は
、
大
阪
独
特
の

官
能
と
頹
廃
を
感
じ
ま
す
。
大
阪
に
較
べ
れ
ば
、
京
は
や
や
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
す
。
そ

れ
は
、華
岳
と
波
光
の
差
で
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
浮
世
絵
の
世
界
を
引
用
し
た
華
岳
の《
夜

桜
之
図
》
と
波
光
の
《
振
袖
火
事
》（
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
）
を
較
べ
る
と
、
そ
の

差
は
歴
然
と
し
ま
す
。

　
そ
の
彼
等
の
結
成
し
た
の
は
、
国
画
創
作
協
会
で
し
た
。
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年

一
月
の
こ
と
で
し
た
。
会
員
は
小
野
竹
喬
、
土
田
麦
僊
、
村
上
華
岳
、
野
長
瀬
晩
花
、
榊

原
紫
峰
の
五
人
。
入
江
波
光
は
公
募
入
選
し
、
翌
年
に
会
員
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。
展

覧
会
は
公
募
制
で
、
東
京
・
白
木
屋
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
展
覧
会
は
好
評
で
多
く
の

観
客
を
集
め
ま
し
た
が
、
回
を
重
ね
る
う
ち
に
、
先
ず
華
岳
が
脱
落
し
、
波
光
も
紫
峰

も
出
品
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
国
画
創
作
協
会
は
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
第
七
回

展
を
開
い
た
後
、
日
本
画
部
は
解
散
し
ま
し
た
。
華
岳
は
そ
の
後
神
戸
の
花
隈
に
隠
棲

し
、六
甲
の
山
容
や
仏
画
を
描
き
つ
づ
け
ま
し
た
。
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
十
一
月
、

持
病
の
喘
息
発
作
で
急
逝
し
ま
し
た
。
享
年
五
十
一
歳
で
し
た
。
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現
在
の
河
原
町
今
出
川
の
北
部
一
帯

を
「
出
町
」
と
か
「
桝
形
」
と
呼
ん
で

き
ま
し
た
。
か
つ
て
こ
こ
は
洛
中
と
洛

外
を
結
ぶ
交
易
の
接
点
で
、
江
戸
時
代

に
は
鴨
川
の
西
岸
に
沿
っ
て
御
土
居
が

築
か
れ
、
洛
中
と
洛
外
を
分
け
て
い
た

の
で
す
。
豊
臣
秀
吉
が
天
下
統
一
を
成

し
遂
げ
た
あ
と
、
外
敵
を
阻
止
し
、
さ

ら
に
鴨
川
と
紙
屋
川
の
水
害
か
ら
護
る

た
め
に
、
洛
中
の
市
街
地
を
囲
む
長
大

な
堤
防
を
築
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
御
土

居
で
す
。
そ
こ
に
日
本
の
中
心
地
で
あ

る
京
都
に
集
ま
っ
て
来
る
街
道
の
出
入

口
と
し
て
通
り
口
を
設
け
た
の
が
七な
な

口く
ち

で
す
。

　

こ
こ
は
大
原
口
と
呼
ば
れ
、
高
野
川

沿
い
に
高
野
・
八
瀬
・
大
原
を
経
て
山

あ
い
を
若
狭
へ
と
続
く
交
通
路
で
し

た
。
起
点
は
現
在
の
寺
町
今
出
川
で
、

東
北
角
に
立
つ
慶
応
四
（
一
八
六
八
）

年
銘
の
大
き
な
道
標
（
京
都
市
登
録
史

跡
）
が
、そ
の
生
き
証
人
と
い
え
ま
す
。

今
で
は
拡
幅
さ
れ
た
河
原
町
通
と
今
出

川
通
か
ら
昔
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
古
地
図
を
見
る
と
面

影
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

街
の
変
貌
の
き
っ
か
け
は
、
電
車
の

開
通
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
明
治
二
十
八
年
の

平
安
奠て
ん

都
千
百
年
を
記
念
し

て
、
そ
れ
ま
で
畠
地
で
あ
っ

た
岡
崎
の
地
が
第
四
回
内
国

産
業
博
覧
会
の
会
場
と
な

り
、
京
都
駅
（
七
条
ス
テ
ン

シ
ョ
）
か
ら
高
瀬
川
沿
い
の

木
屋
町
を
北
上
し
、
二
条
通

を
東
行
し
て
博
覧
会
場
ま
で

の
輸
送
機
関
と
し
て
電
車
の

線
路
が
敷
設
さ
れ
ま
す
。
琵

琶
湖
疏
水
の
水
力
発
電
を
活

用
し
て
エ
レ
キ
（
電
気
）
で

動
く
車
輌
を
は
じ
め
、
こ
れ

ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
銅
の

架
線
や
鉄
の
レ
ー
ル
に
京
都

の
町
衆
は
目
を
見
張
っ
た
の

で
し
た
。

　

賀
茂
川
と
高
野
川
の
合
流

点
で
あ
る
こ
の
あ
た
り
は
水

害
の
危
険
性
が
高
い
た
め

に
、
御
土
居
の
一
角
を
四
角

形
に
し
て
、
そ
こ
へ
出
入
口

を
設
け
ま
し
た
。
こ
れ
を

「
桝
形
」
と
い
い
ま
す
。
近

出
町
・
桝
形

そ
の
二

賀茂大橋から二川合流点

明治 11年の地図
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世
城
郭
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
防
禦
施

