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び 

か
た 

美 
栖
鳳
と
水
郷

　
蘇
州
の
町
を
歩
き
な
が
ら
、
こ
こ
は
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
、
と
い
う
想

い
が
念
頭
を
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
塔
を
眺
め
て
も
、
川
を
眺
め
て
も
、
そ
の
想

い
は
消
え
去
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
晩
夏
の
暑
さ
も
吹
き
渡
る
風
も
そ

う
で
し
た
。
無
意
識
に
「
栖
鳳
さ
ん
に
似
て
い
る
。」
と
想
い
、
写
真
を
撮
り
つ

づ
け
ま
し
た
。
少
年
が
小
舟
に
棹
さ
し
て
、
家
鴨
の
群
を
中
洲
の
島
に
追
っ
て
ゆ

く
光
景
を
見
ま
す
と
、
栖
鳳
さ
ん
の
絵
の
予
感
か
ら
、
確
信
に
変
っ
て
ゆ
き
ま
し

た
。「
栖
鳳
さ
ん
の
風
景
だ
。」
と
、
確
か
に
想
い
ま
し
た
。

　
竹
内
栖
鳳
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
四
月
、
中
国
旅
行
に
出
発
し
ま
す
。

五
十
七
歳
の
春
の
頃
で
す
か
ら
、ず
い
分
遅
い
旅
行
で
し
た
。
上
海
、蘇
州
、杭
州
、

南
京
、
漢
江
等
、
主
に
南
中
国
を
中
心
に
し
た
旅
で
し
た
。
翌
年
一
九
二
一
（
大

正
十
）
年
四
月
も
、
再
び
、
中
国
旅
行
を
し
て
い
ま
す
。
余
程
気
に
入
っ
た
の
か
、

同
じ
旅
程
で
南
方
中
国
を
旅
し
、
大
同
、
北
京
に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。
師
匠
の

幸こ
う

野の

楳ば
い

嶺れ
い

に
従
っ
て
、
京
都
の
古
寺
の
襖
絵
の
模
写
・
研
究
を
つ
づ
け
て
い
ま
し

た
の
で
、
中
国
の
古
画
は
栖
鳳
に
と
っ
て
は
親
し
い
も
の
で
し
た
。
中
で
も
、
狩

野
派
の
研
究
に
熱
中
し
ま
し
た
。

　「
だ
が
、
そ
の
う
ち
一
ツ
疑
問
が
起
こ
っ
て
来
た
。
何
し
ろ
日
本
画
の
伝
統

を
尋
ね
て
み
れ
ば
そ
の
本
源
は
中
国
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
塔
の
在
る
狩
野
派

の
作
品
も
、
や
は
り
そ
れ
は
中
国
か
ら
来
た
も
の
だ
ろ
う
と
考
へ
始
め
た
。
す

る
と
わ
た
し
は
、
中
国
へ
行
け
ば
、
こ
の
塔
の
あ
る
風
景
の
実
感
が
得
ら
れ
る

に
相
違
な
い
と
考
え
た
。
つ
ま
り
わ
た
し
は
、
狩
野
派
の
作
品
の
み
を
師
匠
と

し
て
、
そ
う
し
た
水
墨
画
の
、
塔
の
在
る
風
景
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
は
満
足

で
き
な
く
な
っ
た
。（
中
略
）
そ
れ
で
わ
た
し
は
中
国
へ
行
っ
た
。
こ
れ
は
推

定
通
り
、
或
は
希
望
通
り
、
至
る
處
、
塔
の
在
る
美
し
い
風
景
が
あ
っ
て
、
中

国
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
風
景
的
な
も
の
は
、
大
部
分
塔
が
主
要
な
も
の
に
な
っ
て

い
る
。」

　
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
九
月
、文
展
が
廃
止
さ
れ
て
、帝
国
美
術
院
展
（
帝
展
）

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
旅
行
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
し
た
。
栖
鳳
の
談
話
の

通
り
、
十
月
の
第
二
回
帝
展
に
は
、《
薫
風
行
吟
》、《
槐
下
博
戯
》、
一
九
二
六
（
大

正
十
五
）
年
、第
七
回
帝
展
に
も
、《
南
清
風
物
》
を
出
品
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、

塔
の
あ
る
風
景
で
し
た
。
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
の
パ
リ
の
日
仏
交
換
展
に

は
《
蘇
州
の
海
》
を
出
品
し
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
買
い
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
江
南
の
風
景
が
忘
れ
難
く
て
、
日
本
で
は
、
茨
城
県
の
水
郷
、「
潮い
た
こ來
」

に
三
度
ば
か
り
行
き
ま
し
た
。
長
く
な
り
ま
す
が
、

揚
州
と
潮
來
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
　「
潮
來
出
島
と
中
国
の
揚
州
と
は
、
よ
く
似
通
っ

　
て
い
る
。
揚
州
は
鎭
江
の
対
岸
に
あ
る
。
河
幅
は

　
三
里
も
あ
る
。
こ
の
辺
一
帯
は
揚
子
江
に
よ
る
南

　
支
平
野
で
、
対
岸
地
点
は
瓜
州
で
あ
る
が
、
そ
の

　
瓜
州
か
ら
曾
て
隋
の
煬よ
う

帝だ
い

が
開
さ
く
し
た
と
い
う

　
南
北
中
国
運
輸
の
便
の
た
め
の
運
河
を
遡
る
。
そ

加
藤
類
子

美
術
史
家
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こ
が
揚
州
で
あ
る
。
動
乱
常
な
き
中
国
の
、
画
趣
に
富
め
る
靜
寂
の
水
郷
で
あ

る
。
仙
境
と
も
い
え
る
。
揚
柳
と
、
草
む
ら
と
、
農
家
と
水
流
と
。（
中
略
）

煬よ
う

帝だ
い

は
大
ぜ
い
の
美
女
に
色
綱
を
曳
か
せ
て
、水
郷
揚
州
の
美
を
讃た
た

え
な
が
ら
、

船
上
で
酒
宴
を
張
っ
た
と
い
う
。
た
だ
潮
來
は
、
揚
柳
で
は
な
く
、
ポ
プ
ラ
で

あ
る
。
是
が
ま
た
画
趣
の
上
に
別
種
な
新
鮮
を
感
じ
さ
せ
る
。
水
郷
平
野
の
中

に
、
風
に
吹
か
る
る
ポ
プ
ラ
が
生
え
て
い
る
の
は
、
中
々
面
白
い
。（
中
略
）

　
ど
う
か
す
る
と
、
水
に
生
え
た
芦
原
に
沛
然
と
豪
雨
が
降
り
そ
そ
ぐ
・
・
・

　
こ
の
夕
暮
れ
の
風
景
は
、
全
く
中
国
情
緒
の
あ
る
い
は
中
国
画
の
気
分
そ
っ

く
り
で
あ
っ
て
、
も
し
明み
ん

笛て
き

の
音
で
も
聴
こ
え
て
来
る
な
ら
、
そ
れ
は
日
本
で

は
な
く
、
中
国
で
あ
る
。

　
ま
た
私
は
、
よ
く
一
隻
の
舟
に
農
家
の
一
族
が
牛
も
ろ
と
も
乗
込
ん
で
、
漕

ぎ
帰
る
の
を
見
た
。
ま
た
こ
の
二
隻
の
舟
を
並
べ
て
板
を
渡
し
、
そ
の
上
へ
高

く
藁
を
積
ん
で
い
る
の
を
見
た
。
こ
れ
な
ど
も
揚
州
そ
っ
く
り
で
あ
る
。」

　
何
故
栖
鳳
が
、
水
郷
の
風
景
に

執
着
し
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
内
陸
の
京
都
は
、
隣
県
の
琵

