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昨
秋
、
五
二
円
の
切
手
セ
ッ
ト
に
二
条
城
の
十
枚
シ
リ
ー
ズ
が
発
売
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
可
愛
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
切
手
の
多
い
中
で
、
こ
の
二
条
城
シ
リ
ー
ズ

は
大
人
の
切
手
と
言
う
か
、
と
て
も
厳
粛
な
印
象
の
あ
る
も
の
で
し
た
。
観
光
客

の
訪
問
先
と
し
て
ベ
ス
ト
・
ス
リ
ー
に
入
る
名
所
で
す
が
、
京
都
に
は
珍
ら
し
く
、

武
家
の
遺
構
で
あ
り
ま
す
。
今
は
京
都
市
が
管
轄
し
て
い
ま
す
が
、
元
々
は
徳
川

氏
の
所
有
す
る
も
の
で
し
た
。
一
六
〇
二
年
（
慶
長
七
年
）
徳
川
家
康
が
命
じ
て

着
工
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
は
、
征
夷
大
将
軍
の
宣せ
ん

下げ

を
朝
廷
か
ら
受
け
る
た
め
、

家
康
は
上
洛
し
て
、
城
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
少
し
づ
つ
増
築
さ
れ
、

公
武
の
儀
礼
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
朝
廷
の
動
き
を
監
視
、
牽
制
す
る

こ
と
も
、
こ
の
城
の
役
割
の
一
つ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
以
来
二
百
七
十
五
年
、

最
後
の
将
軍
徳
川
慶よ
し

喜の
ぶ

が
、
征
夷
大
将
軍
の
称
号
を
朝
廷
に
返
上
し
、
同
時
に
政

権
を
朝
廷
に
還
す
ま
で
、
二
条
城
は
重
要
な
政
治
的
拠
点
と
し
て
機
能
し
続
け
ま

し
た
。

　
さ
て
、
大
政
奉
還
後
の
一
八
六
六
年
（
慶
応
四
年
）
正
月
三
日
、
旧
幕
府
軍
と

新
政
府
軍
の
間
に
起
っ
た
戦
争「
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
」は
、旧
幕
府
軍
が
劣
勢
と
な
っ

て
、
慶
喜
は
大
阪
か
ら
軍
艦
に
乗
っ
て
江
戸
へ
逃
れ
ま
し
た
。
伏
見
と
そ
の
周
辺

は
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
ま
し
た
が
、
幕
末
の
騒
乱
で
疲
弊
し
た
京
、
伏
見
の
人
々

の
間
に
は
、
他
の
地
方
の
人
々
ほ
ど
、
幕
末
、
明
治
初
の
改
革
を
双も

ろ
て手
を
挙
げ
て

歓
迎
す
る
空
気
は
な
く
、
特
に
、
江
戸
に
遁と
ん

走そ
う

し
た
徳
川
慶
喜
の
行
動
に
は
、
芳
か
ん
ば

し
い
評
判
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
歴
史
上
の
人
物
と
な
っ
た
現
在
で
も
、「
慶
喜

さ
ん
は
い
ま
一
つ
」
と
評
価
す
る
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
慶
喜
を
江
戸
で
迎
え
た
江
戸
の
人
々
は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
生
粋

の
江
戸
っ
子
で
あ
っ
た
画
家
の
鏑
か
ぶ
ら

木き

清き
よ

方か
た

は
、随
筆
集
『
こ
し
か
た
の
記
』（
続
篇
）

に
、
こ
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
い
ま
す
。

…
…
も
う
三
十
余
年
の
昔
、人
に
誘
わ
れ
て
、そ
の
頃
神
田
の
猿さ
る

楽が
く

町
ち
ょ
う

に
在
っ

た
能
役
者
松
本
金
太
郎
の
舞
台
に
、
名
人
と
呼
ば
れ
た
宝ほ
う

生
し
ょ
う

九
郎
の
「
安あ
た

宅か

」
を
見
に
行
っ
た
と
き
隣
桟さ

敷じ
き

に
慶よ
し

喜の
ぶ

公
と
家い
え

達さ
と

公
と
が
な
ら
ん
で
見
物

し
て
い
ら
れ
た
の
を
、
余よ

所そ

な
が
ら
お
見
上
げ
申
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
年
を
繰
っ
て
見
る
と
そ
の
頃
は
慶
喜
公
の
六
十
三
、四
に
当
ら
れ
る
時
分
ら

し
い
。
色
の
白
い
、
気
品
の
高
い
、
端た
ん

然ぜ
ん

と
し
て
袴
は
か
ま

の
上
に
両
手
を
置
い
た

ま
ま
で
、
ま
こ
と
に
行
儀
よ
く
お
能
を
見
て
い
ら
れ
る
の
が
、
能
楽
の
よ
う

な
芸
術
に
な
る
と
、
舞
台
も
そ
う
だ
が
、
見
る
方
に
も
こ
う
し
た
風
格
が
大

切
で
あ
っ
て
、
古
典
の
す
ぐ
れ
た
味
が
、
こ
う
あ
っ
て
こ
そ
完
全
に
出
し
切

れ
る
の
だ
と
そ
う
思
っ
た
。（
後
略
）

　
清
方
は
絵
画
作
品
で
も
随
筆
で
も
、
江
戸
の
庶
民
の
暮
し
や
習
慣
、
ま
た
、
将

軍
（
公く

方ぼ
う

様
と
江
戸
の
人
は
愛
称
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
）
の
居
城
で
あ
っ
た
千

代
田
城
を
中
心
に
し
た
江
戸
の
町
そ
の
も
の
を
愛
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
短

い
文
章
に
も
、
慶
喜
公
に
対
す
る
清
方
の
尊
敬
、
親
愛
の
念
が
滲に

じ

み
出
て
い
ま
す
。

大
方
の
当
時
の
東
京
の
人
々
は
、
清
方
と
似
た
心
情
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
清
方
が
隣
桟
敷
に
徳
川
慶
喜
や
家
達
を
見
か
け
た
の
は
、
未
だ
若
い
頃
で
、

二
十
歳
台
の
後
半
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
桟
敷
席
を
共
に
す
る
こ

と
な
ど
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
御
身
分
か
ら
、
庶
民
と
膝
を
交
じ
え
る
現
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在
の
お
姿
。
そ
れ
だ
け
で
も
清
方
は
深
い
同
情
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
の
頃
か
ら
、
清
方
は
い
つ
か
機
会
が
あ
っ
た
ら
絵
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
実
際
に
清
方
が
慶
喜
の
肖
像
を
描
い
た
の
は
、
一
九
三
五
年
（
昭
和
十
年
）
の

