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び 

か
た 

美 
　
燦さ
ん

雨う

～
上
村
松
し
ょ
う
こ
う篁
の
芸
術

　
松
篁
（
信
太
郎
）
は
松
し
ょ
う
え
ん
園
と
一
緒
に
狭
い
中
京
区
を
転
々
と
し
ま
し
た
。
不
幸

に
も
、
火
事
に
遭
っ
て
、
写
生
や
縮
図
を
失
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
祖
母
・
仲

子
は
、
葉
茶
屋
を
営
む
一
方
、
松
園
（
津
弥
子
）
の
た
め
、
出
来
る
だ
け
手
助
け

し
た
り
、庇
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
信
太
郎
は
す
っ
か
り
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
」

で
し
た
。
信
太
郎
が
つ
き
ま
と
う
と
、「
邪
魔
に
な
る
。」
と
松
園
は
言
っ
た
そ
う

で
す
。
御
飯
が
で
き
ま
す
と
、
信
太
郎
は
二
階
の
松
園
に
向
っ
て
「
御
飯
で
け
て

ま
っ
せ
ー
。」
と
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
た
そ
う
で
す
。
松
園
は
「
は
あ
い
」
と

返
事
し
て
、
二
階
か
ら
下
り
て
来
ま
し
た
。

　
松
篁
は
お
と
な
し
く
て
、
一
人
遊
び
の
出
来
る
少
年
に
な
り
ま
し
た
。
廊
下
の

隅
に
水
盤
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
冬
場
に
金
魚
を
取
り
込
ん
だ
そ
う
で
す
。
松

篁
は
金
魚
の
動
き
を
飽
か
ず
眺
め
て
お
り
ま
し
た
。
冬
場
の
金
魚
は
余
り
動
か
ず

に
、
じ
っ
と
し
て
い
る
様
子
で
し
た
。
蓋
を
ず
ら
せ
て
観
察
し
て
い
ま
し
た
。
ま

る
で
科
学
者
の
卵
の
よ
う
で
す
ね
。

　
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
春
、
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
京
都
市
立
美
術
工
芸

学
校
絵
画
科
に
入
学
し
ま
し
た
。
つ
づ
い
て
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
春
、
京

都
市
立
絵
画
専
門
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
で
し
ょ
う
か
。
母
の
勧
め
で
、

西
山
翠
す
い
し
ょ
う
嶂
に
師
事
し
ま
し
た
。
母
・
松
園
が
「
今
は
熱
心
に
花
鳥
画
を
描
い
て
い

る
が
、
将
来
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
。」

と
の
心
配
か
ら
、
幅
広
く
風
景
、
人
物
、
花
鳥
な
ど
描
け
る
人
、
西
山
翠
嶂
を
推

薦
し
、
紹
介
し
ま
し
た
。

　
絵
画
専
門
学
校
に
入
学
し
て
間
も
無
い
頃
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
課
題
制
作
と

し
て
、
京
都
・
伏
見
で
民
家
と
そ
の
周
辺
の
桃
の
木
を
写
生
し
て
、
教
官
の
入
江

波
光
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
言
下
に
「
あ
ん
た
、
概
念
的
な
こ
と
描
き
ま
っ
し
ゃ
ろ
。

こ
れ
は
、
あ
か
ん
こ
と
で
す
。」
と
、
き
つ
く

指
導
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
力
量
を
誇
っ
て
い

る
松
篁
は
ひ
ど
く
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

波
光
の
言
い
方
の
シ
ョ
ッ
ク
は
、
松
篁
に
は
生

涯
の
憶
い
出
と
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
の
夏
、長
か
っ

た
戦
争
は
よ
う
や
く
終
わ
り
ま
し
た
。
松
篁

は
第
三
回
日
展
で
審
査
員
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

審
査
結
果
に
不
満
の
松
篁
を
は
じ
め
、
山
本

丘き
ゅ
う
じ
ん
人
、
吉
岡
堅
二
ら
が
語
り
合
っ
て
、
日
本
画

の
在
野
団
体
『
創
造
美
術
』
を
結
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
画
壇
に
必
要
な
こ
と
で
し
た
。

『
国
画
創
作
協
会
』
の
過
激
さ
も
な
く
、
緩
い

も
の
で
し
た
。
京
都
の
画
人
、
奥
村
厚
一
、
菊

池
隆
志
、
沢
宏こ
う

靭じ
ん

、
秋
野
不ふ

矩く

、
向
井
久く

万ま

、

広
田
多た

津つ

。
東
京
の
画
人
、
山
本
丘
人
、
福
田 加

藤
類
子

美
術
史
家
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豊
四
郎
、
吉
岡
堅
二
、
高
橋
周
し
ゅ
う
そ
う
桑
、
橋
本
明め
い

治じ

、

加
藤
栄え
い

三ぞ
う

ら
を
同
道
し
ま
し
た
。

　
松
篁
美
術
の
完
成
は
戦
後
の
こ
と
で
す
。
自

然
の
声
を
聴
い
た
と
す
る《
朝
》（
一
九
五
三
年
）、

《
池
》（
一
九
五
四
年
）、
名
作
と
言
わ
れ
る
《
星ほ
し

五ご

位い

》（
一
九
五
八
年
）
等
が
引
き
つ
づ
き
出
品

さ
れ
ま
し
た
。《
星
五
位
》
は
、
第
二
十
二
回
新

制
作
協
会
展
に
制
作
・
出
品
さ
れ
、
翌
年
三
月
、

芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

因
み
に
、昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
年
）
九
月
、

『
創
造
美
術
』
は
、
洋
画
、
彫
刻
の
新
制
作
派
協
会
と
合
併
、『
新
制
作
協
会
日
本

画
部
』
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
想
え
ば
、
動
き
の
鈍
い
日
本
画
で
す
け
れ

ど
、
新
制
作
展
の
新
し
い
香
り
が
匂
い
立
ち
ま
す
。

　
昭
和
三
十
四
年（
一
九
五
九
年
）暮
か
ら
新
年
に
か
け
て
、密
教
専
門
の
佐さ
わ
り
ゅ
う
け
ん

和
隆
研

氏
率
い
る
京
都
市
立
美
術
大
学
調
査
隊
は
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
を
旅
行
し
ま
し

た
。
松
篁
は
同
行
し
ま
す
。
古
い
帝
展
に
石
崎
光こ
う

瑤よ
う

の
作
品
を
見
て
感
動
し
、そ
の

想
い
が
未
だ
に
揺よ
う

曳え
い

し
て
い
ま
し
た
の
が
、動
機
の
一
つ
で
す
。
ス
ケ
ッ
チ
し
ま
く

り
ま
し
た
が
、
虎
の
咆ほ
う

哮こ
う

を
聴
き
、
そ
そ
く
さ

と
画
材
を
片
付
け
、
引

き
上
げ
ま
し
た
。
昭
和

三
十
八
年（
一
九
六
三

年
）
五
月
の
ハ
ワ
イ
旅

行
は
安
全
で
し
た
。
体

力
も
気
力
も
充
実
し
た

旅
で
し
た
。
沢
山
ス

ケ
ッ
チ
し
て
、
作
品
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

ハ
ワ
イ
旅
行
の
成
果
は
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
が
、《
燦
雨
》（
一
九
七
二
年
）
と

