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加

藤

政

洋

１

御
池
大
橋
の
た
も
と
か
ら

︵
一
︶
漱
石
の
句
碑

京
都
市
役
所
前
の
御
池
通
を
東
へ
と
進
み
︑
鴨
川
に
か
か
る
橋
の
た
も
と
に
さ

し
か
か
る
と
︵
西
詰
南
側
︶
︑
小
さ
な
石
碑
と
高
札
型
の
銘
板
が
目
に
入
る
︵
図

１
︶︒
高
規
格
の
道
路
の
交
通
量
は
比
較
的
多
く
︑
路
側
帯
に
は
大
型
の
観
光
バ

ス
も
停
車
す
る
こ
と
が
あ
り
︑
植
栽
の
あ
い
だ
に
小
ぢ
ん
ま
り
と
た
つ
石
碑
と
銘

板
の
存
在
を
︑
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

石
に
は
︑
こ
う
刻
ま
れ
て
い
る
︒

木
屋
町
に
宿
を
と
り
て
川
向
の
御
多
佳
さ
ん
に

春
の
川
を

隔
て
ゝ

男
女
哉

漱
石

こ
れ
は
夏
目
漱
石
の
句
碑
な
の
で
あ
っ
た
︒
銘
板
の
説
明
書
き
に
よ
る
と
︑
大

正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
三
月
︑
漱
石
は
四
度
目
の
滞
洛
に
際
し
て
︑
画
家
の
津
田

青
楓
︵
つ
だ
・
せ
い
ふ
う

1880-1978︶
の
す
す
め
で
︑﹁
木
屋
町
御
池
の
旅﹅

館﹅

﹃
北
大
嘉

き
た
の
だ
い
か

﹄
に
宿
泊
﹂
し
た
︒

こ
の
と
き
︑
�
園
花
街
の
お
茶
屋
﹁
大
友
﹂
の
女
将
で
あ
る
磯
田
多
佳
と
交
友

を
も
っ
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る(

)

︒
詳
細
は
省
く
が
︑
こ
れ
は
約
束
を
反
故
に

1

し
た
多
佳
に
対
し
て
怒
り
心
頭
の
漱
石
が
送
っ
た
句
で
︑
�
園
花
街
と
﹁
木
屋

町
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
男
と
女
の
な
か
を
隔
て
る
物
理
的
／
象
徴
的
な
地
景
と
し
て

鴨
川
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒

木
屋
町
通
を
あ
る
く
と
︑
建
物
の
前
に
幕
末
維
新
期
の
人
物
た
ち
に
ま
つ
わ
る

石
碑
が
目
に
は
い
る
︒
こ
の
漱
石
の
句
碑
が
橋
畔
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
︑
そ
れ
は
﹁
北
大
嘉
﹂
の
建
物
︵
あ
る
い
は
そ
の
敷
地
︶
が
存
在
し
な
い
こ
と

を
直
截
的
に
物
語
る
︒

鴨
川
右
岸
の
銷
金
窩
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図１ 漱石の句碑と銘板（筆者撮影)



︵
二
︶
﹁
一
見
さ
ん
お
断
り
﹂
の
旅
館
︿
席
貸
﹀

津
田
青
楓
に
よ
る
と
︑
漱
石
を
も
て
な
す
に
は
﹁
普
通
の
宿
屋
で
は
さ
わ
が
し

い
し
︑
殺
風
景
で
お
も
し
ろ
く
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
自
身
の
母
を
介
し
て

木
屋
町
の
宿
︵
北
大
嘉
︶
を
選
ん
だ
︒
こ
の
宿
で
漱
石
と
初
対
面
し
た
磯
田
多
佳

は
︑﹁
夏
目
さ
ん
︑
え
ら
い
粋﹅

な﹅

と﹅

こ﹅

へ
お
こ
し
や
し
た
な
あ
﹂︑
と
感
嘆
し
た(

)

︒
2

元
芸
妓
で
お
茶
屋
を
経
営
す
る
彼
女
を
し
て
︑
こ
の
よ
う
に
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
ふ
く
ん
だ
褒
め
言
葉
が
口
を
つ
い
て
で
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
︑﹁
木
屋
町
の

宿
﹂
の
特
殊
な
性
格
を
示
し
て
い
る
︒

東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
漱
石
︑
そ
し
て
宿
を
斡
旋
し
た
津
田
の
口
か
ら
は
つ
い

ぞ
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
︑
花
柳
界
に
生
き
る
多
佳
が
﹁
粋
﹂
な
と
こ
ろ

と
呼
ん
だ
﹁
宿
﹂
と
は
︑
じ
つ
の
と
こ
ろ
京
都
固
有
の
﹁
一
見
さ
ん
お
断
り
﹂
の

旅
館
︑
す
な
わ
ち
席
貸
な
の
で
あ
っ
た
︒

津
田
の
い
う
﹁
普
通
の
宿
屋
﹂
︵
＝
旅
館
︶
と
は
区
別
さ
れ
る
席
貸
の
あ
り
よ

う
を
︑
臼
井
喜
之
介
︵
う
す
い
・
き
の
す
け

1913-1974︶
は
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
︒

⁝
⁝
他
国
の
人
に
よ
く
聞
か
れ
る
こ
と
だ
が
︑
旅
館
と
席
貸
は
ど
う
違
う
の

か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
法
律
的
に
は
両
方
と
も
旅
館
と
し
て
の
認
可
が

あ
る
の
だ
が
︑
席
貸
の
方
が
多
少
風﹅

俗﹅

営﹅

業﹅

的﹅

な﹅

甘﹅

さ﹅

が
認
め
ら
れ
て
居

り
︑
芸
者
や
新
妍
芸
者
︵
や
と
な
︶
が
入
っ
て
酒
宴
を
催
し
て
も
い
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
代
り
︑
京
都
で
貸
席

マ

マ

と
い
う
と
︑
下
河
原
︑

安
井
︑
木
屋
町
の
こ
の
三
つ
の
区
域
に
限
ら
れ
て
い
た
︒(

)
3

席
貸
と
は
︑
芸
妓
や
新
妍
芸
妓
︵
雇
仲
居
︶
を
気
軽
に
聘
ん
で
宴
会
や
お
座
敷

あ
そ
び
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
︑
特
殊
な
旅
館
で
あ
る(

)

︒
花
街
の
お
茶
屋
と
も
異

4

な
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
宿
泊
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
︑
ど
ち
ら
も
﹁
一

見
さ
ん
お
断
り
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
︒

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
︑
多
佳
の
発
し
た
﹁
え
ら
い
粋
な
と
こ
へ
﹂
の
﹁
と
こ
﹂

に
は
︑
場
所
性
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

︵
三
︶
席
貸
街
と
し
て
の
︽
上
木
屋
町
︾

全
国
の
花
街
事
情
に
通
じ
た
旅
行
ラ
イ
タ
ー
の
松
川
二
郎
は
︑
稀
代
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
﹃
全
国
花
街
め
ぐ
り
﹄
︵
一
九
二
九
年
︶
の
な
か
で
︑
漱
石
の
宿
と
な
っ
た

北
大
嘉
の
位
置
す
る
﹁
木
屋
町
﹂
を
︑
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
︒

三
条
小
橋
の
東
の
袂
を
北
へ
折
れ
て
は
い
る
と
︑
西
側
は
高
瀬
川
が
ゆ
る
や

か
に
流
れ
て
︑
東
側
の
町
並
は
家
の
三
五
軒
お
き
位
に
路
次
が
あ
つ
て
︑
路

次
の
突
当
り
が
皆
席
貸
に
な
つ
て
ゐ
る
︒
座
敷
は
大
抵
鴨
川
の
水
に
臨
ん

で
︑
河
原
か
ら
東
山
一
帯
を
見
晴
ら
す
お
も
む
き
は
先
斗
町
に
同
じ
で
あ
る

が
︑
僅
か
の
ち
が
ひ
で
先
斗
町
ほ
ど
ざ
わ
つ
か
ず
伸
び
り
し
て
る
点
が
生
命

で
あ
る
︒
そ
こ
が
即
ち
木
屋
町
︒(

)
5

清
冽
な
鴨
川
に
面
し
︑
東
山
を
望
む
山
紫
水
明
の
木
屋
町
に
立
地
す
る
席
貸
の

特
色
を
︑
松
川
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
せ
る
︒

是
等
の
家
々
は
表
に
旅
館
と
書
い
て
あ
つ
て
も
︑
旅
館
に
あ
ら
ず
︑
料
亭
に

も
あ
ら
ず
将ま

た
貸
席

お
ち
や
や

で
も
な
い
と
こ
ろ
の
﹁
席
貸
﹂
と
い
ふ
独
特
の
お
茶
屋

で
あ
る
⁝
︹
略
︺
⁝
︒
藝
妓
置
屋
と
は
直
接
の
取
引
が
な
く
︑
凡
て
貸
席
か

ら
送
り
込
む
形
式
に
は
な
つ
て
ゐ
る
が
︑
木
屋
町
の
如
き
は
地
続
き
で
極
く

近
い
関
係
も
あ
ら
う
が
︑
貸
席
と
席
貸
の
連
絡
が
よ
く
取
れ
て
ゐ
て
︑
殆
ど

普
通
の
貸
席
と
異
る
と
こ
ろ
は
無
い
や
う
で
あ
る
︒(

)
6

四
〇
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表
通
り
の
看
板
に
﹁
旅
館
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
旅
館
で
は
な
く
︑

