
五月雨や畳に上がる青蛙 正岡子規

五月雨は陰暦の５月（陽暦の６月）頃に降る長雨で、田植え時の恵の雨、夏の

季語です。青蛙も夏の季語で、都会では少なくなりましたが、田んぼの近くでは

これから元気に鳴き出します。うっとうしい雨の日に、病床の子規の前へまるで

雨宿りに来たように青蛙が上がり込んだのかも。「おや、可愛い客人の来訪！」



普段着のわたしたち

扇風機登

場！・・・

５月中旬か

ら早々とお出

ましです。

漏電が心配

されるかなりの老体を含め新顔も勢揃い、

出番を待っています。今年の夏も暑くなり

そうですね？ 幽思房

去る５月８日、俊徳丸さん

のお寺の「きつね稚児」

に参加させていただき

ました。晴天に恵ま

れ、堤防を渡る川風が

心地よく、我が家の小

坊主もご機嫌に闊歩しまし

た。また１年健やかに暮らせることを念じ

つつ。

普通の稚児装束に加えシッポがあるのが

とても cute! （親ばか） 訶梨帝母

車にベットリ付着した黄砂。お隣から

様々な有害

物質を吸着

して飛来し、

それを我々

は毎日毎日吸い込む・・・。多分、そうい

うことを考えない方が身体には良いのだろ

うけど。これを見てしまうと、そういう訳

にもいきませんよねぇ（苦笑） 露の身

4 月 21 日

に総本山光

明寺へ本山

参りに行き

ました。

帰り道に世

界遺産の宇治の平等院鳳凰堂へ。数年前と

全然違う！ 修復されて美しさが蘇ってい

ました。 征阿

よそのお寺へ行った

ら、お金を入れると

「にゃーにゃー」と

鳴く貯金箱がお賽銭

箱として設置されて

いました。私もマネ

をしました。時々、

入れても鳴かない時があります。そんな苦

情に対して、「猫は犬と違って気ままなので、

最初から時々鳴かないように作ってあるそ

うです」と言っています。嘘です。猫がお

おちゃくをしているだけです。 俊徳丸

初めて見ました。日本ミツ

バチの分蜂で
ふん ぽう

す。仲間が増え

すぎると、新しい

女王蜂と一緒に飛

び立ち、元の巣には適正な数だけ残ります。

私的費用を政治資金で流用という蜜の味

を暴露され、言い訳をしては墓穴を掘って

いる人がいます。東京都民の心は分蜂直前

のミツバチのようでは・・・。 迷走坊

Vol.196 友引町内会通信 2016.06.01 発行



Vol.196              友引町内会通信              2016.06.01発行 
 

    

スターバックスと寺院 
 檀家さんの月参りを朝６時から行って、８時

にちょいとハンディーのある娘を起こし朝食

を食べさせ、９時に介護施設に送り届けると、

夕方４時まで自由になる日がたまにあります。

そんな日はその足で新幹線に乗り、「六角堂」

へ行きたくなります。 

 京都駅から地

下鉄に乗り烏丸

御池駅を下車、５

番出口から地上

に出ると烏丸通

り沿いに続くオフィス街です。間もなくスター

バックスがあり六角通り、その角を左(東)に曲

がった所に六角堂はあります。地元の人からは

「六角さん」と呼ばれていますが、お寺の正式

名は、「紫雲山
しうんざん

 頂法寺
ちょうほうじ

」と言います。それほ

ど広大ではない境内は、四方を近代的なビルに

取り囲まれています。そんなビルの谷間から突

如、楠の老木と山門が現れます。 

 