琶
湖
を
は
じ
め
、
市
内
を
流
れ
る

河
川
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
川
魚

を
商
い
と
す
る
店
も
、
多
く
あ
り

ま
す
。
栖
鳳
自
身
も
、
川
魚
屋
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
竹
内
栖
鳳
は
、
一
八
六
四
（
元

治
元
年
）
年
、
京
都
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
店
は
二
条
城
に
近
く
、
油

小
路
御
池
の
川
魚
を
商
う
「
亀

政
」
で
し
た
。
本
名
は
恒
吉
で
し
た
。
こ

の
年
七
月
に
は
『
蛤
御
門
の
変
』
が
起
り
、

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
一
〇
月
に
は
『
大

政
奉
還
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
京
都
の
市

民
に
は
、
動
乱
の
時
代
で
し
た
。

　
栖
鳳
の
家
は
昔
も
今
も
、
川
魚
料
理
店

で
す
か
ら
、
栖
鳳
の
幼
少
時
代
に
は
、
家

族
の
忙
し
い
時
、
子
守
り
の
真
似
事
を
す

る
人
が
、
周
り
に
い
っ
ぱ
い
居
ま
し
た
。

一
種
の
閑ひ
ま

人じ
ん

と
言
い
ま
す
か
、
何
と
な
く

来
て
、
上
り
こ
み
、
子
供
の
相
手
を
す
る

人
。
台
所
の
お
料
理
を
食
べ
て
、
一
杯
い

た
だ
い
て
、
下
駄
音
高
く
帰
っ
て
し
ま
う

人
。
大
概
、
ご
近
所
の
人
で
し
た
。
友
禅

職
人
の
北
村
甚
七
も
、
そ
の
閑ひ
ま

人じ
ん

の
う
ち

の
一
人
で
し
た
。
子
守
り
の
つ
も
り
な
の

か
、
甚
七
は
そ
の
辺
り
に
在
る
筆
・
紙
を

取
っ
て
、
美
事
に
カ
キ
ツ
バ
タ
の
絵
を
描

き
ま
し
た
。
少
々
御
酒
が
入
っ
て
い
た
の

か
、
上
気
嫌
に
墨
の
濃
淡
を
つ
け
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
色
を
示
し
て
み
せ
ま
し
た
。
見

せ
ら
れ
た
恒
吉
ら
子
供
た
ち
は
目
の
前
に

カ
キ
ツ
バ
タ
が
在
る
か
の
よ
う
に
、
驚
き

ま
し
た
。
恒
吉
は
驚
き
以
上
、
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
ま
し
た
。
長
じ
て
憶
え
て
い
た
の

が
、
そ
の
証
拠
で
し
た
。
絵
の
大
好
き
な

─ 3 ─
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恒
吉
は
、
十
四
歳
の
時
（
一
八
七
七
年
）、

近
所
の
四
條
派
の
画
家
、
土
田
英
林
に
師
事

し
ま
し
た
。
思
い
出
す
の
は
、
一
世
代
下
の

上
村
松
園
ら
葉
茶
屋
の
母
子
を
、
ご
近
所
さ

ん
が
助
け
る
姿
や
や
さ
し
い
心
情
の
こ
と

で
す
。
子
息
の
逸
氏
は
「
こ
れ
が
絵
か
き
に

な
る
ス
タ
ー
ト
だ
。」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を

語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と

で
し
た
。

　
一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
、
幸
野

楳
嶺
の
塾
に
入
門
し
て
か
ら
、
楳
嶺
師
弟
の
活
動
は
華
々
し
い
も
の
で
し
た
。

一
八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に
『
京
都
青
年
絵
画
研
究
会
』
を
設
立
し
、
同
年

祇
園
中
村
楼
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
講
演
の
た
め
招
き
ま
し
た
。
一
九
〇
〇
（
明
治

三
十
三
）
年
に
は
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
て
い
ま

す
。
公
務
の
た
め
の
渡
欧
で
す
が
、
栖
鳳
個
人
は
、
象
と
ラ
イ
オ
ン
な
ど
、
足
繁

く
動
物
園
に
通
っ
て
写
生
し
ま
し
た
。
一
方
、セ
ピ
ア
調
の
彩
色
で
『
羅ロ
ー
マ馬
之
国
』

（
一
九
〇
三
）《
ベ
ニ
ス
の
月
》（
一
九
〇
四
）、《
和
蘭
春
光
》（
一
九
〇
二
）
と
、

貪
欲
に
ス
ケ
ッ
チ
し
ま
し
た
。
帰
国
後
は
初
期
文
展
に
、
毎
回
テ
ー
マ
を
変
え
な

が
ら
、
関
西
の
画
家
を
引
き
連
れ
、
東
京
（
主
に
日
本
美
術
院
の
画
家
た
ち
）
の

画
壇
に
対
抗
し
ま
し
た
。

　
終
り
に
、
ひ
と
つ
の
挿
話
を
紹
介
し
て
、
皆
様
の
笑
顔
を
賜
り
た
く
思
い
ま
す
。

　「
徳
川
慶
喜
公
に
面
接
し
た
の
は
、
わ
た
し
の
極
く
若
い
時
代
で
、
本
当
に

ヘ
ボ
絵・

か・

き・

時
代
で
あ
る
。
慶
喜
公
と
わ
た
し
と
は
、
階
級
的
に
も
、
年
令
か

ら
も
、
非
常
に
か
け
離
れ
て
い
る
。
そ
の
二
人
が
同
席
し
て
い
る
こ
と
は
、
寧

ろ
不
思
議
な
こ
と
だ
が
、
や
は
り
わ
た
し
が
画
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
慶
喜
公
は
京
都
に
来
ら
れ
た
。
す
る
と
京
都
市
は
公
を
御
招
待
し
た
。
わ
れ
わ

れ
画
家
達
は
、
そ
の
宴
席
後
の
席
上
揮

毫
の
た
め
に
招
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
極
く
最
近
わ
た
し
の
宅
へ
或
る
人
が

一
幅
の
掛
物
を
持
っ
て
来
て
、
箱
書
を

し
て
く
れ
と
の
依
頼
だ
っ
た
。
そ
の
画

は
波
の
画
で
確
か
に
わ
た
し
の
青
年
時

代
の
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
中
空
に
墨

筆
で
一
ツ
大
き
い
丸ま
る

が
描
い
て
あ
る
。

月
か
太
陽
か
、
ど
ち
ら
か
の
意
味
か
解

ら
な
い
が
、
そ
の
丸ま
る

が
、
慶
喜
公
の
筆

で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
そ
の
掛
物
を
見
て
、
遠
い

青
年
時
代
を
想
っ
た
。
わ
た
し
の
印
象

に
残
る
慶
喜
公
は
極
め
て
端
厳
な
方

だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
そ

の
掛
物
が
欲
し
く
て
頒
け
て
貰
う
よ
う

に
頼
ん
で
み
た
が
、
そ
の
持
主
は
応
じ

て
く
れ
な
か
っ
た
。
多
分
そ
の
慶
喜
公

と
わ
た
し
の
合
作
画
は
、
そ
の
席
に

招
か
れ
て

い
た
誰
れ

か
が
、
巧

妙
に
貰
っ

て
歸
っ
た

も
の
ら
し

い
。」

竹内栖鳳　芙蓉　1882　京都市美術館
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番
組
小
学
校
と
は
？

　

番
組
小
学
校
を
、
御
存
知
で
し
ょ
う

か
。
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
方

が
結
構
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
特
に
、
上
京
区
で
生
ま
れ
育
っ
た

方
は
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

　