設
で
す
。
そ
の
名
称
が
御
土
居
の
廃
絶

し
た
あ
と
も
残
り
、
今
の
出
町
桝
形
商

店
街
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
こ
こ
は

御
土
居
の
内
側
か
ら
一
歩
外
へ
出
た
と

こ
ろ
と
い
う
意
味
で
出
町
と
呼
ん
だ
の

で
す
。

　

今
、
京
阪
電
車
や
叡
山
電
車
の
始
発

駅
を
「
出
町
柳
」
と
い
う
の
は
、
川
よ

り
西
の
出
町
と
東
の
地
名
を
合
わ
せ
た

も
の
で
す
。
古
く
か
ら
川
沿
い
に
は
柳

が
植
わ
っ
て
い
た
の
で
、
大
正
六
年
に

京
都
市
に
編
入
さ
れ
る
ま
で
は
愛お
た
ぎ宕
郡

田
中
村
字
上
柳
・
下
柳
と
い
わ
れ
、
今

も
田
中
上
柳
町
・
下
柳
町
の
地
名
を
残

し
て
い
ま
す
。

　

明
治
末
か
ら
大
正
期
の
京
都
の
市
街

電
車
は
明
治
二
十
八
年
に
開
業
し
た
京

都
電
気
鉄
道
と
、
明
治
四
十
五
年
に
京

都
市
が
創
業
し
た
市
営
電
車
が
競
合
し

て
い
ま
し
た
。
前
者
は
、
明
治
五
年
に

イ
ギ
リ
ス
か
ら
輸
入
し
た
蒸
気
機
関
車

の
レ
ー
ル
幅
で
あ
る
三
フ
ィ
ー
ト
六
セ

ン
チ
（
一
〇
六
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
、

狭
軌
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
Ｊ
Ｒ
（
旧
国

鉄
）
の
在
来
線
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
一
方
、
京
都
市
が
採
用
し
た
の

は
軌
間
が
四
フ
ィ
ー
ト
八
イ
ン
チ
半

（
一
四
三
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
標

準
軌
と
呼
ん
で
お
り
、
多
く
の
私
鉄
や

市
街
電
車
、
Ｊ
Ｒ
の
新
幹
線
で
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
京
都
市
内
に
は
二

系
列
の
市
街
電
車
が
走
り
、
二
重

の
通
行
税
や
料
金
の
均
一
化
が
問

題
と
な
っ
て
大
正
天
皇
の
御
大
典

を
期
に
統
合
の
方
向
性
が
示
さ

れ
、
大
正
七
年
に
な
っ
て
京
都
市

が
京
電
を
買
収
し
ま
す
。
そ
し
て

二
種
の
軌
間
が
混
在
し
て
い
た
の

を
狭
軌
を
廃
止
し
た
り
標
準
軌
に

拡
幅
し
た
り
し
ま
し
た
。
寺
町
通
を
丸

太
町
か
ら
今
出
川
ま
で
北
上
し
、
さ
ら

に
今
出
川
通
を
東
行
し
て
、
河
原
町
今

出
川
か
ら
河
原
町
通
を
少
し
北
、
青
竜

町
ま
で
走
っ
て
い
た
狭
軌
単
線
の
電
車

も
大
正
十
三
年
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
こ
の
付
近
に
は
、
わ
ず
か
三
百

メ
ー
ト
ル
程
の
と
こ
ろ
に
大
き
な
橋
が

四
つ
も
架
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
昔

は
長
い
木
橋
が
一
本
あ
っ
た
だ
け
で
し

た
。
こ
の
地
点
は
賀
茂
川
と
高
野
川
が

合
流
し
て
鴨
川
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
か

ら
橋
が
多
い
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ

う
が
、
一
本
の
橋
が
四
本
に
も
な
っ
た

の
は
付
近
に
で
き
た
新
し
い
道
路
に
よ

る
も
の
で
す
。
川
の
合
流
点
は
運
ば
れ

て
き
た
土
砂
に
よ
っ
て
三
角
形
の
剣
先

に
な
り
下
流
へ
と
伸
び
て
行
く
の
で
す

が
、
こ
こ
で
も
そ
の
現
象
が
起
き
ま
し

た
。
現
在
の
京
都
家
庭
裁
判
所
か
ら
葵

公
園
に
か
け
て
の
土
地
が
そ
れ
で
す
。

今
、
剣
先
を
挟
ん
で
賀
茂
川
の
出
町
橋

と
高
野
川
の
河
合
橋
の
架
か
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
合
流
す
る
ま
え
の
鴨
川
で
、

桝
形
か
ら
対
岸
の
田
中
村
ま
で
一
本
の

出町桝形商店街
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長
い
出
町
橋
で
し
た
。
そ
の
様
子
は
洋

画
家
の
伊
藤
快
彦
の
風
景
画
に
も
描
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
橋
の
東
詰
は
白
川

街
道
（
志
賀
越
）
に
つ
な
が
り
、
現
在

の
今
出
川
通
の
北
側
に
残
る
旧
今
出
川

通
で
す
。
古
い
街
道
は
直
線
で
は
な

く
、
必
ず
少
し
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
て

歩
い
て
行
く
う
ち
に
退
屈
し
な
い
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
道
は
そ