ま
し
て
や
料
亭
な
ど
で
も
な
く
︑
花
街
の
お
茶
屋
と
も
異
な
る
独
特
の
レ
ン
タ

ル
・
ス
ペ
ー
ス
業
︑
そ
れ
が
﹁
席
貸
﹂
な
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
芸
妓
の
出
入

り
に
関
し
て
は
︑
直
接
お
座
敷
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
︑
お
茶
屋

と
の
連
絡
が
よ
く
取
れ
て
い
る
た
め
花
街
と
さ
し
て
変
わ
り
は
な
い
の
だ
と
い

う
︒松

川
の
記
述
を
四
半
世
紀
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
り
︑
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
大

阪
開
催
に
あ
わ
せ
て
出
版
さ
れ
た
﹃
夜
の
京
阪
﹄
と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
参
照

し
て
み
た
い(

)

︒
そ
の
な
か
で
︑
劇
作
家
の
大
森
痴
雪
︵
お
お
も
り
・
ち
せ
つ

1877-

7

1936︶
は
﹁
木
屋
町
﹂
を
以
下
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
︒

一
体
こ
の
木
屋
町
と
い
ふ
の
は
⁝
⁝
稀
に
旅
館
席
貸
し
等
が
あ
つ
て
も
︑
僅

か
に
病
人
の
出
養
生
︑
さ
て
は
俳
諧
の
運
座
謡
曲
講
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
ぐ

ら
ゐ
の
も
の
で
︑マ

マ

あ
つ
た
が
︑
何
時
の
頃
か
ら
か
︑
表
面
を
旅
館
と
名
告
つ

て
而
し
て
通
称
を
席
貸
し
と
呼
ぶ
︑
所
謂
準
青
楼
の
為
め
に
占
領
さ
れ
て
了

つ
て
︑
一
町
殆
ん
ど
総
て
が
路
次
構
へ
の
︑
其
の
門
口
に
は
何
屋
何
楼
何
館

な
ど
ゝ
い
ふ
軒
燈
が
掲
げ
ら
れ
︑
卑
し
い
娯
楽
に
現
な
き
輩
が
日
夜
を
分
か

ず
出
入
す
る(

)
8

い
つ
ご
ろ
か
ら
か
は
さ
だ
か
で
な
い
も
の
の
︑
表
向
き
に
は
﹁
旅
館
﹂
と
名
の

り
つ
つ
︑
実
際
に
は
﹁
青
楼
﹂
︵
＝
遊
廓
の
妓
楼
︶
ま
が
い
の
営
業
を
す
る
旅
宿

︱
︱
通
称
﹁
席
貸
﹂
︱
︱
が
︑
こ
こ
﹁
木
屋
町
﹂
に
集
積
し
て
い
た
︒

｢京
都
の
旅
宿
﹂
を
案
内
す
る
鈴
木
露
村
︵
不
詳
︶
も
ま
た
︑
大
森
痴
雪
と
同

様
︑
い
く
ぶ
ん
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
つ
つ
︑
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
︒

上﹅

木﹅

屋﹅

町﹅

と
い
ふ
は
⁝
︹
略
︺
⁝
三
条
か
ら
二
条
迄
の
間
ズ
ラ
リ
と
青
柳
の

影
に
軒
燈
が
竝
ん
で
ゐ
る
が
不
思
議
な
は
玄
鶴
楼
を
除
く
の
外
は
一
軒
と
し

て
通
り
か
ら
の
構
へ
で
な
く
︑
細
長
い
路
次
を
這
入
て
行
く
と
玄
関
が
控
へ

て
居
る
と
い
ふ
見
る
か
ら
合
点
の
出
来
る
ハ
ゝ
ン
淫
魔
窟
だ
︑
多
く
は
席
貸

兼
旅
人
宿
で
吉
富
楼
︑
玉
川
楼
︑
大
可
楼
︑
花
外
楼
︑
大
津
家
等
が
有
名
で

玄
鶴
楼
は
料
理
兼
業
だ
が
︑
総
じ
て
白
昼
は
そ
れ
は
〳
〵
火
の
消
え
た
様
だ

が
例
の
軒
燈
に
灯
が
艶
め
く
頃
に
な
る
と
�
園
や
先
斗
町
か
ら
解
語
の
花
が

夜
店
ぢ
や
な
い
が
出
没
し
又
は
高
等
地
獄
と
や
ら
が
魔
術
を
行
ひ
に
来
る(

)
9

こ
こ
ま
で
明
確
に
は
記
し
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
漱
石
の
泊
ま
っ
た
席
貸

の
位
置
す
る
一
帯
︑
す
な
わ
ち
木
屋
町
通
と
鴨
川
と
に
は
さ
ま
れ
た
二
条
-
三
条

間
の
街
区
は
明
治
期
以
降
︽
上
木
屋
町
︾
と
通
称
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
も
︽
上
木

屋
町
︾
に
つ
い
て
は
﹁
爰
計
り
治
外
法
権
と
い
ふ
体
で
︑
何
を
し
て
も
一
向
差
支

な
し
と
い
ふ
頗
る
不
思
議
の
土
地
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
︑
文
中
に
あ
る
と
お
り
︑
当

時
は
︽
�
園
︾
や
︽
先
斗
町
︾
の
芸
妓
ば
か
り
で
な
く
︑﹁
高
等
地
獄
﹂︵
高
級
な

娼
婦
の
俗
称
︶
ま
で
も
が
出
入
り
す
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

鈴
木
露
村
は
す
ば
り
指
摘
す
る
︱
︱
﹁
京﹅

都﹅

の﹅

消﹅

金﹅

窩﹅

で﹅

は﹅

第﹅

一﹅

等﹅

だ﹅

︑
さ
れ

ば
�
園
町
の
遊
び
よ
り
木
屋
町
遊
び
と
い
ふ
の
が
ズ
ウ
ト
高
額
の
所
ろ
で
若
輩
な

も
の
ゝ
行
き
難
い
所
ろ
で
あ
る
﹂(

)

︑
と
︒
�
園
花
街
よ
り
も
上
等
な
遊
所
︑
そ
れ

10

が
︽
上
木
屋
町
︾
で
あ
る
︒

明
治
後
期
︵
二
〇
世
紀
初
頭
︶
の
京
都
に
あ
っ
て
︑
高
瀬
川
の
最
上
流
部
と
鴨

川
と
に
は
さ
ま
れ
た
︑
木
屋
町
通
に
面
す
る
片
側
町
の
︽
上
木
屋
町
︾
は
︑
す
で

に
席
貸
街
と
な
っ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
案
内
者
︱
︱
あ
る
種
の
都
市
観
察

者
︱
︱
た
ち
が
慎
重
に
素
描
す
る
よ
う
に
︑
街
区
全
体
で
は
な
く
︑
細
い
路
地
の

奥
に
位
置
す
る
建
物
だ
け
が
席
貸
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
は
︑﹁
京
都
市
明
細
図
﹂

︵
総
合
資
料
館
版
︶
な
ど
か
ら
も
︑
少
な
か
ら
ず
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る(

)

︒
11

よ
り
詳
細
に
み
て
み
よ
う
︒

鴨
川
右
岸
の
銷
金
窩
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一
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⁝
︹
略
︺
⁝
此
側
は
皆
一
定
の
建
築
で
二
階
附
の
家
屋
で
必
ず
そ
れ
が
東
面