こ
と
で
、一
九
三
六
年
二
月
の
改
組
新
帝
展
に
出
品
し
ま
し
た
。
そ
の
作
画
の
た
め
、

清
方
は
上
野
・
寛
永
寺
内
の
元
大
慈
院
の
一
室
を
訪
ね
た
雨
の
日
を
、
詳
し
く
そ

の
随
筆
に
書
き
と
め
て
い
ま
す
。
朝
廷
に
政
権
を
返
還
し
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
を

経
て
、江
戸
に
帰
還
し
、恭
順
の
意
を
示
す
た
め
に
謹
慎
籠ろ
う

居き
ょ

さ
れ
た
慶
喜
の
姿
を
、

も
う
一
度
再
現
す
る
た
め
の
取
材
で
し
た
。

　
十
畳
程
度
の
室
内
は
、「
張
壁
は
白
地
へ
雲き
ら
ら母
の
紗さ

綾や

形が
た

と
群
青
色
の
影か
げ

日ひ

向な
た

の

立
葵
、
襖
は
白
地
へ
群
青
の
葵
の
紋
散
ら
し
で
あ
る
。
東
向
き
に
九
尺
ば
か
り
の

床
が
あ
っ
て
、
そ
の
床
柱
は
丸
太
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
、
群
青
色
の
葵
の
紋
と
は
ち
っ

と
時
代
の
違
う
よ
う
な
と
思
わ
れ
る
程
、
チ
ョ
ク
な
感
じ
の
も
て
る
柱
で
、
狐
色

に
て
ら
て
ら
光
っ
て
、
手
摺
れ
て
古
び
た
、
根
岸
あ
た
り
の
寮
住
居
を
さ
え
偲
ば

せ
る
。」
と
詳
し
く
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
謹
慎
す
る
慶
喜
の
幻
は
、
能
見
物

の
際
偶た
ま

々た
ま

隣
の
桟
敷
に
座
っ
て
お
ら
れ
た
お
方
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
謹

慎
の
慶
喜
は
丸
腰
で
は
な
く
、
短
刀
を
帯
び
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
事
実
な
の
か

ど
う
か
は
判
ら
な
い
け
れ
ど
、
清
方
は
慶
喜
が
山
岡
鉄て
っ

舟
し
ゅ
う

に
賜
た
ま
わ

っ
た
短
刀
、「
千せ
ん

段だ
ん

巻ま
き

漆
う
る
し

塗ぬ
り

の
柄つ
か

に
蝋ろ

色い
ろ

鞘ざ
や

、
紺
の
丸ま
る

打う
ち

の
下さ
げ

緒お

の
付
い
た
ま
こ
と
に
質
素
な
」
短

刀
を
佩は

か
せ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
念
入
り
の
肖
像
画
は
、
今
で
は
珍
ら
し
い
と

言
う
べ
き
で
し
ょ
う

が
、『
平
家
物
語
』
な

ど
を
読
む
と
、
武
者
の

兜
や
鎧
、
馬
の
鞍
や

鐙あ
ぶ
み

な
ど
の
装
飾
の
微

に
入
り
細
を
極
め
る
描

写
、
し
か
も
そ
れ
が
特

殊
な
こ
と
で
な
い
気
配

に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
古

代
の
文
献
・
文
学
の
描

写
は
兎
も
角
、
清
方

の
作
品
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五

年
）
の
〈
三
遊
亭
円
朝
〉

や
〈
一
葉
〉
に
つ
い
て

も
言
え
る
こ
と
で
、
清
方
が
描
か
れ
る
人
物
の
全
人
格
を
表
そ
う
と
し
、
そ
の
た

め
に
、
少
し
の
こ
と
を
も
揺
が
せ
に
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
清
方
が
肖
像
画
を
描
い
た
の
は
、
昭
和
初
期
か
ら
二
十
年
代
ま
で
の
間
で
す
。

肖
像
画
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
西
洋
美
術
の
も
の
で
、
勿
論
、
頂ち
ん

相ぞ
う

（
高
僧
の
肖

像
）
や
供
養
の
目
的
を
帯
び
た
王
侯
貴
族
や
武
将
の
肖
像
画
は
日
本
に
も
あ
り
ま

す
が
、
少
し
目
的
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
清
方
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
本
人
を
前

に
描
く
わ
け
で
は
な
く
、
写
真
で
あ
っ
た
り
、
遠
見
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
り
、
追

憶
だ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
清
方
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
現
実
に
即
し
た
ド
ラ
マ
が
在
っ
た
こ
と
で
し
た
。〈
三
遊
亭
円
朝
〉
は
、
白

湯
を
一
口
飲
ん
で
、一
席
を
話
し
始
め
よ
う
と
す
る
瞬
間
を
描
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、

〈
一
葉
〉
は
一
葉
の
日
記
か
ら
、
そ
の
場
面
を
借
り
て
い
ま
す
。〈
慶
喜
恭
順
〉
は
、

先
に
お
話
し
し
た
通
り
で
す
。
花
鳥
風
月
を
中
心
の
京
都
の
近
代
日
本
画
に
は
注

目
す
べ
き
肖
像
が
殆
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
で
は
浮
世
絵
版
画
の
伝
統
の
あ
る
か

ら
こ
そ
、
人
物
描
写
は
人
々
に
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

最
後
の
浮
世
絵
師
と
言
わ
れ
た
清
方
で
す
が
、
日
本
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
、
肖

像
画
と
い
う
新
し
い
分
野
を
加
え
た
こ
と
も
、
清
方
の
功
績
の
一
つ
だ
と
言
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

※
引
用
文
は
、
中
公
文
庫
『
続
・
こ
し
か
た
の
記
』
昭
和
五
十
二
年
刊
行
に
よ
り
ま
し
た
。
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六
軒
町
通

　

千
本
通
か
ら
西
に
は
六
軒
町
・
七
本

松
・
下
ノ
森
の
三
本
の
縦
通
り
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
西
は
御
前
通
で
す
。
こ
れ

ら
の
道
の
北
辺
は
「
柏か
し

野わ
の

」
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。
こ
の
地
名
は
早
く
平
安
時
代

の
史
書
『
日
本
後
紀
』
に
見
え
、
千
本

釈
迦
堂
の
後
ろ
の
森
を
「
柏
森
」
と
い

い
、
そ
こ
に
は
「
柏か
え

ノの

社や
し
ろ

」
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
柏
野
は
、
内

野
・
北
野
・
平
野
・
点し
め

野の

・
紫
野
・
蓮

台
野
と
と
も
に
七な

な

野の

の
一
つ
と
し
て

数
え
ら
れ
、
野
と
つ

く
と
こ
ろ
か
ら
広
漠

た
る
原
野
で
あ
っ
た

よ
う
で
、
お
そ
ら
く

地
下
が
岩
盤
で
農
耕

に
適
さ
な
い
土
地
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
北
野
天

満
宮
の
創
建
以
来
、

神
領
と
な
り
ま
し
た
。

　