番
組
小
学
校
は
、
明
治
2
年
に
現
在

の
京
都
市
中
心
部
で
合
計
64
校
開
校
し

た
、日
本
で
最
初
の
学
区
制
小
学
校（
今

日
の
よ
う
な
小
学
校
）
の
通
称
で
す
。

上
京
〇
〇
番
組
小
学
校
（
ま
た
は
下
京

〇
〇
番
組
小
学
校
）
と
番
号
が
学
校
名

（
学
区
名
）
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ

の
よ
う
な
通
称
が
生
ま
れ
ま
し
た
。「
番

組
小
学
校
」
と
い
う
名
前
の
小
学
校
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

番
組
小
学
校
の
主
な
特
徴
は
２
つ
あ

り
ま
す
。
１
つ
が
、
日
本
で
最
初
の
学

区
制
小
学
校
で
あ
る
こ
と
。
も
う
１
つ

が
、
学
区
（
地
域
）
運
営
の
小
学
校
で

あ
る
こ
と
で
す
。
詳
し
く
は
、『
学
び

や
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
―
近
代
京
都
の
学

校
史
・
美
術
史
―
』（
京
都
新
聞
出
版

セ
ン
タ
ー
、
２
０
１
６
年
）
に
書
き
ま

し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

上
京
区
の
番
組
小
学
校

　

上
京
区
に
は
、
市
立
小
学
校
が
10
校

あ
り
、
す
べ
て
の
小
学
校
が
ル
ー
ツ
を

番
組
小
学
校
に
持
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
区
は
、
上
京
区
だ
け
で
す
。

　

こ
の
10
校
の
名
前
を
す
べ
て
言
え
る

人
は
、
相
当
な
「
上
京
区
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
」
で
す
ね
。
か
み
ぎ
ゅ
う
く
ん
も

び
っ
く
り
す
る
か
と
思
い
ま
す
。
番
組

小
学
校
時
代
の
番
号
順
（
北
西
か
ら
順

番
）
に
、
乾
隆
校
、
翔
鸞
校
、
室
町
校
、

仁
和
校
、
正
親
校
、
西
陣
中
央
校
、
二

条
城
北
校
、
新
町
校
、
京
極
校
、
御
所

東
校
で
す
。

　

で
は
、
こ
の
10
校
の
う
ち
、
明
治
２

年
の
開
校
か
ら
今
日
ま
で
一
度
も
統
廃

合
し
て
い
な
い
学
校
は
ど
こ
で
し
ょ
う

か
。
乾
隆
校
、
翔
鸞
校
、
正
親
校
、
京

極
校
の
４
校
で
す
。
実
は
、
番
組
小
学

校
と
し
て
開
校
し
て
以
来
一
度
も
統
合

し
て
い
な
い
小
学
校
は
す
べ
て
上
京
区

に
あ
り
、
他
区
に
は
無
い
の
で
す
。

番
組
小
学
校
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る

　

そ
れ
に
し
て
も
、
64
校
も
番
組
小
学

校
が
あ
っ
た
の
に
、
上
京
区
に
10
校
し

か
な
い
と
い
う
の
は
、
少
な
い
気
が
し

ま
す
よ
ね
。
こ
れ
に
は
、
２
つ
わ
け
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
先
ほ
ど
少

し
お
話
し
ま
し
た
、

学
校
統
廃
合
で
す
。

番
組
小
学
校
は
元
々

学
区
が
狭
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
明
治
20

和
崎
　
光
太
郎

京
都
市
学
校
歴
史
博
物
館 

学
芸
員

上
京
の
番
組
小
学
校

年
代
半
ば
に
い
く
つ
か
の
学
校
が
統
合

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
室
町
校
は

３
校
統
合
で
、仁
和
校
は
２
校
統
合
で
、

誕
生
し
ま
し
た
。
現
在
の
自
治
単
位
で

あ
る
「
学
区
」
が
誕
生
し
た
の
も
、
こ

の
時
で
す
（「
学
区
」
は
校
区
と
は
違

い
ま
す
、
学
校
が
統
合
さ
れ
て
も
「
学

区
」
は
統
合
し
ま
せ
ん
）。
さ
ら
に
、

こ
こ
30
年
ほ
ど
で
急
速
に
進
ん
だ
少
子

化
に
よ
っ
て
、
学
校
統
廃
合
が
進
み
ま

し
た
。
西
陣
中
央
校
は
４
校
統
合
、
二

条
城
北
校
は
２
校
統
合
、
新
町
校
は
２

校
統
合
で
、こ
の
時
に
誕
生
し
ま
し
た
。

御
所
東
校
は
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年

４
月
の
新
設
校
で
す
が
、
番
組
小
学
校

に
ル
ー
ツ
が
あ
る
春
日
校
が
あ
っ
た
校

地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
理
由
は
、
昭
和
22
年
に
中

─ 5 ─
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北
総
合
支
援
学
校

　

上
京
区
の
番
組
小
学
校
に
ル
ー
ツ
を

持
つ
学
校
の
中
で
、
平
成
に
な
っ
て
か

ら
全
国
初
の
試
み
を
行
い
、
全
国
的
に

注
目
さ
れ
て
い
る
学
校
が
あ
る
の
を
御

存
知
で
し
ょ
う
か
。
元
成
逸
校
の
跡
地

に
平
成
16
（
２
０
０
４
）
年
に
開
校
し

た
、
北
総
合
支
援
学
校
（
開
校
当
時
は

北
総
合
養
護
学
校
）
で
す
。

　

こ
の
学
校
で
の
「
全
国
初
の
試
み
」

は
、
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、

当
時
と
し
て
は
養
護
学
校
が
都
市
中
心

部
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
珍
し

く
、
し
か
も
日
本
初
の
学
区
制
小
学
校

で
あ
る
番
組
小
学
校
の
跡
地
で
あ
っ
た

こ
と
で
す
。
次
に
、
都
市
中
心
部
で
あ

る
こ
と
の
副
産
物
で
は
あ
る
の
で
す

学
校
が
誕
生
し
た
と
き
に
、
い
く
つ
か

の
小
学
校
が
中
学
校
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
こ
の
年
に
、
嘉
楽
校
と
滋
野
校
が

中
学
校
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

嘉
楽
校
は
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
な
り

ま
し
た
が
、
明
治
２
年
に
開
校
し
て
か

ら
一
度
も
学
校
統
廃
合
を
し
て
い
ま
せ

ん
。
滋
野
校
は
明
治
の
学
校
統
廃
合
で

誕
生
し
た
小
学
校
が
、
そ
の
ま
ま
中
学

校
に
な
り
、
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年

に
閉
校
し
、現
在
は
「
生
き
方
探
究
館
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
の
学
校
統
廃

合
で
誕
生
し
た
「
滋
野
」
と
い
う
校
名

に
つ
い
て
は
、
本
誌
の
昨
年
８
月
発
行

号
（
55
号
）
で
京
都
産
業
大
学
の
鈴
木

康
久
先
生
が
エ
ッ
セ
イ
を
お
書
き
に
な

ら
れ
て
い
ま
す
。

が
、
高
層
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
だ

ま
だ
あ
り
ま
す
。
開
校
の
年
か
ら
市
内

の
養
護
学
校
は
総
合
制
・
地
域
制
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
。
総
合
制
と
は
、
障
害