い
う
作
品
は
、
美
し
さ
と
い
い
、
豪
華

さ
と
い
い
、
大
き
さ
と
い
い
、
松
篁
の

代
表
作
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
年
）
三

月
に
近
鉄
奈
良
歴
史
教
室
で
《
万
葉
の

春
》
と
い
う
大
壁
画
を
完
成
さ
せ
ま
し

た
。
大
お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
の
歌
の
諸
作
を
ベ
ー
ス

と
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
万
葉
集
の
よ
き
男
子
と

才
媛
の
集
ま
っ
た
も
の
で
す
。
前
年
に

は
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
も
と
づ
く
『
画
集 

額
田
女
王
』
が
、
毎
日
新
聞
社
よ
り
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。

　
晩
年
の
日
々
は
回
顧
展
の
つ
づ
き
で

忙
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
相
変
わ
ら
ず

日
々
の
ス
ケ
ッ
チ
を
怠
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
子
息
の
淳あ
つ
し之
さ
ん
の
言
う
に
は
、

「
お
や
じ
さ
ん
、
梅
の
花
と
小
鳥
が
ど

う
し
て
も
描
け
へ
ん
。」
で
し
た
。

《
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
と
カ
ー
デ
ナ
ル
》
は
『
松
伯
美
術
館
所
蔵
作
品
集
』（
二
〇
〇
四
年
、松
伯
美
術
館
発
行
）
か
ら
、

そ
の
他
の
作
品
画
像
は
『
上
村
松
篁
展
図
録
』（
日
本
経
済
新
聞
社
発
行
）
か
ら
転
載
し
ま
し
た
。
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昨
年
２
月
、
藤
原
定
家
自
筆
の
『
源

氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
が
、
東
京
の
元

大
名
家
の
納な
ん
ど戸
か
ら
現
れ
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
は
老
中
も
務
め
た
大お
お
こ
う
ち

河
内
松ま
つ

平だ
い
ら
け家
に
、
約
４
０
０
年
も
の
間
大
切
に

保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
近
年
は
御

当
主
か
ら
「
贋が
ん

作さ
く

で
は
」
と
疑
わ
れ
て

い
た
と
の
こ
と
。
藤
原
定
家
ゆ
か
り
の

冷れ
い

泉ぜ
い

家け

時し
ぐ
れ雨
亭て
い

文ぶ
ん

庫こ

に
相
談
が
持
ち
掛

け
ら
れ
、
調
査
主
任
の
藤
本
孝こ
う

一い
ち

さ
ん

が
自
筆
本
と
鑑
定
し
て
、
10
月
に
は
冷

泉
家
で
記
者
会
見
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
訳
で
、
上
京
区
内
の
『
源
氏

物
語
』「
若
紫
」
巻
ゆ
か
り
の
場
所
を

訪
ね
ま
し
ょ
う
。
現
京
都
御
苑
内
の
、

藤
原
道
長
「
土つ
ち

御み

門か
ど

邸て
い

跡
地
」
で
す
。

今
は
京
都
迎
賓
館
の
建
つ
辺
り
に
造ぞ
う

営え
い

さ
れ
、
東
西
40
丈
（
約
１
２
０
㍍
）、

南
北
は
80
丈
を
超
え
る
大
豪
邸
で
し

た
。
こ
の
地
が
『
源
氏
物
語
』
と
関
わ

る
の
は
、
紫
式
部
が
藤
原
道
長
の
娘
で

時
の
一
条
天
皇
の
中
宮
で
あ
っ
た
彰し
ょ
う
し子

に
仕
え
て
お
り
、
彰
子
が
里
帰
り
し
て

出
産
し
た
折
、
紫
式
部
も
数
か
月
滞
在

し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

紫
式
部
は
回
顧
録
で
あ
る
『
紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部

日に
っ
き記
』
に
、
当
時
の
こ
と
を
詳
細
に
記

録
し
て
い
ま
す
。
寛か
ん

弘こ
う

五（
１
０
０
８
）

年
の
秋
、
彰

子
は
皇お
う
じ子
を

出
産
し
、
道

長
邸
は
大
い

に
沸
い
て
、

華
や
か
な
誕

生
祝
の
宴
を

繰
り
返
し
ま

し
た
。
11
月
１
日
、
祝
い
の
一
つ
で
あ

る
「
五い

か
十
日
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
そ
の

宴
も
た
け
な
わ
の
時
、
客
の
貴
族
が
紫

式
部
を
探
し
て
言
っ
た
言
葉
が
「
あ
な

か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
若
紫
や
さ
ぶ

ら
ふ
（
失
礼
、
こ
の
辺
り
に
若
紫
さ
ん

は
お
控
え
か
な
）」
で
す
。

　

言
っ
た
の
は
藤
原
公き
ん

任と
う

。
漢
文
、
管

弦
、
和
歌
の
い
ず
れ
に
も
秀
で
た
、
文

化
の
世
界
の
重
鎮
で
す
。
そ
の
彼
が
、

紫
式
部
を
「
若
紫
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か

ら
分
か
る
の
は
、
当
時
既
に
『
源
氏
物

語
』
の
「
若
紫
」
巻
が
作
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
巻
名
が
藤

原
公
任
に
も
知
ら
れ
る
ほ
ど
、
広
ま
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
一
千
年
後
の
西
暦
２
０
０
８

年
、
京
都
を
中
心
に
全
国
で
「
源
氏
物

語
千
年
紀
」が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
催
さ
れ
、

２
０
１
２
年
に
は
、
11
月
1
日
が
「
古

典
の
日
」
と
し
て
法
制
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
実
は
も
う
一
つ
、
今
回

出
現
の
藤
原
定
家
自
筆
「
若
紫
」
に
さ

ら
に
深
く
関
わ
る
こ
と
が
、
紫
式
部
の

『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
ゆ
か
り
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　

  　

—

土
御
門
邸
跡
・
廬
山
寺—

山
本
　
淳
子

京
都
先
端
科
学
大
学
人
文
学
部
教
授
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土
御
門
邸
滞
在
中
に
起
き
て
い
ま
し

た
。
彰
子
の
発
案
で
、『
源
氏
物
語
』

の
豪
華
本
が
制
作
さ
れ
た
の
で
す
。
里

帰
り
か
ら
内
裏
に
戻
る
時
に
持
ち
か
え

り
、
天
皇
と
一
緒
に
読
む
た
め
で
し
ょ

う
。『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
一

条
天
皇
も『
源
氏
物
語
』

を
高
く
評
価
し
て
い
ま

し
た
。
豪
華
本
は
、
紫

式
部
の
清
書
原
稿
を
能

筆
家
た
ち
が
美
し
く
書

き
写
し
て
、
制
作
さ
れ

ま
し
た
。
い
っ
ぽ
う
紫

式
部
は
、
局つ
ぼ
ねに
置
い
て
い
た
は
ず
の
草

稿
が
無
く
な
っ
て
い
て
、
う
ろ
た
え
ま

す
。
紫
式
部
の
留
守
を
見
計
ら
っ
て
藤

原
道
長
が
盗
み
出
し
、
彰
子
の
妹
に
与

え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。「
き
ち
ん
と

書
き
換
え
た
の
は
、
清
書
係
の
方
々
に

送
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
皆
手
元
か
ら
無

く
な
っ
た
う
え
、
草
稿
が
こ
う
し
て
流

出
し
て
し
ま
っ
て
、
残
念
な
評
判
を
う

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
」と
、

紫
式
部
は
嘆
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ

れ
が
、
約
２
０
０
年
後
に
、
藤
原
定
家

が
『
源
氏
物
語
』
の
本ほ
ん

文も
ん

校こ
う

訂て
い

に
力
を

注
ぐ
、一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

当
時
、
文
学
作
品
は
手
書
き
で
写
し

て
広
ま
り
ま
し
た
。
当
然
、
し
ば
し
ば

誤
写
が
起
こ
り
ま
す
。
ま
た
、
写
し
手

が
勝
手
に
書
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、『
源

氏
物
語
』
に
は
述
べ
た
よ
う
な
経
緯
が

あ
り
、
最
初
か
ら
二
つ
の
本
文
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
定
家
の

