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猪
肉
は
縄
文
時
代
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
た
食
材
で
、
ど
の
時
代
で
も
地

方
の
里
山
で
は
貴
重
な
た
ん
ぱ
く
源
と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
。
生
き
物
を

食
べ
る
こ
と
が
禁
忌
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
て
も
、馬
肉
を「
さ

く
ら
」、
鹿
肉
を
「
も
み
じ
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
、
猪
肉
も
「
ぼ
た
ん
」

と
隠
語
で
呼
ば
れ
流
通
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
。
ち
な
み
に
、
猪
肉
を
薄
切
り

に
し
て
、
牡
丹
の
花
に
似
せ
て
皿
の
上
に
盛
り
付
け
た
姿
か
ら
「
ぼ
た
ん

肉
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、「
唐
獅
子
牡
丹
図
」

の
よ
う
に
獅
子
と
牡
丹
の
花
が
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
付
け
ら
れ
た
隠
語
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
畑
か
く
」
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
風
情
あ
る
数す

寄き

屋や

造
り
の

建
物
が
印
象
的
だ
が
、
そ
れ
よ
り
先
に
、
ほ
っ
と
落
ち
着
く
出だ

し汁
の
香
り

に
満
た
さ
れ
る
。
ま
た
、
皿
に
盛
り
つ
け
ら
れ
た
猪
肉
は
、
想
像
以
上
に

大
輪
の
牡
丹
で
圧
倒
さ
れ
る
美
し
さ
で
あ
る
。
一
般
的
に
ぼ
た
ん
鍋
と
い

う
と
、
味
噌
か
醤
油
で
味
付
け
し
、
風
味
づ
け
に
日
本
酒
や
味み

醂り
ん

を
加
え

る
の
だ
が
、
京
都
ら
し
く
白
味
噌
で
煮
て
、
京
野
菜
と
と
も
に
ポ
ン
酢
で

い
た
だ
く
の
が「
畑
か
く
」流
。
京
都
人
の
味
覚
に
合
う
料
理
と
し
て
先
々

代
が
考
案
し
た
よ
う
だ
。

　
「
畑
か
く
」
は
、
御
所
の
御お

狩か
り

場ば

で
あ
る
京
都
洛
北
・
雲く

も

ヶが

畑は
た

の
宿
屋

の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
先
々
代
が
、
上
京
区
で
大
正
７
年
に
創
業
。
京

都
に
愛
さ
れ
る
よ
う
白
味
噌
仕
立
て
に
し
て
、
猪
肉
を
牡
丹
の
花
の
よ
う

に
盛
り
付
け
る
独
自
の
「
ぼ
た
ん
鍋
」
を
広
め
て
い
っ
た
。

　

鍋
に
入
れ
る
野
菜
も
厳
選
し
、
京
都
で
主
流
だ
っ
た
青
ネ
ギ
で
は
な
く

関
東
か
ら
き
た
白
ネ
ギ
を
採
用
。

他
に
も
、
聖し
ょ
う
ご
い
ん

護
院
大
根
、
さ
さ
が

き
ご
ぼ
う
、
せ
り
な
ど
、
猪
肉
に

負
け
ず
、
且
つ
猪
肉
に
合
う
食
材

を
探
求
し
て
取
り
入
れ
て
き
た
。

井
戸
水
で
出
汁
を
と
る
こ
だ
わ
り

は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

　

平
成
25
年
12
月
、「
和
食

；

日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
が
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
元
祖
「
ぼ
た
ん

鍋
」
の
店
と
言
わ
れ
、１
０
０
年
以
上
続
く
日
本
料
理
店
「
京
料
理 

畑
か
く
」

に
お
邪
魔
し
て
、
三
代
目
店
主
新
造
一
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
京
料
理 

畑
か
く
」
三
代
目
店
主

新

造
　

一

夫
上
京
区
内
構
町
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京
都
は
古
来
よ
り
新
鮮
な
生
食
材
が
集
ま
り
難
い
地
域
。
だ
か
ら
こ
そ

工
夫
す
る
。
新
し
い
も
の
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
背

景
も
あ
っ
て
白
味
噌
仕
立
て
の
ぼ
た
ん
鍋
も
浸
透
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
新
し
い
も
の
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
が
故
、
同
じ
こ
と
を

守
り
続
け
、
維
持
し
て
い
く
の
が
難
し
い
地
域
と
も
言
え
る
。

　

特
に
変
化
の
著
し
い
今
日
、
変
え
る
も
の
と
変
え
な
い
も
の
を
見
極
め

る
事
が
重
要
に
な
る
。「
畑
か
く
」
で
も
仕
入
れ
先
が
家
業
を
た
た
み
、

否い
や

応お
う

な
く
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
や
生
活
習
慣
の
変
化
か
ら
囲
炉
裏

で
は
な
く
椅
子
席
を
用
意
す
る
、
感
染
症
予
防
の
一
環
と
し
て
取
り
箸
を

使
う
等
、
少
し
ず
つ
で
あ
る
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

　
「
同
じ
こ
と
を
守
り
続
け
る
の
が
難
し
い
時
代
。
変
え
る
べ
き
も
の
は

変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
怠
ら
な
い
事
が
、
本
当
に
大
切
な
も

の
を
守
り
、
次
の
世
代
の
た
め
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
と
思
い

ま
す
。」
こ
ん
な
新
造
さ
ん
の
言
葉
か
ら
、
畑
か
く
は
時
代
を
超
え
て
愛

さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
を
確
信
し
た
。

　
「
畑
か
く
」
の
ぼ
た
ん
鍋
は
、
一
番
美
味
し
い
時
期
に
提
供
し
た
い
と
の

思
い
か
ら
、11
月
15
日
か
ら
３
月
下
旬
ま
で
の
冬
季
限
定
品
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
通
年
で
京
の
会
席
料
理
や
松し
ょ
う
か
ど
う

花
堂
幕
の
内
弁
当
、
夏
季
に
は
「
鱧は
も

し
ゃ
ぶ
」
を
提
供
し
て
い
る
。
数
寄
屋
造
り
の
部
屋
で
中
庭
を
眺
め
な
が
ら

京
料
理
を
味
わ
う
の
も
趣
深
い
だ
ろ
う
。
西
陣
の
旦
那
衆
を
う
な
ら
せ
た
伝

統
の
味
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
ろ
そ
ろ
炭
が
終
わ
る
時
間
の
よ
う
だ
。

　

最
後
に
、
取
材
で
訪
れ
た
私
に
対
し
て
も
心
か
ら
の
「
お
も
て
な
し
」

を
し
て
頂
い
た
新
造
さ
ん
と
お
店
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。

（
ｂ
ｅ
京
都 

館
長
：
岡
元
麻
有
）

　