の
代
表
的
な
例
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て

山
中
越
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

昭
和
六
年
に
新
し
い
今
出
川
通
が
開

通
し
、
電
車
が
敷
設
さ
れ
て
賀
茂
大
橋

が
架
か
り
、
主
要
道
路
化
し
ま
す
。
一

方
、
河
原
町
通
も
北
へ
延
長
さ
れ
、
下

鴨
神
社
の
社
家
町
を
貫
く
電
車
の
敷
設

を
想
定
し
た
新
道
が
開
か
れ
下
鴨
本
通

と
な
り
ま
す
が
、
戦
時
中
で
あ
っ
た
た

め
に
仮
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
三
十
一
年
に
な
っ
て
河
原
町
今
出

川
か
ら
北
大
路
（
洛
北
高
校
前
）
ま
で

待
望
の
電
車
が
走
る
こ
と
に
な
り
、
こ

こ
で
や
っ
と
永
久
橋
が
架
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
京
都
市
の

財
政
事
情
か
ら
軌
道
の
部
分
だ
け
先
行

し
て
開
通
し
、
両
側
の
車
道
と
歩
道
が

広
げ
ら
れ
て
一
人
前
の
橋
と
な
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

出
町
橋
の
西
詰
に
は
妙
音
弁
財
天
が

あ
り
、
江
戸
時
代
の
こ
の
あ
た
り
は
伏

見
宮
邸
で
し
た
。
六
角
堂
に
は
伏
見
宮

家
に
伝
え
ら
れ
た
弘
法
大
師
筆
と
い
う

妙
音
弁
財
天
の
画
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
明
治
三
十
四
年
に
地
元
の
要
請
に

よ
っ
て
現
在
地
に
戻
さ
れ
庶
民
の
信
仰

の
対
象
と
な
り
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

桝
形
商
店
街
の
路
面
に
は
、
小
学
生

の
描
い
た
魚
の
絵
が
歩
道
タ
イ
ル
と
し

て
敷
か
れ
、
若
狭
か
ら
は
る
ば
る
塩
漬

け
に
し
た
鯖
を
運
ん
で
来
た「
鯖
街
道
」

の
終
点
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
出
雲
路　

敬
直
）魚の歩道タイル

出町橋鯖街道口の碑

妙音弁財天
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仁
の
乱
と
御
霊
祭

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

─ 9 ─ ─ 8 ─

　

今
年
は
「
応
仁
の
乱
」
が
勃
発
し
て

五
五
〇
年
の
節
目
の
年
で
す
。
室
町
幕

府
の
将
軍
継
嗣
問
題
が
管か
ん

領れ
い

家
の
御
家

騒
動
や
政
治
の
主
導
権
争
い
と
複
雑
に

絡
ん
で
始
ま
っ
た
合
戦
は
、文
正
二（
応

仁
元
）
年
一
月
十
八
日
に
畠
山
義よ
し

就な
り

が

従
兄
弟
の
畠
山
政
長
を
攻
撃
し
た
こ
と

に
端
を
発
し
ま
し
た
。
そ
の
折
畠
山

政
長
が
自
邸
か
ら
出
て
、
防
衛

拠
点
に
選
ん
だ
の
が
御
霊
の
森

（
林
）
で
し
た
。
南
に
相
国
寺

の
藪
や
濠
、
西
に
細
川
一
族
の

屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
守

る
に
適
し
て
い
る
と
踏
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。

　

山
名
方
（
西
軍
）
の
援
軍
を

得
た
畠
山
義
就
に
対
し
、
細
川

方
（
東
軍
）
は
幕
府
か
ら
畠
山

家
の
内
紛
に
関
与
す
る
な
と
沙

汰
が
あ
っ
た
た
め
動
け
ず
、
細

川
勝
元
か
ら
の
援
軍
を
期
待
し

て
い
た
畠
山
政
長
軍
は
わ
ず
か

一
日
で
敗
走
し
ま
し
た
。
そ
の

お
り
御
霊
社
の
社
殿
も
木
々
も

燃
え
盛
り
、
大
き
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
。

　

御
霊
と
い
う
の
は
、
尊
い
方

の
怨
霊
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
全
国
各
地
に
存
在
す
る
御
霊

神
社
に
は
、
無
実
の
罪
を
き
せ
ら
れ
た

方
や
政
争
に
敗
れ
た
方
、
陰
謀
に
よ
り

都
か
ら
追
わ
れ
た
方
な
ど
、
こ
の
世
に

恨
み
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
方
々
の
霊

を
祀
っ
て
い
る
の
で
す
。
京
都
市
中
に

は
御
霊
神
社
（
上
御
霊
神
社
）
と
下
御

霊
神
社
が
存
在
し
、
創
建
当
初
は
そ
れ

ぞ
れ
上
出
雲
寺
と
下
出
雲
寺
の
鎮
守
と

し
て
お
寺
と
共
存
し
て
い
ま
し
た
。
現

在
両
社
の
境
内
地
は
上
京
区
の
北
と
南

に
離
れ
て
い
ま
す
が
、創
建
当
初
は「
上

社
」
と
「
下
社
」
は
ご
近
所
で
し
た
。

ど
ち
ら
の
御
霊
神
社
に
も
多
く
の
御
霊

と
な
っ
た
方
々
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
て 御霊祭　牛車の列

御霊神社のイチハツ

御霊祭の神輿渡御（冷泉家門前）
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い
ま
す
が
、
両
神
社
に
共
通
で
祀
ら
れ