は
鴨
川
に
臨
ん
で
居
り
ま
す
︑
此
楼
の
間
口
は
大
抵
五
間
或
は
三
間
く
ら
い

に
な
つ
て
居
り
ま
す
が
︑
此
木
屋
町
の
は
表
側
は
普
通
の
種
々
の
雑
業
を
し

て
居
る
者
が
住
で
居
り
ま
す
︑
其
傍
ら
に
路
地
と
称
し
て
小
路
が
あ
り
ま

す
︑
是
が
白
河
石
が
敷
つ
め
て
あ
る
が
タ
ゝ
キ
に
な
つ
て
居
つ
て
天
明
建
築

の
儘
で
す
か
ら
狭
く
て
車
を
引
入
る
事
は
出
来
ぬ
の
で
す
︑
そ
れ
で
路
地
の

突
当
り
が
玄
関
に
な
つ
て
居
り
ま
す
⁝
︹
略
︺
⁝(

)
12

こ
の
よ
う
に
︑︽
上
木
屋
町
︾
の
席
貸
は
二
階
建
て
の
ほ
ぼ
同
じ
建
築
様
式
で
︑

東
側
は
い
ず
れ
も
鴨
川
に
面
し
て
い
る
︒
西
側
の
表
通
り
に
は
商
店
や
種
々
の
生

業
を
す
る
者
た
ち
が
住
ん
で
お
り
︑
奥
ま
っ
た
場
所
に
位
置
す
る
席
貸
へ
登
楼
す

る
た
め
に
は
︑
そ
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
白
川
石
を
敷
き
つ
め
た
﹁
路
地
﹂
を
抜
け

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

京
都
固
有
の
宿
﹁
席
貸
﹂︑
そ
し
て
席
貸
街
と
も
い
う
べ
き
︽
上
木
屋
町
︾
に

は
︑
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
俳
優
や
文
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
に
足
跡
を
残
し
て
い

く
︒２

昭
和
三
五
年
の
池
波
正
太
郎

︵
一
︶
D
園
祭

京
都
の
�
園
祭
は
何
度
も
見
物
し
た
が
︑
七
月
一
日
の
︑
祭
は
じ
め
の
︹
吉

符
入
り
︺
か
ら
十
七
日
の
山
鉾
巡
行
ま
で
の
約
半
月
を
京
に
滞
在
し
︑
お
も

う
さ
ま
に
祭
気
分
を
味
わ
っ
た
の
は
昭
和
三
十
五
年
の
夏
の
み
で
あ
る
︒(

)
13

昭
和
三
五
︵
一
九
六
〇
︶
年
九
月
︑
松
本
幸
四
郎
︵
八
代
目

1910-1982︶
の
主

演
し
た
松
竹
映
画
﹃
敵
は
本
能
寺
に
あ
り
﹄
が
公
開
さ
れ
た
︒
脚
本
を
担
当
し
た

の
は
︑
三
十
代
後
半
の
池
波
正
太
郎
︵
い
け
な
み
・
し
ょ
う
た
ろ
う

1923-1990︶
で

あ
る
︒
当
時
︑
新
国
劇
の
劇
作
家
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
小
説
を
発
表
し
て
い
た

池
波
に
と
っ
て
︑
映
画
の
脚
本
は
初
め
て
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
れ
が
最
後
に
な
っ

た
と
い
う
︒

監
督
し
た
大
曾
根
辰
夫
を
は
じ
め
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
ら
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
た

め
に
︑
は
か
ら
ず
も
京
都
に
滞
在
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
彼
は
︑
�
園
祭
に
華
や

ぐ
京
都
を
存
分
に
堪
能
し
た
の
だ
っ
た
︵
図
２
・
表
１
︶︒

入
洛
し
た
の
は
︑﹁
吉
符
入
り
の
当
日
﹂︑
す
な
わ
ち
七
月
一
日
で
あ
る
︒
八
坂

四
二
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図２ 市役所前の長刀鉾（1960年７月17日 筆者所蔵)



神
社
に
足
を
運
ん
だ
池
波
は
︑
長
刀
鉾
町
の
稚
児
が
﹁
羽
織
・
袴
の
礼
装
で
︑
ふ

た
り
の
禿
を
し
た
が
え
︑
祭
の
役
員
た
ち
に
つ
き
そ
わ
れ
て
社
殿
を
千
回
ま
わ
る

行
事
を
見
物
し
た
﹂︒

二
日
の
︹
く
じ
取
り
︺
は
︑
山
鉾
巡
行
の
順
序
を
決
め
る
行
事
で
︑
さ
ら
に

十
日
の
︹
神
輿
洗
い
︺
や
︹
お
迎
え
提
灯
︺
な
ど
の
行
事
が
古
式
に
の
っ

と
っ
て
日
数
を
か
け
︑
丹
念
に
つ
づ
く
う
ち
︑
い
や
が
上
に
も
祭
の
気
分
︑

情
趣
が
高
潮
し
て
行
く
の
で
あ
る
︒(

)
14

｢神
輿
洗
﹂
と
は
︑
鴨
川
畔
で
水
を
す
く
い
上
げ
て
︑
文
字
通
り
神
輿
を
祓
う

神
事
で
あ
る
︒﹁
お
迎
え
提
灯
﹂
は
︑
こ
れ
ま
た
文
字
通
り
に
神
輿
を
迎
え
る
提

灯
行
列
を
指
す
︒
昭
和
二
七
︵
一
九
五
二
︶
年
に
八
十
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
復

活
し
た
﹁
お
迎
え
提
灯
﹂
は
︑
必
ず
し
も
池
波
の
幻
想
す
る
よ
う
な
﹁
古
式
﹂
に

の
っ
と
っ
て
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
な
の
だ
が
︑
情
趣
ば
か
り
で
な
く

彼
自
身
の
﹁
気
分
﹂
の
高
ぶ
り
も
伝
わ
っ
て
く
る
︒

仕
事
の
か
た
わ
ら
︑
時
間
を
つ
く
っ
て
は
一
連
の
行
事
を
見
物
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
︒
一
一
日
に
は
長
刀
鉾
町
の
稚
児
が
八
坂
神
社
に
参
じ
る
﹁
お
位
﹂
も
ら
い

を
見
物
し
︑
一
六
日
の
宵
山
を
迎
え
る
︒
京
都
に
は
い
っ
て
か
ら
二
週
間
が
た

ち
︑
シ
ナ
リ
オ
も
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
よ
う
だ
︒﹁
山
鉾
巡
行
が
�
園
祭
の
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
な
ら
︑
そ
の
前
夜
の
宵
山
は
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
池
波

に
と
っ
て
︑
翌
日
の
巡
行
よ
り
も
心
惹
か
れ
る
の
は
︑﹁
な
ん
と
い
っ
て
も
︹
宵

山
の
夜
︺﹂
な
の
で
あ
っ
た(

)

︒
15

後
知
恵
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
︑
池
波
の
滞
在
し
た
昭
和
三
五
年
は
︑
�
園
祭

史
上
の
大
き
な
転
機
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
四
条

通
か
ら
寺
町
通
を
北
上
し
て
御
池
通
へ
と
出
て
い
た
コ
ー
ス
設
定
が
︑
翌
年
に
は

河
原
町
通
へ
変
更
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
彼
自
身
は
ふ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑
一
〇
日
に
は
︽
�
園
新
地
甲

部
︾
に
隣
接
す
る
小
規
模
花
街
の
︽
�
園
東
︾
新
地
組
合
が
主
催
し
て
︑
﹁
ね
り

も
の
﹂
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
︵
図
３
︶︒﹁
ね
り
も
の
﹂
と
は
︑
八
坂
神
社
の
氏

子
で
も
あ
る
�
園
花
街
の
芸
妓
が
仮
装
し
て
練
り
歩
く
︑
祇
園
祭
独
特
の
風
習
で

鴨
川
右
岸
の
銷
金
窩

四
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表１ %園祭のおもな行事

１日 吉符入り（〜18日）

長刀鉾町稚児社参（お千度参り）

２日 くじ取り式

８日 鉾建て

10日 お迎え提灯

神輿洗

ねりもの

11日 長刀鉾町稚児社参（「お位」もらい）

13日 山建て

16日 宵山

17日 山鉾巡行

神幸祭

18日 山建て

23日 宵山

24日 山鉾巡行

還幸祭

28日 神輿洗

京都市文化観光局文化課『祇園祭―戦後のあ

ゆみ』より筆者作成。

図３ ｢ねりもの」の行列

(1960年７月11日 筆者所蔵)