創
業
当
初
は
西
陣
界
隈
が
活
気
横お
う

溢い
つ

で
あ
っ
た
が
、
ケ
モ
ノ
肉
を
食
べ

る
習
慣
が
な
く
、
魚
料
理
が
中
心
の
時
代
。「
ぼ
た
ん
鍋
」
を
食
べ
に
来
る

人
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
試
食
会
を
行
い
、
地
域
の
方
々
に
口

コ
ミ
で
広
め
て
も
ら
っ
た
と
の
事
。現
店
主
で
あ
る
新
造
一
夫
さ
ん
は
言
う
。

「
西
陣
に
育
て
て
も
ら
い
ま
し
た
。
西
陣
に
は
今
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。」

　

新
造
さ
ん
の
お
話
か
ら
節
々
に
「
お
も
て
な
し
」
の
心
が
伝
わ
る
や
さ

し
い
言
葉
が
出
て
く
る
。
お
客
様
や
地
域
に
対
す
る
感
謝
の
思
い
が
根
底

に
あ
る
と
感
じ
た
。「
京
都
に
は
他
に
も
美
味
し
い
店
が
多
く
あ
り
ま
す

が
、
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
よ
り
、
み
ん
な
仲
間
や
と
思
て
ま
す
。
地
域
の
人

が
育
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
西
陣
と
そ
こ
の
人
々
、
そ
し
て
き
ば
っ
て
く
れ

る
家
族
の
お
か
げ
で
こ
の
家
業
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。」

　
「
畑
か
く
」
で
は
、
囲い

炉ろ

裏り

を
囲
み
、
炭
を
お
こ
し
て
土
鍋
で
い
た
だ
く

の
が
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
。
炭
が
燃
え
尽
き
炎
が
終
わ
る
頃
に
、
丁
度
お
鍋

の
中
も
無
く
な
る
よ
う
計
算
さ
れ
て
い
る
と
の
事
。「
料
理
は「
食
べ
に
行
く
」

と
決
め
た
瞬
間
か
ら
美
味
し
い
も
の
や
と
思
い
ま
す
。
香
り
、
雰
囲
気
、
そ

の
時
間
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
味
…
。
そ
れ
ら
が
全
て
美
し
く
て
初
め
て
美
味

し
い
、
幸
せ
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
精
一

杯
お
も
て
な
し
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
幸
せ
を
感
じ

て
い
た
だ
く
た
め
、
是
非
お
店

に
来
て
ほ
し
い
で
す
ね
。」
こ

う
い
う
新
造
さ
ん
の
人
と
な
り

も
含
め
て
取
材
す
る
素
材
全
て

が
美
し
い
と
感
じ
た
。
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『
源
氏
物
語
』の
舞
台
を
巡
る（
桐
壺
巻
）

　
　
　
　
　—

 

平
安
京
内
裏
・
後
宮
の
人
々 —

飯
塚
ひ
ろ
み

同
志
社
女
子
大
学
嘱
託
講
師

　
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
、
更

衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
な
か

に
」
―
―
言
わ
ず
と
知
れ
た
『
源
氏
物

語
』
の
冒
頭
で
す
。「
御お

お
ん
と
き時

」
は
天
皇

の
御
代
の
こ
と
、「
女に

ょ
う
ご御

」「
更
衣
」
は

天
皇
の
妻
と
し
て
の
呼
称
で
す
。「
ど

の
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
か
、
女
御
や

更
衣
が
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
中
に
」

と
物
語
は
語
り
始
め
ま
す
。
天
皇
と
数

多
く
の
女
性
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
た
場

所
、
そ
れ
が
平
安
京
内だ

い

裏り

で
す
。
内
裏

は
、
平
安
京
の
北
部
中
央
に
位
置
し
た

大
内
裏
の
中
に
あ
り
、現
在
の
上
京
区
、

千
本
丸
太
町
交
差
点
の
北
東
に
あ
っ
た

区
画
で
す
。
そ
こ
に
は
様
々
な
建
物
が

配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
ら
は『
源

氏
物
語
』
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
出
来
事
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
本

文
を
た
ど
り
な
が
ら
、
平
安
京
内
裏
を

巡
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

桐
壺
巻 
― 

愛
憎
ひ
し
め
く
後
宮 

―

〇
桐
壺（
淑し

景げ
い

舎し
ゃ

）・
後こ
う

涼ろ
う

殿で
ん

　

桐
壺
巻
で
は
、
格
段
に
目
立
っ
て
帝

に
寵ち

ょ
う
あ
い愛

さ
れ
る
一
人
の
女
性
が
描
き
出

さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
が「
桐
壺
の
更
衣
」

と
呼
ぶ
登
場
人
物
で
す
。
後
宮
に
い
る

他
の
女
性
た
ち
の
嫉
妬
を
生
み
、
男
性

貴
族
に
と
っ
て
も
悩
み
の
種
と
な
り
な

が
ら
も
帝
の
寵
愛
は
絶
え
ず
、「
世
に

な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
男
御み

子こ

」
す
な

わ
ち
光
源
氏
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　

帝
に
は
既
に
第
一
皇
子
が
お
り
、
光

源
氏
は
第
二
皇
子
に
あ
た
り
ま
す
。
光

源
氏
が
誕
生
し
て
か
ら
帝
は
桐
壺
の

更
衣
の
こ
と
を
重
く
扱
う
よ
う
に
な
り
、

そ
の
こ
と
が
第
一
皇
子
を
産
ん
だ
女
御

に
不
安
を
も
た
ら
し
ま
す
。
世
間
で
は

第
一
皇
子
が
春と

う

宮ぐ
う

（
皇
太
子
）
に
な
る

こ
と
が
当
然
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
春
宮
と
な
っ

て
お
ら
ず
、
女
御
は
、
も
し
か
し
た
ら

帝
は
第
二
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
を
春
宮

に
す
る
つ
も
り
な
の
か
と
疑
い
始
め
る

の
で
す
。こ
う
し
た
緊
張
が
高
ま
る
中
、

更
衣
が
「
桐
壺
」（
淑
景
舎
）
に
暮
ら

す
こ
と
が
明
か
さ
れ
ま
す
。

御
局
は
桐
壺
桐
壺
な
り
。
あ
ま
た
の
御

方
々
を
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
て
隙
な
き

御
前
渡
り
に
、
人
の
御
心
を
尽
く
し

た
ま
ふ
も
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
た

り
。
参
上
り
た
ま
ふ
に
も
、
あ
ま
り

う
ち
し
き
る
を
り
を
り
は
、
打
橋
、

渡
殿
の
こ
こ
か
し
こ
の
道
に
あ
や
し

き
わ
ざ
を
し
つ
つ
、
御
送
り
迎
へ
の

人
の
衣
の
裾
た
へ
が
た
く
ま
さ
な
き

こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
時
に
は
、

え
避
ら
ぬ
馬
道
の
戸
を
鎖
し
こ
め
、

こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は
せ
て
は
し

た
な
め
わ
づ
ら
は
せ
た
ま
ふ
時
も
多

か
り
。（
桐
壺
巻
）
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後
宮
の
女
性
た
ち
が
協
力
し
て
桐
壺