種
別
の
学
校
で
は
な
く
児
童
・
生
徒
一

人
一
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
総
合
的
な

教
育
を
行
う
と
い
う
意
味
で
、
北
総
合

支
援
学
校
の
校
内
は
そ
の
実
現
の
た
め

に
可
動
式
ロ
ッ
カ
ー
の
設
置
な
ど
様
々

な
工
夫
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
制
と

は
、
開
校
時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「
地

域
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
」
と
書
い
て
あ

る
通
り
で
、単
な
る
学
区
制
で
は
な
く
、

地
域
の
方
々
に
支
え
ら
れ
地
域
の
中
で

学
ぶ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
地
域

制
も
、
当
時
の
養
護
学
校
と
し
て
は
画

期
的
で
し
た
。
北
総
合
支
援
学
校
は
、

番
組
小
学
校
と
い
う
日
本
で
最
も
歴
史

の
あ
る
小
学
校
の
伝
統
と
、
総
合
支
援

学
校
と
い
う
京
都
が
誇
る
最
も
新
し
い

学
校
の
ス
タ
イ
ル
と
が
融
合
し
た
、
非

常
に
画
期
的
な
学
校
な
の
で
す
。

番
組
小
学
校
め
ぐ
り

　

平
成
31
（
２
０
１
９
）
年
は
、
番
組

小
学
校
の
創
設
か
ら
１
５
０
年
目
を
む

─ 7 ─ ─ 6 ─
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か
え
る
節
目
の
年
で
す
。
こ
の
エ
ッ
セ

イ
で
登
場
し
た
学
校
の
他
に
、
元
待
賢

校
、
元
小
川
校
な
ど
、
地
域
な
ど
で
活

用
さ
れ
て
い
る
元
校
舎
・
校
地
も
あ
り

ま
す
。
４
年
前
ま
で
元
西
陣
小
学
校
校

舎
が
上
京
区
役
所
と
し
て
活
用
さ
れ
て

い
た
の
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
番
組
小
学
校
の
足

跡
は
、
ま
だ
上
京
区
内
の
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
ま
す
。
番
組
小
学

校
の
１
５
０
歳
の
誕
生
日
を
お
祝
い

し
、
ご
自
分
の
母
校
に
久
々
に
行
っ
て

み
た
り
、
散
歩
が
て
ら
元
学
校
を
観
て

ま
わ
っ
た
り
す
る
の
も
、
ま
た
一
興
か

と
思
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

る
と
、
そ
れ
以
上
の
発
展
・
進
歩
も
無

く
、折
角
守
ら
れ
て
き
た
文
化
や
伝
統
・

技
術
が
、
過
去
の
遺
物
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。

　

建
築
の
歴
史
も
し
か
り
で
、
幕
末
の

頃
か
ら
大
阪
で
は
神
戸
港
か
ら
、
江
戸

で
は
横
浜
港
か
ら
、
次
々
と
西
洋
の
文

化
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
の

流
れ
を
受
け
継
い
で
、
明
治
に
入
っ
て

か
ら
の
京
都
は
、
洋
風
建
築
が
花
開

　

千
年
の
都
で
あ
っ
た
時
代
を
背
景

に
、
京
都
の
人
達
は
保
守
的
で
、
新
し

い
モ
ノ
が
入
っ
て
き
た
時
に
は
、
容
易

に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
無
い
と
い
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
全
く

の
誤
解
で
、京
都
の
人
達
は
、結
構
「
新

し
モ
ン
好
き
」
で
す
。
そ
れ
も
そ
の
筈

で
、
文
化
芸
能
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

伝
統
産
業
・
工
芸
な
ど
、
そ
れ
ま
で
に

守
ら
れ
て
き
た
こ
と
ば
か
り
に
固
執
す

く
モ
ー
ド
の
最
先
端
を
行
く
洗

練
さ
れ
た
街
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。
三
条
通
で
は
、
旧
日

本
銀
行
京
都
支
店
（
現
：
京
都

文
化
博
物
館
別
館
）
や
中
京
郵

便
局
な
ど
。
ま
た
東
山
七
条
に

は
「
京
都
国
立
博
物
館　

本
館

（
現
：
明
治
古
都
館
）」
と
実
に

堂
々
た
る
重
要
文
化
財
の
建
造

物
が
、
今
な
お
点
在
し
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
２
つ
の
エ
リ
ア

で
守
ら
れ
て
き
た
、
上
京
区
内

の
明
治
洋
風
建
築
に
つ
い
て
、

今
号
と
次
号
の
２
回
に
分
け
て

ご
案
内
し
ま
す
。

■
同
志
社
大
学

　
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス

　

仏
教
の
本
山
、
神
道
の
総
本
社
が
ひ

し
め
く
京
都
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
精

神
に
基
づ
く
学
校
を
設
立
す
る
こ
と

は
、
明
治
の
頃
、
た
い
へ
ん
勇
気
の
要

る
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。そ
ん
な
中
、

新
島
襄
は
近
代
国
家
を
担
う
人
材
育
成

を
目
標
に
、
自
ら
の
経
験
と
周
囲
の
協

力
を
徐
々
に
取
り
入
れ
、
同
志
社
大
学

を
設
立
し
ま
し
た
。
明
治
８
（
１
８
７

５
）
年
の
こ
と
で
す
（
設
立
当
初
は
同

志
社
英
学
校
）。
開
学
当
初
は
学
生
数

僅
か
８
名
と
い
う
ご
く
小
さ
な
所
帯
で

し
た
。
学
生
数
が
増
え
る
に
し
た
が
っ

て
、
次
第
に
手
狭
と
な
り
、
少
し
離
れ

た
、
旧
薩
摩
藩
二
本
松
邸
跡
（
烏
丸
今

出
川
）
の
土
地
を
義
兄
、
山
本
覚
馬
を

通
じ
て
確
保
し
た
の
が
、
現
在
の
今
出

川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
始
ま
り
で
す
。

上
京
で
守
ら
れ
て
き
た

　
　

  

明
治
洋
風
建
築 
そ
の
一

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

─ 7 ─

同志社大学今出川キャンパス



★
「
彰し
ょ
う
え
い
か
ん

栄
館
」　

重
要
文
化
財

竣
工
：
明
治
17
（
１
８
８
４
）
年

設
計
：
Ｄ
・
Ｃ
・
グ
リ
ー
ン

　

同
志
社
が
現
在
地
に
移
転
し
て
最
初

に
建
て
ら
れ
た
レ
ン
ガ
建
築
物
が
「
彰

栄
館
」
で
す
。
大
学
内
に
あ
る
明
治
建

築
の
中
で
、
最
も
古
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
当
時
は
校
舎
と
し
て
勉
学

の
場
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
残
念

な
が
ら
、内
部
に
は
関
係
者
以
外
入
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
外
観
上
に
大

き
な
特
徴
が
有
り
ま
す
。
尖
塔
形
の
大

き
な
塔
屋
に
時
計
が
付
い
て
い
る
こ
と

で
す
。
当
時
は
個
人
で
時
計
を
持
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
あ
ま
り
無
い
時
代
で
す

か
ら
、
学
生
や
教
師
達
が
時
間
を
知
る

貴
重
な
時
計
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
烏
丸
通
に
面
し
た
西
門
か
ら
一
番

近
い
建
物
で
す
。

★
「
同
志
社
礼
拝
堂
（
チ
ャ
ペ
ル
）」

竣
工
：
明
治
19
（
１
８
８
６
）
年

設
計
：
Ｄ
・
Ｃ
・
グ
リ
ー
ン

　

キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
く
学
校
に

は
欠
か
せ
な
い
の
が
「
礼
拝
堂
」
で
す
。

校
舎
内
に
取
り
込
む
方
法
も
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
独
立
し
た
別
棟
の
礼
拝

堂
を
、
彰
栄
館
竣
工
の
翌
々
年
に
完
成

さ
せ
ま
し
た
。
強
い
信
仰
心
の
表
れ
と

学
生
達
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
役
割

を
重
ん
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
外
観
は
簡
素
で
あ
り
な
が
ら
重
厚