あ
る
︒
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
営
ま
れ
て
き
た
﹁
ね
り
も
の
﹂
は
︑
元
来
︑
鴨
川
を

越
え
て
西
側
の
市
街
地
へ
わ
た
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
戦
後
は
市
役
所
前

に
出
て
舞
が
披
露
さ
れ
る
な
ど
︑
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
性
を
高
め
る
演
出
が
施
さ
れ
て

い
た
︒
こ
の
年
を
最
後
に
﹁
ね
り
も
の
﹂
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
現
状
も
あ
わ
せ

て
考
え
る
な
ら
ば
︑
や
は
り
昭
和
三
五
年
を
ひ
と
つ
の
転
換
点
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

偶
然
に
も
︑
浅
草
出
身
で
在
野
の
花
街
研
究
者
で
あ
る
加
藤
藤
吉
が
行
列
の
光

景
を
カ
メ
ラ
に
収
め
て
お
り
︑
歴
史
上
最
後
と
な
っ
た
﹁
ね
り
も
の
﹂
を
し
の
ぶ

よ
す
が
と
な
る
︒

池
波
が
見
物
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
ど
の
よ
う
な
感
想
を
残
し
た
だ
ろ
う
か
︒

祇
園
祭
が
終
っ
て
帰
京
し
よ
う
と
し
た
私
を
お
ど
ろ
か
せ
た
の
は
︑
お
も
い

も
か
け
ぬ
直
木
賞
の
受
賞
で
あ
っ
た
︒(

)
16

同
年
七
月
一
九
日
午
後
︑
軽
井
沢
で
開
か
れ
た
直
木
賞
の
選
考
委
員
会
に
お
い

て
︑
ノ
ミ
ネ
ー
ト
五
回
目
に
し
て
池
波
正
太
郎
の
受
賞
が
決
ま
っ
た
︒
受
賞
作
は

﹁
錯
乱
﹂︒
宿
に
連
絡
が
入
っ
た
の
は
当
日
の
夜
で
あ
ろ
う
か
︒

一
六
日
の
﹁
宵
山
の
夜
﹂
こ
そ
が
�
園
祭
だ
と
い
う
彼
の
あ
た
ま
の
な
か
に
︑

お
そ
ら
く
後
祭
は
は
い
っ
て
い
ま
い
︒
ま
だ
つ
づ
い
て
い
た
�
園
祭
を
み
る
こ
と

な
く
︑
あ
わ
た
だ
し
く
帰
京
し
た
は
ず
だ
︒
一
七
日
と
同
様
︑
日
曜
日
に
か
さ

な
っ
た
二
四
日
の
後
祭
の
巡
行
は
晴
天
に
め
ぐ
ま
れ
︑
人
出
も
多
か
っ
た
︵
図

４
︶︒︵

二
︶︽
上
木
屋
町
︾
の
宿

京
都
の
泊
り
は
︑
嵐
寛
寿
郎
氏
の
先
夫
人
が
や
っ
て
い
た
三
条
木
屋
町
上

ル
と
こ
ろ
の
︹
橘
︺
と
い
う
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
宿
で
︑
む
ろ
ん
当
時
は
︑

寛
寿
郎
氏
も
住
ん
で
い
た
︒

鴨
川
へ
突
出
し
た
床
で
食
事
を
し
な
が
ら
︑
い
ま
は
亡
き
大
曾
根
辰
夫
監

督
と
︑
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
︑
シ
ナ
リ
オ
の
手
直
し
を
し
た
も

の
だ
︒(

)
17

昭
和
三
〇
年
代
前
半
︑
池
波
正
太
郎
が
京
の
定
宿
に
し
て
い
た
の
は
︑
三
条
木

屋
町
上
ル
の
﹁
橘
﹂
で
あ
っ
た
︒
昭
和
三
三
︵
一
九
五
八
︶
年
下
期
の
直
木
賞
候

補
と
な
る
﹃
応
仁
の
乱
﹄
の
取
材
に
際
し
て
︑
友
人
の
脚
本
家
・
井
出
雅
人
︵
い

四
四
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図４ 四条烏丸の黒主山（1960年７月24日 筆者所蔵)



で
・
ま
さ
と

1920-1989︶
の
紹
介
で
泊
ま
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い

う
︒
ア
ラ
カ
ン
こ
と
嵐
寛
寿
郎
︵
あ
ら
し
・
か
ん
じ
ゅ
う
ろ
う

1902-1980︶
は
︑

﹃
敵
は
本
能
寺
に
あ
り
﹄
に
徳
川
家
康
役
で
出
演
し
て
い
る
︒

池
波
は
記
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑﹁
橘
﹂
は
三
条
上
ル
と
い
う
よ
り
は
︑
む

し
ろ
御
池
上
ル
の
︽
上
木
屋
町
︾
に
立
地
し
て
お
り
︑
こ
こ
も
ま
た
席
貸
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
︒
実
際
︑﹁︹
橘
︺
は
朝
飯
だ
け
は
︑
寛
寿
郎
氏
が
若
い
こ
ろ
か

ら
い
っ
し
ょ
に
暮
し
て
い
る
と
い
う
お
婆
さ
ん
が
こ
し
ら
え
て
く
れ
︑
あ
と
は

︹
た
ん
熊
︺
や
︹
河
し
げ
︺
の
仕
出
し
で
あ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
よ
う
に(

)

︑
料
理

18

を
仕
出
し
に
頼
っ
て
い
た
︒
こ
れ
も
明
治
期
以
来
の
席
貸
の
制
度
的
慣
習
で
あ

る
︒﹁
た
ん
熊
﹂
は
河
原
町
四
条
上
ル
︵
上
紙
屋
町
︶
に
立
地
す
る
︑
昭
和
四
︵
一

九
二
九
︶
年
創
業
の
割
烹
の
老
舗
で
あ
る(

)

︒
同
じ
く
﹁
河
し
げ
﹂
も
︑
河
原
町
三

19

条
︵
大
黒
町
︶
に
位
置
す
る
昭
和
一
七
年
創
業
の
割
烹
で
あ
っ
た(

)

︒
20

上
記
の
引
用
文
中
に
﹁
鴨
川
へ
突
出
し
た
床
で
食
事
を
し
な
が
ら
﹂
と
あ
る
と

お
り
︑
池
波
は
仕
事
の
あ
い
ま
に
仕
出
し
や
出
前
さ
れ
た
料
理
を
︑
鴨
川
畔
の
み

そ
そ
ぎ
川
に
架
け
出
し
た
﹁
床
﹂
で
愉
し
ん
で
い
た
よ
う
な
の
だ
が
︑
近
代
的
な

納
涼
床
の
文
化
が
発
祥
し
た
の
も
ま
た
︑
こ
こ
︽
上
木
屋
町
︾
の
席
貸
で
あ
る
︒

昭
和
三
一
︵
一
九
五
六
︶
年
の
住
宅
地
図
を
み
る
と
︑
御
池
通
か
ら
四
筋
目
の

路
地
奥
に
﹁
橘
﹂
の
文
字
が
み
え
る(

)

︒
そ
こ
で
︑
昭
和
三
〇
年
代
の
住
宅
地
図
を

21

参
照
し
て
︑﹁
旅
館
﹂
と
表
記
さ
れ
た
建
物
区
画
を
中
心
に
図
化
し
た
の
が
図
５

で
あ
る
︒
旅
館
の
多
く
は
席
貸
に
由
来
す
る
宿
泊
施
設
︑
あ
る
い
は
当
時
も
席
貸

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
れ
ら
の
う
ち
︑
少
な
く
と
も
観
世
楼
・
玉
房
・
竹
島
・
水
清
楼
・
浜
崎
の
五

軒
は
明
治
後
期
に
は
営
業
し
て
い
た
︒
橘
は
戦
後
に
開
業
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
木

屋
町
通
に
面
し
た
入
り
口
に
は
︑﹁
翁
ク
ラ
ブ
﹂
が
あ
る
︒
こ
れ
は
Ｔ
と
い
う
女

性
の
経
営
す
る
﹁
新
妍
芸
妓
﹂
の
置
屋
で
あ
り
︑
当
時
の
︽
上
木
屋
町
︾
は
派
遣

型
風
俗
営
業
と
そ
の
派
遣
先
と
な
る
席
貸
と
が
混
在
す
る
戦
後
京
都
の
︿
銷
金

窩
﹀
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
出
歩
く
こ
と
の
好
き
な
池
波
正
太
郎
の
こ
と
だ