 名前の如く、山門を入り正面に六角形の堂々

たる本堂があり、御本尊は聖徳太子の念持佛
ねんじぶつ

と

言われている「如意
に ょ い

輪
りん

観音
かんのん

菩薩
ぼ さ つ

」です。地獄図

の中では、「血の池地獄」の畔で女性を助け出

しておられます。「西國三十三観音霊場」の第

18番札所でもあります。現在、京都は外国人観

光客でどこも混雑していますが、ここはそうで

はなく巡礼者やご近所のお参りの方がちらほ

らという感じです。 

 六角堂の特筆すべき点は、四方を近代的な建

物に囲まれているにもかかわらず、その霊験あ

らたかな古刹のたたずまいと無機質なビルと

の違和感がなく調和していることです。ですか

ら息苦しさや風通しの悪さを感じません。写真

の御堂のお隣は「ＷＥＳＴ18」という 10 階建

ての多目的ビルです。１階にはスターバックス

が入っています。普通でしたら寺方は、ビルと

の境に瓦をのせたお寺らしい白壁の塀を建て

ることでしょう。しかしそうしなかったのは

「ＷＥＳＴ18」の設計に工夫があるからです。 

 

ＷＥＳＴ18 は烏丸通りと六角通りの角に建

ち、本来でしたら烏丸通りから六角堂境内は 10

階建ビルの陰に隠れてしまい見ることができ

ません。しかし、１階のスタバの境内側と烏丸

通り側両面を全面ガラス張りにすることによ

って、以前は烏丸通りからは見ることが出来な

かった六角堂境内がその２枚のガラス越しに

見えるようになりました。新しい空間と古い空

間に「境」をつくらないことによって、また工

夫して多くの良い点が生まれることになりま

した。このスタバでは、観光客ではなく近辺で

仕事している人が普通にコーヒータイムを楽

しんでいます。店内から境内を眺めながらのコ

ーヒーは気分良く、世界中探してもこんなスタ

バはないでしょう。更にお店の横にはガラス張

りのエレベーターがあり、上空から本堂の六角

形の屋根と境内全域を見ることができます。 

 

六角堂は「いけばな」の発祥の地でもあり、

代々当寺御住職は華道「池坊」の家元でもあら

れます。華道の四季折々に咲く花との触れ合い

の心が、この新旧融合した境内地の不思議な空

間を生んだのだと思います。 俊徳丸 



『
私
説
法
然
伝
』(

１
７)

法
然
誕
生
②

先
月
号
で
は
法
然
上
人
の
誕
生
、
天
台
宗
僧
侶

で
あ
る
法
然
房
源
空
の
誕
生
に
つ
い
て
書
き
ま
し

ほ
う

ね
ん

ぼ
う

げ
ん

く
う

た
。法

然
房
源
空
の
「
法
然
房
」
は
房
号
と
言
い
、

ぼ
う

ご
う

通
称
名
と
な
り
ま
す
。
房
に
は
僧
侶
の
寝
起
き
す

る
場
所
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
複
数
人
の
僧
侶
が

僧
坊
に
い
る
時
に
、
そ
こ
を
取
り
仕
切
る
役
を

「
房
主
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
、
僧
侶
の
通
称
の

ぼ
う

ず

「
坊
主
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

僧
名
（
諱
）
と
な
っ
た
「
源
空
」
を
現
在
で

い
み
な

げ
ん

く
う

は
空
号
と
言
い
、
浄
土
宗
西
山
派
の
僧
侶
が
受
戒

く
う

ご
う

（
円
頓
戒
を
相
承
す
る
こ
と
）
す
る
と
、
こ
の
空

号
を
た
ま
わ
り
ま
す
。

法
然
房
源
空
と
な
っ
た
法
然
上
人
は
一
体
ど
の

よ
う
な
心
持
ち
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
隠
遁

さ
れ
た
後
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
？

【
黒
谷
に
隠
遁
し
た
法
然
上
人
は
、
名
利
を
捨

て
ひ
た
す
ら
出
離
・
解
脱
を
目
指
さ
れ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
佛
教
に
お
け
る
出
家
者
の
目
標
で
あ
る
煩