六
軒
町
通
は
上
立
売
通
を
起
点
と

し
、
ほ
と
ん
ど
一
直
線
に
南
下
し
ま

す
。
そ
の
北
を
柏
清
盛
町
と
い
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
明
治
元
年
に
柏
野
町
と
清

玄
町
・
盛
下
町
と
が
合
併
し
て
出
来
た

町
名
で
す
。
そ
れ
以
前
は
周
辺
の
町
と

と
も
に
釈
迦
十
丁ち

ょ
う

町ま
ち

と
呼
ば
れ
、
大
部

分
が
粟
田
青
蓮
院
領
で
、
そ
の
他
は
一

条
家
と
大
徳
寺
の
領
地
で
し
た
が
、
明

治
に
な
っ
て
民
有
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
出
川
通
の
手
前
に
燈
明
寺
と
親
縁

寺
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
の
燈
明
寺
は

後
陽
成
天
皇
の
勅
命
で
、
一
日
百
燈
供

養
を
修
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

寺
名
と
な
り
ま
し
た
。
親
縁
寺
は
浄
土

宗
で
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
僧

頓と
ん

誉よ

が
勅
許
を
得
て
創
建
し
ま
し
た
。

　

笹
屋
町
通
下
る
の
若
松
町
あ
た
り
に

は
大だ
い

甞じ
ょ
う

会え

畠ば
た

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
は

天
皇
の
即
位
礼
に
新
穀
を
神
に
奉
る
大

甞
会
の
斎
所
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ

の
址あ
と

は
今
の
通
り
名
で
東
は
千
本
、
西

は
七
本
松
、
南
は
一
条
、
北
は
今
出
川

に
あ
た
り
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
廃
絶

し
ま
し
た
。

　

仁
和
寺
街
道
近
く
に
は
一
番
町
か
ら

七
番
町
ま
で
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
は

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
に
聚
楽
第

が
築
か
れ
た
時
に
一
番
か
ら
七
番
ま
で

の
組
屋
敷
が
置
か
れ
た
こ
と
に
由
来
し

ま
す
。
こ
の
地
域
に
は
多
く
の
寺
が
あ

り
ま
す
が
、
中
で
も
四
番
町
に
は
報
土

寺
が
あ
り
、
表
門
と
本
堂
が
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
は

上京の史蹟　その 30

六　軒　町　通・
七本松通・下ノ森通

おおじ こうじおおじ こうじ

報土寺本堂
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浄
土
宗
で
、
貞じ
ょ
う

観が
ん

元
年
（
八
五
九
）
に

行
教
が
創
建
し
ま
し
た
。
応
仁
の
乱
に

遭あ

い
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
相

国
寺
の
傍か
た
わ

ら
で
浄
土
宗
の
念
仏
道
場

と
し
て
再
興
し
ま
す
が
、
寛か
ん

文ぶ
ん

三
年

（
一
六
六
三
）
に
現
在
地
へ
移
転
し
ま

す
。
本
堂
は
現
地
で
建
造
さ
れ
た
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
寛
永

六
年
（
一
六
二
九
）
の
棟
札
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
旧
地
か
ら

移
転
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
と

も
に
建
築
年
代
も
確
認
さ
れ
て
一

間
薬や
く

医い

門も
ん

の
表
門
と
と
も
に
昭
和

六
十
年
に
重
要
文
化
財
と
な
り
ま

し
た
。
本
堂
は
正
面
七
間
、
側
面

六
間
、
一
重
、
入い
り

母も

屋や

造づ
く
り

、
本ほ
ん

瓦か
わ
ら

葺ぶ
き

の
典
型
的
な
浄
土
宗
本
堂
で
、

正し
ょ
う

嘉か

二
年
（
一
二
五
八
）
の
造
銘

の
あ
る
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
も

重
要
文
化
財
で
す
。

　
「
五
番
町
」
と
い
え
ば
遊
郭
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
そ
の
始
ま

り
は
享
保
の
頃
（
一
七
一
六
～

一
七
三
六
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
禁
止
や
再

興
が
く
り
か
え
さ
れ
ま
す
が
、
慶
応
三

年
（
一
八
六
七
）
に
至
っ
て
独
立
の
遊

郭
と
な
り
ま
し
た
。

　

七
番
町
に
は
華け

光こ
う

寺じ

、
福ふ
く

勝し
ょ
う

寺じ

、
玉ぎ
ょ
く

蔵ぞ
う

院い
ん

が
あ
り
ま
す
が
、
華
光
寺
は
出
水

の
七
不
思
議
の
一
つ
「
時
雨
の
松
」
で

知
ら
れ
ま
す
。
今
で
は
松
は
枯
死
し
幹

が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

下
立
売
通
か
ら
南
は
中
京
区
に
入

り
、
二
条
駅
の
西
側
を
経
て
四
条
通
の

日
本
写
真
印
刷
の
構
内
で
途
切
れ
、
そ

の
先
は
「
東
新
道
」
と
名
が
変
わ
り
五

条
通
で
終
わ
り
ま
す
。

七
本
松
通

　

一
筋
西
の
七
本
松
通
は
寺
之
内
通
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
広
い
道
を
下
が
っ
て

行
く
と
、
翔
鸞
小
学
校
の
東
側
に
千
本

釈
迦
堂
の
西
口
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は

大
報
恩
寺
と
い
い
真
言
宗
智
山
派
に
属

し
て
い
ま
す
。
国
宝
の
本
堂
は
桁
行
五

間
、
梁
間
六
間
、
一
重
入
母
屋
造
、
檜ひ
わ

皮だ

葺ぶ
き

、鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
仏
堂
で
、

創
建
当
初
の
安あ
ん

貞て
い

元
年
（
一
二
二
七
）

に
建
て
ら
れ
た
京
都
の
旧
市
街
地
で
最

古
の
建
造
物
で
す
。

　

大
報
思
寺
は
鎌
倉
時
代
初
期
、
承
久

三
年
（
一
二
二
一
）
に
羽
州
の
人
、
義

空
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
鎌
倉

や
比
叡
山
で
修
行
し
天
台
密
教
を
会
得

し
た
義
空
が
猫
間
中
納
言
光
隆
の
従
者

で
あ
っ
た
岸
高
か
ら
自
ら
の
家
の
寄
進

千本釈迦堂　大根炊き

─ 5 ─



を
受
け
、
釈
迦
如
来
像
と
十
大
弟
子
像

を
仮
堂
に
安
置
し
た
の
が
起
こ
り
で

す
。
七
七
〇
年
余
り
の
間
、
密
集
し
た

市
街
地
に
あ
り
な
が
ら
、
度
々
の
大
火

に
も
焼
け
残
っ
た
の
は
、
お
寺
を
火
か

ら
守
り
抜
い
た
西
陣
の
町
衆
の
住
民
意

識
の
高
さ
と
そ
の
意
気
込
み
で
し
ょ

う
。

　