頃
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
は

不
審
な
点
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
分
量

も
六
〇
帖
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
を
、
様
々
な
写
本
を
突
き

合
せ
、
で
き
る
限
り
古
い
本
文
を
尊
重

し
て
整
理
し
た
の
が
、
定
家
で
し
た
。

自
筆
本
「
若
紫
」
も
、
そ
う
し
た
作
業

の
賜た

ま

物も
の

と
し
て
記
さ
れ
た
一
冊
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
土
御
門
邸
と
い
え
ば
、

藤
原
道
長
が
か
の
有
名
な
「
こ
の
よ
を

ば
我
が
世
と
ぞ
思
ふ
望も
ち

月づ
き

の
欠
け
た
る

こ
と
も
な
し
と
思
え
ば
」
の
和
歌
を
詠

ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
和
歌
は
、
自
ら
の
栄
華
を
満
月
に
な
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す
る
と
、
道
長
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く

変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
京
都
御
所
か
ら
寺
町
通
を
隔

て
た
向
か
い
側
の
盧ろ

山ざ
ん

寺じ

が
、
紫
式
部

の
居き
ょ
た
く宅
跡
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
御
存

じ
の
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
盧
山
寺
は

平
安
初
期
の
創
建
で
す
が
、
当
時
は
別

の
地
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
地

に
は
、
紫
式
部
の
曾
祖
父
で
あ
る
中
納

言
藤
原
兼か
ね

輔す
け

が
、
賀
茂
川
の
堤
を
背
に

「
堤つ
つ
み
ち
ゅ
う
な
ご
ん
て
い

中
納
言
邸
」
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

や
が
て
家
は
没
落
し
ま
し
た
が
、
紫
式

部
は
広
い
邸
宅
を
お
じ
一
家
と
分
け
合

い
、
父
や
弟
と
共
に
、
家
族
で
住
ん
で

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

通
い
婚
で
夫
を
迎
え
た
の
も
、
夫
が

新
婚
わ
ず
か
三
年
で
亡
く
な
り
、
傷
心

ぞ
ら
え
て
「
こ
の
世
界
は
す
べ
て
自
分

の
も
の
」
と
豪
語
し
た
も
の
と
解
釈
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
当
時
、「
こ
の
よ
は

我
が
世
」
は
「
今
夜
は
最
高
の
気
分
だ
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
。「
私

の
も
の
で
あ
る
世
」
で
は
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
月
は
和
歌
で
は
皇
后
の
象
徴
と

し
て
詠
ま
れ
ま
し
た
。
道
長
が
こ
の
和

歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
三
人
の
娘
が
太
皇

太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
の
座
を
独
占
し

た
夜
。
道
長
は
、
娘
た
ち
が
皇
后
の
座

を
満
席
に
し
た
こ
と
を
、「
満
月
」
と

喜
ん
だ
の
で
す
。
ま
た
月
に
は
、「
杯
さ
か
ず
き」

も
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
道
長
は
「
今

夜
は
楽
し
い
。
円
い
杯
の
よ
う
に
宴
席

が
円
満
だ
か
ら
だ
」
と
喜
ん
だ
の
で
す
。

道
長
の
こ
の
和
歌
を
、
客

人
た
ち
は
何
度
も
唱
和
し

ま
し
た
。
道
長
家
の
慶
事

を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
皆
そ

れ
ぞ
れ
が
、
貴
族
社
会
の

円
満
な
関
係
を
喜
ん
だ
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
和
歌

の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
解
釈

の
日
々
を
過
ご
し
た
の
も
、
や
が
て
友

人
の
す
す
め
で
物
語
を
も
の
し
始
め
た

の
も
、
こ
の
家
で
の
こ
と
で
し
た
。
堤

中
納
言
邸
は
『
源
氏
物
語
』
が
生
ま
れ

た
場
所
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
内
容

を
、
今
私
た
ち
は
全
く
知
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
紙
も
筆
も
高
価
な
当
時
、

財
力
の
乏
し
い
紫
式
部
に
書
く
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
短
編
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
紫
式

部
が
彰
子
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
て
か

ら
、『
源
氏
物
語
』
は
長
編
化
し
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

盧
山
寺
が
こ
の
地
に
移
っ
た
の
は
豊

臣
秀
吉
の
時
代
。
実
は
秀
吉
も
、『
源
氏

物
語
』
を
学
習
し
て
い
ま
す
。
都
の
貴

族
た
ち
と
渡
り
合
う
教
養
を
身
に
付
け

る
た
め
で
し
ょ
う
。
彼
が
写
し
た
自
筆

の
『
源
氏
物
語
』
解
説
書
『
源
氏
物
語

の
お
こ
り
』
が
、
現
在
専
修
大
学
図
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
寺
内
の「
源

氏
の
庭
」
で
紫
式
部
を
思
い
、
境
内
の

一
画
に
遺
る
お
土
居
で
秀
吉
の
努
力
に

思
い
を
馳
せ
る
。
盧
山
寺
は
、
そ
ん
な

壮
大
な
時
間
旅
行
の
で
き
る
場
所
で
す
。
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上
京
で
守
ら
れ
て
き
た

　
　

  

明
治
洋
風
建
築 

そ
の
三

上
席
特
別
客
員
研
究
員

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

　

今
回
は
平
安
女
学
院
の
建
築
に
つ
い

て
ご
案
内
し
ま
す
。「
平
女
」
の
愛
称

で
親
し
ま
れ
て
い
る
平
安
女
学
院
の

キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
現
在
京
都
市
上
京
区

と
高
槻
市
に
有
り
ま
す
が
、
誕
生
の
地

は
大
阪
で
し
た
。
明
治
維
新
間
も
な
い

明
治
8
年
（
１
８
７
５
）、
当
時
多
く

の
外
国
人
達
が
生
活
し
て
い
た
「
川
口

居
留
地
（
現
在
の
大
阪
市
西
区
阿
波
座

付
近
）」
に
、
米
国
聖
公
会
か
ら
派
遣

さ
れ
た
宣
教
師
Ｅ
・
Ｇ
・
エ
デ
ィ
が
「
エ

デ
ィ
の
学
校
」
と
い
う
名
で
創
設
し
た

の
で
す
。

　