感
に
満
ち
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
、
内
部

に
入
り
ま
す
と
、
屋
根
下
の
ト
ラ
ス
構

造
が
豪
快
で
、
周
囲
の
窓
を
飾
る
色
と

り
ど
り
の
ガ
ラ
ス
と
の
調
和
が
見
事
で

す
。
創
立
者
の
新
島
襄
の
葬
儀
は
、
明

治
23
年
１
月
27
日
に
、
こ
の
礼
拝
堂
の

前
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
雨
の
降
る
真
冬

の
日
の
こ
と
で
、
棺
は
教
え
子
達
の
手

に
よ
っ
て
、
若
王
子
の
墓
地
ま
で
運
ば

れ
た
の
で
す
。

★
「
有ゆ
う
し
ゅ
う
か
ん

終
館
」

竣
工
：
明
治
20
（
１
８
８
７
）
年

設
計
：
Ｄ
・
Ｃ
・
グ
リ
ー
ン

　

上
に
上
に
と
積
ん
で
い
く
赤
レ
ン
ガ

造
り
が
、
同
志
社
大
学
の
建
物
の
大
き

な
特
徴
で
す
が
、「
有
終
館
」
で
は
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
斜
め
に
積
む
な
ど
、

煉
瓦
の
模
様
張
り
を
駆
使
し
た
変
化
あ

る
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
で
す
。
建
物
を
上

空
か
ら
見
る
と
十
字
型
の
デ
ザ
イ
ン
に

な
っ
て
い
る
点
が
ユ
ニ
ー
ク
。
昭
和
3

（
１
９
２
８
）
年
、
内
部
火
災
が
発
生

し
ま
し
た
が
、
稀
代
の
建
築
家
・
武
田

五
一
が
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
内
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部
を
補
強
、
再
生
に
成
功
し
ま
し
た
。

煉
瓦
建
造
物
の
再
生
例
と
し
て
は
初
期

の
好
例
で
す
。
当
初
は
図
書
館
と
し
て

建
造
さ
れ
ま
し
た
。

★
「
ハ
リ
ス
理
化
学
館
」

竣
工
：
明
治
23
（
１
８
９
０
）
年

設
計
：
Ａ
・
Ｎ
・
ハ
ン
セ
ル

　

明
治
時
代
の
半
ば
、
高
等
教
育
レ
ベ

ル
の
理
化
学
教
育
機
関
設
立
の
た
め
に

寄
せ
ら
れ
た
Ｊ
・
Ｎ
・
ハ
リ
ス
か
ら
の

寄
付
に
よ
り
、ハ
リ
ス
理
化
学
校（
現
：

同
志
社
大
学
理
工
学
部
の
ル
ー
ツ
）
の

校
舎
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
平
安

女
学
院
の
明
治
館
も
、
同
じ
様
式
で
、

や
は
り
Ａ
・
Ｎ
・
ハ
ン
セ
ル
に
よ
る
設

計
。
現
在
は
、
新
島
襄
や
同
志
社
関
係

の
展
示
、
縁
の
深
い
福
島
県
の
震
災
復

興
や
Ｐ
Ｒ
を
行
う
同
志
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に

は
、
入
れ
て
も
校
舎
そ
の
も
の
に
は
入

れ
な
い
中
に
あ
っ
て
、
一
般
の
方
々
が

気
軽
に
中
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
明
治

時
代
の
貴
重
な
建
築
で
す
。

※
但
し
、
日
・
月
曜
日
・
祝
日
は
休
館
。

ま
た
、
学
校
の
休
み
期
間
や
、
行
事
の

際
な
ど
、
お
入
り
頂
け
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

★
「
ク
ラ
ー
ク
記
念
館
」

竣
工
：
明
治
27
（
１
８
９
４
）
年

設
計
：
Ｒ
・
ゼ
ー
ル

　

天
を
衝
く

か
の
よ
う
な

塔
屋
は
キ
ャ

ン
パ
ス
に
中

世
ド
イ
ツ
の

町
の
様
子
を

彷
彿
と
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。

Ｂ
・
Ｗ
・
ク

ラ
ー
ク
夫
妻

か
ら
の
寄
付

に
よ
り
建
て
ら
れ
、
１
８
９
４
年
1
月

30
日
に
開
館
。
当
初
は
「
ク
ラ
ー
ク
神

学
館
」
と
し
て
、
神
学
教
育
と
研
究
に

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
神

学
館
の
完
成
に
伴
い
「
ク
ラ
ー
ク
記
念

館
」
と
改
名
さ
れ
ま
し
た
。
レ
ン
ガ
造

で
、エ
ン
ト
ラ
ン
ス
上
部
の
欄
間
に
は
、

"B
yron Stone-C

larke M
em

orial 
H

all"
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
ク
ラ
ー
ク

夫
妻
の
夭
折
し
た
息
子
を
偲
ん
で
い
ま

す
。
内
部
に
は
キ
リ
ス
ト
教
文
化
セ
ン

タ
ー
が
あ
り
、
教
室
の
ほ
か
、
ク
ラ
ー

ク
・
チ
ャ
ペ
ル
も
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
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護
王
神
社
と
イ
ノ
シ
シ

新
上
京
の
昔
ば
な
し

拝
殿
飾
る
イ
ノ
シ
シ
絵
馬

拝
殿
飾
る
イ
ノ
シ
シ
絵
馬

　

２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
の
干
支
は

亥イ
ノ
シ
シ、
十
干
十
二
支
で
は
己つ
ち
の
と
い亥に
当
た
り

そ
の
イ
ノ
シ
シ
と
ご
縁
の
深
い
護
王
神

社
（
上
京
区
烏
丸
通
下
長
者
町
下
ル
桜

鶴
円
町
）
は
初
詣
の
参
拝
者
で
大
い
に

賑
わ
っ
た
。
そ
の
拝
殿
正
面
に
立
つ
絵

馬
は
京
都
市
在
住
の
日
本
画
家
曲ま

げ

子し

明あ
き

良ら

さ
ん
が
原
画
を
描
い
た
。

　

護
王
神
社
と
イ
ノ
シ
シ
の
関
係
は
、

桓
武
天
皇
に
平
安
京
遷
都
を
進
言
し
て

造
営
に
貢
献
し
た
廷
臣
、
同
社
の
祭
神

和わ
け
の気
清き
よ

麻ま

呂ろ

（
７
３
３
～
７
９
９
）
に

由
来
す
る
。

『
続
日
本
紀
』の
言
い
伝
え

『
続
日
本
紀
』の
言
い
伝
え

　

奈
良
時
代
後
期
、
第
48
代
称
徳
天
皇

（
７
１
８
～
７
７
０
）
の
そ
ば
近
く
仕

え
て
い
た
僧
侶
の
道
鏡
（
７
０
０
？
～

７
７
２
）
は
、
天
皇
に
取
り
入
っ
て
信

頼
が
厚
く
、
寵
愛
さ
れ
て
法
王
に
ま
で

上
が
り
つ
め
た
。
宮
廷
貴
族
は
そ
の
言

動
に
も
陰
で
眉
を
ひ
そ
め
る
だ
け
で
、

あ
か
ら
さ
ま
に
反
対
す
る
も
の
は
誰
一

人
い
な
い
。
や
が
て
皇
位
に
就
き
た
い

野
心
を
隠
さ
な
く
な
っ
た
道
鏡
は
あ
る

時
、「
先
日
、
宇
佐
八
幡
の
お
告
げ
が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
な
た
さ
ま