の
更
衣
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
場
面
で
す
。

「
桐
壺
」
は
正
式
に
は
「
淑
景
舎
」
と

い
い
ま
す
が
、
庭
に
桐
が
植
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
桐
壺
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
帝
の
い
る
建
物
（
清

涼
殿
）
に
行
き
来
す
る
た
め
に
は
、
た

く
さ
ん
の
建
物
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
が
頻
繁
で
あ
る
た
め
に
後

宮
に
暮
ら
す
人
々
の
心
を
騒
が
せ
た
の

で
す
。
あ
る
時
は
渡
り
廊
下
に
汚
物
が

置
か
れ
、あ
る
時
は
通
り
道
が
塞
が
れ
、

と
い
っ
た
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
知
っ
た
帝
は
、

い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、
後
涼
後
涼

殿殿
に
も
と
よ
り
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
更

衣
の
曹
司
を
ほ
か
に
移
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
上
局
に
賜
す
。（
桐
壺
巻
）

と
、
自
身
の
生
活
の
場
で
あ
る
清
涼
殿

の
隣
の
「
後
涼
殿
」
に
あ
っ
た
別
の
更

衣
の
部
屋
を
他
に
移
し
て
、
桐
壺
の
更

衣
に
部
屋
を
与
え
た
の
で
し
た
。
元
々

そ
こ
に
い
た
更
衣
か
ら
も
強
い
恨
み
を

受
け
た
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

〇
藤
壺（
飛ひ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

香
舎
）

　

光
源
氏
が
三
歳
に
な
っ
た
年
に
桐
壺

の
更
衣
は
亡
く
な
り
ま
す
。
悲
し
み
が

消
え
な
い
帝
に
、
帝
に
仕
え
る
女
官
で

あ
る
典

な
い
し
の
す
け

侍
が
、
先
帝
の
四
の
宮
（
第
四

皇
女
）
が
桐
壺
の
更
衣
に
よ
く
似
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
奏
上
し
ま
す
。
心
を

動
か
し
た
帝
が
入
内
（
天
皇
の
妻
と
し

て
内
裏
に
入
る
こ
と
）
を
所
望
し
ま
す

が
、四
の
宮
の
母
后
が
承
知
し
ま
せ
ん
。

「
あ
な
恐
ろ
し
や
、
春と
う

宮ぐ
う

の
女
御
の

い
と
さ
が
な
く
て
、
桐
壺
桐
壺
更
衣
の
あ

ら
は
に
は
か
な
く
も
て
な
さ
れ
に
し

例た
め
しも
ゆ
ゆ
し
う
」（
桐
壺
巻
）

と
い
う
母
后
の
こ
と
ば
か
ら
、
桐
壺
の

更
衣
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
が
「
春
宮

の
女
御
」（
第
一
皇
子
を
産
ん
だ
女
御
、

右
大
臣
の
娘
）
で
あ
る
と
い
う
噂
が

立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
春
宮
の
女
御
は
後
に
「
弘こ

徽き

殿で
ん

の
女

御
」
と
呼
ば
れ
る
登
場
人
物
で
す
。

　

母
后
が
亡
く
な
っ
た
後
に
四
の
宮
の

入
内
は
実
現
し
ま
す
。
こ
の
女
性
が
、

私
た
ち
が
「
藤
壺
の
宮
」
と
呼
ぶ
登
場

人
物
で
す
。

源氏物語／桐壺巻系図

HOSOO FLAGSHIP STORE

〒604-8173 京都市中京区柿本町 412
TEL 075 - 221 - 8888 10:30 - 18:00（祝日を除く）

www.hosoo.co.jp
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物
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
物
語

の
記
述
か
ら
桐
壺
帝
時
代
の
後
宮
の
人

物
配
置
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
想
像

し
な
が
ら
、
物
語
の
舞
台
を
巡
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

〇
清
涼
殿

　

桐
壺
帝

〇
後
涼
殿

　

桐
壺
更
衣
の
上
局

〇
桐
壺（
淑
景
舎
）

　

桐
壺
更
衣

（
故
大
納
言
の
娘
、
光
源
氏
の
母
）

　

光
源
氏

〇
藤
壺（
飛
香
舎
）

　

藤
壺
の
宮（
先
帝
の
第
四
皇
女
）

〇
弘
徽
殿

　

弘
徽
殿
女
御

（
右
大
臣
の
娘
、
春
宮
の
母
）

〇
承
じ
ょ
う
き
ょ
う
で
ん

香
殿

　

承
香
殿
女
御

（
出
自
不
明
、
第
四
皇
子
の
母
）

〇
麗れ
い

景け
い

殿で
ん

　

麗
景
殿
女
御

（
出
自
不
明
、
花
散
里
の
姉
）

藤
壺
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
。
げ
に
御
容
貌
あ
り

さ
ま
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
お
ぼ
え
た
ま

へ
る
。
こ
れ
は
、
人
の
御
際
ま
さ
り

て
、
思
ひ
な
し
め
で
た
く
、
人
も
え

お
と
し
め
き
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
う

け
ば
り
て
あ
か
ぬ
こ
と
な
し
。
か
れ

は
、
人
の
ゆ
る
し
き
こ
え
ざ
り
し

に
、
御
心
ざ
し
あ
や
に
く
な
り
し
ぞ

か
し
。（
桐
壺
巻
）

　

本
文
に
は
、
藤
壺
の
宮
（「
こ
れ
」）

は
身
分
が
ひ
と
き
わ
高
い
た
め
に
人
は

彼
女
を
お
と
し
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
桐
壺
の
更
衣
（「
か
れ
」）
は
そ
う

で
は
な
い
た
め
に
人
に
許
さ
れ
な
か
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
壺
の
宮
の

住
む「
藤
壺
」（
正
式
名
称
は「
飛
香
舎
」）

は
清
涼
殿
に
最
も
近
い
建
物
の
ひ
と
つ

で
す
。
清
涼
殿
か
ら
遠
く
隔
た
る
「
桐

壺
」
に
暮
ら
し
て
い
た
桐
壺
の
更
衣
と

の
格
差
が
、
建
物
の
位
置
関
係
か
ら
も

示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

〇
清
涼
殿
・
紫し

宸し
ん

殿で
ん

　