悩
を
原
因
と
す
る
苦
し
み
の
状
態
か
ら
、
佛
教
の

修
学
と
実
践
に
よ
っ
て
苦
し
み
の
無
い
状
態
を
目

指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
一
切
経
（
大
蔵

経
と
言
い
仏
教
経
典
の
総
称
）
を
何
度
も
読
み
返

し
た
と
い
う
。
そ
の
理
解
力
は
抜
き
ん
出
た
も
の

と
伝
記
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
時
に
は
師
と
な
っ
て
い
た
叡
空
と
論
争
に

及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
円
頓
一
実
の
戒
体

え
ん

ど
ん

い
ち

じ
つ

か
い

た
い

（
戒
の
実
体
）
と
は
何
か
？
と
い
う
論
争
に
お
い

て
、
叡
空
は
「
心
が
実
体
で
あ
る
」
と
言
い
、
法

然
上
人
は
「
性
無
作
の
仮
色
が
実
体
で
す
」
と

し
よ
う

む

さ

け

し
き

言
い
、
師
の
意
見
と
対
立
し
た
。
円
頓
一
実
と
は

唯
一
絶
対
の
真
理
（
法
華
経
の
教
え
）
は
す
み
や

か
に
「
さ
と
り
」
に
至
ら
し
め
る
こ
と
を
言
う
。

戒
体
と
は
戒
の
実
体
の
意
味
で
あ
り
、
「
さ
と

り
」
に
到
ら
し
め
る
動
力
源
の
一
つ
と
言
え
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
戒
体
の
実
体
に
つ
い
て
「
心
法

し
ん

ほ
う

戒
」
と
「
色
法
戒
」
の
二
種
の
ど
ち
ら
か
が
戒
体

か
い

し
き

ほ
う

か
い

で
あ
る
の
か
と
い
う
論
争
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ

う
だ
。
叡
空
は
「
心
法
戒
」
が
戒
の
実
体
と
言
い
、

法
の
法
然
上
人
は
「
色
法
戒
」
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
心
法
戒
」
と
は
簡
単
に
言
う
と
性
善
説
と
で

も
言
う
べ
き
も
の
で
人
間
は
自
然
と
善
い
心
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
「
色
法
戒
」
は

後
天
的
な
も
の
、
受
戒
し
た
後
に
目
に
見
え
ず
、

表
面
化
は
さ
れ
な
い
が
、
悪
い
こ
と
を
し
よ
う
と

し
た
時
に
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
作
用
、
そ
れ
が

存
在
す
る
の
で
「
色
」
（
存
在
す
る
も
の
）
で
あ

し
き

る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

こ
の
論
争
の
時
に
、
自
説
を
譲
ら
な
い
法
然
上

人
に
対
し
て
激
昂
し
た
叡
空
は
側
に
あ
っ
た
木
製

の
枕
を
法
然
上
人
に
投
げ
つ
け
た
と
言
う
。

法
然
上
人
が
自
室
に
戻
っ
た
後
、
叡
空
が
姿
を

現
し
法
然
上
人
に
対
し
て
「
考
え
て
み
た
と
こ
ろ

法
然
の
説
が
正
し
か
っ
た
」
と
謝
罪
し
た
と
伝
え

ら
れ
る
】

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)

叡空の下へやってきた法然上人の図
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四
月
か
ら
我
が
小
坊
主
、
保
育
園
に
通
い
始
め