て
い
る
御
方
も
多
く
、
中
で
も
有
名
な

の
は
「
早さ

良わ
ら

親
王
」
で
す
。
都
が
ま
だ

長
岡
京
だ
っ
た
頃
、
藤
原
種
継
暗
殺
事

件
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
、
乙
訓
寺
で
幽

閉
さ
れ
た
後
、
淡
路
に
流
さ
れ
る
時
、

無
実
を
晴
ら
す
た
め
に
断
食
し
た
こ
と

で
死
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
不
運
の
皇
太

弟
で
す
。
そ
の
方
の
御
霊
が
長
岡
京
の

桓
武
天
皇
の
周
囲
に
災
い
を
も
た
ら
し

た
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
兄
で
あ

る
桓
武
天
皇
が
平
安
京
に
遷う
つ

ら
れ
て

後
、
懇ね
ん
ご

ろ
に
祀
ら
れ
た
の
が
御
霊
神

社
の
始
ま
り
で
し
た
。
で
す
の
で
、
創

建
の
歴
史
は
ほ
ぼ
平
安
京
と
同
じ
な
の

で
す
。
千
二
百
年
の
歴
史
を
見
つ
め
て

き
た
御
霊
神
社
で
す
が
、
守
護
大
名
の

家
督
相
続
に
端
を
発
し
た

十
一
年
間
に
及
ぶ
内
戦
が

上
御
霊
社
で
勃
発
。
し
か

し
乱
の
終
息
後
、
上
御
霊

社
は
皇
室
・
公
家
か
ら
の

援
助
も
受
け
、
氏
子
達
の

努
力
に
よ
り
、
徐
々
に
復

興
し
て
い
き
ま
し
た
。
江

戸
時
代
の
元
禄
三
（
一
六

九
〇
）
年
に
は
松
尾
芭
蕉

も
訪
れ
「
半
日
は
神
を
友

に
や
年
忘
」
と
、
御
霊
の

社
で
ゆ
っ
く
り
と
師
走
の

半
日
を
過
ご
し
た
光
景
が

目
に
浮
か
び
ま
す
。
お
そ

ら
く
神
職
や
氏
子
達
と
簡

単
な
句
会
を
開
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
時
代
は

昭
和
に
な
り
、
広
辞
苑
の
編
集
者
で
あ

る
新し
ん

村む
ら

出い
ず
る

博
士
が
、
自
宅
の
近
い
こ

と
も
あ
り
、
氏
子
の
お
ひ
と
り
と
し
て

境
内
を
よ
く
訪
れ
た
そ
う
で
す
。
西
門

か
ら
の
参
道
脇
に
は
博
士
が
昭
和
三
十

一
（
一
九
五
六
）
年
に
詠
ん
だ
歌
の
碑

も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。「
千ち

早は
や

振ぶ
る　

神

の
み
め
ぐ
み
深
く
し
て　

八
十
ぢ
に
満

つ
る
幸
を
得
に
け
り
」。
御
霊
神
社
は

地下鉄京都市役所前駅から
徒歩で約1分

ライブラリーラウンジ・バー“ヘイヴン” Tel.075-223-8974（直通）

毎日17～19時はお酒が4割引!!ホテルバーのハッピーアワー!!

HAPPY HOUR
40%OFF

Every Day 5:00~7:00pm

1F ライブラリーラウンジ・バー「ヘイヴン」では、
毎日17～19時はボトル、企画商品およびソフトドリンクを除く、
アルコールドリンクを40%OFFでお楽しみいただけます。
この機会にホテルバーをお気軽にご利用ください。

金曜･土曜は
4:00pmから開催!!