の
あ
と
は
私
道
鏡
が
皇
位
を
継
ぐ
よ
う

に
と
の
こ
と
で
し
た
」
と
奏
上
す
る
に

至
っ
た
。
称
徳
は
女
帝
で
独
身
、
道
鏡

を
男
性
と
し
て
好
ま
し
く
思
っ
て
い
た

だ
け
に
、
こ
の
言
葉
を
何
と
か
実
現
さ

せ
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

歴
史
学
者
の
北
山
茂
夫
氏
（
※
１
）

の
著
書
『
女
帝
と
道
鏡　

天
平
末
葉
の

政
治
と
文
化
』（
※
２
）
に
、「『
続
日

本
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
あ
ら
す
じ
を
な

る
だ
け
原
文
に
即
し
て
の
べ
よ
う
」
と

前
置
き
し
た
次
の
一
文
が
あ
る
。

　

７
６
９
（
神
護
景
雲
３
）
年
の
９
月

以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
大
宰
府
の
主
か
ん
づ
か
さ神

中な
か

臣と
み

習す

冝げ

阿あ

曽そ

麻ま

呂ろ

と
い
う
人
物
が
、

─ 11 ─ ─ 10 ─

縦 2・7 ㍍、横 4・2 ㍍の絵馬

中殿（この奥に本殿がある）



法
王
道
鏡
に
と
り
い
ろ
う
と
し
て
、
八

幡
神
の
神
託
と
い
つ
わ
っ
て
、「
道
鏡

を
し
て
皇
位
に
即つ

か
し
め
ば
、
天
下
太

平
な
ら
む
」
と
朝
廷
に
奏
上
し
た
。
道

鏡
は
こ
の
神
託
を
き
い
て
深
く
喜
び
、

自
負
し
た
。
一
方
、称
徳
女
帝
の
夢
に
、

八
幡
神
の
使
が
あ
ら
わ
れ
て
、「
大
神

が
あ
る
事
を
申
し
上
げ
た
い
か
ら
、
尼

法ほ
う

均き
ん

（
清
麻
呂
の
姉
広
虫
）
を
宇
佐
ま

で
寄
こ
し
て
ほ
し
い
」
と
の
神
の
言
葉

を
伝
え
た
。広
虫
は
そ
の
役
を
断
っ
て
、

弟
の
清
麻
呂
を
使
者
に
推
し
た
。

　

女
帝
は
、清
麻
呂
を
近
く
に
招
い
て
、

そ
の
使
命
を
託
し
た
。
道
鏡
は
出
発
に

さ
い
し
て
、「
大
神
が
天
皇
に
使
者
の

派
遣
を
請
う
の
は
、
思
う
に
、
自
分
の

即
位
の
こ
と
を
告
げ
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
う
ま
く
や
っ
て
く
れ
れ
ば
、
高
い

官
爵
を
あ
た
え
て
と
り
た
て
よ
う
」
と

清
麻
呂
に
も
ち
か
け
た
と
い
う
。

　

清
麻
呂
が
宇
佐
に
い
そ
い
で
、
神
宮

に
詣
で
る
と
、
大
神
は
、
託
宣
を
下
し

て
「
わ
が
国
は
開か
い
び
ゃ
く闢こ
の
方
、
君
臣
定

ま
り
ぬ
。
臣
を
以
て
君
と
な
す
こ
と
は

未い
ま

だ
こ
れ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
天あ
ま

つ
日ひ

嗣つ
ぎ

は
必
ず
皇
緒
を
立
て
よ
。無
道
の
人
は
、

宜
し
く
早
く
掃
除
す
べ
し
」と
の
べ
た
。

　

清
麻
呂
は
、
９
月
の
末
に
宇
佐
か
ら

帰
っ
て
、
女
帝
に
た
い
し
て
、
神
託
を

そ
の
ま
ま
奏
上
し
た
。
こ
れ
を
き
い
た

道
鏡
は
大
い
に
怒
っ
て
、
清
麻
呂
を

因い
な
ば
の
い
ん
げ
の
す
け

幡
員
外
介
に
左
降
し
、
ま
だ
任
所
に

い
か
な
い
う
ち
に
、
女
帝
の
詔
を
も
っ

て
、除
名
し
て
大
隅
国（
鹿
児
島
県
）に
、

姉
法
均
を
還
俗
さ
せ
て
備
後
国
（
広
島

県
）へ
流
し
た
。　　
　
（
原
文
の
ま
ま
）

「
皇
族
を
守
っ
た
忠
臣
」

「
皇
族
を
守
っ
た
忠
臣
」

　

買
収
し
て
い
る
は
ず
の
宇
佐
八
幡
宮

の
神
託
は
、
称
徳
女
帝
が
信
じ
て
い

た
「
道
鏡
を
皇
位
に
就
け
よ
」
と
は
真

逆
だ
っ
た
。
称
徳
女
帝
は
「
己
（
清
麻

呂
）
が
作
り
て
い
ふ
付
言
を
、
大
神
の

御み
こ
と命
と
借
り
て
い
ふ
」「
朕
（
称
徳
女

帝
）
が
念お
も

ほ
し
て
あ
る
が

如
く
、
大
神
の
御
命
に
あ

ら
ず
」
と
激
怒
。
道
鏡
も

大
い
に
落
胆
、
清
麻
呂
を

憎
ん
で
、「
あ
の
よ
う
な

悪
い
も
の
が
清
麻
呂
と
名

乗
る
の
は
許
せ
な
い
。
別わ
け
べ
の
き
た
な
ま
ろ

部
穢
麻
呂
と

改
名
せ
よ
」
と
命
じ
、
腹
立
ち
ま
ぎ
れ

に
足
の
腱
を
切
っ
て
歩
け
な
く
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
飽
き
足
ら
な
い
道

鏡
は
、
大
隈
国
に
赴
く
清
麻
呂
一
行
に

刺
客
を
送
る
徹
底
ぶ
り
だ
っ
た
。

　

清
麻
呂
一
行
が
皇
室
を
守
っ
た
大
神

に
感
謝
す
る
た
め
宇
佐
八
幡
宮
へ
立
ち

寄
ろ
う
と
、
豊
前
国
（
福
岡
県
東
部
）

に
至
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
三
百
頭
も
の

イ
ノ
シ
シ
が
現
れ
て
輿こ
し

の
周
り
を
取
り

囲
み
、刺
客
か
ら
守
り
な
が
ら
十
里（
約

40
㌔
㍍
）
の
道
の
り
を
先
導
し
た
。
清

麻
呂
が
ぶ
じ
参
拝
を
終
え
る
と
、
イ
ノ

シ
シ
た
ち
は
ど
こ
か
へ
姿
を
消
し
た
と

い
う
。

　

こ
の
時
清
麻
呂
は
、「
こ
れ
よ
り
北

西
、
豊
前
国
企
救
郡
湯
川
郷
の
山
の
麓

に
湧
き
出
て
い
る
湯
に
浸
れ
ば
足
は
治
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る
で
あ
ろ
う
」
と
の
託
宣
を
受
け
、
早

速
同
地
に
向
か
い
、
毎
日
毎
日
足
を
浸

し
て
い
る
と
傷
は
み
る
み
る
回
復
し
、

つ
い
に
二
十
一
日
目
に
は
歩
く
こ
と
が

出
来
た
と
い
う
。
清
麻
呂
は
喜
ん
で
湯

の
湧
く
山
の
頂
上
に
駆
け
登
り
、
宇
佐

八
幡
宮
へ
向
か
っ
て
拝
礼
を
繰
り
返
し

た
。
そ
の
時
以
来
、
こ
の
山
は
足
が
立

つ
山
、
足
立
山
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
北
九
州
市
小
倉

北
区
に
あ
る
標
高
５
９
７
・
８
㍍
の
山

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
伝
説
か
ら
、
和
気
清
麻
呂

は
皇
統
を
守
っ
た
忠
臣
と
し
て
崇
め
ら

れ
、
清
麻
呂
と
イ
ノ
シ
シ
は
強
く
結
び

つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
だ
。

平
安
建
都
に
全
力
尽
く
す

平
安
建
都
に
全
力
尽
く
す

　