ま
し
た
。
老
い
た
母
や
祖
母
の
遊
び
方
で
は
物
足

ら
な
か
っ
た
の
か
、
毎
日
嬉
々
と
し
て
通
い
遊
び

ま
く
っ
て
い
る
様
子
。
最
近
は
目
覚
め
て
開
口
一

番
「
さ
あ
！
保
育
園
行
こ
う
か

〜
」
と
。
サ
ク
サ
ク
着
替
え
、
通

園
バ
ッ
グ
を
手
に
出
か
け
る
の
で

あ
り
が
た
い
事
で
す
。
し
か
し
、

土
日
は
休
園
な
の
で
毎
週
そ
れ
を

諭
す
の
に
些
か
苦
労
い
た
し
ま
す
が
。

さ
て
、
六
月
十
九
日
は
桜
桃
忌
。
太
宰
治
の
命

日
で
す
。
正
確
に
は
入
水
し
た
の
は
六
月
十
三
日

だ
そ
う
で
す
が
、
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
の
が
十
九

日
。
そ
し
て
奇
し
く
も
こ
の
日
は
太
宰
の
誕
生
日

で
も
あ
り
ま
す
。
誕
生
日
と
命
日
が
同
じ
と

は
。
。
。
オ
ボ
エ
ヤ
ス
イ
。

ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
私
も
若
い
頃
は
「
脆
く
は

も
ろ

か
な
い
物
」
に
憧
れ
た
も
の
で
「
あ
や
う
い
モ

ノ
」
の
筆
頭
、
太
宰
治
を
読
み
ま
し
た
。
読
ん
だ

勢
い
で
津
軽
へ
行
こ
う
！
と
友
人
と
青
森
へ
行
っ

た
の
は
二
十
代
前
半
の
頃
。

太
宰
の
故
郷
は
青
森
県
五
所
川
原
の
金
木
。
こ

ご

し
よ

が
わ

ら

か
な

ぎ

こ
に
生
家
が
残
っ
て
い
ま
す
。
「
斜
陽
館
」
と
い

う
名
前
で
現
在
は
太
宰
資
料
館
で
す
が
、
訪
れ
た

二
十
数
年
前
は
旅
館
で
し
た
の
で
宿
泊
で
き
ま
し

た
（
今
と
な
れ
ば
貴
重
な
体
験
で
す
）
。
青
森
の

片
田
舎
の
宿
に
泊
ま
ろ
う
な
ん
て
酔
狂
な
客
は
総

じ
て
太
宰
フ
ァ
ン
で
す
か
ら
、
各
々
の
部
屋
に
引

き
こ
も
る
事
は
な
く
、
イ
ワ
ク
つ
き
の
部
屋
を
順

に
訪
問
。
ご
縁
で
同
じ
日
に
斜
陽
館
で

出
会
っ
た
者
同
士
が
お
酒
を
飲
み
な
が

ら
語
ら
う
楽
し
い
一
夜
で
し
た
。

翌
日
は
二
日
酔
い
を
引
き
ず
っ
て
隣

駅
の
芦
野
公
園
へ
。
こ
こ
に
は
太
宰
の

文
学
碑
、
太
宰
橋
と
名
付
け
ら
れ
た
た

だ
の
木
製
の
小
橋
、
「
疎
開
時
に
太
宰
の
姿
見
か

け
し
は
入
江
の
木
陰
こ
こ
ら
あ
た
り
ぞ
」
な
ど
と

フ
ァ
ン
の
心
を
更
に
煽
る
木
札
が
立
て
ら
れ
て
お

り
、
旧
駅
舎
は
『
ラ
・
メ
ロ
ス
』
な
る
喫
茶
店
。

当
然
の
よ
う
に
皆
が
そ
こ

で
珈
琲
を
い
た
だ
き
、
し

ば
し
静
か
に
ひ
た
る
訳
で

す
。

 