光
源
氏
は
十
二
歳
で
元げ

ん

服ぷ
く

し
ま
す
。

そ
の
場
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
君
の
御
童
姿
、
い
と
変
へ
ま
う

く
思
せ
ど
、
十
二
に
て
御
元
服
し
た

ま
ふ
。
居ゐ

起た

ち
思
し
い
と
な
み
て
、

限
り
あ
る
こ
と
に
事
を
添
へ
さ
せ
た

ま
ふ
。
一ひ
と
と
せ年
の
春
宮
の
御
元
服
、
南南なな

殿殿で
ん
で
ん

に
て
あ
り
し
儀
式
の
よ
そ
ほ
し
か

り
し
御
ひ
び
き
に
お
と
さ
せ
た
ま
は

ず
。
―
〈
中
略
〉
― 

お
は
し
ま
す

お
は
し
ま
す

殿殿
の
東
の
廂
ひ
さ
し

、
東
向
き
に
椅い

子し

立
て

て
、
冠
者
の
御
座
、
引
入
の
大
臣
の

御
座
御
前
に
あ
り
。（
桐
壺
巻
）

　

元
服
と
は
男
子
が
成
人
と
な
っ
た
こ

と
を
示
す
儀
式
で
す
。
大
人
の
服
装
に

改
め
、
少
年
の
髪
型
で
あ
る
「
み
ず
ら
」

を
解
い
て
髪
を
結
い
、
冠
を
付
け
ま
す
。

光
源
氏
の
兄
で
あ
る
春
宮
（
第
一
皇
子
）

の
元
服
の
儀
は
内
裏
の
正
殿
で
あ
る

「
南
殿
」（
紫
宸
殿
）
で
行
わ
れ
た
と
あ

り
ま
す
。
対
し
て
光
源
氏
の
元
服
は

「
お
は
し
ま
す
殿
」、
す
な
わ
ち
帝
の
日

常
生
活
の
場
で
あ
る
「
清
涼
殿
」
で
行

わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
元
服
し

た
光
源
氏
は
、
す
ぐ
に
左
大
臣
の
娘
で

あ
る
葵
の
上
と
結
婚
し
、
左
大
臣
家
に

婿
と
し
て
通
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

…
内内う

ち

う

ち裏裏
住
み
住
み
の
み
好
ま
し
う
お
ぼ
え

た
ま
ふ
。
五
六
日
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ

て
、
大
殿
に
二
三
日
な
ど
、
絶
え
絶

え
に
ま
か
で
た
ま
へ
ど
、
た
だ
今
は

幼
き
御
ほ
ど
に
、
罪
な
く
思
し
な
し

て
、
い
と
な
み
か
し
づ
き
き
こ
え
た

ま
ふ
。
―
〈
中
略
〉
― 

内
裏
に
は
、

も
と
の
淑
景
舎

淑
景
舎
を
御
曹
司
に
て
、
母

御
息
所
の
御
方
の
人
々
ま
か
で
散
ら

ず
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。（
桐
壺
巻
）

と
あ
る
よ
う
に
、
左
大
臣
家
よ
り
も
内

裏
に
い
る
日
の
ほ
う
が
多
く
、
主
た
る

生
活
の
場
は
依
然
と
し
て
内
裏
の
ま
ま

で
、
母
で
あ
る
桐
壺
の
更
衣
に
仕
え
て

い
た
人
々
も
そ
の
ま
ま
に
、
自
身
の
居

所
と
し
て
桐
壺
（
淑
景
舎
）
を
引
き
継

い
で
い
ま
す
。

桐
壺
帝
後
宮
の
人
物
配
置

　

儀
式
の
場
で
あ
る
紫
宸
殿
、
天
皇
の

日
常
生
活
の
場
で
あ
る
清
涼
殿
の
ほ
か
、

後こ
う
き
ゅ
う

宮
（
天
皇
の
妻
た
ち
が
暮
ら
す
エ
リ

ア
）
の
建
物
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
、

桐
壺
巻
か
ら
確
認
し
ま
し
た
。『
源
氏

物
語
』
に
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
後

宮
の
建
物
と
そ
こ
を
使
用
す
る
登
場
人
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藤壺の宮
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上
京
人
物
探
訪  

藤
原
道
長

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

　

上
京
区
に
ゆ
か
り
の
あ
る
歴
史
上
の

人
物
や
著
名
人
に
毎
回
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
そ
の
人
物
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
、こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
人

物
像
を
考
察
し
ま
す
。

　

そ
の
初
回
は
、
歴
史
の
教
科
書
で
も

お
馴
染
み
の
「
藤
原
道
長
」。

　

ま
ず
は
、
藤
原
道
長
と
い
う
人
物
の

出
自
で
す
。

■
華
麗
な
る
一
族（
藤
原
北ほ
っ

家け

）に

　
生
ま
れ
な
が
ら
も

　
五
男
坊
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン

　

藤
原
鎌か

ま

足た
り

を
始
祖
と
す
る「
藤
原
氏
」

の
「
北
家
（
藤
原
四
兄
弟
の
房
前
が
先

祖
）」
の
血
筋
。
い
わ
ば
本
家
の
生
ま

れ
で
あ
り
、
父
、
兼
家
の
五
男
と
し
て

誕
生
し
ま
す
。
し
か
し
当
時
は
、
年
齢

よ
り
も
母
の
出
自
が
重
要
で
、
多
少
の

年
齢
差
は
、
母
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
り
、

一
族
で
の
逆
転
は
可
能
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
道
長
の
場
合
、
兄
四
名
の
内
、
二

名
が
同
じ
母
で
し
た
。
同
母
兄
弟
で
あ

る
な
ら
ば
、
余
程
特
殊
な
能
力
を
持
た

な
い
限
り
、
兄
達
の
日
陰
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
兄
達
が
短
期
間
に
次
々

と
病
死
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
次
第
に

朝
廷
で
重
職
に
登
っ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
や
が
て
、
娘
の
彰
子
を
一
条

帝
の
中
宮
と
し
て
入
内
さ
せ
、
最
終
的

に
は
娘
や
妹
達
の
産
ん
だ
帝
三
人
の
外

祖
父
と
な
っ
た
の
で
す
。
藤
原
氏
の
長

い
歴
史
を
見
て
も
、
異
例
の
出
来
事
で

あ
り
、
ま
さ
に
摂
関
家
の
全
盛
を
築
い

た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
歴
史
に

は
政
治
年
代
と
は
別
に
文
化
年
代
と
い

う
特
殊
な
時
代
用
語
を
使
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
藤
原
時
代
」
と
い
う
の
は
、