※一部適用除外期間がございます。

新村出　歌碑　（御霊神社境内） 松尾芭蕉　句碑　（御霊神社境内）

御霊神社　拝殿



─ 11 ─ ─ 10 ─

激
動
の
歴
史
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、

平
和
な
時
代
に
は
文
人
や
学
者
・
氏
子

な
ど
、
多
く
の
人
達
に
愛
さ
れ
る
産う
ぶ

土す
な

神が
み

と
し
て
今
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

平
和
に
な
っ
た
現
代
に
御
霊
神
社
の
歴

史
を
髣ほ
う

髴ふ
つ

と
さ
せ
て
く
れ
る
祭
礼
が
あ

り
ま
す
。
桜
の
季
節
も
終
わ
り
、
初
夏

の
便
り
が
聞
か
れ
る
頃
に
な
り
ま
す

と
、
境
内
や
そ
の
周
囲
の
堀
に
は
「
イ

チ
ハ
ツ
」
が
一
斉
に
咲
き
誇
り
、
五
月

一
日
に
は
「
御
霊
祭　

社
頭
の
儀
」。

そ
し
て
そ
の
イ
チ
ハ
ツ
が
順
々
に
咲
い

て
、
や
が
て
盛
り
を
過
ぎ
る
頃
、
五
月

十
八
日
に
は
「
御
霊
祭　

渡
御
の
儀
」

が
盛
大
に
催
さ
れ
ま
す
。
後
者
の
祭
礼

で
は
、
神
輿
や
牛
車
、
剣
鉾
に
稚
児
・

八や

乙お
と

女め

ら
大
勢
の
行
列
が
繰
り
出
し
ま

す
の
で
、初
夏
を
彩
る
盛
大
な
行
列
で
、

賀
茂
祭
（
葵
祭
）
と
並
ぶ
壮
麗
な
祭
礼

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
御
霊
祭
の
御
所
巡
幸
が
平
成
二

十
一
年
、
一
四
〇
年
ぶ
り
に
復
活
し
、

人
々
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
そ
し
て

昨
年
、
新
た
に
巡
幸
沿
道
の
清し
ょ
う

浄じ
ょ
う

華け

院い
ん

で
は
古
伝
に
よ
っ
て
神し
ん

供く

の
儀
が
行

わ
れ
、
神
仏
習
合
の
頃
に
思
い
を
馳
せ

る
と
と
も
に
、
同
じ
く
京
都
府
立
医
科

大
学
附
属
病
院
で
も
神
輿
の
巡
幸
が
行

わ
れ
、
小
栗
栖
元
徳
宮
司
の
「
も
と
も

と
御ご

霊り
ょ
う

会え

と
い
う
の
は
病
気
を
鎮
め

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
病
院
へ

の
神
輿
の
お
渡
り
は
本
来
の
意
味
に
通

じ
る
。」
と
い
う
言
葉
に
目
か
ら
鱗
の

思
い
。実
際
に
私
も
五
月
十
八
日
夕
刻
、

府
立
医
大
病
院
で
の
歴
史
的
場
面
に
立

ち
会
っ
て
き
ま
し
た
。
事
前
に
院
内
で

は
、
御
霊
祭
の
神
輿
が
お
渡
り
に
な
る

と
い
う
情
報
が
行
き
渡
っ
て
い
た
と
は

い
え
、
入
院
中
の
患
者
さ
ん
や
病
院
職

員
の
方
が
大
勢
、
神
輿
の
お
渡
り
の
様

子
や
勇
壮
な
差
し
上
げ
や
廻
し
を
、
固か
た

唾ず

を
呑
ん
で
見
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
し
、
点
滴
治
療
の
ま
ま
車
椅
子

で
駆
け
付
け
た
方
も
、
真
剣
な
眼
差
し

で
見
つ
め
て
お
ら
れ
、
帰
り
際
に
「
こ

れ
で
充
分
に
元
気
を
貰
っ
た
か
ら
、
明

日
か
ら
の
抗
癌
剤
治
療
も
ま
た
頑
張
れ

る
わ
。」
と
呟つ
ぶ
や

く
患
者
さ
ん
も
居
て
、

応
仁
の
乱
で
傷
つ
い
た
人
達
も
、
き
っ

と
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
た
こ
と
だ
ろ
う

と
思
う
と
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
神

と
人
と
の
関
わ
り
あ
い
を
感
じ
る
初
夏

の
夕
暮
れ
で
し
た
。

病院内　神輿渡御（京都府立医科大学附属病院）

　御霊祭　神供　（清浄華院　門前）
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「
鳴
く
よ
（
七
九
四
年
）
う
ぐ
い
す

平
安
京
」
か
ら
「
良
い
国
（
一
一
九
二

年
）
作
る
と
鎌
倉
幕
府
」、
そ
し
て
「
人

よ
む
な
（
一
四
六
七
年
）
し
く
応
仁
の

乱
」
な
ど
、
語
呂
合
わ
せ
で
日
本
史
を

覚
え
込
ん
だ
学
生
時
代
の
記
憶
が
あ
る
。

当
時
は
、
七
九
四
年
か
ら
一
一
九
二
年

ま
で
を
平
安
時
代
と
呼
ん
で
疑
わ

な
か
っ
た
が
、
近
年
の
歴
史
書
で

は
、
鎌
倉
幕
府
が
朝
廷
か
ら
守
護
・

地
頭
設
置
権
を
認
め
ら
れ
た
一
一

八
五
年
を
鎌
倉
時
代
の
始
ま
り
と

す
る
説
が
有
力
な
よ
う
だ
。
そ
の

よ
う
な
時
代
―
源
平
が
台
頭
し
て

朝
廷
を
巻
き
込
み
な
が
ら
天
下
を

伺
っ
た
平
安
末
期
、
異
母
兄
崇す

徳と
く

天
皇
（
一
一
一
九
～
六
四
）
の
譲

位
を
受
け
、
満
三
歳
に
な
る
前
に

即
位
し
た
近こ
の

衛え

天
皇
（
一
一
三
九

～
五
五
）
を
悩
ま
せ
た
妖
怪
に
ま

つ
わ
る
話
が
今
に
伝
わ
る
。

黒
雲
湧
き
清
涼
殿
を
覆
う

　

近
衛
天
皇
は
十
二
歳
で
元
服
後
、
皇

后
つ
い
で
中
宮
を
迎
え
た
が
著
し
く
病

弱
で
、子
ど
も
を
授
か
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。そ
れ
ば
か
り
か
丑
の
刻（
午
前
二
時
）