そ
の
５
年
後
、
学
校
名
は
「
照
暗
女

学
校
（
聖
ア
グ
ネ
ス 

ス
ク
ー
ル
）
と

な
り
、
明
治
28
年
（
１
８
９
５
）
に
京

都
市
上
京
区
の
現
在
地
に
移
転
す
る
際

に
「
平
安
女
学
院
」
と
な
り
ま
し
た
。

創
設
以
来
、
近
代
日
本
の
女
子
教
育
に

力
を
注
ぎ
、
大
正
４
年
（
１
９
１
５
）

高
等
女
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
、
大
正

9
年
（
１
９
２
０
）
に
日
本
で
初
め
て

洋
式
の
制
服
を
導
入
し
ま
し
た
。
高
等

教
育
を
学
ぶ
女
性
達
の
憧
れ
に
も
な

り
、
名
実
と
も
に
女
子
教
育
の
先
端
を

走
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
昭

和
4
年（
１
９
２
９
）に
は
、第
一
回「
ク

リ
ス
マ
ス
・
カ
ン
タ
ー
タ
」
と
い
う
キ

リ
ス
ト
降
誕
劇
が
生
徒
達
に
よ
り
上
演

さ
れ
、
以
来
生
徒
た
ち
の
思
い
出
に
残

る
伝
統
礼
拝
行
事
と
し
て
、
現
在
ま
で

脈
々
と
続
け
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

高
槻
キ
ャ
ン
パ
ス
が
誕
生
し
た
の
は

ご
く
最
近
、
昭
和
62
年
（
１
９
８
７
）

の
こ
と
で
、
現
在
は
京
都
キ
ャ
ン
パ
ス

（
上
京
区
）
に
中
学
校
・
高
等
学
校
と

大
学
国
際
観
光
学
部
が
、
高
槻
キ
ャ
ン

パ
ス
に
大
学
子
ど
も
教
育
学
部
と
短
期

大
学
部
保
育
科
、
認
定
こ
ど
も
園
が
置

か
れ
て
い
ま
す
。

★
聖
ア
グ
ネ
ス
教
会

京
都
市
指
定
有
形
文
化
財

竣
工
：
明
治
31
年
（
１
８
９
８
）

設
計
：
Ｊ
・
Ｍ
・
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー

　

烏
丸
通
と
下
立
売
通
の
交
差
点
に
建

つ
重
厚
な
レ
ン
ガ
造
の
聖
堂
は
、
現
在

の
京
都
に
あ
っ
て
も
、
ひ
と
際
眼
を
惹

き
ま
す
が
、
明
治
の
頃
の
人
々
に
は

も
っ
と
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
外
観

と
、
三
廊
式
バ
ジ
リ
カ
型
の
聖
堂
の
中

に
一
旦
入
り
ま
す
と
、
印
象
は
一
変
し

ま
す
。な
ん
と
優
し
く
崇
高
で
、ど
こ

か
懐
か
し
さ
を
与
え
て
く
れ
る
温
も
り

に
も
似
た
感
慨
を
覚
え
る
の
で
す
。こ

れ
は
外
観
を
レ
ン
ガ
で
覆
っ
た
力
強
く

重
厚
感
の
あ
る
印
象
か
ら
、
内
部
の
構

造
や
調
度
品
が
木
造
を
中
心
と
し
た
日

本
の
建
物
ら
し
い
、
繊
細
で
柔
ら
か
い

印
象
に
変
わ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
随
所
に
嵌は

め
こ
ま
れ
た
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
に
も
注
目
で
す
。
こ
ち
ら
は

外
観
で
は
殆
ど
判
ら
な
い
の
で
す
が
、

中
に
入
る
と
僅
か
な
外
光
を
、
色
彩
豊

か
な
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
、
祈
る
者
の
心

身
を
照
ら
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
で

す
。
直
線
よ
り
も
曲
線
が
重
視
さ
れ
た

幾
何
学
的
デ
ザ
イ
ン
も
、
優
美
な
印
象

を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
の
デ
ザ
イ
ン
も
Ｊ
・
Ｍ
・
ガ
ー
デ
ィ

ナ
ー
で
、
製
作
者
は
日
本
人
。
ま
さ
に

洋
と
和
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
結
晶
で
す
。

　

昭
和
56
年
（
１
９
８
１
）
に
設
置
さ

れ
た
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
も
、
空
間
デ

ザ
イ
ン
の
中
に
決
っ

し
て
出
張
ら
ず
、
控

え
め
に
置
か
れ
て
あ

り
、
鍵
盤
が
カ
バ
ー

で
隠
れ
て
い
る
と
、

ど
こ
に
オ
ル
ガ
ン
が

有
る
の
か
、
判
ら
な

い
ほ
ど
で
す
。
そ
れ

で
い
て
、
音
色
は
気

高
く
美
し
く
、
聖
堂
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内
に
響
き
渡
る
。
殉
教
者
「
聖
ア
グ
ネ

ス
」
と
い
う
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
少
女

の
、
清
ら
か
で
優
し
く
、
美
し
く
、
そ

し
て
信
仰
心
の
強
い
姿
が
ま
さ
に
聖
堂

全
体
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な

気
品
漲み
な
ぎる
聖
堂
、
そ
れ
が
聖
ア
グ
ネ
ス

教
会
で
す
。

※
毎
週
日
曜
日
の
礼
拝
や
ク
リ
ス
マ

ス
等
の
行
事
に
は
、
ど
な
た
で
も

参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

※
お
問
合
せ
先

０
７
５
│
４
３
２
│
３
０
１
５

★
「
明
治
館
」

（
国
）
登
録
有
形
文
化
財

竣
工
：
明
治
31
年
（
１
８
９
８
）

設
計
：
Ａ
・
Ｎ
・
ハ
ン
セ
ル

　

京
都
に
移
転
し
た
際
に
、
学
校
名
も

「
平
安
女
学
院
」
と
な
り
、
そ
の
際
の

校
舎
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
が
「
明
治

館
」
で
す
。

　

設
計
者
は「
英
国
王
立
建
築
家
協
会
」

の
正
会
員
の
資
格
を
持
っ
た
Ａ
・
Ｎ
・

ハ
ン
セ
ル
で
し
た
。
当
時
、
英
国
の
学

校
建
築
で
流
行
し
て
い
た「
ク
イ
ー
ン
・

ア
ン
（
ア
ン
女
王
）
様
式
」
が
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
の
英
国
を
は
じ

め
と
す
る
西
洋
建
築
で

は
、
石
造
り
を
理
想
と

す
る
風
潮
で
、
内
部
を

レ
ン
ガ
で
造
っ
て
も
、

外
壁
は
石
積
み
に
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
ア
ン
女
王
様
式

で
は
、
レ
ン
ガ
を
そ
の

ま
ま
、
外
観
と
し
て
見

せ
て
い
ま
す
。
ま
た
屋

根
に
は
「
ダ
ッ
チ
・
ケ
ー
ブ
ル
」
と
い

う
オ
ラ
ン
ダ
式
の
曲
線
を
使
っ
た
破は

ふ風

で
、
意
匠
的
に
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

「
破
風
」
と
は
屋
根
の
妻
（
端
の
断
面
）

に
あ
る
合
掌
形
の
板
の
こ
と
で
す
が
、

広
い
意
味
で
は
そ
れ
を
含
む
屋
根
の
端

部
分
全
体
を
指
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
破
風
」
は
日
本
建
築
に
も
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
ア
ン
女
王
様