そ
う
な
る
と
真
っ
直
ぐ
名
古
屋
に
帰
れ
ま
せ
ん

（
若
い
！
）
。
東
京
で
途
中
下
車
。
日
暮
れ
を
待

ち
、
い
ざ
銀
座
、
目
指
す
は
バ
ー
『
ル
パ
ン
』
。

お
行
儀
の
悪
い
半
跏
思
惟
像
の
様
な
姿
の
太
宰
の

写
真
は
、
こ
の
バ
ー
で
撮
ら
れ
た
も
の
。
私
達
が

訪
れ
た
日
は
幸
い
込
み
合
っ
て
も
お
ら
ず
、
件
の

写

真
の
壁

際
の
席
を

眺
め

ら
れ

る
カ
ウ
ン

タ
ー

に
座

り
、
献
杯
。

ち
な
み
に
、
『
ル
パ
ン
』
の
見
所
は
太
宰
の
席

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
こ
れ
ま
で
に
見
た

中
で
最
高
齢
の
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
と
メ
イ
ド
。
舞
台

女
優
の
如
く
メ
イ
ク
を
施
し
た
マ
マ
？
。
。
。
目
が

釘
付
け
。

い
ず
れ
も
喜
寿
越
え
か
（
当
時
）
。

ゆ
っ
た
り
と
時
の
経
る
空
間
を
感
じ
ら
れ
る
バ

ー
で
す
。

訶
梨
帝
母
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負
の
流
れ 

「
こ
の
間
行
っ
た
お
葬
式
、
今
ど
き
珍
し
く
自
宅
で

や
っ
た
ん
だ
け
ど
、
分
か
り
に
く
い
家
で
、
迷
っ
て

大
変
だ
っ
た
よ
」 

「
え
っ
？
葬
式
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
看
板
が
出
る
ん
じ

ゃ
な
い
の
？
車
を
運
転
し
て
る
と
良
く
見
か
け
る
じ

ゃ
な
い
の
？
【
○
○
家
式
場
】
っ
て
」 

「
そ
う
そ
う
、
あ
っ
た
よ
な
。
で
も
さ
、
私
が
行
っ

た
と
こ
は
、
自
治
体
の
条
例
で
看
板
が
出
せ
な
く
な

っ
た
ん
だ
っ
て
」 

「
え
っ
？
そ
ん
な
も
ん
、
何
か
月
も
何
年
も
置
い
て

お
く
わ
け
で
も
な
い
し
、
長
く
て
３
日
ほ
ど
で
撤
去

す
る
じ
ゃ
な
い
か
！
い
ち
い
ち
目
く
じ
ら
立
て
る
こ

と
か
？
」 

「
い
や
ぁ
、
い
ろ
ん
な
批
判
が
あ
る
ら
し
い
ん
だ
よ
。 

『
個
人
の
こ
と
に
公
道
、
公
の
場
を
使
う
な
』
と
か 

『
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
他
の
宣
伝
な
ん
か
も 

い
い
こ
と
に
な
る
ぞ
』
と
か
さ
・
・
・
」 

「
お
い
お
い
、
葬
式
だ
ぜ
！
人
が
亡
く
な
っ
て
る
ん

だ
ぜ
。
あ
あ
・
・
な
ん
か
、
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
ふ

う
に
な
っ
て
い
く
よ
な
・
・
・
世
の
中
が
い
ろ
ん
な

こ
と
に
寛
容
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
・
・
・
そ
し
て
、

死
と
い
う
も
の
を
軽
ん
じ
て
い
く
・
・
・
そ
し
て
、

そ
う
い
う
意
見
が
通
り
、
【
一
般
的
】
と
な
っ
て
い

く
・
・
・
」 

「
う
～
ん
・
・
・
悲
し
い
よ
な
・
・
・
確
か
に
、
そ

う
い
う
例
外
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
『
人
が
亡

く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
重
く
捉
え
て
い
な
い
』
と

い
う
証
し
と
も
言
え
る
よ
な
」 

「
そ
う
だ
な
・
・
・
ご
近
所
さ
ん
な
ん
か
が
亡
く
な

る
と
昔
は
一
日
仕
事
を
休
ん
で
だ
な
、
い
ろ
い
ろ
や

っ
た
も
ん
だ
よ
な
」 

 