今
出
川
通
（
府
道
銀
閣
寺
宇
多
野

線
）
と
交
差
す
る
あ
た
り
か
ら
西
へ
入

る
道
が
「
上か
み

七し
ち

軒け
ん

」
で
す
。
京
都
の
五

花
街
の
一
つ
で
、
鳥
居
前
町
・
真
盛

町
・
社
家
門
前
町
に
ま
た
が
っ
て
い
ま

す
。
室
町
時
代
、
北
野

天
満
宮
の
社
殿
を
造
営

し
た
際
、
そ
の
残
木
で

七
軒
の
茶
屋
を
建
て
た

こ
と
に
よ
る
と
伝
え
て

い
ま
す
。
寛
永
年
間

（
一
六
二
四
～
四
四
）

に
茶
屋
株
が
許
さ
れ
、

明
治
以
降
は
西
陣
の
機

業
家
が
主
な
客
筋
と
な

り
、
北
野
天
満
宮
と
と

も
に
栄
え
て
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
四
月
上
旬
の
「
北
野

を
ど
り
」
や
北
野
天
満
宮
の
梅
花
祭
の

茶
席
、
さ
ら
に
最
近
は
歌
舞
練
場
で
の

夏
の
ビ
ヤ
ガ
ー
デ
ン
な
ど
芸
妓
と
親
し

く
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
上
京

の
風
物
詩
の
一
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

仁
和
寺
街
道
の
と
こ
ろ
に
立
本
寺
、

出
水
通
付
近
に
は
出
水
の
七
不
思
議
を

含
む
十
八
ほ
ど
の
寺
院
が
並
ん
で
い
ま

す
。
下
立
売
通
で
中
京
区
に
な
り
、
そ

の
果
て
は
鉄
道
で
中
断
し
た
り
し
な
が

ら
、
途
中
「
中
新
道
」
と
名
を
変
え
つ

つ
、
延
々
十
条
通
ま
で
続
く
の
で
す
。

下
ノ
森
通

　

下
ノ
森
通
は
市
電
北
野
線
の
北
野
車

庫
に
あ
っ
た
停
留
所
が
「
下
ノ
森
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
方
も
お
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
道
路

と
し
て
は
一
条
通
の
宥ゆ
う

清せ
い

寺じ

の
門
前
か
ら
細
い
道
が
南
へ

延
び
て
お
り
、
丸
太
町
通
を

越
え
て
太
子
道
で
終
わ
り
ま

す
。
一
条
通
下
る
と
こ
ろ
を

「
藍あ
い

屋や

辻の

子ず
し

」
と
い
い
、
こ

こ
に
あ
る
西
正
寺
・
金
泉
寺
・

妙
栄
寺
を
三
軒
寺
と
称
し
た

よ
う
で
す
。

　

そ
の
南
は
鳳
瑞
町
と
い
い

南
北
に
長
く
延
び
て
い
ま

す
。
明
治
二
年
に
宝
受
寺
屋

敷
・
随
念
寺
長
屋
・
西
三
軒

町
・
雙
林
寺
屋
敷
と
い
う
字あ
ざ

地ち

を
合
わ
せ
て
宝
受
寺
と
随

念
寺
の
二
字
を
取
っ
て
鳳
瑞

町
と
し
た
よ
う
で
す
。
寺
院

と
藪
地
で
占
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
平
安
宮
で
は
造み
き
の
つ
か
さ

酒
司
や
武ぶ

徳と
く

殿で
ん

・

図
書
寮
な
ど
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

造
酒
司
の
遺
跡
は
ア
ス
ニ
ー
の
地
下
に

保
存
さ
れ
、
丸
く
柱
跡
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

（
出
雲
路
敬
直
）

上　七　軒
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正
元
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
紫
式
部

の
曽
祖
父
で
あ
る
藤
原
兼
輔
（
堤
中
納

言
）が
邸
宅
を
構
え
た
場
所
で
も
あ
り
、

紫
式
部
も
こ
の
地
で
源
氏
物
語
を
執
筆

し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
現
在
本
堂
の
前

に
は
「
源
氏
の
庭
」
が
夏
に
は
桔
梗
の

花
を
さ
か
せ
、
ま
た
境
内
に
は
紫
式
部

と
娘
で
あ
っ
た
賢
子
（
大
弐
三
位
）
の

歌
碑
が
建
つ
。

　
「
鬼
の
法
楽
（
鬼
踊
）」
は
良
源
が
勅

願
（
天
皇
の
指
示
）
に
よ
り
三
百
日
の

護
摩
を
修
し
て
い
る
時
に
、
現
れ
た
鬼

を
、
修
法
に
よ
り
退
散
せ
し
め
た
こ
と

に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
法
螺
貝
と
太

鼓
が
境
内
に
響
く
中
、
登
場
す
る
三
匹

の
鬼
。
松
明
と
宝
剣
を
も
っ
た
赤
鬼
、

大
き
な
斧
を
振
り
回
す
青
鬼
、
大
き
な

槌
を
持
つ
黒
鬼
が
順
番
に
現
れ
、
相
撲

の
四
股
を
踏
む
所
作
に
も
似
た
独
特
の

リ
ズ
ム
で
練
り
歩
く
。
三
匹
の
鬼
は
多

く
の
人
間
が
抱
え
る
煩
悩
・
三
毒
を
表

し
て
い
る
と
い
う
。
赤
鬼
は
「
貪
（
と

ん
）」
即
ち
「
貪
欲
な
心
」、青
鬼
は
「
瞋

（
し
ん
）」
即
ち
「
怒
り
や
妬
み
」、
そ

し
て
黒
鬼
は
「
痴
」
即
ち
「
正
し
い
教

え
に
耳
を
か
さ
な
い
愚
か
さ
」。

　

鬼
を
退
治
す
る
と
い
う
の
は
、
具
体

　

洛
中
洛
外
に
節
分
の
行
事
は
数
多
く

あ
れ
ど
、
中
で
も
有
名
な
も
の
に
廬
山

寺
の
「
追つ
い

儺な

式　

鬼
の
法
楽
」
が
あ
げ

ら
れ
る
。
神
社
仏
閣
の
垣
根
を
越
え
て

節
分
行
事
は
多
く
の
社
寺
で
実
施
さ
れ

る
が
、
鴨
川
を
境
に
、
節
分
行
事
の
参

詣
者
の
人
口
密
度
を
比
べ
て
、
仮
に
番

付
に
し
た
と
し
て
、
東
の
横
綱
を
「
吉

田
神
社
」
と
す
る
と
、西
の
横
綱
は
「
廬

山
寺
」と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
「
鬼
の
法
楽
」を
説
明
す
る
に
あ
た
っ

て
は
先
ず
廬
山
寺
の
歴
史
を
綴
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
廬
山
寺
は
延
暦
寺
第
十
八