道
長
と
息
子
、
頼よ

り

通み
ち

の
時
代
を
始
め
と

す
る
平
安
時
代
後
期
を
指
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

の
が
、
道
長
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

藤原家 家系略図
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■
政
治
力
だ
け
で
は
な
く

　
文
化
振
興
力
に
も
長
け
た
リ
ー
ダ
ー

　

ま
た
、
道
長
は
帝
を
支
え
る
摂
関
家

と
し
て
の
地
位
を
盤
石
に
す
る
こ
と
だ

け
に
奔
走
し
た
わ
け
で
な
く
、
天
皇
家

や
公
家
の
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
も
注

力
し
て
い
ま
す
。
自
ら
率
先
し
て
歌
会

を
開
き
、
和
様
文
化
の
発
展
に
寄
与
し

た
り
、
娘
彰
子
に
付
け
た
女
房
衆
に
、

物
語
や
日
記
の
執
筆
を
勧
め
た
り
も
し

て
い
ま
す
。
紫
式
部
の
「
源
氏
物
語
」

や
和
泉
式
部
の
「
和
泉
式
部
日
記
」
が

道
長
の
後
押
し
や
勧
め
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
道
長
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
貴
族
達
は
、
か
な
り
ま

め
に
日
記
を
付
け
て
い
ま
す
。
有ゆ

う

職そ
く

故こ

実じ
つ

や
礼
儀
を
重
ん
じ
、
朝
廷
内
で
は
マ

ナ
ー
を
守
る
た
め
に
も
、日
々
の
行
動
、

年
中
行
事
、
装
束
や
持
ち
物
、
暮
ら
し

向
き
を
克
明
に
残
し
て
お
く
こ
と
は
必

要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
道
長
の
日

記
は
「
御み

堂ど
う

関
白
記
」
と
呼
ば
れ
、
今

に
伝
わ
り
ま
す
。
高
い
地
位
に
就
き
、

荘し
ょ
う
え
ん

園
（
領
地
）
を
多
く
所
有
し
た
だ
け

で
な
く
、
高
い
精
神
性
も
必
要
と
考
え

て
い
た
先
見
性
の
あ
る
人
物
で
あ
り
、

周
囲
に
対
し
て
も
影
響
力
の
強
い
人

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

■
道
長
の
暮
ら
し
た
屋
敷
と
往
生
の
地

　

道
長
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
「
土
御

門
殿
」
は
、
現
在
の
京
都
御
苑
内
で
、

大
宮
御
所
・
仙
洞
御
所
の
辺
り
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
紫
式
部
日
記
」

で
は
彰
子
が
出
産
の
た
め
、
里
帰
り
を

し
た
場
面
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。「
秋

の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
、
土
御
門

殿
の
あ
り
さ
ま
、
言
は
む
方
な
く
を
か

し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の

ほ
と
り
の
草
む
ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ

き
わ
た
り
つ
つ
、
お
ほ
か
た
の
空
も
艶

な
る
に
、
も
て
は
や
さ
れ
て
、
不
断
の

御
読
経
の
声
ご
え
、
あ
は
れ
ま
さ
り
け

り
。」
と
、
秋
の
気
配
が
進
む
中
、
寝

殿
造
の
大
邸
宅
に
、
安
産
祈
祷
の
声
が

響
き
渡
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
ま

す
。
き
っ
と
道
長
も
皇
子
の
誕
生
を
待

ち
わ
び
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

法ほ
う
じ
ょ
う
じ

成
寺
と
い
う
寺
院
を
「
土
御
門
殿
」

の
東
に
創
建
し
、
九
体
阿
弥
陀
堂
を
建

立
。
道
長
は
臨
終
に
際
し
、
阿
弥
陀
如

来
の
手
と
自
分
の
手
を
五
色
の
糸
で
結

び
付
け
、
極
楽
往
生
を
願
い
な
が
ら
息

を
引
き
取
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。

吉
野
の
金
峯
山
（
大
峰
山 

山
上
ヶ
岳
）

に
納
め
た
「
経
筒
」
や
、
法ほ

っ
し
ょ
う
じ

性
寺
五
大

堂
に
五
大
明
王
像
を
造
立
し
た
こ
と
と

い
い
、御
仏
へ
の
大
い
な
る
信
仰
心
が
、

強
い
精
神
の
支
柱
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。

「法成寺」址石碑
（上京区荒神口通寺町

東入北側）

誠心院  藤原道長坐像
＜画像掲載協力：誠心院＞

冷冷泉泉家家時時雨雨亭亭文文庫庫
公益財団法人

御靈神社
心しづめの宮

（上御霊神社）
毎月１８日　さえずり市（５月を除く）

上京区上御霊前通烏丸東入
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■
肝
試
し
に
も
動
じ
な
か
っ
た

　
豪ご
う

放ほ
う

磊ら
い

落ら
く

な
人
物
！

　

道
長
の
豪
胆
な
人
物
像
を
思
わ
せ
る

こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
物
語
「
大
鏡
」
に
拠
る
と
、
花
山

天
皇
の
御
世
、
五
月
の
雨
の
降
る
夜
、

内
裏
で
帝
が
、
今
で
い
う
「
肝
試
し
」

を
道
長
に
打
診
し
て
み
ま
す
と
、
道
長

は
「
是
非
に
。」
と
即
答
し
ま
す
。
そ

し
て
道
長
の
み
な
ら
ず
、兄
二
人
に
も
、

試
練
が
与
え
ら
れ
、
三
兄
弟
は
、
夏
の

雨
の
降
る
夜
に
、
内
裏
の
中
心
か
ら
、

そ
の
周
辺
を
出
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
「
大
鏡
」
の
原
文
（
抜
粋
）
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　
「
い
と
興
あ
る
こ
と
な
り
。
さ
ら
ば

行
け
。
道
隆
は
豊
楽
院
、
道
兼
は
仁
寿

殿
の
塗
籠
、
道
長
は
大
極
殿
へ
行
け
。」

と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、よ
そ
の
君
達
は
、

便
な
き
こ
と
を
も
奏
し
て
け
る
か
な
と

思
ふ
。」〈
訳
：
誠
に
面
白
い
こ
と
だ
！

行
っ
て
き
な
さ
い
。
藤
原
道
隆
は
豊ぶ

楽ら
く

院い
ん

、
藤
原
道
兼
は
仁じ

じ
ゅ
う
で
ん

寿
殿
の
奥
、
藤
原

道
長
は
大だ

い

極ご
く

殿で
ん

へ
行
っ
て
き
な
さ
い
と

帝
が
伝
え
る
と
、
居
合
わ
せ
た
他
の
公

達
は
、（
道
長
殿
は
）
全
く
と
ん
で
も

な
い
こ
と
を
奏
上
し
た
も
の
だ
、
と
感

じ
て
い
た
。〉

　