清
麻
呂
が
流
罪
に
な
っ
た
翌
７
７
０

（
神
護
景
雲
４
）
年
８
月
、
称
徳
天
皇

が
崩
御
、
62
歳
の
大
納
言
白
壁
王
が
即

位
し
て
第
49
代
光
仁
天
皇
と
な
っ
た
。

古
来
、
天
皇
が
一
度
親
任
し
た
政
治
権

力
者
は
、
そ
の
天
皇
か
ら
罷
免
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
度
罷
免
し
た
者

を
回
復
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
天
皇

が
下
し
た
決
断
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
さ
が

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
代
替
わ
り
す
る
と

こ
れ
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
光
仁
天

皇
は
道
鏡
を
罷
免
し
て
下
野
国
（
栃
木

県
）
の
薬
師
寺
別
当
に
左
遷
、
清
麻
呂

と
広
虫
の
流
罪
を
解
い
て
都
に
呼
び
戻

し
て
名
誉
を
回
復
し
た
。
こ
の
時
二
人

は
和
気
朝
臣
の
姓
を
賜
わ
っ
て
い
る
。

　

光
仁
天
皇
の
後
を
継
い
だ
第
50
代
桓

武
天
皇
は
、
都
を
平
城
京
か
ら
長
岡
京

へ
遷
し
た
が
、
新
し
い
都
造
り
は
停
滞

し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
清
麻
呂
は
改
め

て
葛
野
の
地
へ
遷
都
を
進
言
、
造
宮
大

夫
と
し
て
平
安
建
都
に
力
を
尽
く
し

た
。
こ
れ
が
以
後
千
年
の
都
と
な
っ
た

平
安
京
、現
在
の
京
都
の
誕
生
だ
っ
た
。

境
内
至
る
所
に
イ
ノ
シ
シ

境
内
至
る
所
に
イ
ノ
シ
シ

　

護
王
神
社
は
清
麻
呂
が
亡
く
な
っ
た

後
の
８
０
０
（
延
暦
18
）
年
に
、
和
気

氏
が
一
族
の
氏
寺
で
あ
る
高
雄
神
護
寺

境
内
に
作
っ
た
、
清
麻
呂
を
祀
る
護
王

善
神
社
に
始
ま
る
。
１
０
０
０
年
以
上

が
過
ぎ
た
１

８
５
１
（
嘉

永
４
）
年
、

清
麻
呂
の
歴

史
的
功
績
を

讃
え
て
孝
明

天
皇
が
正
一

位
護
王
大
明

神
の
神
階

神
号
を
授

け
、
１
８
７

４（
明
治
７
）

年
に
は
「
護
王
神
社
」
と
改
称
し
て
別

格
官
幣
社
に
列
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
１

８
８
６
（
明
治
19
）
年
、
明
治
天
皇
の

勅
命
で
、
京
都
御
所
蛤
御
門
前
の
華
族

中
院
家
邸
宅
跡
地
に
社
殿
を
造
営
し
、

神
護
寺
境
内
か
ら
遷
座
。
清
麻
呂
と
と

も
に
広
虫
も
主
祭
神
と
し
て
合
わ
せ
て

祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
天

皇
は
１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
に
、
清

麻
呂
薨
後
１
１
０
０
年
を
記
念
し
て
贈

正
三
位
か
ら
位
階
を
進
め
て
、
贈
正
一

位
を
与
え
て
い
る
。

　

千
年
の
都
で
あ
っ
た
京
都
は
、
１
８

６
９
（
明
治
２
）
年
の
東
京
遷
都
で
意

気
消
沈
、
京
都
御
所
周
辺
も
荒
廃
す
る

ば
か
り
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
憂
い
た
明

治
天
皇
の
配
慮
で
１
８
７
７
（
明
治

10
）
年
か
ら
「
大お
お

内う
ち

保ほ

存ぞ
ん

事じ
ぎ
ょ
う業
」
が
始

ま
り
、
北
は
今
出
川
通
、
西
を
烏
丸
通
、

東
は
寺
町
通
、
南
を
丸
太
町
通
に
境
界

を
設
定
し
て
周
囲
に
石
垣
を
築
き
、
空

地
に
は
芝
生
や
樹
木
を
配
し
た
御
苑
に

整
備
し
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
京
都
御

所
の
東
側
に
１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
、

三
條
實さ
ね
つ
む萬
・
三
條
實さ
ね
と
み美
父
子
を
祭
神
と

す
る
梨
木
神
社
が
創
建
、
西
側
に
護
王

─ 13 ─ ─ 12 ─

狛犬ならぬ狛イノシシ
（表門右）

狛犬ならぬ狛イノシシ
（表門左）

拝殿前の霊猪像（右裏側） 拝殿前の霊猪像（左裏側）



神
社
が
遷
座
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
皇
室

礼
賛
・
忠
君
愛
国
の
雰
囲
気
を
醸
し
出

す
狙
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

遷
座
の
後
、
崇
敬
者
に
よ
り
境
内
に

霊
猪
像
が
奉
納
さ
れ
た
。
烏
丸
通
に
面

す
る
鳥
居
の
左
右
に
も
狛
犬
で
は
な
く

狛
イ
ノ
シ
シ
が
置
か
れ
て
い
る
。
表
門

か
ら
境
内
に
入
っ
て
右
側
に
あ
る
手
水

舎
で
は
イ
ノ
シ
シ
の
口
か
ら
水
が
流
れ

出
て
お
り
、
こ
の
鼻
先
を
な
で
る
と
幸

運
が
訪
れ
る
と
い
う
。
ま
た
清
麻
呂
の

足
萎
え
が
回
復
し
た
と
い
う
古
事
か

ら
、
同
社
に
は
足
腰
の
病
気
・
怪
我
回

復
の
御
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

半
世
紀
も
清
麻
呂
10
円
札

半
世
紀
も
清
麻
呂
10
円
札

　

護
王
神
社
遷
座
か
ら
数
年
後
の
１
８

９
０
（
明
治
23
）
年
９
月
、
表
面
右
側

に
清
麻
呂
、
四
周
に
８
頭
の
イ
ノ
シ
シ

を
描
い
た
日
本
銀
行
兌
換
銀
券
10
円
紙

幣
（
通
称
表
イ
ノ
シ
シ
）
が
発
行
さ
れ

た
。肖
像
の
原
画
は
大
蔵
省
紙
幣
局（
今

の
国
立
印
刷
局
）
の
お
雇
い
外
国
人
エ

ド
ア
ル
ド
・
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
が
描
い
た

が
、
千
年
以
上
も
前
の
人
物
の
顔
が
わ

か
る
は
ず
も
な
く
、
や
む
な
く
周
辺
の

人
た
ち
、
例
え
ば
藤
原
鎌
足
は
松
方
正

義
、
武
内
宿
彌
は
佐
田
清
次
（
当
時
の

印
刷
部
長
）、
神
功
皇
后
は
な
ん
と
印

刷
部
の
女
性
職
員
、
そ
し
て
清
麻
呂
は

木
戸
孝
允
（
桂
小
五
郎
）
を
モ
デ
ル
に

し
た
そ
う
だ
。

　