式
が
日
本
の
校
舎
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、

調
和
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。明
治
館
は
建
設
当
初「
本

学
教
場
」
と
呼
ば
れ
、
教
室
・
職
員
室
・

事
務
室
な
ど
、
学
校
の
中
心
的
な
建
物

で
、
そ
の
後
生
徒
数
の
増
加
に
よ
り
、

校
舎
が
増
築
さ
れ
た
も
の
の
、
老
朽
化

に
よ
る
傷
み
も
激
し
く
な
り
、
阪
神
淡

路
大
震
災
を
契
機
に
、
立
入
禁
止
と
な

り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
保
存
、
修
復

活
動
に
よ
り
、
学
校
建
学
の
精
神
や
歴

史
を
刻
む
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
そ
の
美

し
い
姿
を
湛た
た
えて
い
ま
す
。

★
「
昭
和
館
」

（
国
）
登
録
有
形
文
化
財

竣
工
：
昭
和
4
年
（
１
９
２
９
）

意
匠
設
計
：
Ｊ
・
Ｖ
・
Ｗ
バ
ー
ガ
ミ
ニ
ー

構
造
設
計
：
内
藤
多
仲

　

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
り

な
が
ら
、
外
観
は
現
代
的
な
重
量
感
が

目
立
つ
造
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
階

部
分
の
外
壁
が
モ
ル
タ
ル
、
二
階
部
分

は
レ
ン
ガ
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
ま
た
中
央
に
は
屋
根
を
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設し
つ
らえ
て
、
和
風
の
イ

メ
ー
ジ
を
見
せ
て
く

れ
、
外
観
上
は
、
む

し
ろ
暖
か
く
軽
快
な

印
象
す
ら
受
け
ま

す
。
京
都
キ
ャ
ン
パ

ス
の
敷
地
の
北
西
隅

に
建
ち
、
基
本
２
階

建
て
で
す
が
、
一
部
が
３
階
建
と
な
っ

て
お
り
、半
地
下
部
分
に
講
堂
が
有
り
、

１
階
に
は
校
長
室
や
事
務
室
、
２
階
に

教
室
を
設
け
て
い
ま
す
。
現
在
も
中
学

生
・
高
校
生
達
の
校
舎
と
し
て
、
元
気

な
女
学
生
達
の
声
で
満
ち
て
い
ま
す
。

昭
和
初
期
の
貴
重
な
Ｓ
Ｒ
Ｃ
造
の
学
校

建
築
で
す
が
、
扉
な
ど
に
は
木
が
使
わ

れ
て
お
り
、
昭
和
の
懐
か
し
さ
と
温
も

り
が
感
じ
ら
れ
る
校
舎
で
す
。

★
「
有
栖
館
」

旧
有
栖
川
宮
邸

江
戸
時
代　

木
造 

瓦
葺 

平
屋
建

　

中
庭
を
囲
ん
で
「
玄
関
棟
」・「
客
間

棟
」・「
住
居
棟
」
の
３
棟
で
構
成
さ
れ

客
間
の
前
に
は
十
一
代
小
川
治
兵
衞
に

よ
る
庭
が
東
西
に
拡
が
り
ま
す
。
客
間

棟
の
書
院
に
は
、
床
と
一
体
化
し
た
上

段
の
間
が
あ
り
、
勅
使
な
ど
貴
い
賓
客

が
頻
繁
に
訪
れ
た
宮
家
独
特
の
設
し
つ
ら
え
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、客
間
棟
に
は

「
能
の
間
」
も
あ
り
、畳
を
上
げ
る
と
、

能
舞
台
の
様
相
を
呈
し
、能
を
は
じ
め

芸
能
の
披
露
の
場
と
し
て
舞
台
の
役
割

を
果
た
す
造
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ

れ
も
文
化
交
流
の
最
先
端
を
行
く
宮
家

な
ら
で
は
の
、お
も
て
な
し
の
表
現
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
有
栖
川
宮
家
」
は
四

親
王
家
の
一
家
と
し
て
、

皇
室
を
支
え
て
き
ま
し

た
。
そ
の
歴
史
は
、
後
陽

成
天
皇
の
皇
子
「
好よ
し

仁ひ
と

親

王
」
が
寛
永
2
年
（
１
６

２
５
）
に
創
設
さ
れ
、
大

正
12
年
（
１
９
２
３
）
慰や
す

子こ

親
王
妃
の
薨
去
ま
で
、

約
３
０
０
年
に
及
び
ま
す
。
江
戸
時
代

の
頃
、
有
栖
川
宮
家
は
京
都
御
苑
内
の

ほ
ぼ
中
心
部（
建
礼
門
院
南
向
い
辺
り
）

に
位
置
し
、
明
治
維
新
後
、
宮
家
が
東

京
に
移
ら
れ
た
後
、
裁
判
所
の
仮
庁
舎

と
し
て
活
用
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
建
物
の
一
部
が
現
在
の
場
所

に
移
り
、
平
成
19
年
（
２
０
０
７
）
ま

で
は
京
都
地
方
裁
判
所
の
所
長
官
舎
と

し
て
利
用
さ
れ
、
平
成
20
年
（
２
０
０

８
）
平
安
女
学
院
が
所
有
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
国
際
観
光
学
部
を
軸
に
伝
統

文
化
の
研
修
・
研
究
・
発
信
を
実
践
す
る

場
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
画
像
提
供
・
取
材
撮
影
協
力
）

平
安
女
学
院
・
日
本
聖
公
会
京
都
教
区
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御
所
の
東
を
護
る
梨
木
神
社

新
上
京
の
昔
ば
な
し

　

京
都
御
苑
の
清
和
院
御
門
の
東
に
位

置
す
る
梨
木
神
社
（
上
京
区
寺
町
通

広
小
路
上
ル
）。
久く
に
の
み
や
あ
さ
ひ
こ

邇
宮
朝
彦
親
王
の

令り
ょ
う
じ旨
（
皇
太
子
・
三
后
や
女
院
・
親
王

な
ど
皇
族
の
命
令
）
に
よ
っ
て
、
１
８

８
５
（
明
治
18
）
年
10
月
、
三
條
家
の

邸
宅
跡
に
三さ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
つ
む

條
実
万
（
１
８
０
２
～

59
）
を
祀
る
社
殿
が
造
営
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
る
。
創
建
と
と
も
に
別
格
官
幣

社
に
列
格
さ
れ
た
。

　

祭
神
の
三
條
実
万
は
約
50
年
に
渡
っ

て
光
格
、
仁
孝
、
孝
明
の
三
天
皇
に
仕

え
、王
政
復
古
を
志
し
た
幕
末
の
公
卿
。

学
を
好
み
、
典
礼
に
通
じ
、
和
歌
・
書

に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
か
ら
「
菅
原
道

真
の
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
ま
で
称
さ
れ

た
と
い
う
。

　