代
座
主
、
比
叡
山
中
興
の
祖
と
い
わ
れ

る
「
良
源
」
が
船
岡
山
の
麓
に
開
い
た

興
願
金
剛
院
を
発
祥
と
す
る
。
鎌
倉
時

代
に
は
覚
癒
（
法
然
の
弟
子
）
が
再
興
。

天
正
年
間
に
は
豊
臣
秀
吉
の
都
市
改
造

の
折
、
現
在
の
寺
町
通
に
移
っ
た
と
さ

れ
る
。
現
在
も
上
京
区
か
ら
北
区
を
東

西
に
走
る
「
廬
山
寺
通
」
は
、
中
世
の

廬
山
寺
の
面
影
を
今
に
伝
え
る
も
の
で

あ
る
。
現
在
地
に
落
ち
着
い
た
の
は
天

廬
山
寺「
鬼
の
法
楽
」と

　
　
　
　
元
三
大
師「
良
源
」

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

─ 7 ─



者
に
順
々
に
加
持
を
し
て
い
る
。本
来
、

節
分
行
事
の
前
に
お
加
持
を
貰
う
こ
と

は
多
か
っ
た
と
推
測
す
る
の
だ
が
、
現

在
節
分
行
事
の
際
に
「
加
持
」
を
実
施

し
て
い
る
の
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は

他
に
豊
橋
の
鬼
祭
（
高
松
神
明
社　

鬼

祭
）
位
で
あ
る
。
廬
山
寺
の
場
合
、
別

の
鬼
が
参
詣
者
に
加
持
を
施
す
と
い
う

こ
と
は
お
そ
ら
く
、鬼
に
相
対
す
る
時
、

自
ら
の
姿
を
鬼
と
し
た
と
い
う
伝
説
の

持
ち
主
、
良
源
（
元
三
大
師
）
の
姿
そ

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
ら
の
心
を
或
い

は
生
活
態
度
を
な
か
な
か
律
し
き
れ
な

い
凡
夫
の
為
に
、
良
源
み
ず
か
ら
が
異

形
の
姿
と
な
り
、
人
々
に
力
を
分
け
与

え
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
追
儺
式
に
先

立
っ
て
、
先
ず
は
お
加
持
を
受
け
る
べ

き
で
あ
る
。

的
な
魔
物
を
退
治
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
仏
教
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
多
く
の

人
間
の
心
に
宿
る
煩
悩
を
い
う
厄
介
な

魔
物
即
ち
「
心
の
闇
」
を
追
い
払
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
境
内
に
設
え
ら
れ

た
舞
台
の
上
で
多
く
の
参
詣
者
を
前
に

し
て
暴
れ
た
鬼
た
ち
は
、
や
が
て
大
師

堂
の
中
に
入
り
、
導
師
の
修
す
る
護
摩

の
法
力
に
よ
り
力
を
弱
め
ら
れ
、
追
儺

師
に
よ
り
邪
気
を
払
う
矢
が
射
ら
れ
、

蓬
莱
師
に
よ
っ
て
蓬
莱
豆
（
紅
白
の
福

豆
）
や
餅
を
ま
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ほ
ど
な
く
大
師
堂
か
ら
追
い
出
さ
れ
退

散
し
て
い
く
。

　

導
師
に
よ
る
「
護
摩
」
は
仏
の
智
恵

と
教
え
を
表
し
、
矢
を
射
る
行
為
は
人

間
の
規
則
正
し
い
生
活
態
度
を
表
し
、

豆
や
餅
は
真
面
目
に

働
い
た
労
働
の
成
果

を
表
し
て
い
る
も
の

と
み
た
い
。
つ
ま
り

人
間
の
日
々
の
真
面

目
な
生
活
態
度
と
仏

へ
の
帰
依
に
よ
っ

て
、
自
分
の
心
の
闇

に
巣
食
う
煩
悩
と
い

う
名
の
魔
物
は
退
治

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
「
鬼
の
法
楽
」

の
「
鬼
踊
」
は
暗
示
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
廬
山
寺
の
節

分
会
に
お
参
り
す
る
時
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
「
鬼
の
お
加
持
」
で
あ
る
。

「
加
持
」
と
い
う
の
は
仏
教
の
用
語
で

力
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
鬼
の
法

楽
（
鬼
踊
）」
が
始

ま
る
の
は
午
後
三
時

頃
か
ら
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
先
立
ち
大
師

堂
の
前
で
は
、
人
間

と
同
じ
よ
う
な
肌
の

色
を
し
た
鬼
が
座
り

な
が
ら
に
し
て
、
列

を
な
し
て
い
る
参
詣

元三大師（良源）像＜廬山寺 大師堂 秘仏＞

鬼大師（良源）像＜廬山寺 大師堂 秘仏＞
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北
東
の
角
だ
け
凹
む
築
地
塀

　

京
都
御
所
は
、
一
三
九
二
年
（
元
中

九
／
明
徳
三
）
の
南
北
朝
合
一
か
ら

一
八
六
九
年
（
明
治
二
）
の
明
治
天
皇

東
京
行
幸
（
事
実
上
の
東
京
遷
都
）
ま

で
の
五
〇
〇
年
近
く
、
歴
代
天
皇
が
住

ま
い
さ
れ
、
重
要
な
儀
式
や
政
務
を
執

り
行
う
皇
居
だ
っ
た
。
こ
の
間
、
幾

度
も
火
災
に
遭
い
、
現
在
の
建
物
は

一
八
五
五
年
（
安
政
二
）
に
、
平
安
京

の
内だ
い

裏り

に
倣
っ
て
再
建
さ
れ
た
。
六
つ

の
門
と
築つ
い

地ぢ

塀べ
い

と
御み

溝か
わ

水み
ず

に
囲
ま
れ
た

東
西
約
二
五
〇
㍍
、
南
北
約
四
五
〇
㍍

の
敷
地
内
に
は
、
紫
宸
殿
、
清
涼
殿
を

は
じ
め
小
御
所
、
御
学
問
所
、
御
常
御

殿
な
ど
の
建
物
が
現
存
、
春
・
秋
の
一

般
公
開
時
に
は
多
く
の
参
観
者
が
訪

れ
、
大
い
に
賑
っ
て
い
る
。

　