と
ば
っ
ち
り
を
受
け
た
の
は
、
道
長

の
兄
二
人
で
し
た
。「
な
ぜ
我
々
も
が
行

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」
と
心
の
中
で

は
悲
鳴
を
上
げ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

案
の
定
、
兄
二
人
は
、
目
的
地
に
達
す

る
こ
と
叶
わ
ず
、
た
だ
一
人
、
道
長
だ

け
が
敢
行
し
、
試
練
を
ク
リ
ア
し
ま
し

た
。
し
か
も
、大
極
殿
ま
で
確
か
に
行
っ

て
き
た
証
拠
と
し
て
、
高
御
座
に
南
面

す
る
柱
を
少
し
だ
け
削
り
取
り
、
そ
の

削
り
屑
を
手
に
持
っ
て
、
意
気
揚
々
と

帝
の
も
と
ま
で
戻
っ
て
き
た
の
で
す
。

帝
が
蔵
人
（
秘
書
）
に
命
じ
て
、
道
長

が
持
ち
帰
っ
た
柱
の
削
り
屑
を
、
実
際

に
大
極
殿
の
柱
に
あ
て
る
と
、
ピ
タ
リ

と
一
致
し
ま
し
た
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
道
長
の
勇
気

あ
る
行
動
を
称
賛
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
実
際
に
行
っ
て
き
た
と
い

う
証
拠
を
持
ち
帰
る
と
い
う
冷

静
な
判
断
力
を
も
う
か
が
わ
せ

る
余
話
で
す
。こ
の
肝
試
し
が
、

実
際
に
有
っ
た
こ
と
（
事
実
）

を
記
し
て
い
る
の
か
は
判
り
ま

せ
ん
が
、「
大
鏡
」
に
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
「
道
長
殿
は
こ
う
い
う

御
方
で
あ
る
。」
と
い
う
見
方

が
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
失
敗
を
恐
れ
な

い
「
豪
放
磊
落
」
さ
と
、
成
功

を
手
繰
り
寄
せ
る
た
め
の
「
冷

静
沈
着
」
さ
を
併
せ
持
つ
人
物

で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

大極殿跡 石碑（上京区千本通丸太町上ル）
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新
上
京
の
昔
ば
な
し

天
神
縁
起
に
つ
い
て

　

菅
原
道
真
の
死
後
（
９
０
３
年
大
宰

府
で
薨こ

う

去き
ょ

）、
道
真
が
怨
霊
と
な
り
祟

り
を
引
き
起
こ
す
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
何
時
か
ら
か
?
諸
説
が

あ
る
が
、
確
か
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

９
２
３
年
に
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
保や

す
あ
き
ら明

親
王
（
藤
原
時
平
の
娘
婿
）
が
薨
去
し
、

こ
れ
を
受
け
て
道
真
の
復
権
が
行
わ
れ

た
頃
か
ら
で
あ
る
。
９
２
５
年
皇
太
子

に
立
て
ら
れ
た
慶よ

し

頼よ
り

王
（
保
明
親
王
の

第
一
王
子
、
藤
原
時
平
の
孫
）
が
５
歳

で
夭よ

う

逝せ
つ

、
さ
ら
に
は
、
９
３
０
年
の
清

涼
殿
へ
の
落
雷
で
公
卿
を
含
む
複
数
の

死
者
が
出
た
こ
と
に
加
え
、
醍
醐
天
皇

の
崩
御
と
続
く
。
こ
こ
に
至
り
、
道
真

の
怨
霊
が
多
く
の
人
々
に
信
ぜ
ら
れ
る
。

そ
の
後
９
４
７
年
に
北
野
天
満
宮
が
創

立
。
９
８
７
年
に
一
条
天
皇
よ
り
「
北

野
天
満
大
自
在
天
神
」
の
御
神
号
を
賜

り
、
９
９
３
年
に
贈
正し

ょ
う

一
位
左
大
臣
、

さ
ら
に
同
年
に
贈
太
政
大
臣
。
１
０
０

４
年
に
は
、
一
条
天
皇
が
行
幸
、
菅
原

道
真
は
広
く
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
。

　

１
０
０
０
年
代
以
降
に
は
、
菅
原
道

真
の
様
々
な
逸
話
や
祟
り
、霊
験
等
が
、

扶ふ

桑そ
う

略
記
（
12
世
紀
頃
）、
大
鏡
（
12

世
紀
頃
）、
江ご

う
だ
ん
し
ょ
う

談
抄
（
12
世
紀
前
半
）、

今
昔
物
語（
12
世
紀
半
ば
）等
々
で
様
々

に
語
ら
れ
だ
す
。

　

１
２
０
０
年
代
前
半
に
は
、
こ
れ
ら

を
下
地
に
菅
原
道
真
の
生
涯
や
死
後
の

怨
霊
談
、
北
野
天
満
宮
の
由
緒
・
霊
験

な
ど
に
関
す
る
絵
巻
物
が
作
ら
れ
た
。

最
古
の
伝
本
は
北
野
天
満
宮
所
蔵
本
で
、

「
承
久
本
」（
国
宝
、
詞こ

と
ば
が
き書

に
承
久
元
年

（
１
２
１
９
年
）
と
あ
る
）
と
言
わ
れ
、

「
根
本
縁
起
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
れ
以
降
各
地
の
天
満
宮
で
様
々
な

絵
巻
が
作
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
菅
原

道
真
の
物
語
が
広
く
民
衆
に
伝
播
し
て

い
く
。

水
火
天
満
宮

　

堀
川
通
上
御
霊
前
上
る
に
鎮
座
す
る

水
火
天
満
宮
は
、
社
伝
に
よ
る
と
、
９

２
３
年
醍
醐
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
、
菅

原
道
真
の
神
霊
を
勧か

ん
じ
ょ
う請

し
建
立
さ
れ
た

と
伝
わ
る
。

　