実
万
は
48（
嘉
永
元
）年
に
、
朝
廷
と

幕
府
の
間
の
連
絡
や
交
渉
を
仲
介
す
る

武ぶ

家け

伝て
ん

奏そ
う

の
役
職
に
就
い
た
。
平
常
時

は
朝
廷
が
武
家
に
官
位
を
授
け
る
伝
達

や
、幕
府
か
ら
朝
廷
へ
の
要
望
を
聞
い

た
り
す
る
こ
と
が
任
務
で
、
天
皇
の
使

者
と
し
て
江
戸
へ
下
る
勅
使
役
は
武
家

伝
奏
が
務
め
て
い
た
。
実
万
も
た
び
た

び
江
戸
に
赴
き
対
米
政
策
に
つ
い
て
幕

府
と
交
渉
を
重
ね
て
い
た
が
、57（
安
政

４
）年
に
は
内
大
臣
に
昇
り
、日
米
修
好

通
商
条
約
の
勅
許
を
拒
絶
し
、将
軍
職
に

一
橋
慶
喜
を
擁
立
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

　

58（
安
政
５
）年
３
月
に
同
条
約
勅
許

を
巡
り
、幕
府
と
の
協
調
路
線
を
取
る

推
進
派
の
関
白
九
条
尚ひ
さ

忠た
だ

と
激
し
く
対

立
し
て
、同
関
白
か
ら
左
大
臣
・
近
衛
忠た

だ

煕ひ
ろ

と
共
に
参
内
停
止
を
命
じ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
に
激
怒
し
た
孝
明
天
皇
は
２
日

後
に
右
大
臣
鷹
司
輔す
け

煕ひ
ろ

と
権
大
納
言
二

条
斉な
り

敬ゆ
き

を
勅
使
と
し
て
近
衛
・
三
條
両

邸
に
差
し
向
け
両
名
に
参
内
の
勅
命
を

下
し
た
。
こ
れ
は
関
白
が
下
し
た
処
分

を
天
皇
が
権
力
を
も
っ
て
覆
し
、
長
年
朝

廷
の
全
権
を
握
っ
て
い
た
摂
関
家
（
※
１
）

を
抑
え
て
、
政
治
的
に
は
非
力
で
あ
っ

た
清せ
い

華が

家け

出
身
の
実
万
を
出
仕
さ
せ
る

と
い
う
、
公
家
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を

与
え
た
出
来
事
だ
っ
た
。

　

勅
許
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
尚
忠

に
立
腹
し
た
孝
明
天
皇
は
、
関
白
の
内

覧
職
権
を
一
時
停
止
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
（
内
覧
職
権
は
関
白
の
最
も
基
本
的

な
職
務
で
、
そ
れ
の
停
止
は
事
実
上
の

停
職
処
分
に
相
当
し
た
）。
結
局
、
幕

府
と
の
協
調
路
線
に
反
発
す
る
岩
倉
具

視
や
中
山
忠た
だ

能や
す

な
ど
88
人
の
堂
上
公
卿

た
ち
の
猛
烈
な
抗
議
で
条
約
勅
許
は
葬

ら
れ
た
（
こ
れ
を
「
廷
臣
八
十
八
卿
列

参
事
件
」
と
い
う
）。
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一
方
、
開
国
政
策
を
進
め
る
幕
府
大

老
の
井
伊
直
弼
は
こ
の
よ
う
な
朝
廷
の

動
き
に
厳
し
く
対
応
。
同
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
、
尊
王
攘
夷
派
に
過
酷
な
弾

圧
を
加
え
、
累
は
宮
家
、
公
卿
に
も
及

ん
だ
。
こ
れ
が
「
安
政
の
大
獄
」
で
、

実
万
も
59
（
安
政
６
）
年
４
月
に
謹
慎

処
分
を
受
け
、
出
家
し
て
澹た
ん

空く
う

と
号
し

た
。
間
も
な
く
病
気
危
篤
と
な
り
、
従

一
位
に
叙
さ
れ
た
後
、
10
月
に
謹
慎
し

て
い
た
一
乗
寺
村
で
亡
く
な
っ
た
。
62

（
文
久
2
）
年
に
右
大
臣
が
追
贈
さ
れ
、

69
（
明
治
2
）
年
に
は
明
治
天
皇
か
ら

「
忠
成
公
」
と
諡
お
く
り
なさ
れ
、99
（
明
治
32
年
）

に
は
贈
正
一
位
に
追つ
い
し
ょ
う陞さ
れ
た
。

　

久
邇
宮
朝
彦
親
王
も
日
米
通
商
条
約

に
反
対
し
た
一
人
で
、
や
は
り
皇
族
で

あ
り
な
が
ら
安
政
の
大
獄
に
よ
っ
て
謹

慎
処
分
と
さ
れ
た
。
実
万
と
は
い
わ
ば

同
志
の
間
柄
だ
っ
た
。

　

実
万
の
子
実さ
ね

美と
み

（
１
８
３
７
～
91
）

は
尊
王
攘
夷
・
倒
幕
運
動
の
先
頭
に

立
っ
て
い
た
が
、
薩
摩
藩
・
会
津
藩
を

中
心
と
し
た
公
武
合
体
派
が
長
州
藩
を

主
と
す
る
尊
王
攘
夷
派
と
急
進
派
公
卿

を
朝
廷
か
ら
一
掃
し
た
63
（
文
久
３
）

年
の
「
八
月
十
八
日
の
政
変
」
に
よ
っ

て
失
脚
、
長
州
へ
逃
れ
た
。
こ
れ
が

「
七
卿
落
ち
」
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
が
、

そ
の
３
カ
月
ほ
ど
前
の
旧
暦
５
月
20
日

夜
、
実
美
と
姉あ
ね
が
こ
う
じ

小
路
公き
ん

知と
も

は
揃
っ
て
御

所
を
退
出
、
実
美
は
輿
で
青
蓮
院
宮
邸

に
向
か
っ
て
難
を
免
れ
、
公
知
は
自
邸

に
戻
る
途
中
、
朔
平
門
東
の
猿
が
辻
付

近
で
薩
摩
藩
の
田
中
新
兵
衛
に
暗
殺
さ

れ
る
と
い
う
、
明
暗
を
分
け
る
事
件
に

遭
遇
し
て
い
る
。

　

実
美
は
大
政
奉
還
に
よ
っ
て
王
政
復

古
し
た
67
（
慶
応
３
）
年
に
返
り
咲
き
、

東
京
へ
移
っ
た
明
治
新
政
府
で
は
議

定
、
副
総
裁
を
経
て
69
（
明
治
２
）
年

に
右
大
臣
、
71
（
明
治
４
）
年
に
太
政

大
臣
と
な
っ
て
中
枢
に
位
置
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
別
格
官
幣
社
と
は
71
（
明

治
４
）
年
に
明
治
政
府
が
「
神
社
は
国

神門から拝殿、神殿を臨む

拝殿から神殿を臨む

萩に埋まった神殿（本殿）前
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家
の
宗そ
う

祀し

で
あ
る
」（
※
２
）
と
の
考
え

の
も
と
に
設
け
た
近
代
社
格
制
度
の
一

つ
で
、
翌
72
（
明
治
５
）
年
創
建
の
湊

川
神
社
を
最
初
に
、
１
９
４
６
（
昭
和

21
）
年
に
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の

74
年
間
に
、「
国
家
の
た
め
に
特
別
な

功
労
が
あ
っ
た
人
物
を
祀
る
神
社
」
28

社
が
格
付
け
さ
れ
、
官
幣
小
社
に
準
じ

て
処
遇
さ
れ
た
。

　