築
地
塀
の
四
周
を
歩
く
と
、
北
東
の

角か
ど

だ
け
は
内
側
に
大
き
く
凹
ん
で
、
直

角
に
曲
が
る
南
東
、
南
西
、
北
西
と
は

全
く
異
な
る
光
景
が
目
に
つ
く
。
陰お
ん

陽み
ょ
う

道ど
う

で
は
、
北
東
（
艮
＝
う
し
と
ら
、
丑

と
寅
の
間
）
は
鬼
が
出
入
り
す
る
鬼
門

で
万
事
に
忌
む
べ
き
悪
方
、
ま
た
北
東

と
は
正
反
対
の
南
西
（
坤
＝
ひ
つ
じ
さ

る
、
未
と
申
の
間
）
の
方
角
を
裏
鬼
門

と
し
て
嫌
う
。
鬼
門
に
角
が
付
い
た
ま

ま
だ
と
災
い
を
招
く
と
い
わ
れ
、
建
物

な
ど
の
北
東
の
角
を
凹
ま
せ
、
あ
る
い

は
そ
こ
に
玄
関
を
設
け
な
い
こ
と
で

「
鬼
門
は
無
い
」
と
す
る
「
鬼
門
除
け
」

は
、
東
西
両
本
願
寺
の
外
壁
や
一
般
の

民
家
な
ど
で
も
同
様
で
、
一
八
七
二
年

（
明
治
五
）
に
新
政
府
が
陰
陽
道
を
迷

信
と
し
て
廃
止
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
代
の
建
築
物
に
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。

新
・
上
京
の
昔
ば
な
し

京
の
鬼
門
封
じ
る
二
つ
の
猿

猿ヶ辻駒札

猿ヶ辻の猿

─ 9 ─



鬼
門
を
鎮
護
す
る
木
彫
の
猿

　

京
都
御
所
北
東
の
築
地
塀
の
屋
根
瓦

の
下
の
蟇か
え
る

股ま
た

に
、
立た
て

烏え

帽ぼ

子し

を
か
ぶ
り

御
幣
を
担
い
だ
木
彫
の
猿
が
納
ま
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
角
を
「
猿
ヶ

辻
」
と
呼
ぶ
。
猿
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿

だ
が
、
金
網
で
覆
わ
れ
ど
こ
か
不
満
そ

う
な
表
情
に
も
見
え
る
。実
は
こ
の
猿
、

比
叡
山
王
の
日
吉
神
社
の
神か
み

使づ
か
い

で
、
御

所
の
鬼
門
を
鎮
護
す
る
重
要
な
存
在
な

の
だ
。
だ
と
し
て
も
「
ど

う
し
て
鬼
門
を
守
る
の
が

猿
な
の
」「
ど
う
し
て
金

網
の
中
に
い
る
の
」
と
疑

問
が
わ
い
て
く
る
。
そ
れ

は
古
来
か
ら
「
北
東
の
鬼

に
対
抗
で
き
る
の
は
真
逆

の
坤
に
位
置
す
る
猿
」「
猿

は
鬼
・
悪
魔
や
妖
怪
な
ど

に
対
抗
す
る
不
思
議
な
力

を
持
つ
」
な
ど
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
、「
桃
太
郎
」
の
家
来
、「
西

遊
記
」
の
孫
悟
空
な
ど
が
仲
間
に
思
い

浮
か
ぶ
。
こ
の
猿
は
ま
た
「
深
夜
し
ば

し
ば
築
地
塀
か
ら
飛
び
出
し
、
悪
戯
を

重
ね
、
キ
ャ
ッ
キ
ャ
と
鳴
く
大
き
な
声

が
光
格
天
皇
の
耳
に
入
っ
て
悩
ま
せ

た
」た
め
閉
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。

　

一
方
で
金
網
は
「
鳩
や
カ
ラ
ス
な
ど

の
鳥
が
巣
を
作
り
、
糞
を
ま
き
散
ら
し

た
り
す
る
の
を
防
ぐ
も
の
に
過
ぎ
な

い
」
と
冷
た
く
見
る
向
き
も
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
余
り
に
身
も
蓋
も
な
く
、
昔

ば
な
し
に
も
な
ら
な
い
。
こ
の
お
猿
さ

ん
は
ネ
ッ
ト
社
会
で
も
人
気
者
で
、「
京

の
魔
界
」
だ
と
か
「
京

都
御
所
に
は
猿
が
い

る
」
な
ど
と
取
り
上
げ

ら
れ
、
そ
の
姿
を
の
ぞ

き
込
も
う
と
す
る
観
光

客
や
修
学
旅
行
生
が
監

視
の
赤
外
線
セ
ン
サ
ー

に
引
っ
掛
か
り
、
警
告

ブ
ザ
ー
に
驚
く
姿
を
目

に
す
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
。お
猿
さ
ん
に
は「
心

安
ら
か
に
、
長
く
御
所

鎮
護
を
」
と
願
う
ば
か

り
だ
。

猿　ヶ　辻

朔　平　門
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猿
だ
け
が
知
る
公
家
暗
殺
犯

　

こ
の
「
猿
ヶ
辻
」
で
一
八
六
三
年

七
月
五
日
（
文
久
三
年
五
月
二
〇
日
）

の
深
夜
亥
の
刻
、
公
家
姉
小
路
公き
ん

知と
も

（
一
八
四
〇

－

六
三
）
が
刺
客
に
暗
殺

さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
孝
明
天

皇
（
一
八
三
一

－

六
七
）
が
諸
卿
を
召

し
た
朝
議
を
終
え
た
公
知
が
、
宜ぎ

秋し
ゅ
う

門も
ん

（
俗
に
公
卿
門
と
も
呼
ば
れ
る
）
か
ら

退
出
し
て
、
従
者
二
人
と
共
に
西
側
の

築
地
塀
に
沿
っ
て
暗
い
夜
道
を
北
側
に

廻
り
、
朔さ
く

平へ
い

門も
ん

東
の
猿
ヶ
辻
に
さ
し
か

か
っ
た
時
、
闇
の
中
か
ら
何
者
と
も
知

れ
ぬ
刺
客
三
人
が
襲
い
か
か
っ
た
。
公

知
は
初
太
刀
を
胸
に
浴
び
、
手
に
し
た

笏し
ゃ
く

を
も
っ
て
二
の
太
刀
を
受
け
と
め
た

が
、
笏
は
真
っ
二
つ
に
な
っ
て
頭
に
斬

り
込
ま
れ
た
。
重
な
る
深
手
に
も
屈
す

る
こ
と
な
く
応
戦
し
て
、
刺
客
の
一
人

か
ら
太
刀
を
奪
い
取
っ
た
も
の
の
、
そ

の
間
に
別
の
一
人
に
胸
を
刺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

　

重
傷
を
受
け
た
公
知
は
、
そ
の
太
刀

を
杖
に
猿
ケ
辻
の
東
方
、
後
述
す
る
有

栖
川
宮
家
の
南
東
側
に
あ
る
自
邸
玄
関

ま
で
た
ど
り
つ
き
、
遂
に
倒
れ
た
。
何

分
の
深
手
で
血
汐
は
あ
た
り
一
面
を
真

赤
に
染
め
た
。
直
ち
に
手
当
が
施
さ
れ

た
が
、
夜
の
明
け
る
頃
絶
命
し
た
。
時

に
25
歳
。
そ
の
後
太
刀
を
証
拠
に
探
索

が
進
み
、
暗
殺
者
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
人
物
と
し
て
薩
摩
藩
の
「
人
斬
り
新