か
ら
︑
新
妍
芸
妓
︵
雇
仲
居
︶
の
存
在
に
は
う
す
う
す
気
づ
い
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
︒

３

嵐
寛
寿
郎
と
森
光
子
の
︽
上
木
屋
町
︾

︵
一
︶
ア
ラ
カ
ン
は
か
く
語
り
き

橘
は
嵐
寛
寿
郎
夫
妻
︵
当
時
︶
の
経
営
す
る
宿
で
あ
っ
た
︒
じ
つ
の
と
こ
ろ
池

波
正
太
郎
が
語
る
以
上
に
︑
ア
ラ
カ
ン
と
︽
上
木
屋
町
︾
と
の
関
係
は
ふ
か
い
︒

へ
え
︑
生
い
立
ち
か
ら
︑
話
さ
な
あ
き
ま
へ
ん
か
？

明
治
三
十
五
年
十

二
月
八
日
︑
京
都
で
生
ま
れ
た
︒
木
屋
町
の
三
条
下
ル
︑
本
名
・
高
橋
照

一
︑
満
七
十
三
歳
ダ
︒
先
代
の
桐
竹
紋
十
郎
が
祖
父
に
当
り
ま
す
︒
そ
も
そ

も
芸
道
の
血
筋
を
︑
ワ
テ
は
ひ
い
て
い
る
︒

叔
父
が
嵐
徳
三
郎
︑
叔
母
は
�
園
の
芸
妓
で
︑
三
味
線
の
名
人
と
い
わ
れ

た
︑
そ
の
娘
が
あ
の
森
光
子
で
す
︑
つ
ま
り
あ
れ
と
ワ
テ
は
従
兄
妹
の
関
係

ダ
︒(

)
22

昭
和
の
映
画
ス
タ
ー
嵐
寛
寿
郎
と
森
光
子
と
が
従
兄
妹
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
︒
ア
ラ
カ
ン
︵
本
名
・
高
橋
照
一
︶
本
人
に
よ
れ
ば
︑
生
ま
れ
は
木

屋
町
三
条
下
ル
で
あ
っ
た
︒
幼
年
期
を
ふ
り
か
え
っ
て
︑
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
た
︒

木
屋
町
は
ど
の
家
で
も
︑
賀
茂
川
の
岸
ま
で
︑
ウ
ナ
ギ
の
寝
床
の
よ
う
な
つ

く
り
で
っ
し
ゃ
ろ
︒
夏
に
な
る
と
︑
涼
み
の
床
が
ず
ら
っ
と
出
て
︑
川
む
こ

う
の
ま
ん
前
が
大
文
字
の
山
ダ
︒
八
月
十
六
日
の
夜
は
︑
あ
か
あ
か
と
燃
え

鴨
川
右
岸
の
銷
金
窩
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図５ 昭和30年代後半の《上木屋町》



る
火
が
︑
家
の
な
か
ま
で
赤
く
染
め
る
︒
ワ
テ
の
小
さ
い
こ
ろ
は
︑
日
の
暮

れ
が
た
に
な
る
と
︑
河
原
に
芸
人
が
出
た
︒(

)
23

鴨
川
に
面
し
て
︑
夏
に
は
床
を
掛
け
出
す
と
い
う
家
宅
⁝
⁝
︒
京
都
の
地
理
に

明
る
い
人
な
ら
す
ぐ
に
気
づ
く
だ
ろ
う
︒
木
屋
町
三
条
下
ル
の
鴨
川
右
岸
は
花
街

の
︽
先
斗
町
︾
な
の
で
あ
っ
て
︑﹁
ウ
ナ
ギ
の
寝
床
の
よ
う
な
つ
く
り
﹂
な
ど
あ

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
︒
こ
の
情
景
は
木
屋
町
三
条
下
ル
で
は
な
く
︑
同
じ
右

岸
で
も
上
流
に
位
置
す
る
︽
上
木
屋
町
︾
の
そ
れ
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
︒

事
実
︑
池
波
の
訪
れ
た
当
時
の
愛
妻
と
暮
ら
す
以
前
か
ら
︑
彼
は
︽
上
木
屋

町
︾
を
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
︒

親
父
は
人
が
よ
い
だ
け
で
︑
生
活
能
力
の
な
い
︑
も
の
事
に
ル
ー
ズ
な
性

格
の
人
や
っ
た
か
ら
︑
と
う
と
う
母
親
に
家
を
追
ン
出
さ
れ
て
︑
妹
の
家
へ

厄
介
に
な
る
と
い
う
始
末
や
︒

へ
え
︑
森
光
子
の
母
親
ダ
︑
こ
れ
が
大
阪
の
浜
寺
の
紡
績
会
社
の
ボ
ン
に

ひ
か
さ
れ
て
︑
つ
い
目
と
鼻
の
先
の
木
屋
町
二
条
で
旅
館
を
は
じ
め
た
︒
そ

こ
へ
転
が
り
こ
ん
だ
︒
後
の
話
や
け
ど
︑
女
中
に
手
を
つ
け
て
子
供
を
生
ま

せ
て
る
ん
ダ
︒(

)
24

｢木
屋
町
二
条
で
旅﹅

館﹅

を
は
じ
め
﹂
て
い
た
妹
︱
︱
森
光
子
の
母
で
あ
る
村
上

艶つ
や

︱
︱
の
と
こ
ろ
へ
転
が
り
込
ん
だ
と
い
う
ア
ラ
カ
ン
の
父
・
高
橋
栄
之
助
︒
ア

ラ
カ
ン
と
森
光
子
の
語
り
に
は
︑
い
く
ら
か
齟
齬
が
あ
る
︒

た
と
え
ば
森
は
﹁
父
は
大
阪
の
繊
維
会
社
の
跡
取
り
息
子
で
し
た
﹂
と
い
う
の

で
︑
こ
の
点
は
一
致
し
て
い
る
︒
だ
が
︑

京
都
帝
大
を
出
た
父
は
一
つ
年
上
の
︑
三
味
線
が
好
き
だ
か
ら
と
い
う
理
由

だ
け
で
芸
妓
に
な
っ
た
母
と
恋
愛
を
し
た
︒
父
の
実
家
は
結
婚
を
許
さ
な

い
︒
長
男
が
で
き
て
や
む
な
く
家
に
迎
え
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
︑
母
の
ほ
う

が
﹁
あ
ん
な
窮
屈
な
家
は
嫌
﹂
と
断
り
︑
伯
父
と
國
の
家
を
始
め
た
︒(

)
25

と
い
う
よ
う
に
︑
母
︵
村
上
艶
︶
と
伯
父
︵
高
橋
栄
之
助
︶
と
で
と
も
に
は
じ
め

た
︑
あ
る
い
は
﹁
母
の
艶
は
三
味
線
好
き
が
高
じ
て
芸
妓
に
な
り
︑
お
金
を
た
め

て
國
の
家
を
始
め
て
い
ま
し
た
﹂
と
も
い
う
の
だ
が(

)

︑
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ

26

う
︒﹁
ひ
か
さ
れ
て
﹂
︱
︱
芸
妓
か
ら
落
籍
さ
れ
て
︱
︱
店
を
持
た
せ
て
も
ら
っ

た
と
い
う
ア
ラ
カ
ン
の
語
り
の
方
が
︑
花
街
の
慣
わ
し
か
ら
す
る
と
現
実
味
が
あ

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
︒

︵
二
︶
森
光
子
の
記
憶

｢木
屋
町
二
条
﹂
の
﹁
國
の
家
﹂
を
森
は
﹁
割
烹
旅
館
﹂
と
し
て
い
る
一
方
で(

)

︑
27

﹁
森
は
２
０
︵
大
正
９
︶
年
︑
京
都
・
木
屋
町
二
条
の
席
貸
し
の
家
に
生
ま
れ
た
︒

父
は
京
大
生
︑
母
は
芸
者
︒
母
が
席
貸
し
を
営
み
︑
父
は
時
折
や
っ
て
き
た
﹂
と

い
う
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
も
残
る(

)

︒﹁
國
の
家
﹂
も
ま
た
席
貸
だ
っ
た
の
だ
︒

28

大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
︶
生
ま
れ
の
森
が
︑
生
年
の
﹁
何
年
前
か
ら
國
の
家
が

あ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
よ
う
に(

)