別
格
官
幣
社
28
社
の
う
ち
京
都
に
あ

る
の
は
次
の
４
社
を
数
え
る
。
他
で
は

栃
木
、
福
井
、
三
重
、
大
阪
、
山
口
が

各
２
社
、
も
ち
ろ
ん
１
社
も
な
い
都
道

府
県
が
半
数
以
上
も
あ
る
中
で
、
こ
の

数
は
突
出
し
て
い
る
。

　

▽
豊
国
神
社 

豊
臣
秀
吉
を
祀
る
。

明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
再
興
、
１
８

７
３
（
明
治
６
）
年
８
月
に
列
格
（
３

番
目
）。
80
（
明
治
13
）
年
、
方
広
寺

大
仏
殿
跡
の
現
在
地
に
遷
座
。

　

▽
護
王
神
社 

和
気
清
麻
呂
を
祀
る
。

74
（
明
治
７
）
年
12
月
護
王
善
神
社
を

護
王
神
社
に
改
称
し
列
格
（
４
番
目
）。

86
（
明
治
19
）
年
明
治
天
皇
の
勅
命
に

よ
り
京
都
御
苑
蛤
御
門
前
の
現
在
地
に

遷
座
。
１
９
１
５
（
大
正
４
）
年
、
大

正
天
皇
即
位
の
際
に
姉
の
広
虫
を
合
祀
。

　

▽
建
勲
神
社 

織
田
信
長
を
祀
る
。

１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
列
格
（
５
番

目
）、
船
岡
山
に
社
地
を
受
け
、
80
（
明

治
13
）
年
社
殿
を
新
た
に
造
営
し
て
、

嫡
子
信
忠
を
合
祀
。

　

▽
梨
木
神
社 

三
條
実
万
を
祀
る
。

85
（
明
治
18
）
年
列
格
（
18
番
目
）。

護
王
神
社
と
同
様
に
１
９
１
５
（
大
正

４
）
年
、
大
正
天
皇
即
位
の
際
に
子
の

実
美
を
合
祀
し
て
い
る
。

　

前
回
の
「
新
・
上
京
の
昔
ば
な
し
」

で
取
り
上
げ
た
白
峯
神
宮
も
、
こ
の
４

社
に
先
立
つ
１
８
６
８
（
明
治
元
）
年

９
月
に
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
崇
徳

天
皇
の
神
霊
を
迎
え
現
在
地
に
社
殿
を

造
営
し
た
の
が
始
ま
り
。
73（
明
治
６
）

年
に
淳
仁
天
皇
を
合
祀
し
て
官
幣
中
社

に
な
っ
た
（
後
に
官
幣
大
社
に
昇
格
）。

　

別
格
官
幣
社
４
社
は
「
国
家
の
た
め

に
特
別
な
功
労
が
あ
っ
た
人
物
」
を
、

「
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
」「
明
治
初

年
に
現
在
地
に
遷
座
」「
後
に
合
祀
が

あ
っ
た
」
な
ど
の
共
通
点
を
持
ち
、
い

ず
れ
も
京
都
御
所
を
護
る
よ
う
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

　

こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
い
く
つ
か

の
文
献
・
書
籍
を
漁
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

岡
田
精
司
著
「
京
の
社　

神
と
仏
の
千

三
百
年
」（
塙
書
房
、２
０
０
６
年
刊
）と

い
う
本
に
、こ
う
し
た
事
情
に
関
わ
る
興

味
深
い
一
文
を
見
つ
け
た
。
長
く
な
る

が
関
係
個
所
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
「
和
気
清
麻
呂
の
場
合
も
、
彼
と
同
時

代
の
人
物
で
怨
霊
で
も
な
い
、
功
成
り

栄
達
し
た
人
物
が
後
世
に
な
っ
て
神
と

な
っ
た
例
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
と

に
三
條
親
子
の
場
合
、
維
新
の
功
労
者

は
大
勢
い
る
の
に
ほ
と
ん
ど
の
人
物
は

京
都
に
は
個
人
の
神
社
は
建
て
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
（
戦
死
者
や
犠
牲
者
の
集
団

祭
場
で
あ
る
霊
山
護
国
神
社
を
除
い
て

は
）。
こ
の
父
子
だ
け
が
、個
人
の
霊
を
、

し
か
も
御
所
の
傍
ら
に
神
社
と
し
て
祀

ら
れ
る
の
は
、
何
と
も
不
思
議
で
す
」

　
「
護
王
、梨
木
両
神
社
が
設
立
さ
れ
た

85
～
86（
明
治
18
～
19
）年
と
い
う
時
期
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は
、そ
の
謎
を
と
く
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。そ
れ
は
政
府
の
京
都
御
所
の
対

処
が
放
棄
か
ら
保
存
に
方
針
転
換
す
る

時
期
で
し
た
。
維
新
後
公
家
華
族
の
東

京
移
住
の
後
、公
家
屋
敷
は
撤
去
さ
れ
、

御
所
の
建
物
も
荒
廃
す
る
に
任
せ
て
い

ま
し
た
が
、公
家
出
身
で
実
際
上
政
府
の

ト
ッ
プ
に
立
っ
て
い
た
右
大
臣
岩
倉
具

視
の
尽
力
に
よ
っ
て
、政
府
も
80（
明
治

13
）年
頃
か
ら
御
所
を
即
位
儀
礼
の
場
と

し
て
保
存
し
、
周
辺
の
御
苑
を
整
備
す

る
方
向
に
転
じ
ま
す
」

　
「
最
晩
年
の
岩
倉
具
視
は
、
京
都
御

所
の
旧
仙
洞
御
所
跡
に
桓
武
天
皇
の

『
平
安
神
宮
』
を
建
立
す
る
プ
ラ
ン
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま

す
。
岩
倉
は
そ
の
構
想
の
実
現
を
見
ず

に
、
83
（
明
治
16
）
年
没
し
ま
し
た
」

　
「
護
王
、
梨
木
両
神
社
が
設
立
さ
れ

る
の
は
、
そ
の
２
～
３
年
後
の
こ
と
で

す
。少
な
く
と
も
宮
内
省
の
周
囲
に
は
、

岩
倉
の
構
想
の
も
と
保
存
さ
る
べ
き
御

所
、
そ
し
て
将
来
の
『
平
安
神
宮
』
創

建
も
視
野
の
う
ち
に
置
い
て
、
そ
の
左

右
に
近
侍
す
る
神
と
し
て
桓
武
天
皇
の

忠
臣
和
気
清
麻
呂
と
、
孝
明
天
皇
の
重

臣
三
條
実
万
の
社
を
祀
る
発
想
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」

　
「
護
王
神
社
も
梨
木
神
社
も
、
１
９

１
５
（
大
正
４
）
に
祭
神
を
追
加
し
ま

す
が
、
こ
の
年
に
大
正
天
皇
の
即
位
の

礼
が
京
都
御
所
で
挙
行
さ
れ
た
の
で
祝

賀
行
事
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
御

所
を
護
る
よ
う
に
立
つ
二
つ
の
臣
下
の

神
社
も
、
平
安
神
宮
と
一
体
の
も
の
と

し
て
国
家
神
道
の
も
と
で
機
能
し
た
と

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」

　