清
麻
呂
を
描
い
た
紙
幣
は
こ
の
後
、

１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
に
清
麻
呂
と

護
王
神
社
を
描
い
た
甲
10
円
券
（
通
称

裏
イ
ノ
シ
シ
札
）、
１
９
１
５
（
大
正

４
）
年
に
左
に
清
麻
呂
、
右
に
護
王
神

社
を
描
い
た
乙
10
円
券
（
通
称
左
和
気

札
）、
１
９
３
０（
昭
和
５
）年
表
に
清

麻
呂
、
裏
に
護
王
神
社
を
描
い
た
丙
10

円
券
（
通
称
第
１
次
10
円
札
）
と
し
て

登
場
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
金き
ん

と
交
換
で

き
る
兌
換
券
で
、
不
換
券
と
な
っ
た
後

の
１
９
４
３
（
昭
和
18
）
年
に
第
２
次
10
円
札

が
出
て
、
１
９
４
４
（
昭
和
19
）
年
の
第
3
次

10
円
札
も
清
麻
呂
の
肖
像
で
、
実
に
半
世
紀
の

間
、清
麻
呂
＝
10
円
札
は
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、

「
イ
ノ
シ
シ
を
１
枚
貸
し
て
」
は
、「
10
円
貸
し

て
」
と
い
う
意
味
に
広
く
使
わ
れ
た
。

（
福
井　

和
雄
）

（
注
１
）北
山
茂
夫
氏
（
１
９
０
９
～
１
９
８

４
）
は
、
奈
良
本
辰
也
氏（
１
９
１
３

～
２
０
０
１
）、
林
屋
辰
三
郎
氏
（
１

９
１
４
～
１
９
９
８
）
と
共
に
「
立

命
館
日
本
史
の
三
羽
烏
」
と
称
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
１
９
６
０
年
代
末

の
学
園
紛
争
を
機
に
辞
任
さ
れ
た
。

（
※
２
）中
公
新
書
１
９
２
、
１
９
６
９（
昭
和

44
）
年
６
月
初
版
。
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手水所にもイノシシ

和気清麻呂紙幣



　
天
神
筋
通一条
下
ル
東
入

ル
十
如
寺
前
の
通
り
。地
元

で
は「
ホ
ッ
ケ
ン
ド
ウ
」と

い
う
人
が
多
い
。

　「
京
都
坊
目
誌
」（
大
正

４
）に
は
、安
永
年
間（
１

７
７
２
〜
１
７
８
１
）の
話

と
し
て
、途
中
か
ら
小
路

と
な
り
御
前
通
に
抜
け
ら
れ
る
辻
子
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
地
は
、日
本
映
画
の
曙
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、

明
治
45
年
に
通
称「
法
華
堂（
ほ
っ
け
ん
ど
う
）撮
影
所
」

が
建
設
さ
れ
た
。大
正
７
年
に
北
区
大
将
軍
へ
移
転
す
る

ま
で
の
６
年
間
で
４
０
０
本
余
り
の
作
品
が
制
作
さ
れ
、

「
目
玉
の
松
チ
ャ
ン
」こ
と
尾
上
松
之
助
が一世
を
風
靡
し
た
。

　
ま
た
、「
日
本
映
画
の
父
」と
称
さ
れ
る
牧
野
省
三
の
発

案
で
、雨
天・曇
天
で
も
撮
影
で
き
る
よ
う
に
屋
根
を
ガ
ラ

ス
張
り
に
し
た
グ
ラ
ス・ス
テ
ー
ジ
が
建
設
さ
れ
た
。後
に

こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
資
材
が
、府
立
植
物
園
の
温
室
棟
建

設
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
近
く
に
は
、映
画
制
作
に
は
欠
か
せ
な
い
大
道
具
小
道

具
を
一
手
に
扱
っ
た
高
津
商
会
の
作
業
場
跡
に
高
津
古
文

化
会
館
が
残
る
。

　
筆
者
が
子
供
の
頃（
昭
和
10
年
〜
20
年
代
）、何
ら
か
の

形
で
映
画
産
業
に
関
わ
り
の
あ
る
仕
事
を
さ
れ
て
い
る

方
が
こ
の
近
辺
に
多
く
住
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
懐
か
し
い
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
都
草
　
山
本
　
喜
康

ト
ピ
ッ
ク
ス

「
法
華
寺（
法
華
堂
）の
辻
子
」

上京区文化振興会会長　冷泉　貴実子 （冷泉家時雨亭文庫常務理事）
　上京区140周年を記念し、上京区文化振興会が大文化祭を企画します。今も残る最も古い区のひとつである上
京区には、磨き上げられた宮廷文化や茶道をはじめとする伝統文化、卓越した技術を持つ職人による伝統工芸等、
歴史に育まれた質の高い文化が息づいています。この豊かな歴史と文化は、わが国が誇る奇跡といえるでしょう。
上京の素晴らしさを堪能いただける大文化祭です。皆様、是非お越しください。

上
京
の
辻
子

上
京
の
辻
子

づ

　 

し

づ

　 

し

〇作品展示
音と光に演出された空間で、上京が誇る作家
作品の幻想的展示

〇大茶会 （4/27開催）
武者小路千家の懸釜による大茶会

〇トークショー （4/28開催）
ゲスト：磯田 道史 氏
（歴史学者、国際日本文化研究センター准教授）

〇舞台 （4/28開催）
雅楽、蹴鞠、衣紋、披講など、上京の宮廷文化
を華やかに実演

〇食のブース
上京区の名料理店による点心等、２日限りの
スペシャルメニューが集結！

上京区１４０周年記念

絶
大
な
人
気
を
誇
る
、茂
山
千
五
郎
家
に
よ
る
福
を
呼
ぶ
笑
い
が
満
載
。

こ
の
機
会
を
お
見
逃
し
な
く
！

日本の奇跡 上京大文化祭
２０１９年４月２７日（土）、２８日（日）日 時 北野天満宮 周辺場 所

平成３１年２月２３日（土）平成３１年２月２３日（土）

会場会場金剛能楽堂（烏丸通中立売上ル）金剛能楽堂（烏丸通中立売上ル）

午後 6 時3 0 分開場、午後7 時開演

上
京
区
文
化
振
興
会
創
設
６
０
周
年
・
上
京
区
１
４
０
周
年
記
念

● 

ミ
ニ
講
演

　 「
文
化
庁
の

　 

京
都
移
転
に
つ
い
て
」

● 

狂 
言

　 「
鬼
瓦
・
口
真
似
」

● 

ト
ー
ク
シ
ョ
ー

　 「
狂
言
の
未
来
と

　 

京
都
の
文
化
」

● 
狂
言
の
お
話

─ 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／吉川蕉仙氏　　表紙写真／首途八幡宮：桃　水野克比古氏

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

●グローバル地域文化学部

同志社大学  広報部  広報課

学校法人 北野幼稚園
京都市上京区御前通一条下る　　（北野天満宮バス停下車南１0０m）

創
立
以
来
八
十
年
に

わ
た
っ
て
、

和
や
か
な
家
庭
的
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
つ
つ

就
学
前
教
育
の

本
流
を
め
ざ
し
て
、

保
育
を
続
け
て

参
り
ま
し
た
。

幼
児
た
ち
は

楽
し
い
遊
び
を
通
し
て
、

人
生
に
必
要
な
生
き
る

力
の
す
べ
て
を
手
に
し
ま
す
。

℡.463-0111㈹
http://www.kitano.ed.jp/
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レストランブラン・ヴェール

☎ 075 (414) 9881

◆日替わりランチ（月～土） ¥1,000
◆ランチセット ・・・・・・ ¥1,200 ~

【Lunch】

【Dinner】
◆シェフおすすめコース ¥3,300
◆フレンチスタイルのコース ¥3,300
◆イタリアンテイストのコース ¥3,300
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上 京 区 1 4 0 周 年 記 念 洛和会丸太町病院

TEL 075（801）0351（代）
http://www.rakuwa.or.jp/maruta/

（平日 午後7時～午後11時まで）
耳鼻咽喉科救急対応24 時間  365 日

内科・外科救急対応
診療予約
専用 0120（489）244