頃
、
東
三
条
の
方
か
ら
黒
雲
が
湧
き
出

で
て
清
涼
殿
を
覆
う
と
、
ひ
ど
く
う
な

さ
れ
、
怯お
び

え
悩
ま
れ
る
夜
が
続
い
て
止

む
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

ど
う
や
ら
妖
怪
の
仕
業
ら
し
い
。
殿て
ん

上じ
ょ
う

公く

卿ぎ
ょ
う

た
ち
は
協
議
を
重
ね
、
京
の
高

僧
や
修し
ゅ

験げ
ん

者じ
ゃ

を
召
し
出
し
て
加か

持じ

祈き

祷と
う

を
施
さ
せ
た
が
、
何
の
効
き
目
も
な
い
。

　

近
衛
天
皇
の
祖
父
に
あ
た
る
堀
河
天

皇
（
一
〇
七
九
～
一
一
〇
七
）
も
同
じ

よ
う
に
苦
し
み
、
気
絶
を
繰
り
返
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
源
氏
の
武

将
源
義
家
（
一
〇
三
九
～
一
一
〇
六
）

が
紫し

宸し
ん

殿で
ん

の
広
縁
に
待
機
し
て
、
丑
の

刻
に
な
る
と
、「
我
こ
そ
は
前
の
陸む
つ
の
か
み

奥
守

八は
ち

幡ま
ん

太
郎
、
源
の
義
家
で
あ
る
」
と
周

り
の
者
が
身
震
い
す
る
よ
う
な
大
声
を

張
り
上
げ
「
三
度
の
鳴め
い

弦げ
ん

」
を
行
う
と
、

邪
気
が
払
わ
れ
、
天
皇
も
回
復
し
た
。

こ
の
例
に
倣な
ら

っ
て
武
士
に
警
護
さ
せ
る

こ
と
に
し
て
、
公
卿
補
佐
源
雅
頼
（
一

一
二
七
～
九
〇
）
の
推
挙
に
よ
り
、
源

平
両
家
の
中
か
ら
弓
矢
の
名
手
源
頼
政

（
一
一
〇
四
～
八
〇
）
を
召
し
出
し
た
。

　

後
に
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
以も
ち

仁ひ
と

王お
う

鵺大明神（智恵光通丸太町下ル主税町、二条児童公園内）
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（
一
一
五
一
～
八
〇
）
に
平
氏
打
倒
の
挙

兵
・
武
装
蜂
起
を
促
し
た
も
の
の
敗
北

し
、
宇
治
平
等
院
で
自
刃
す
る
頼
政
だ

が
、
当
時
は
兵ひ
ょ
う
ご
の
か
み

庫
頭
（
従
五
位
上
相
当
）

の
職
に
あ
り
、
昇
殿
が
許
さ
れ
る
身
分

で
は
な
か
っ
た
。「
昔
か
ら
朝
廷
に
武
士

を
置
く
の
は
、
反
逆
の
者
を
退
け
、
勅

命
に
逆
ら
う
輩
を
滅
ぼ
す
た
め
で
あ
る
。

目
に
も
見
え
な
い
変へ
ん

化げ

の
物
を
退
治
せ

よ
と
言
わ
れ
て
も
承
る
こ
と
は
出
来
な

い
」
と
言
っ
た
も
の
の
勅
命
に
は
従
わ

ざ
る
を
得
ず
、
信
頼
す
る
家
臣
の
猪い
の

早は
や

太た

た
だ
一
人
を
伴
っ
て
大お
お

内う
ち

守し
ゅ

護ご

の
た

め
参
内
し
た
。

噂
の
妖
怪
一
の
矢
で
退
治

　

四
月
半
ば
の
あ
る
深
夜
、
頼
政
が
重し
げ

籐ど
う

の
弓
と
山
鳥
の
尾
の
毛
で
矧は

ぎ
鋭
く

尖
っ
た
二
筋
の
矢
を
持
ち
、
近
衛
天
皇
の

寝
所
に
隣
接
す
る
紫
宸
殿
の
側
に
身
を

潜
め
て
い
る
と
、
黒
雲
が
一
面
に
立
ち

込
め
、
妖
し
い
鳴
き
声
が
こ
だ
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
ぞ
噂
の
妖
怪
に
違
い
な
い
」。

南
無
八
幡
大
菩
薩
と
祈
念
し
て
黒
雲
を

め
が
け
、
ひ
ょ
う
と
一
の
矢
を
放
っ
た
。

頼
政
が
「
得
た
り
や
、
お
う
」
と
雄
叫

び
を
あ
げ
る
間
も
な
く
、
庭
先
に
奇
妙

な
声
を
張
り
上
げ
て
妖
怪
が
落
ち
て
来

た
。
早
太
が
素
早
く
駆
け
寄
り
、
拳
も

刀
も
胴
を
貫
け
と
ば
か
り
九
回
立
て
続

け
に
差
し
抜
い
て
、
こ
れ
を
仕
留
め
た
。

　

舎と
ね
り人
た
ち
が
松た
い

明ま
つ

を
手
に
こ
わ
ご
わ

妖
怪
を
照
ら
し
出
す
と
、
頭
は
サ
ル
、

胴む
く
ろ

は
タ
ヌ
キ
、
手
足
は
ト
ラ
、
尾
は
蛇
く
ち
な
わ

で
、
鳴
き
喘
ぐ
声
は
鵺ぬ
え

に
似
て
い
る
怪

鳥
だ
っ
た
。

　