な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

　

梨
木
神
社
の
辺
り
は
幕
末
ま
で
公
家

の
屋
敷
群
が
存
在
し
て
い
た
。
南
北
に

長
い
形
の
境
内
、
参
道
を
進
む
と
神
門

が
あ
り
、
拝
殿
を
経
て
、
そ
の
後
の
垣

の
中
に
流
造
り
の
神
殿
（
本
殿
）
が
鎮

座
す
る
。
神
門
に
向
か
っ
て
手
前
左

に
「
染
井
の
水
」
が
あ
り
、
京
都
御

苑
の
「
縣あ
が
た
い井
」、
堀
川
通
五
条
下
ル
の

「
左さ

め

が

い

女
牛
井
」
と
と
も
に
京
都
三
名
水

と
称
さ
れ
て
い
る
。
飲
料
可
で
今
で
も
多

く
の
人
々
が
水
を
汲
ん
で
い
る
。

　

ま
た
境
内
に
は
約
５
０
０
株
の
ハ
ギ
が

植
え
ら
れ
、
毎
年
９
月
に
萩
ま
つ
り
が
開

催
さ
れ
る
。
本
殿
前
に
貼
ら
れ
た
「
萩
ま

つ
り
協
賛
府
市
民
俳
句
大
会
受
賞
作
品
並

び
に
受
賞
者
一
覧
」
か
ら
何
句
か
紹
介
し

て
お
こ
う
。

〇
京
都
府
知
事
賞

　

ゆ
び
き
り
の
記
憶
は
風
に
萩
の
辻

〇
京
都
市
長
賞

　

京
に
生
ま
れ
京
を
誇
り
に
萩
真
白

〇
京
都
新
聞
社
賞

　

脈
々
と
地
下
に
名
水
萩
の
宮

〇
梨
木
神
社
賞

　

萩
日
和
秘
め
ご
と
も
な
き
眼
鏡
拭
く

（
福
井　

和
雄
）

（
※
１
）
摂
政
・
関
白
に
な
る
資
格
を
持
つ
の
が
「
五
摂
関
家
」、

こ
れ
に
次
ぐ
の
が
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
に
な

る
家
格
の
「
七
清
華
家
」。
三
條
家
は
「
清
華
家
」
の

一
つ
だ
っ
た
。

（
※
２
）
71
（
明
治
４
）
年
５
月
14
日
太
政
官
布
告
第
２
３
４
。

別
格
官
幣
社
の
列
格
基
準
は
「
国
乱
ヲ
平
定
シ
国
家
中

興
ノ
大
業
ヲ
輔
翼
シ
、
又
ハ
国
難
ニ
殉
セ
シ
モ
ノ
、
若

ク
ハ
国
家
ニ
特
別
顕
著
ナ
ル
功
労
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

万
民
仰
慕
シ
、
其
ノ
功
績
現
今
已
ニ
祀
ラ
レ
シ
モ
ノ
ニ

比
シ
テ
譲
ラ
サ
ル
モ
ノ
、
但
シ
一
神
一
社
ニ
限
ル
」
と

さ
れ
た
。
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今
出
川
通
七
本
松
東
入
ル
上
ル
に
あ
る
南
北

の
辻
子
。千
本
釈
迦
堂
の
参
道
か
ら
東
へ一
筋
ず

れ
た
と
こ
ろ
で
、こ
の
辺
り
昔
は「
釈
迦
突
抜
町
」

と
呼
ば
れ
て
い
た（
現
在
は「
突
抜
町
」。）。「
京

雀
」（
寛
文
五
年（
一
六
六
五
）刊
）や「
京
大
絵
図
」

（
貞
享
三
年（一六
八
六
）刊
）に
も
み
え
る
。

　「
地
奥
」と
は
織
物
か
ら
出
た
言
葉
で
、か
つ
て

輸
入
品
を「
唐
奥
」と
い
っ
た
の
に
対
し
、地
元
産

を「
地
奥
」と
い
い
、西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
織
物

を
こ
の
ま
ち
の
人
々
が
真
似
て
作
っ
た
こ
と
が

名
の
由
来
で
あ
る
と
い
う
。

　
口
さ
が
な
い
人
が「
地
獄
の
辻
子
」と
茶
化
し

た
り
も
し
た
と
い
う
。「
京
町
鑑
」（
宝
暦
十
二
年

（一七
六
二
）刊
）も
こ
れ
を
俗
称
と
し
て
い
る
。

　
今
も
静
か
な
辻
子
を
歩
く
と
わ
ず
か
な
が
ら

織
機
の
音
が
聞
こ
え
、織
物
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た

ま
ち
の
面
影
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
都
草
　
山
本
　
喜
康

ト
ピ
ッ
ク
ス

「
地
奥
の
辻
子
」

上
京
の
辻
子

上
京
の
辻
子

づ

　 

し

づ

　 

し

「京都いつでもコール」 受付時間：午前８時～午後９時（年中無休）
TEL 661－3755、FAX 661－5855 ※お掛け間違いに御注意ください。

応募フォーム（以下のホームページから）
ホームページ
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html

日 時 令和2年 3月14日（土）
午後２時～午後３時３０分（開場：午後１時３０分）

講 師 千  玄室 氏（裏千家15代・前家元）
〇定　員：３００名（事前申込制・申込多数の場合は抽選）
　　※抽選の有無にかかわらず、受講者（代表）に参加証を送付します。
　　　落選者には通知しません。

〇参加費：無料

〇申込み：令和２年２月7日（金）から２月２９日（土）までに「京都いつで
もコール」へ電話、FAX又はホームページ（応募フォーム）で
お申し込みください。
申込みの際に、①氏名（ふりがな） ②郵便番号・住所 ③電話
番号 ④同伴者全員のお名前（ふりがな）をお伝えください。

上京文化絵巻第７巻  「お茶の心 和と共に」上京文化絵巻第７巻  「お茶の心 和と共に」

主催  上京区文化振興会、上京区役所 　 問合せ  上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当（TEL：４４１－５０４０、FAX：４４１－２８９５）

　上京区文化振興会及び上京区役所では、区内にお住まいの文化人の方々に、御自身のお仕事や体験を交えな
がら、「文化のまち・上京」の魅力についてお話しいただく講演会を開催しています。
　このたび、裏千家15代・前家元の千玄室氏を下記のとおり講師としてお招きします。皆様の御来場をお待ちし
ております。

せんげんしつ

場 所 京都ブライトンホテル地階「英の間」
（上京区新町通中立売）※御来場には公共交通機関を御利用ください。

はなぶさ

ぢ 

お
く
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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／大應寺：桜　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
。

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
五
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/

「上京－史跡と文化」VOL.53 広告 ４C (88×85)

〒 京都府京都市上京区東堀川通下長者町
京都御所蛤御門徒歩 分

ルビノ京都堀川
ホテ ル
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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