兵
衛
」
こ
と
田た

中な
か

新し
ん

兵べ

衛え

が
捕
え
ら
れ

た
が
、
彼
は
自
害
し
て
果
て
、
真
相
は

遂
に
不
明
の
ま
ま
解
明
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

公
知
は
三さ
ん

条じ
ょ
う

実さ
ね

美と
み

と
と
も
に
尊
王
攘

夷
派
の
中
心
人
物
で
、
徳
川
幕
府
の
日

米
修
好
通
商
条
約
締
結
に
反
対
し
、
前

年
に
は
朝
廷
の
副
勅
使
と
し
て
攘
夷
実

行
を
強
く
迫
っ
て
い
た
。
こ
の
事
件
は

当
時
の
政
局
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

同
年
の
「
八
月
十
八
日
の
政
変
」
が
起

き
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
が
、
真
犯

人
を
知
っ
て
い
る
の
は
鬼
門
除
け
に
祀

ら
れ
た
猿
だ
け
と
伝
え
ら
れ
る
。

猿
ヶ
辻
の
場
所
が
変
わ
っ
た

　

姉
小
路
公
知
暗
殺
事
件
は
「
猿さ
る

ヶが

辻つ
じ

の
変へ
ん

」
と
い
う
が
、
別
に
「
朔さ
く

平へ
い

門も
ん

外が
い

の
変へ
ん

」
と
も
呼
ば
れ
る
。
朔
平
門
は
京

都
御
所
を
取
り
巻
く
六
つ
の
門
の
一
つ

で
唯
一
北
面
し
て
お
り
、南
の
建
礼
門
、

内
裏
の
紫
宸
殿
の
延
長
線
上
に
建
ち
、

京
都
御
苑
の
今
出
川
御
門
に
行
き
あ
た

る
。
近
年
は
上
御
霊
神
社
の
神
輿
が
こ

の
門
の
前
ま
で
参
内
す
る
こ
と
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
猿
ヶ
辻
は
こ

の
朔
平
門
と
近
い
が
、
隣
合
わ
せ
ほ
ど

で
は
な
い
。
実
は
一
八
五
五
年
（
安
政

２
）の
京
都
御
所
再
建
時
と
現
在
で
は
、

猿
ヶ
辻
が
移
動
し
て
、
そ
の
場
所
が
異

な
っ
て
い
る
の
だ
。
公
知
が
暗
殺
さ
れ

た
頃
の
内
裏
の
築
地
塀
は
、
朔
平
門
の

直
ぐ
東
で
曲
が
っ
て
南
下
、
角
が
猿
ヶ

辻
で
、
そ
こ
か
ら
直
角
に
東
に
延
び
て

い
た
。
江
戸
時
代
の
古
地
図
で
は
、
こ

の
一
角
に
有
栖
川
宮
家
の
屋
敷
が
大
き

く
食
い
込
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
。
現

在
の
御
所
内
に
は
皇
后
宮
常
御
殿
の

東
、
御
花
御
殿
の
北
に
は
重
要
な
建
物

が
何
も
な
い
こ
と
も
、
そ
れ
を
物
語
る

証
し
と
い
え
よ
う
。

　

京
都
御
所
や
大
宮
御
所
、
両
御
所
を

取
り
巻
く
京
都
御
苑
が
ほ
ぼ
現
在
の
姿

に
な
っ
た
の
は
、
明
治
10
年
代
の
こ

と
。
天
皇
東
京
行
幸
と
と
も
に
有
栖
川

な
ど
の
宮
家
、
近
衛
、
九
条
、
一
条
な

ど
の
公
家
も
京
都
を
離
れ
て
、
か
れ
ら

の
屋
敷
を
は
じ
め
御
所
周
辺
に
並
ん
で

い
た
多
く
の
邸
宅
が
取
り
除
か
れ
、
周

辺
の
環
境
は
瞬
く
間
に
荒
廃
し
て
し

ま
っ
た
。
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
）、

有栖川家などの屋敷跡
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明
治
天
皇
が
帰
京
さ
れ
た
際
、
こ
の
様

子
を
哀
し
み
、「
京
都
御
所
を
保
存
し

旧
観
を
維
持
す
べ
し
」
と
沙
汰
を
下
さ

れ
、
京
都
府
が
「
大お
お

内う
ち

保ほ

存ぞ
ん

事じ

業ぎ
ょ
う

」
を

実
施
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
の
大

正
天
皇
即
位
大
礼
の
際
に
も
大
改
修
が

あ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
景
観
に
整
え

ら
れ
た
。

　
「
猿
ヶ
辻
」
に
猿
の
彫
刻
が
置
か
れ

る
ま
で
の
昔
、
辺
り
は
「
つ
く
ば
い
の

辻
」
と
呼
ば
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

往
時
は
公
家
の
屋
敷
が
軒
を
合
わ
せ
る

よ
う
に
建
ち
並
ん
で
昼
で
も
薄
暗
く
、

夜
中
に
往
来
す
る
と
、
足
元
が
急
に
ふ

ら
つ
き
地
面
に
這
い
つ
く
ば
る
現
象
が

再
三
起
き
た
そ
う
だ
が
、
こ
れ
も
鬼
門

の
な
せ
る
業
だ
っ
た
の
か
。

雲
上
の
猿
が
幸
神
社
に
鎮
座

　

京
都
御
所
猿
ヶ
辻
か
ら
東
北
へ
約

五
〇
〇
㍍
、
京
都
御
苑
東
端
の
石
垣
か

ら
今
出
川
通
を
越
え
た
北
を
望
む
と
、

住
宅
街
に
ひ
っ
そ
り
佇
む
幸さ
い
の
か
み
の
や
し
ろ

神
社
に
突

き
当
た
る
。
祭
神
は
猿さ
る

田た

彦ひ
こ
の
お
お
か
み

大
神
と

天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
で
、「
祭
祀
は
遠
く
神
代
に

始
ま
り
、
天
武
天
皇
の
白
鳳
元
年
に
再

興
、
平
安
京
創
建
時
（
七
九
四
）
桓
武

天
皇
に
よ
り
、
皇
都
の
北
東
の
鬼
門
除

守
護
神
と
し
て
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
時

の
社
名
を
出
雲
路
道
祖
神
と
い
い
、
江

戸
時
代
初
期
に
現
在
の
地
に
遷
座
さ
れ

た
際
、
幸
神
社
と
改
め
ら
れ
た
」
と
由

緒
書
き
に
あ
る
通
り
、
社
の
鳥
居
奥
側

に
立
つ
「
出
雲
路
幸
神
社
」
の
石
標
に

は
「
皇
都
鬼
門
除
」
の
文
字
が
小
さ
く

刻
ま
れ
て
い
る
。

　