︑
開
業
年
は
さ
だ
か
で
な
い
も

29

の
の
︑
昭
和
三
︵
一
九
二
八
︶
年
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
﹃
大
京
都
﹄
で
は
﹁
上
木
屋

町
の
席
貸
﹂
の
一
覧
に
︑
漱
石
の
泊
ま
っ
た
北
大
嘉
や
観
世
楼
・
玉
房
楼
・
水
青マ

マ

楼
と
と
も
に
︑﹁
國
の
家
﹂
も
名
を
つ
ら
ね
て
い
る(

)

︒
ま
た
昭
和
七
年
版
﹃
京
都

30

商
工
人
名
録
﹄
に
は
︑﹁
國
の
家
﹂
の
経
営
者
と
し
て
﹁
村
上
ツ
ヤ
﹂
が
登
載
さ

れ
て
い
た
︒

｢國
の
家
に
は
全
盛
期
の
阪
東
妻
三
郎
さ
ん
が
よ
く
遊
び
に
き
ま
し
た
﹂
と
森

が
な
つ
か
し
む
よ
う
に
︑
芸
能
界
の
関
係
者
も
出
入
り
し
て
い
た
ら
し
い
︒
だ
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右
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が
︑
昭
和
八
年
の
夏
に
﹁
働
き
づ
め
﹂
の
艶
は
﹁
結
核
を
再
発
し
て
﹂
こ
の
世
を

去
る(

)

︒
そ
の
二
か
月
後
に
は
﹁
大
阪
の
ボ
ン
﹂
︵
父
︶
も
後
を
追
う
よ
う
に
亡
く

31

な
っ
た
︒

｢母
が
い
な
く
な
っ
て
國
の
家
は
火
が
消
え
た
よ
う
に
さ
び
し
く
﹂
な
る
︒﹁
私

は
ゆ
く
ゆ
く
は
國
の
家
の
女
将
を
継
い
で
い
く
も
の
と
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
て
﹂

お
り
︑﹁
女
優
に
な
り
た
い
な
ん
て
言
い
出
さ
な
か
っ
た
ら
私
は
�
園
で
舞
妓
に

な
り
い
ず
れ
は
母
の
跡
を
継
い
で
女
将
に
な
っ
て
い
た
﹂
と
森
は
い
う
も
の
の
︑

そ
れ
は
﹁
嫌
で
嫌
で
仕
方
な
か
っ
た
し
﹂︑﹁
小
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
私
に
女
将

の
代
わ
り
が
で
き
る
わ
け
も
な
﹂
い
こ
と
を
悟
っ
た
伯
父
︵
ア
ラ
カ
ン
の
父
・
栄

之
助
︶
は(

)

︑
彼
女
の
女
優
志
望
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

32

し
か
し
な
が
ら
︑
興
味
ぶ
か
い
事
実
が
ひ
と
つ
残
る
︒
森
光
子
の
本
名
は
村
上

美
津
で
あ
る
︒
昭
和
十
五
年
版
の
﹃
京
都
商
工
人
名
録
﹄
に
﹁
國
の
家
﹂
の
経
営

者
と
し
て
︑
村
上
美
津
の
名
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ(

)

︒
伯
父
の
栄
之
助
は
︑

33

ま
だ
十
代
の
美
津
を
妹
亡
き
あ
と
の
名
義
人
と
し
な
が
ら
︑
経
営
そ
の
も
の
は
自

身
が
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
ア
ラ
カ
ン
は
﹁
後
の
話
や
け
ど
︑
女
中
に
手
を
つ

け
て
子
供
を
生
ま
せ
て
る
ん
ダ
﹂
と
い
い
︑
森
は
﹁
父
代
わ
り
だ
っ
た
伯
父
が
國

の
家
の
仲
居
さ
ん
と
一
緒
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
と
お
り
︑
実
質
的
な
経
営
者

は
栄
之
助
夫
妻
と
な
っ
た
よ
う
だ
︒

と
に
か
く
女
性
に
も
て
た
と
い
う
ア
ラ
カ
ン
が
所
帯
を
も
っ
て
︽
上
木
屋
町
︾

で
橘
を
経
営
す
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
︑
こ
う
し
た
地
縁
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
︒
そ
と
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
︑
京
都
固
有
の
旅
館
︿
席
貸
﹀
の
な
ん
た
る
か

を
︑
彼
は
熟
知
し
て
い
た
は
ず
だ
︒

お
じ
は
女
性
と
の
別
れ
方
が
き
れ
い
だ
と
い
う
の
で
有
名
で
し
た
︒
最
後
は

私
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
が
︑
國
の
家
近
く
の
三
条
寄
り
に
あ
っ
た
家
を
そ

の
方
に
あ
げ
て
し
ま
い
︑
請
求
さ
れ
た
金
額
の
二
倍
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
で
払
っ

た
と
い
い
ま
す
︒(

)
34

｢嵐
寛
寿
郎
氏
も
前
夫
人
と
離
婚
し
︑
若
い
現
夫
人
と
何
処
か
へ
行
っ
て
し
ま

い
︑
私
や
井
出
君
の
常
宿
だ
っ
た
︹
橘
︺
も
他
人
の
手
に
う
つ
り
︑
わ
れ
わ
れ
と

は
無
縁
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂︑
と
池
波
正
太
郎
は
述
懐
す
る(

)

︒
35

︵
三
︶
送
り
火
の
眺
め
︱
︱
小
島
政
二
郎
の
体
験

子
供
心
に
も
情
緒
を
感
じ
た
の
は
︑
五
山
の
送
り
火
で
し
た
︒
う
ち
か
ら

は
五
つ
の
う
ち
四
つ
ま
で
見
え
ま
し
た
︒
八
月
十
六
日
は
夜
の
八
時
に
な
る

と
︑
街
の
灯
が
き
え
る
︒
涼
み
床
の
雪
洞
も
蝋
燭
を
吹
き
消
し
て
︑
お
客
さ

ん
と
待
っ
て
い
ま
す
︒
五
つ
の
山
に
ぽ
っ
と
火
が
と
も
り
︑
形
が
は
っ
き
り

す
る
と
︑
黒
塗
り
の
薄
い
盆
に
お
酒
を
つ
ぎ
ま
す
︒

そ
の
盆
を
胸
の
前
に
置
き
︑
東
山
の
大
文
字
を
お
酒
に
映
し
ま
す
︒
そ
う

し
て
主
賓
の
方
か
ら
静
か
に
飲
み
ま
わ
す
の
で
す
︒
一
年
を
元
気
で
暮
ら
せ

る
と
い
わ
れ
︑
子
供
は
大
文
字
を
映
し
た
水
を
飲
ん
だ
も
の
で
し
た
︒(

)
36

こ
れ
は
森
光
子
の
語
り
で
あ
る
︒︽
上
木
屋
町
︾
か
ら
の
眺
望
は
︑
送
り
火
を

み
る
に
も
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
︒

作
家
の
小
島
政
二
郎
︵
こ
じ
ま
・
ま
さ
じ
ろ
う

1894-1994︶
は
︑
戦
後
京
都
の

映
画
界
を
牽
引
し
た
東
映
京
都
撮
影
所
の
マ
キ
ノ
光
雄
に
招
か
れ
て
︵
光
雄
は

﹁
日
本
映
画
の
父
﹂
と
謳
わ
れ
る
牧
野
省
三
の
次
男
︶
︑﹁
大
文
字
﹂
の
見
物
に
で
か
け

て
い
る
︒

マ
キ
ノ
の
自
宅
は
﹁
二
条
あ
た
り
の
加
茂
川
沿
い
の
︑
ご
く
当
り
前
の
京
都
風

二
階
家
﹂
で
あ
っ
た(

)

︒
二
条
と
い
う
か
ら
に
は
︑
鴨
川
右
岸
の
︽
上
木
屋
町
︾
北

37

部
の
可
能
性
が
高
い
︒
図
５
に
示
し
た
と
お
り
︑
マ
キ
ノ
邸
は
山
県
有
朋
の
別
邸

四
八

614



﹁
第
二
無
鄰
菴
﹂
の
南
に
位
置
し
て
い
た
︒
嵐
寛
寿
郎
と
い
い
︑
森
光
子
と
い

い
︑︽
上
木
屋
町
︾
は
芸
能
と
も
縁
の
深
い
空
間
だ
っ
た
わ
け
だ
︒

そ
の
晩
︑
物
干
の
上
で
︑
ホ
ン
の
少
し
酒
を
流
し
た
黒
の
お
盆
に
大
文
字

の
火
を
映
し
な
が
ら
︑
珍
し
い
お
酒
と
う
ま
い
ア
ユ
と
を
御
馳
走
に
な
っ

た
︒珍

し
い
お
酒
と
云
う
の
は
︑
そ
の
頃
は
ま
だ
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
な
ん
て
飲
み