「
一
日
ど
こ
ろ
か
、
三
日
休
ん
で
い
ろ
い
ろ
手
伝
っ

て
た
ぜ
。
そ
れ
と
【
隣
組
】
と
か
も
あ
っ
た
よ
な
」 

「
皆
で
列
を
組
ん
で
、
花
輪
や
吹
き
流
し
を
持
っ
た

り
し
て
お
墓
に
行
き
、
皆
で
穴
を
掘
っ
て
あ
げ
る
。 

一
日
か
け
て
や
っ
て
た
ん
だ
よ
な
」 

「
今
は
・
・
・
全
て
簡
略
化
。
そ
し
て
、
お
金
を
支

払
っ
て
、
仕
事
と
し
て
全
く
の
他
人
が
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
。【
ビ
ジ
ネ
ス
】
な
ん
だ
・
・
・
」 

「
人
の
死
に
関
す
る
儀
式
な
ん
か
を
端
折
る
、
簡
略

化
す
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
人
間
、
人
命
を
軽
ん
じ

る
、
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
ん
だ
」 

「
昔
は
、
法
事
だ
っ
て
、
平
日
で
あ
ろ
う
が
、
ち
ゃ

ん
と
命
日
に
や
っ
て
だ
な
、
そ
れ
で
仕
事
を
休
ん
で

も
許
し
合
う
空
気
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。今
は
、何
だ
、

葬
式
だ
っ
て
、
親
族
で
も 

『
お
通
夜
で
済
ま
し
て
、
葬
式
の
日
は
出
勤
し
な
さ

い
』 

っ
て
感
じ
だ
も
ん
な
」 

「
そ
れ
で
、
人
の
死
と
い
う
も
の
に
き
ち
ん
と
向
き

合
っ
て
、【
生
と
は
？
】、【
死
と
は
？
】、
と
か
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
よ
」 

「
私
は
思
う
ん
だ
、
そ
う
や
っ
て
人
の
死
と
い
う
も

の
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
出
し
た
頃
と
、
信

じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
殺
人
事
件
な
ど
が
増
え
だ
し
た

頃
が
見
事
に
合
致
す
る
ん
だ
よ
な
・
・
・
」 

 

（
露
の
身
） 



オ
リ
ー
ブ
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と

境
内
の
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
ミ
ル
ク
色
の
花
を
い

っ
ぱ
い
に
つ
け
て
い
ま
す
。
最
初
の
一
本
は
カ
ミ

さ
ん
が
買
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
檀
家
さ
ん

か
ら
小
豆
島
の
お
土
産
と
し
て
い
た
だ
い
た
木
も

含
め
て
、
４
本
に
増
え
ま
し
た
。

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
が
健
康
に
良
い
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
を
塩
漬
け
し
た
ピ

ク
ル
ス
は
サ
ラ
ダ
に
も
使
わ
れ
ま
す
ね
。
南
フ
ラ

ン
ス
で
は
ア
ペ
リ
テ
ィ
フ
に
よ
く
添
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

オ
リ
ー
ブ
は
平
和
、
勝
利
、
長
寿
、
友
情
、
豊

か
さ
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
歴
史
や
伝
説
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