天
皇
は
治
癒
す
る
と
共
に
、
頼
政
の

行
い
を
大
い
に
褒
め
、
獅
子
王
と
い
う

剣
を
与
え
る
こ
と
に
し
て
、
宇
治
の
左

大
臣
藤
原
頼
長
（
一
一
二
〇
～
五
六
）

に
託
し
た
。
頼
長
が
頼
政
に
剣
を
与
え

よ
う
と
し
た
そ
の
時
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
が

二
、
三
声
鳴
き
な
が
ら
雲
の
間
を
飛
び

ぬ
け
て
行
っ
た
。

　

頼
長
が
と
っ
さ
に

ほ
と
と
ぎ
す
名
を
も
雲
井
に
あ
ぐ
る
か
な

と
上
の
句
を
詠
む
と
、
頼
政
は

　

弓
は
り
月
の
射
る
に
ま
か
せ
て

と
下
の
句
を
続
け
て
剣
を
賜
り
退
出
し

た
。
こ
の
や
り
取
り
を
聞
い
た
公
家
や

武
士
た
ち
で
「
頼
政
は
武
芸
だ
け
で
な

く
、
歌
道
に
も
優
れ
て
い
る
」
と
感
心

し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
妖
怪

は
う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
た
と
い
う
。

雨
の
中
で
鵺
を
射
た
頼
政

　

近
衛
天
皇
の
甥
に
当
た
る
二
条
天
皇

（
一
一
四
三
～
六
五
）
に
も
同
様
の
話
が

伝
わ
る
。
怪
鳥
の
鵺
が
禁
中
の
空
を
飛

び
回
り
天
皇
を
悩
ま
せ
る
夜
が
続
き
、

再
び
頼
政
が
呼
び
出
さ
れ
た
。
鵺
は
一

声
鳴
く
だ
け
な
の
で
、
頼
政
は
一
の
矢

に
大
き
な
鏑か
ぶ
ら

矢や

を
天
高
く
放
ち
、
驚
い

た
鵺
が
大
き
く
「
ヒ
ヒ
」
と
叫
ん
だ
と

鵺池（二条児童公園内）

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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こ
ろ
に
、
二
の
矢
の
小
さ
な
鏑
矢
を
放

ち
射
落
と
す
こ
と
が
出
来
た
。

　

天
皇
は
大
い
に
感
心
さ
れ
、
褒
美
に

御
衣
を
下
賜
す
る
た
め
、
大お
お

炊い
の

御み

門か
ど

の

右
大
臣
徳
大
寺
公き
ん

能よ
し

（
一
一
一
五
～
六

一
）
を
遣
わ
せ
た
。
公
能
は
「
昔
の
養よ
う

由ゆ
う

（
※
１
）
は
雲
の
上
の
雁
を
射
た
。
今
の

頼
政
は
雨
の
中
で
鵺
を
射
た
」
と
感
心

し
て
、

　

五さ
つ

月き

闇や
み

名
を
あ
ら
は
せ
る
今
宵
か
な

と
仰
せ
に
な
る
と
、
頼
政
は
、

　

た
そ
か
れ
ど
き
も
過
ぎ
ぬ
と
思
ふ
に

と
付
け
、
御
衣
を
肩
に
か
け
て
退
出
し

た
と
い
う
。

わ
が
身
は
暗
黒
の
世
界
に

　

こ
の
よ
う
に
「
平
家
物
語
」
に
記
さ

れ
た
源
頼
政
の
妖
怪
退
治
だ
が
、
こ
れ

だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。

　

謡
曲
「
鵺
」
に
よ
る
と
、
あ
る
旅
僧

が
摂
津
国
芦
屋
の
御
堂
に
一
夜
の
宿
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
異
様
な
姿
の
舟
人
が

う
つ
ぼ
舟
に
乗
っ
て
現
れ
た
。
僧
が
舟

人
に
「
人
間
で
は
あ
る
ま
い
、
名
は
」

と
問
い
か
け
る
と
「
自
分
は
鵺
の
亡
霊

で
あ
る
」
と
明
か
し
て
、
頼
政
に
射
抜

か
れ
た
顛て
ん

末ま
つ

を
語
り
消
え
て
行
っ
た
。

　

僧
は
里
人
た
ち
か
ら
、
都
か
ら
流
さ

れ
て
き
た
鵺
が
し
ば
ら
く
こ
の
地
に
滞

留
し
て
い
た
と
聞
い
て
霊
を
弔
っ
て
い

る
と
、
再
び
鵺
の
亡
霊
が
姿
を
現
し
た
。

わ
が
身
へ
の
供
養
に
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
名
を
あ
げ
た
頼
政
に
比
べ
て
、
わ

が
身
は
暗
黒
の
世
界
に
沈
め
ら
れ
て
い

る
と
嘆
き
、「
山
の
端は

の
月
に
闇
を
照
ら

せ
よ
」
と
願
い
な
が
ら
闇
の
波
間
へ
と

沈
ん
で
行
く
の
だ
っ
た
。

鵺
に
似
た
声
の
妖
怪
と
は

　