方
が
ま
だ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︑
菊
正
宗
を
お
燗
し
て
︑
そ
れ
を
冷
蔵
庫
に

入
れ
て
置
い
て
︑
小
さ
な
グ
ラ
ス
で
飲
ま
せ
て
く
れ
た
そ
う
だ
︒

飲い

け
る
久
米
正
雄
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
マ
キ
ノ
君
も
︑
余
り

い
け
る
方
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
私
の
よ
う
に
全
然
い
け
な
い
人
間

に
は
︑
こ
ん
な
う
ま
い
お
酒
は
な
か
っ
た
︒

お
酌
を
し
て
く
れ
︑
席
を
取
り
持
っ
て
く
れ
る
の
は
︑
奇
麗
な
女
優
た
ち

だ
か
ら
︑
そ
の
物
干
の
上
の
御
馳
走
は
︑
私
に
は
一
生
一
度
の
楽
し
い
饗
宴

だ
っ
た
︒

商
家
で
な
い
マ
キ
ノ
邸
に
は
︑
当
然
︑
床
な
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
当
時
︑

︽
先
斗
町
︾
の
お
茶
屋
な
ど
に
は
︑
河
畔
の
床
な
ど
に
く
わ
え
て
︑
屋
上
に
物
干

し
台
の
よ
う
な
も
の
が
設
置
さ
れ
て
い
た
︒
お
茶
屋
が
納
涼
や
送
り
火
の
見
物

に
︑
常
連
客
を
あ
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
︒
小
島
も
︑
マ
キ
ノ
邸
の
そ
う
し

た
物
干
し
台
に
招
か
れ
て
い
た
の
だ
︒

で
は
︑﹁
珍
し
い
お
酒
と
う
ま
い
ア
ユ
﹂
と
は
︑
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
︒

小
島
自
身
も
ふ
れ
て
い
る
が
︑
北
大
路
魯
山
人
に
し
た
が
う
な
ら
ば
︑
当
時
︑

﹁
鮎
の
い
い
の
は
丹
波
の
和
知
川
が
一
番
﹂
で
あ
っ
た(

)

︒
和
知
川
は
︑
若
狭
湾
に

39

そ
そ
ぐ
由
良
川
水
系
上
流
部
の
河
川
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
に
用
意
さ
れ
た
の
は
︑

わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
か
ら
調
達
さ
れ
た
鮎
で
あ
っ
た
と
い
い
︑
ひ
と
口
半
大
の
寿
し
に

し
て
供
さ
れ
る
︒﹁
こ
ん
な
う
ま
い
ア
ユ
寿
司
を
︑
飽
き
る
程
食
べ
た
こ
と
は
︑

私
の
一
生
に
こ
の
時
一
度
し
か
な
い
﹂
と
︑
小
島
は
回
想
す
る
︒

そ
し
て
﹁
珍
し
い
お
酒
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
い
ち
ど
燗
を
つ
け
た
菊
正
宗
を

冷
蔵
庫
に
入
れ
て
冷
や
し
た
も
の
で
︑
お
猪
口
︵
盃
︶
で
は
な
く
︑
小
さ
な
グ
ラ

ス
に
つ
い
で
呑
ん
だ
と
い
う
︒
酒
の
い
け
る
口
で
は
な
い
小
島
も
︑﹁
こ
ん
な
う

ま
い
お
酒
は
な
か
っ
た
﹂
と
感
嘆
す
る
︒
燗
を
つ
け
た
こ
と
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
が

と
び
︑
そ
れ
を
キ
ン
キ
ン
に
冷
や
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
す
っ
き
り
と
し
た
味
わ

い
と
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
飲
み
方
は
必
ず
し
も
﹁
珍
し
い
﹂
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
ら
し
い
︒
虚
子
編
﹃
新
歳
時
記
﹄
に
収
録
さ
れ
た
七
月
の
季
語
に
は
﹁
冷
酒

︵
ひ
や
ざ
け
︶
﹂
が
あ
り
︑
虚
子
は
﹁
一
寸
洒
落
た
料
亭
な
ど
に
行
き
︑
冷
酒
を
と

命
ず
る
と
︑
心
得
て
運
ん
で
来
る
︒
悪
酔
し
な
い
為
に
軽
く
暖
め
て
冷
し
た
も
の

と
い
ふ
﹂
と
説
明
す
る(

)

︒
小
島
政
二
郎
に
と
っ
て
は
︑
は
じ
め
て
知
っ
た
味
で

40

あ
っ
た
わ
け
だ
︒

映
画
に
出
演
す
る
綺
麗
ど
こ
ろ
に
囲
ま
れ
て
︑
大
文
字
の
火
を
見
な
が
ら
︑
そ

し
て
火
を
漆
黒
の
器
に
そ
そ
い
だ
酒
に
映
し
て
呑
む
﹁
一
生
一
度
の
楽
し
い
饗

宴
﹂︒︽
上
木
屋
町
︾
の
贅
沢
と
い
え
よ
う
か
︒

４

ふ
た
た
び
御
池
大
橋
の
た
も
と
か
ら

戦
後
す
ぐ
に
森
光
子
が
﹁
東
京
に
見
切
り
を
つ
け
﹂
て
︑﹁
焼
け
な
か
っ
た
京

都
へ
﹂
も
ど
っ
て
み
る
と
︑
國
の
家
は
す
で
に
売
り
払
わ
れ
て
い
た(

)

︒
昭
和
三
一

41

年
の
住
宅
地
図
に
は
︑
い
ま
だ
國
の
家
の
名
が
み
え
て
い
る
の
で
︑
購
入
者
が
経

営
を
引
き
継
い
で
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
昭
和
三
四
年
の
住
宅
地
図
に
な
る
と
︑
國
の
家
が
消
え
て
﹁
新
三

鴨
川
右
岸
の
銷
金
窩

四
九
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浦
﹂
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
橘
の
あ
る
路
地
の
ひ
と
つ
北
側
で
木
屋
町
通
に
面

し
て
営
業
し
て
い
た
﹁
と
り
の
水
炊
き
﹂
で
知
ら
れ
る
新
三
浦
が(

)

︑
川
附
き
の
こ

42

の
場
所
へ
と
引
っ
越
し
て
き
た
の
だ
っ
た
︒

の
ち
に
國
の
家
を
買
っ
た
方
が
﹁
新
三
浦
﹂
と
い
う
鶏
の
水
炊
き
の
店
に

し
ま
し
た
が
︑
改
築
を
な
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
う
れ
し
い
こ
と
に
町
家
の

風
情
は
そ
っ
く
り
昔
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
︒
⁝
︹
略
︺
⁝

路﹅

地﹅

の﹅

い﹅

ち﹅

ば﹅

ん﹅

奥﹅

の
右
側
が
私
の
生
ま
れ
た
家
な
の
で
す
が
︑
な
ん
と

ま
あ
表
の
門
の
と
こ
ろ
に
書
か
れ
た
電
話
番
号
ま
で
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
︒

び
っ
く
り
し
︑
そ
し
て
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
︒

家
の
裏
に
は
鴨
川
が
流
れ
て
い
ま
す
︒
東
山
が
も
う
目
の
前
に
見
え
ま

す
︒
路
地
の
前
は
木
屋
町
通
りマ

マ

で
︑
高
瀬
川
の
瀬
音
が
聞
こ
え
る
︒(

)
43

テ
レ
ビ
番
組
の
企
画
で
三
〇
年
な
い
し
四
〇
年
以
上
の
歳
月
を
経
て
訪
れ
た
森

は
︑
料
理
屋
に
な
っ
て
な
お
変
わ
ら
ぬ
生
家
を
目
の
当
た
り
に
し
て
歓
喜
し
て
い

る
︒だ

が
︑︽
上
木
屋
町
︾
に
な
じ
ん
だ
池
波
正
太
郎
の
目
に
は
︑
変
わ
り
ゆ
く
京

都
の
姿
が
映
っ
て
い
た
︒

十
余
年
前
の
京
都
は
︑
ま
だ
ま
だ
︑
の
ど
か
な
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
︑
宿