幸
神
社
の
北
東
部
一
帯
は
現
在
で
も

「
出
雲
路
」
の
地
名
が
残
る
よ
う
に
、

周
辺
は
出
雲
氏
一
族
が
平
安
京
以
前
か

ら
本
拠
地
と
し
て
い
た
。
猿
田
彦
大
神

は
出
雲
路
の
道
祖
神
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
、
外
か
ら
襲
来
す
る
疫
神
や
悪
霊
を

塞ふ
さ
が

る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
平
安

京
の
創
建
時
の
趣
旨
は
鬼
門
除
け
で
、

や
が
て
鬼
を
塞
る
道
祖
神
「
塞さ
い
の
か
み神
」
が

「
幸
さ
い
の
か
み

」
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
幸
神
社
に
も
、
も
ち
ろ
ん
猿
が

鎮
座
す
る
。
由
緒
書
き
は
「
本
殿
東
側

の
壁
に
祀
る
三
番
叟
（
御
幣
を
担
ぐ
猿

の
神
像
）
は
、
御
所
内
裏
の
東
北
隅
の

猿
ヶ
辻
に
祀
ら
れ
る
猿
の
神
像
と
共
に

皇
都
を
護
っ
て
い
る
。
表
鬼
門
で
あ
る

北
東
の
空
を
雲
上
か
ら
眺
望
し
、疫
神
・

悪
鬼
・
邪
気
等
の
侵
入
を
防
ぐ
姿
を
顕あ
ら
わ

し
て
い
る
」
と
続
く
が
、
こ
の
猿
像
は

と
て
も
見
つ
け
に
く
い
。
本
殿
を
一
回

り
し
て
も
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
見
つ

か
ら
な
い
。「
は
て
困
っ
た
」
と
も
う

一
度
、
辺
り
を
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
す
る

と
、「
こ
こ
に
お
さ
る
さ
ん
が
い
ま
す
」

の
小
さ
な
札
が
本
殿
東
側
の
格
子
に
掛

か
っ
て
お
り
、
よ
う
や
く
写
真
に
収
め

る
こ
と
が
出
来
た
。
格
子
越
し
に
見
る

こ
ち
ら
の
猿
は
雲
上
か
ら
東
北
を
睨
み

つ
け
る
姿
で
、
左
甚
五
郎
の
作
と
伝
え

ら
れ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
幸
神
社

に
は
「
石
神
さ
ん
」
の
話
も
伝
わ
る
が
、

ま
た
の
機
会
に
。

　

そ
れ
に
し
て
も
京
都
御
所
猿
ケ
辻
の

猿
、
幸
神
社
の
猿
、
さ
ら
に
修
学
院
赤

山
禅
院
の
屋
根
上
の
猿
（
こ
ち
ら
の
瓦

彫
の
神
猿
は
南
西
を
向
き
、
京
都
御
所

の「
猿
ヶ
辻
の
猿
」と
対
峙
し
て
い
る
）、

比
叡
山
延
暦
寺
の
麓
の
日
吉
大
社
の
猿

と
、
都
の
中
心
か
ら
丑
寅
（
北
東
）
の

方
向
へ
ほ
ぼ
一
直
線
に
鬼
門
ラ
イ
ン
が

つ
な
が
っ
て
い
て
、
京
の
護
り
の
堅
さ

に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る （

福
井　

和
雄
）

幸　神　社

幸神社の猿

上
京
区
人
権
月
間

「
講
演
の
つ
ど
い
」

　
十
二
月
の
人
権
月
間
に
あ
わ
せ
、
十
二
月
六
日
ホ
テ
ル
ル
ビ
ノ
京
都
堀

川
に
お
い
て
、
僧
侶
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
川
村
妙
慶
氏
を
講
師
と
し
て
「

講
演
の
つ
ど
い
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
「
今
を
よ
り
豊
か
に
生
き
る
た
め
に
」
を
テ
ー
マ
に
、
メ

ー
ル
相
談
等
で
多
く
の
「
心
の
問
題
」
に
つ
い
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た

ご
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
、
「
自
分
を
知
る
こ
と
」
や
「
心
の
豊
か

さ
」
が
い
か
に
大
切
か
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
会
場
に
は
２
０
０
名
を
超
え
る
方
が
来
場
さ
れ
、
心
の
問
題
と
人
権

の
大
切
さ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　第５０回「上京薪能」が、９月２２
日に白峯神宮で開催されました。第一
部では各社中による演目が披露され、
火入れ式の後、第二部では邦舞「京鹿
子娘道成寺」、箏演奏「春の海」、仕
舞「鶴亀」、舞囃子「高砂」、狂言
「鬼瓦」、能「猩々乱」などが上演さ
れました。崇徳上皇に縁の深い香川県
坂出市の市長や市民がお越しになるな
ど、例年にもまして多くの市民の方々
で会場が満員になりました。来場者
は、夕闇の中かがり火に照らされた幽
玄の世界を堪能しました。

上京薪能

─ 13 ─ ─ 12 ─
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上
京
茶
会

上
京
茶
会

　秋
の
「
上
京
茶
会
」
が
、
十
一
月
九
日
妙
蓮
寺

に
て
裏
千
家
に
よ
る
懸
釜
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

あ
い
に
く
の
天
気
と
な
り
ま
し
た
が
、
名
高
い
椿

の
葉
の
緑
も
、
雨
に
洗
わ
れ
て
一
段
と
濃
く
、
石

庭
の
静
か
な
風
情
と
相
ま
っ
て
、
心
休
ま
る
一
服

を
味
わ
う
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
し
た
。

上京区民

ふれあいまつり
　「上京区民ふれあいまつり２０１４」が、１０
月２６日に新町小学校で開催されました。汗ばむ
ほどの好天に恵まれ、各学区・団体による模擬店
や各コーナー、特設ステージは大盛況でした。会
場にはかみぎゅうくん、エコちゃん、京都サンガ
F.C.のパーサくん、女子プロ野球フローラのフロ
ーラちゃんが登場し、子どもからお年寄りまでが
楽しくふれあう一日となりました。

　１１月３０日、秋晴れの下
「上京区民ふれあい史蹟ウォー
キング」が開催されました。今
回は、翔鸞児童公園をスタート
し、観音寺、法輪寺（達磨寺）
や妙心寺などを巡り、谷口の
森児童公園をゴールとする
約４．５㎞のコースを歩きまし
た。参加者は史蹟の説明を聴き
ながら、ぽかぽか陽気の中でウ
ォーキングを楽しみました。

２０１４

上京区民ふれあい

　　史蹟ウォーキング

─ 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
）
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毎週日曜日はお得な
ランチバイキングを
しております
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大切な方への御供えのお花、お誕生日、御祝のお花、
結婚式のブーケなど心に残る記念日を
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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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