平
和
：
ノ
ア
の
箱
舟
か
ら
放
た
れ
た
白
い
鳩
が

オ
リ
ー
ブ
の
枝
を
く
わ
え
て
戻
っ
て
き
た
こ
と
で

洪
水
が
収
ま
り
始
め
た
と
判
っ
た
。

勝
利
：
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
神
ゼ
ウ
ス
が
競
技
の

勝
者
に
オ
リ
ー
ブ
の
枝
で
作
っ
た
冠
を
与
え
た
こ

と
か
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
の
勝
者
に
も
同
様

に
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

長
寿
：
寿
命
は
平
均
で
三
百
～
四
百
年
。
パ
レ

ス
チ
ナ
に
は
キ
リ
ス
ト
さ
ん
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ

る
樹
齢
二
千
年
以
上
の
木
が
残
っ
て
い
る
と
か
。

友
情
：
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
の
王
が
客
人
に
オ
リ
ー

ブ
を
振
る
舞
う
絵
が
あ
り
、
紀
元
前
二
千
年
頃
に

は
友
情
の
意
味
を
込
め
て
使
わ
れ
て
い
た
と
判
る
。

縁
起
の
良
い
木
で
「
地
域
お
こ
し
」
と
、
オ
リ

ー
ブ
の
植
樹
を
進
め
る
自
治
体
が
増
え
て
い
ま
す
。

品
種
改
良
が
進
ん
だ
こ
と

で
、
気
候
温
暖
で
雨
の
少

な
い
地
域
だ
け
で
な
く
、

日
本
海
側
の
雪
の
多
い
地

方
で
も
育
つ
の
で
す
。
地

域
の
連
帯
が
薄
れ
て
き
て

い
る
昨
今
、
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
で
す
ね
。

で
も
、
目
立
ち
ま
せ
ん
。
思
い
っ
切
り
自
己
主

張
し
て
い
る
よ
う
な
樹
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
花

も
、
直
ぐ
傍
ま
で
近
づ
か
な
い
と
良
く
見
え
な
い
。

実
が
よ
く
成
る
年
と
余
り
つ
か
な
い
年
が
交
互
に

来
ま
す
。
そ
う
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
き
、
平
均

し
て
百
五
十
年
ぐ
ら
い
実
を
つ
け
続
け
る
の
で
す
。

古
い
木
の
方
が
ま
ろ
や
か
で
美
味
し
い
オ
イ
ル

が
取
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
伐
ら
れ
て
材
木
に
さ

れ
て
も
、
堅
く
緻
密
で
、
油
分
が
多
く
耐
久
性
に

富
む
こ
と
か
ら
、
装
飾
品
や
道
具
類
に
も
使
わ
れ
、

特
に
俎
板
、
サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル
、
ス
プ
ー
ン
な
ど
の

身
近
な
台
所
用
品
に
加
工
さ
れ
て
い
ま
す
。

オ
リ
ー
ブ
の
木
を
眺
め
て
い
る
と
、
歳
を
取
っ

て
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
教
え
て
く
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

歳
を
取
る
と
は
、
変
わ
る
こ
と
で
す
。
、
目
立

た
な
い
よ
う
に
生
き
て
い
て
も
、
歳
と
共
に
変
わ

る
も
の
だ
け
が
生
き
延
び
る
の
で
す
。
年
老
い
て

い
く
の
に
、
若
か
っ
た
頃
の
追
憶
に
た
だ
浸
っ
て

い
て
も
、
苦
し
い
だ
け
で
す
。

二
十
代
の
頃
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
、

六
十
を
過
ぎ
て
判
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
っ

と
年
老
い
て
、
姿
形
が
無
く
な
っ
て
も
、
次
の
世

代
が
使
っ
て
く
れ
る
も
の
を
残
す
こ
と
で
す
。

「
知
識
や
知
性
と
い
う
の
は
、
行
動
を
と
も
な
っ

た
時
に
、
価
値
あ
る
も
の
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
」

（
誰
の
言
葉
だ
っ
た
か
思
い
出
せ
ま
せ
ん
…
）

迷
走
坊
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観
経
物
語(

９
５)