水
火
天
満
宮
に
も
天
神
縁
起
が
伝
わ

る
。
こ
れ
が
天
神
縁
起
の
生
成
の
歴
史

の
な
か
で
、
ど
の
様
に
位
置
付
け
ら
れ

る
か
は
確
定
し
が
た
い
が
、
縁
起
に
書

か
れ
て
い
る
「
登と

う

天て
ん

石せ
き

」（
図
１
）
の
伝

承
は
古
く
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
。

こ
の
、「
水
火
天
神
略
縁
起
」（
詞
書
１

０
０
５
年
の
「
水
火
之
天
神
縁
起
」
に

加
筆
し
た
詞
書
１
６
９
６
年
）
を
基
に
、

菅
原
道
真
公
、
尊
意
僧
正
、
登
天
石
に

ま
つ
わ
る
伝
承
を
解
説
す
る
。（
年
号

に
つ
い
て
は
西
暦
に
、
法
性
坊
尊
意
贈

僧
正
は
尊そ

ん
い
そ
う
じ
ょ
う

意
僧
正
に
変
換
し
て
い
る
。）

〇
水
火
天
神
略
縁
起　

冒
頭
、
水
火
天

満
宮
の
由
緒
と
菅
原
道
真
が
幼
児
の

姿
で
現
れ
、
そ
の
後
才
能
を
発
揮
し

出
世
す
る
も
、
藤
原
時
平
の
讒ざ

ん

言げ
ん

に

よ
り
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
る
ま
で
が

簡
潔
に
記
述
さ
れ
る
（
原
文
は
略
）

〇
か
く
て
宰
府
に
て
月
日
を
送
ら
せ
給

ふ
ま
ま
に
、
詩
文
を
作
り
和
歌
を
詠

じ
給
ひ
て
、
昔
を
思
し
召
し
出
ら
れ
、

水
火
天
満
宮
と
登
天
石豊

田 

博
一

上
京
探
訪
シ
ナ
リ
オ
研
究
会

図１　水火天満宮 登天石
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都
を
忍
ば
せ
給
ふ
あ
ま
り
に
、
御
自

筆
に
尊
影
を
写
さ
れ
、
御
髭
を
剃
り

落
と
さ
せ
給
ひ
て
、
法
性
坊
の
方
へ

御
形
見
と
て
送
ら
せ
給
ひ
、
つ
い
に

９
０
３
年
二
月
御
年
五
十
九
に
て
か

く
れ
さ
せ
給
ふ
。

（
解
説
）「
宰
府
」
は
大
宰
府
の
こ
と
。

「
道
真
公
自
筆
の
尊
影
」、「
御
髭
」
は

水
火
天
満
宮
に
伝
わ
る
。

〇
昔
、
釈
尊
二
月
十
五
日
の
入
滅
に
は

五
十
二
類
血
の
涙
を
流
し
、
今
、
丞

相
二
月
二
十
五
日
の
身
薨
逝
に
は
六

十
四
州
悲
の
夢
を
あ
て
さ
れ
ば
、
周

公
東
遷
の
後
、
天
そ
の
罪
を
咎
め
て

大
風
の
木
を
掃
ひ
た
る
例
に
違
わ
ず
、

同
年
の
夏
の
こ
の
比
、
大
風
大
雨
止

む
時
無
く
、
雷
電
鳴
り
落
ち
、
鳴
り

登
っ
て
、
高
天
も
地
に
落
ち
、
大
地

も
さ
く
る
が
如
く
、
七
日
七
夜
世
の

中
暮
れ
ふ
た
が
り
て
、
洪
水
家
々
を

漂
し
け
れ
ば
、
京
白
河
の
貴
賤
男
女

喚
叫
事
お
び
た
だ
し
。

（
解
説
）「
周
公
東
遷
」
と
は
、
中
国
周

王
朝
の
政
治
家
周
公
旦た

ん

が
、
幼
い
成

王
を
補
佐
す
る
立

場
に
就
く
が
、
成

長
と
共
に
疎
ん
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
僻
地
楚
国
に

下
る
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
を
指
す
。

〇
こ
れ
に
よ
り
法
威

を
持
っ
て
神
の
念

を
な
だ
め
ら
る
べ

し
と
て
、
尊
意
僧
正
を
め
さ
れ
し
に
、

一
両
度
は
辞
退
申
さ
れ
け
る
が
、
勅

宣
三
度
に
及
び
ぬ
れ
ば
力
な
く
下
洛

し
給
ふ
に
、
鴨
河
の
水
お
び
た
だ
し

く
増
さ
り
て
、
船
な
ら
で
は
渡
る
べ

き
よ
う
も
な
か
り
け
る
に
僧
正
是
を

見
給
ひ
て
「
只
こ
の
車
、
水
の
中
を

や
れ
」（
図
２
）
と
仰
せ
け
れ
ば
、

牛
飼
い
命
に
従
い
て
、
み
な
ぎ
る
河

の
中
へ
車
を
お
し
や
り
け
れ
ば
、
洪

水
左
右
に
分
か
れ
、
車
は
陸
地
を
通

り
け
り
。
こ
の
時
よ
り
鴨
川
を
二
ま

た
河
と
も
い
へ
り
。
天
神
、
川
端
の

石
の
上
に
現
れ
給
ひ
て
、
僧
正
に
対

し
て
の
た
ま
ふ
。「
我
、
師
資
の
契

約
あ
ら
ず
ば
、
い
か
で
か
通
す
ま
じ

き
も
の
を
」
と
仰
せ
ら
れ
、
た
ち
ま

ち
天
へ
登
ら
せ
給
ふ
。
御
跡
の
石
を

登
天
石
と
名
付
く
。
今
に
当
社
に
崇

め
奉
る
。

（
解
説
）「
勅
宣
三
度
に
及
び
ぬ
れ
ば
力

な
く
」
は
天
皇
の
命
令
が
三
度
に
わ

た
り
下
さ
れ
、
止
む
無
く
と
の
意
味
。

北
野
天
神
縁
起
等
で
は
こ
の
話
に
は
、

前
段
に
柘ざ

く
ろ榴

天
神
の
逸
話
（
注
）
が

あ
り
、「
勅
宣
三
度
に
及
び
ぬ
れ
ば
力

な
く
」
は
逸
話
を
受
け
て
の
表
現
で

あ
る
。「
師
資
の
契
約
」
と
は
、
師
弟

の
契
り
の
こ
と
。
登
天
石
は
現
在
も

水
火
天
満
宮
に
伝
わ
る
。
同
様
の
話

が
比
叡
山
延
暦
寺
に
も
伝
わ
る
。
比

叡
山
の
伝
承
で
は
、
道
真
の
神
霊
は

尊
意
僧
正
の
説
法
に
よ
り
悔
い
改
め
、

自
ら
が
十
一
面
観
音
菩
薩
と
な
り
比

叡
山
頂
か
ら
天
に
登
っ
た
と
伝
わ
り
、

現
在
も
そ
の
場
所
に
は
登
天
天
満
宮

が
祀
ら
れ
て
い
る
。

（
注
）
柘
榴
天
神
の
逸
話
（
図
３
）

菅
原
道
真
の
死
後
、道
真
の
神
霊
が
、

尊
意
僧
正
の
前
に
現
れ
、「
す
で
に
、

梵
天
・
帝
釈
天
の
許
し
を
得
た
の
で
、

都
に
入
っ
て
怨
み
を
報
じ
た
い
。
師

図３　水火天満宮所蔵　水火天満宮絵傳記より
　　　柘榴の実を口に含み妻戸に吐きかける場面

図２　水火天満宮所蔵　水火天満宮絵傳記より
　　　鴨河を押し渡る尊意僧正
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弟
の
契
り
に
免
じ
て
、
た
と
え
勅
が