の
床
か
ら
鴨
川
を
な
が
め
て
い
る
と
︑
対
岸
を
子
供
た
ち
が
タ
モ
網
を
持
っ

て
何
や
ら
魚
を
掬
っ
て
い
た
り
︑
川
面
に
は
し
き
り
に
燕
が
飛
び
交
い
︑
河

原
を
低
く
低
く
飛
ん
で
来
た
燕
が
︑
床
に
す
わ
っ
て
い
る
私
の
頬
を
か
す
め

て
高
く
舞
い
あ
が
っ
た
り
し
た
︒

い
ま
は
御
池
大
橋
が
出
来
て
︑
ト
ラ
ッ
ク
や
自
動
車
の
響
音
す
さ
ま
じ

く
︑
燕
も
め
っ
た
に
あ
ら
わ
れ
ぬ
︒(

)
44

昭
和
三
〇
年
代
前
半
の
池
波
は
︑
強
制
疎
開
に
よ
っ
て
拡
幅
さ
れ
た
御
池
通
よ

り
も
北
に
位
置
す
る
橘
へ
投
宿
し
て
い
た
︒
御
池
通
の
延
長
線
上
に
橋
が
架
か
っ

た
の
は
昭
和
三
九
︵
一
九
六
四
︶
年
の
こ
と
だ
︒﹁
ざ
わ
つ
か
ず
︑
の
ん
び
り
し
て

い
る
点
が
生
命
線
﹂
で
あ
っ
た
︽
上
木
屋
町
︾
も
︑
時
代
の
波
に
の
ま
れ
つ
つ

あ
っ
た
︒駅

前
の
風
景
が
︑
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
ま
っ
た
く
変
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
は
︑
私
も
馴
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
︑
今
度
︑
三
条
大
橋
に
立
ち
鴨
川
の

上
を
な
が
め
る
と
︑
さ
す
が
に
た
め
息
が
出
た
︒

川
を
は
さ
む
木
屋
町
︑
川
端
の
美
し
い
瓦
屋
根
の
つ
ら
な
り
は
そ
の
ま
ま

だ
が
︑
そ
の
背
後
に
︑
い
く
つ
も
の
高
層
ビ
ル
が
建
ち
並
び
つ
つ
あ
っ
て
︑

鴨
川
両
岸
の
景
観
が
見
る
見
る
変
貌
し
か
け
て
い
る
︒(

)
45

鴨
川
三
条
の
橋
上
に
立
っ
て
北
を
み
て
い
る
︒﹁
か
み
﹂
で
は
な
く
﹁
う
え
﹂

と
も
読
め
な
く
は
な
い
が
︑﹁
木
屋
町
﹂
と
﹁
川
端
﹂
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
北
に

目
を
む
け
て
い
る
は
ず
だ
︒
た
め
息
が
出
る
ほ
ど
に
﹁
景
観
﹂
は
﹁
変
貌
し
﹂
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

橘
の
立
地
し
た
︽
上
木
屋
町
︾
の
景
観
変
容
を
考
え
る
際
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
は
︑
や
は
り
御
池
通
の
拡
幅
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︽
上
木
屋
町
︾
は
︑
三

条
側
と
二
条
側
と
で
完
全
に
南
北
に
分
断
さ
れ
た
︒
漱
石
が
�
園
の
お
多
佳
さ
ん

と
交
情
を
結
ん
だ
際
に
宿
し
た
席
貸
﹁
北
大
嘉
﹂
も
取
り
払
わ
れ
て
消
滅
し
て
い

る
︒
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
漱
石
の
句
碑
は
御
池
大
橋
の
西
詰
︑
御
池
通
の
南

脇
に
あ
る
︒

池
波
の
滞
在
し
た
昭
和
三
五
年
の
夏
︑
こ
の
界
隈
に
お
け
る
も
っ
と
も
大
き
な

変
化
は
﹁
お
そ
め
会
館
﹂
の
開
業
で
あ
ろ
う(

)

︒
彼
が
橘
に
泊
ま
っ
て
い
た
の
な
ら

46

ば
︑
い
や
が
お
う
に
も
﹁
お
そ
め
会
館
﹂
を
目
に
し
て
い
た
は
ず
だ
︵
図
６
︶︒ 五

〇
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川
端
康
成
︑
白
洲
次
郎
︑
川
口
松
太
郎
︑
大
佛
次
郎
な
ど
︑
そ
う
そ
う
た
る

面
々
が
交
友
し
た
︽
�
園
︾
の
元
芸
妓
で
あ
る
フ
ラ
イ
ン
グ
マ
ダ
ム
こ
と
上
羽
秀

︵
お
そ
め
︶
の
経
営
し
た
ク
ラ
ブ
の
巨
大
建
築
で
あ
る
︒
直
木
賞
作
家
と
な
る
直

前
の
池
波
正
太
郎
の
目
に
︑
当
時
と
し
て
は
大
箱
の
﹁
お
そ
め
会
館
﹂
は
ど
の
よ

う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

御
池
大
橋
の
殺
風
景
の
背
後
に
は
︑
累
々
と
つ
も
る
文
学
史
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
堆
積
し
て
い
る
︒

注(

)
杉
田
博
明
﹃
祇
園
の
女

文
芸
芸
妓
磯
田
多
佳
﹄
新
潮
社
︑
一
九
九
一
年
︒

1(

)
津
田
青
楓
﹃
漱
石
と
十
弟
子
﹄
芸
艸
堂
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
〇
二
︑
二
〇
四
頁
︒

2(

)
臼
井
喜
之
介
﹃
京
都
味
覚
散
歩
﹄
白
川
書
院
︑
一
九
六
二
年
︑
二
六
五
頁
︒

3(

)
席
貸
な
ら
び
に
引
用
文
中
に
登
場
す
る
﹁
雇
仲
居
︵
や
と
な
︶
﹂
や
﹁
新
妍
芸
妓
﹂
に
関

4

す
る
詳
細
は
︑
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
加
藤
政
洋
編
﹃
モ
ダ
ン
京
都

︿
遊
楽
﹀

の
空
間
文
化
誌
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
一
七
年
︒

(

)
松
川
二
郎
﹃
全
国
花
街
め
ぐ
り
﹄
誠
文
堂
︑
一
九
二
九
年
︑
五
〇
四
-五
〇
五
頁
︒

5(

)
前
掲
︑
松
川
二
郎
﹃
全
国
花
街
め
ぐ
り
﹄
︑
五
〇
五
頁
︒

6(

)
佐
々
政
一
編
﹃
夜
の
京
阪
︵
文
藝
界
定
期
増
刊

博
覧
会
記
念
︶
﹄
金
港
堂
書
籍
株
式
会

7

社
︑
一
九
〇
三
年
︒

(

)
大
森
痴
雪
﹁
夜
の
高
瀬
川
﹂
︵
前
掲
︑
﹃
夜
の
京
阪
﹄
︶︑
六
九
-
七
八
頁
︒
引
用
は
七
〇
頁

8

よ
り
︒

(

)
鈴
木
露
村
﹁
京
都
の
旅
宿
﹂︵
前
掲
︑﹃
夜
の
京
阪
﹄︶
︑
一
一
一
-
一
一
八
頁
︒
引
用
は
一

9

一
一
-一
一
二
頁
︒

(

)
前
掲
︑
鈴
木
露
村
﹁
京
都
の
旅
宿
﹂
︑
一
一
一
頁
︒

10(

)
近
代
京
都
オ
ー
バ
ー
レ
イ
マ
ッ
プ
を
参
照
︵
h
ttp
s://w
w
w
.arc.ritsu
m
ei.ac.jp
/

11

arch
iv
e01/th
eater/h
tm
l/M
od
ern
K
y
oto/︶
︒

(

)
久
保
田
米
僊
﹁
京
都
の
料
理
店
﹂︵
前
掲
︑﹃
夜
の
京
阪
﹄︶
︑
一
六
一
-
一
七
四
頁
︒
引
用

12

は
一
七
〇
頁
︒

(

)
池
波
正
太
郎
﹃
食
卓
の
情
景
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
八
〇
年
︒
﹁
祇
園
祭
﹂
一
六
八
-
一
七

13

七
頁
︒
引
用
は
一
六
八
頁
よ
り
︑
初
出
は
以
下
の
と
お
り
︒
﹁
食
卓
の
情
景
︵
連
載
第
二

九
回
︶
祇
園
祭

そ
の
一
﹂﹃
週
刊
朝
日
﹄
二
七
九
九
号
︵
第
七
七
巻
第
二
九
号
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