鵺
は
現
在
で
は
ト
ラ
ツ
グ
ミ
と
さ
れ

る
。
こ
の
鳥
の
寂
し
げ
な
鳴
き
声
は
当

時
の
人
々
に
は
不
吉
に
聞
こ
え
て
凶
鳥

と
嫌
わ
れ
、
天
皇
や
貴
族
た
ち
は
鳴
き

声
が
聞
こ
え
る
と
大
事
が
起
き
な
い
よ

う
祈
祷
し
た
と
い
う
。

　
「
平
家
物
語
」
に
よ
る
と
、
近
衛
天
皇

の
時
射
た
の
は
、「
鵺
に
似
た
声
の
妖
怪
」

で
、
死
骸
は
う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
た
た

め
、
骨
や
毛
皮
は
残
っ
て
い
な
い
（
こ

と
に
な
っ
て
い
る
）。

　

約
十
年
後
、
二
条
天
皇
の
時
は
「
鵺

と
鏑
を
並
べ
て
前
に
ぞ
落
と
し
た
る
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
近
衛
天
皇
を
悩

ま
せ
た
の
が
同
様
に
鵺
だ
と
す
る
と
、

う
つ
ぼ
舟
で
流
さ
れ
た
死
骸
が
リ
ベ
ン

ジ
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
鵺
に
一
族
が

い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

二
条
城
の
北
西
に
あ
る
児
童
公
園
の

北
西
隅
に
小
さ
な
社
が
あ
り
、「
鵺
大
明

神
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
南
側
に
近
年

改
修
さ
れ
た
「
鵺
池
」
が
広
が
り
側
ら

に
「
鵺
池
碑
」
が
建
つ
。
長
年
月
を
経

て
碑
文
は
読
み
よ
う
も
な
い
が
、「
こ
の

池
は
源
三
位
頼
政
が
鵺
を
射
と
め
た
時
、

血
の
付
い
た
鏃や
じ
り

を
洗
っ
た
と
こ
ろ
の
池

と
伝
え
る
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い
る
そ

う
だ
。

　

ち
な
み
に
辺
り
一
帯
は
平
安
京
大
内

裏
の
東
南
部
に
当
た
り
、
近
衛
天
皇
の

里
内
裏
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。

考
え
る
と
ぬ
え
の
よ
う
に

　

平
安
時
代
の
末
期
、
保
元
･
平
治
の

乱
を
経
て
、
世
は
公
家
か
ら
武
家
社
会

へ
と
移
り
ゆ
く
。
そ
の
時
代
に
天
皇
の

地
位
に
あ
っ
た
堀
河
、
近
衛
、
二
条
の

三
人
が
妖
怪
、
鵺
に
悩
ま
さ
れ
た
と
伝

わ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
若
く
し
て
崩
御

さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
考
え
る
ほ
ど
に
「
ぬ
え
の
よ
う
な

話
（
※
２
）」
に
な
っ
て
、
と
ど
ま
る
と
こ

ろ
が
な
い
。 　
　
　
　
（
福
井　

和
雄
）

（
※
１
）
養よ
う

由ゆ
う

基き

は
、
春
秋
時
代
の
楚
の
武
将
。
弓
の
名
人

と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
※
２
）
性
格
や
本
性
が
（
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
、
と
ら

え
ど
こ
ろ
の
な
い
、
の
ら
く
ら
し
て
い
る
な
ど
し

て
い
て
）
分
か
り
に
く
い
こ
と
を
い
う
。

神明神社（下京区綾小路通東洞院東入ル神明町）
に奉納の ｢鵺退治 ｣絵馬
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上京区人権月間
「講演のつどい」

20162016

　秋の「上京茶会」が昨年

11月13日、北野天満宮明

月舎において裏千家の懸釜により開催されました。秋の茶会

としては５年ぶりに好天に恵まれ、多くの方が会場を訪れ、色

づき始めた庭の紅葉を愛でつつ、一服を楽しまれていました。

　第５２回上京薪能が昨年9月21日に開催されました。台

風が接近しあいにくの雨となったため、二年連続で金剛能

楽堂での上演となりましたが、ほぼ満席の来場者が幽玄の

世界に魅了されました。

　区役所庁舎前に並ぶプランターに季節の草花が植えられ、

ボランティアの皆さんが毎日手入れをされて、来庁者の目を

楽しませています。昨年11月19日には一斉にパンジーへと

植え替えを行い、冬から春への装いとなりました。

　昨年12月17日、区総合庁舎で、落語家の桂米紫氏を講師

に「講演のつどい」が行われました。「楽しみの伝え方」をテー

マに相手に自分の気持ちを伝える話し方のコツについてお話

をされるとともに、落語を一席披露していただき、笑いの絶え

ない講演会になりました。

　1月21日、有斐斎弘道館で「上京区民ふれあい文化大学」

が行われました。参加者は、濱崎加奈子館長によるお話を聴

きながらお菓子とお茶を楽しみ、弘道館の歴史と京都の幅広

く深い伝統文化の真髄を学びました。

　「上京区民ふれあいまつり２０１６」が、昨年10月30日

に北総合支援学校で開催されました。晴天のもと大勢の

参加者が会場に詰めかけ、子どもからお年寄りまでふれ

あいの輪が広がりました。

─ 15 ─ ─ 14 ─
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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／妙顯寺の玄関前庭に咲く桜　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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２０１７年３月１日(水)より営業を再
開いたします。皆さまのお越しを
心よりお待ち申し上げております。 
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