下
っ
て
も
調
伏
を
辞
退
し
て
欲
し
い
」

と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
僧
正
は

「
勅
が
三
度
に
及
べ
ば
、
た
と
え
師

弟
の
関
係
と
は
言
え
、
断
わ
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
返
事
。
道
真
の
神

霊
は
、
顔
色
を
変
え
、
喉
の
渇
き
に

と
出
さ
れ
て
い
た
柘
榴
の
実
を
口
に

含
み
妻
戸
に
吐
き
か
け
て
姿
を
消
し

た
。
柘
榴
の
実
は
燃
え
上
が
る
が
、

僧
正
は
印
を
結
び
消
し
止
め
た
。

〇
僧
正
参
内
し
給
ひ
て
、
年
来
加
持
し

給
へ
る
神み

つ
る
ぎ釼

を
以
っ
て
、
八
方
拂
ひ

て
祈
り
給
ひ
し
程
に
、雨
風
も
止
み
、

雷
電
も
静
ま
り
し
か
ば
、
主
上
を
は

じ
め
奉
り
、
人
々
悦
び
給
ふ
こ
と
限

り
な
し
。
雨
水
雷
火
を
鎮
め
ら
れ
し

よ
り
、
彼
の
釼
を
水
火
の
釼
と
ぞ
名

付
け
ら
れ
け
る
。
い
に
し
へ
よ
り
、

山
門
に
は
い
さ
さ
か
の
事
に
も
恵え

り
ょ
う亮

な
つ
き
を
く
た
け
ば
、
二
帝
位
に
つ

き
、
尊
意
智ち

釼け
ん

を
ふ
れ
ば
、
菅
相
納

受
し
給
ふ
と
も
言
ひ
伝
え
た
り
。

（
解
説
）「
水
火
の
釼
」
は
水
火
天
満
宮

に
伝
わ
る
（
図
４
）。「
山
門
」
は
延

暦
寺
の
こ
と
。「
恵
亮
な
つ
き
を
く

た
け
ば
、
二
帝
位
に
つ
き
」
と
は
、

文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
惟
喬
親
王
と

第
四
皇
子
惟
仁
親
王
（
後
の
清
和
天

皇
）
と
の
跡
目
争
い
に
、
延
暦
寺
の

僧
恵
亮
が
独
鈷
を
使
っ
て
な
つ
き

（
脳
髄
）
を
突
き
砕
き
、
そ
れ
を
乳

の
よ
う
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
護
摩
に
炊

く
こ
と
に
よ
り
法
力
で
弟
君（
二
帝
）

惟
仁
親
王
を
天
皇
に
し
た
と
い
う
逸

話
。
尊
意
僧
正
が
菅
原
道
真
の
霊
を

鎮
め
た
話
と
セ
ッ
ト
で
比
叡
山
延
暦

寺
の
法
力
の
強
さ
を
語
る
成
句
「
恵

亮
破
脳
・
尊
意
振
剣
」
と
し
て
伝
わ

る
。
平
家
物
語
１
１
６
段
名
虎
に
は

ほ
ぼ
同
じ
表
現
で
使
わ
れ
て
い
る
。

〇
か
く
て
も
猶
、
天
の
怒
り

や
止
ま
ざ
り
け
ん
。
洪
水

火
災
疫
病
等
の
災
難
互
い

に
起
こ
り
て
、
国
土
人
民

つ
い
に
消
え
う
せ
ぬ
べ
く

お
ぼ
え
け
れ
ば
、
尊
意
僧

正
に
勅
あ
り
て
、
都
一
条

の
北
、
下
松
と
い
う
所
に
社
を
た
て
、

菅
丞
相
を
勧
請
し
奉
り
、
御
自
筆
の
尊

影
、
御
形
見
の
鬚
、
並
び
に
水
火
の

釼
を
奉
納
せ
ら
れ
、
即
ち
、
水
火
天

神
宮
と
崇
め
奉
ら
る
事
も
お
ろ
か
也
。

（
解
説
）「
事
も
お
ろ
か
也
」
は
、
言
う

ま
で
も
な
い
の
意
味
。

　

古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
承
を
原
文
に
即

し
て
読
む
と
、
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
、

感
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
味
わ
い
も

含
め
て
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
も
の

で
あ
る
。
結
び
に
、
寺
宝
を
快
く
お
見

せ
い
た
だ
き
、
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た

だ
い
た
水
火
天
満
宮
宮
司
、
孝
学
暁
氏

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

図 4　水火天満宮所蔵
　　　水火の神釼
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̶ 文化庁京都移転記念 ̶̶ 文化庁京都移転記念 ̶

　文化庁京都移転記念　第57回「上京薪能」が昨年9月
21日、あいにくの雨により会場を変更し、金剛能楽堂に
て開催しました。足元が悪い中でしたが、多くの来場者に
お越しいただき、能「羽衣」など様々な演目をお楽しみい
ただきました。

上京薪能上京薪能上京薪能

　文化庁京都移転記念　秋の上京茶会が昨年11月
5日、大本山妙蓮寺にて裏千家の懸釜のもと開催されま
した。参加者は十六羅漢の石庭を眺め、澄んだ空気を感じ
ながら一服を楽しまれていました。

上京茶会上京茶会上京茶会

　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　 

　3月3日は上巳の節句。古くから無病息災を願い、穢れを祓い清める行事とされ、ひな人形には、厄災を人に変わって引き受
ける人形の役割があったと言われている。また、この時期には桃の花が美しく咲くため桃の節句とも呼ばれるようになった。
※令和６年（2024年）の『千両ヶ辻ひな祭り』は、３月２日（土）～３月３日（日）の２日間で開催が予定されています。

ひとがた

表紙表紙表紙 題字／吉川蕉仙氏
写真／西陣･千両ヶ辻 京町家:ひな祭り 〈撮影:写真家 水野克比古氏〉
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「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
地
域
力
推
進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

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