正
宗
分
（
し
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
）
そ
の
49

第
十
観
音
観
（
か
ん
の
ん
か
ん
）
そ
の
４

《
本
文
そ
の
４
》

（
観
世
音
菩
薩
の
）
其
の
余
の
身
相
は
、
衆

し
ん

そ
う

し
ゆ
う

好
具
足
し
、
佛
の
如
く
し
て
異
な
る
こ
と
無
し
。

こ
う

ぐ

そ
く

唯
頂

上
の
肉
髻
、
及
び
無
見
頂
の
相
の
み
は
、

ち
よ
う
じ
よ
う

に
つ

け
い

む

け
ん
ち
よ
う

世
尊
に
及
ば
ず
。
是
れ
を
観
世
音
菩
薩
の
真
実
の

せ

そ
ん

色
身
を
観
る
の
想
と
為
し
、
第
十
観
と
名
づ
く
。

み《
意
味
・
訳
文
》

（
観
世
音
菩
薩
の
）
そ
の
他
の
身
体
の
様
子
や

特
徴
も
、
も
ろ
も
ろ
の
形
が
備
わ
っ
て
い
て
、
無

量
寿
佛
（=

阿
弥
陀
佛
）
と
同
じ
で
あ
り
、
異
な

る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
頭
の

頂
い
た
だ
き

に
あ
る
、
肉
髻
（
隆
起
し
た
肉
の
固
ま
り
、
も
し

く
は
頂
骨
の
隆
起
が
髪
を
頭
上
に
集
め
束
ね
た

ち
よ
う

こ
つ

た
ば

も
と
ど
り
・
た
ぶ
さ
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
）
の

形
や
様
子
と
、
誰
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
そ
の

最
上
部
の
形
だ
け
が
、
世
尊
（
こ
こ
で
は
お
シ
ャ

カ
さ
ま
で
は
な
く
無
量
寿
佛
と
考
え
ら
れ
る
）
に

及
ば
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
観
世
音
菩
薩
の

真
実
の
姿
か
た
ち
を
見
る
観
想
と
よ
び
、
第
十
の

観
と
名
づ
け
る
。

《
私
訳
》

こ
こ
で
、
世
尊
（
お
シ
ャ
カ
さ
ま=

釈
迦
）
が
、

観
世
音
菩
薩
と
無
量
寿
佛
（=

阿
弥
陀
佛
）
と
が
、

身
体
的
特
徴
は
同
じ
で
あ
り
、
た
だ
頭
の
上
部
の

形
が
少
し
違
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
お

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
留
意
す
べ
き
で
す
。
と
言
う
こ

と
は
、
後
世
の
私
た
ち
が
よ
く
見
る
阿
弥
陀
佛
と
、

そ
の
両
脇
に
立
つ
観
世
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
の
い

わ
ゆ
る
弥
陀
三
尊
像
で
は
、
大
体
が
阿
弥
陀
佛
が

大
き
く
て
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
は
三
分
の
二
ぐ

ら
い
か
ら
四
分
の
三
ぐ
ら
い
の
高
さ
に
描
か
れ
て

い
た
り
造
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
が
、
違
い
が
あ

る
の
は
頭
部
の
形
だ
け
で
、
身
長
差
を
付
け
た
り

す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
『
身
体
的
特
徴
が
同
じ
』
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
佛
も
観
音
・
勢
至
の
両
菩

薩
も
、
そ
の
「
本
質
」
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
色
身
、
す
な
わ

ち
姿
か
た
ち
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合

に
於
い
て
は
、
佛
と
菩
薩
と
い
う
師
弟
の
上
下
関

係
の
違
い
に
よ
る
頭
部
の
相
貌
の
違
い
の
み
が
表

そ
う

ぼ
う

現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
べ
き
な
の
で
す
。
そ

の
と
こ
ろ
に
私
た
ち
凡
夫
の
価
値
観
を
持
ち
込
ん

で
、
佛
は
大
き
く
菩
薩
は
や
や
小
ぶ
り
と
い
う
、

見
た
目
の
差
異
を
言
う
べ
き
で
は
な
く
、
私
た
ち

は
阿
弥
陀
佛
と
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
の
本
質
は

同
等
で
あ
る
と
い
う
点
に
思
い
を
致
す
べ
き
な
の

で
す
。
そ
れ
は
第
七
華
座
観
の
と
こ
ろ
で
韋
提
希

い

だ
い

け

夫
人
が
空
中
に
出
現
し
た
阿
弥
陀
佛
と
同
時
に
観

ぶ

に
ん

音
・
勢
至
の
両
菩
薩
を
佛
力
に
よ
っ
て
見
た
と
い

う
と
こ
ろ
で
、
表
現
さ
れ
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。

《
幽
思
房
》
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