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「
そ
れ
は
ね
え
、教
養
が
な
いっ
て

い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
」

　

新
聞
記
者
は
社
の
車
で
移
動

中
、ラ
ジ
オ
を
つ
け
っ
ぱ
な
し
に
す
る

習
性
が
あ
り
ま
す
。新
し
いニュ
ー
ス

に
即
応
す
る
た
め
で
す
が
、あ
る
日

の
午
後
、後
部
座
席
で
う
つ
ら
う
つ

ら
し
て
い
る
と
、急
に
こ
の
言
葉
が

耳
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、思
わ
ず
身

を
乗
り
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

声
の
主
は
数
学
者
で
、お
茶
の

水
女
子
大
学
教
授
の
藤
原
正
彦

さ
ん
。若
い
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、

首
相
や
政
治
家
ら
、日
本
の
リ
ー

ダ
ー
に
決
断
力
が
な
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、

そ
れ
を
尋
ね
た
時
の
藤
原
さ
ん
の

答
え
が
、こ
れ
で
し
た
。

　

藤
原
さ
ん
の
解
説
は
続
き
ま

す
。

　
「
決
断
力
と
い
う
の
は
、一
朝
一

夕
に
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。古
今
東

西
の
古
典
籍
、哲
学
、歴
史
、文
学

書
を
読
み
漁
り
、思
索
を
繰
り
返

す
、自
問
を
重
ね
る
…
…
例
え
ば
、

自
分
が
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
エ
サ
ル
の
立
場

だ
っ
た
ら
、ヒ
ト
ラ
ー
と
対
峙
す
る

チ
ャ
ー
チ
ル
英
首
相
だ
っ
た
ら
ど
う

す
る
か
。あ
る
い
は
史
記
の
列
伝
、

老
子
や
荘
子
を
読
む
、ゲ
ー
テ
の
思

索
の
跡
を
た
ど
る
、こ
う
し
た
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョン
の
積
み
重
ね
の
上
に
、初

め
て〈
よ
し
、自
分
な
ら
こ
う
考
え

る
〉と
い
う
判
断
力
が
で
き

る
の
で
す
。こ
れ
を
教
養
と

言
い
ま
す
が
、こ
う
し
た
精
神

の
鍛
錬
な
し
に
決
断
力
は

育
た
な
い
の
で
す
」

　

最
初
は
乱
暴
な
こ
と
を

言
う
な
あ
、と
び
っ
く
り
し
ま

し
た
が
、こ
れ
を
聴
い
て
、「
ま

さ
に
、そ
の
と
お
り
」と
、腑
に

落
ち
ま
し
た
。

　

英
国
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
で
も
、苅
谷
剛
彦
教
授

か
ら
、こ
ん
な
こ
と
を
う
か
が

い
ま
し
た
。

　

英
国
の
大
学

は
、社
会
で
リ
ー

ダ
ー
と
な
る
人
材

を
養
成
す
る
と
こ
ろ
。そ
の
た
め
に

最
も
重
視
さ
れ
る
教
科
が「
哲
学
」

と「
歴
史
」で
、こ
れ
な
し
に
は
成
り

立
た
な
い
と
い
う
の
で
す
。カ
レッ
ジ

で
の
寮
生
活
の
中
で
続
け
ら
れ
る

大
量
の
読
書
と
思
索
、そ
れ
を
深

化
さ
せ
る
た
め
の
エッ
セ
ー
執
筆
と
、

教
授
ら
と
の
討
論
。「
３
年
間
の
努

力
の
末
に
身
に
つ
く
も
の
が
、リ
ー

ダ
ー
と
し
て
の
判
断
力
、決
断
力
な

の
で
す
」

　

藤
原
さ
ん
の
指
摘
と
同
じ
だ
っ
た

の
で
す
。

　

今
春
、読
書
に
関
し
て
２
冊
の

新
書
を
手
に
と
り
ま
し
た
。

　
「
理
科
系
の
読
書
術
」（
鎌
田
浩

毅
著
）、「
読
む
力
」（
松
岡
正
剛
、

佐
藤
優
著
）、い
ず
れ
も
、読
書
と
い

う
行
為
の
先
に
、人
間
と
し
て
の
思

索
の
力
、も
の
ご
と
の
原
点
に
立
ち

戻
っ
て
自
身
の
考
え
を
構
築
で
き

る
能
力
を
磨
く
、こ
う
し
た
努
力

を
見
据
え
て
い
ま
す
。

　
「
教
養
が
な
け
れ
ば
、科
学
は
楽

し
め
ま
せ
ん
」と
い
う
鎌
田
教
授
の

「
理
科
系
の
読
書
術
」は
、５
月
の

サ
イ
エ
ン
ス
読
書
カ
フ
ェ
の
テ
ー
マ
で

す
。ま
た
、刈
谷
教
授
の
新
著「
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
の
警
鐘
」も
、い

ず
れ
カ
フ
ェ
の
参
加
者
と
読
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

サ
イ
エ
ン
ス
読
書
カ
フ
ェ

　
店
主
の
独
り
ご
と

前
日
本
科
学
技
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
会
長
・
元
読
売
新
聞
編
集
委
員

                           
　
小
出
重
幸

小
出
重
幸（
こ
い
で 

し

げ
ゆ
き
） 

１
９
５
１

年
東
京
生
ま
れ
。科

学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。

北
海
道
大
学
理
学
部

卒
。元
イ
ン
ペ
リ
ア
ル・
カ
レ
ッ
ジ
・ロ
ン
ド
ン
客
員

研
究
員
。政
策
研
究
大
学
院
大
学（
Ｇ
Ｒ
Ｉ
Ｐ

Ｓ
）客
員
研
究
員
。昭
和
薬
科
大
学
講
師
。

京都大学の鎌田浩毅教授

︵
第
４
回
︶

読
書
が
磨
く
「
思
索
の
力
」

古 都 だ よ り
その十三

愛
宕
さ
ん
の「
千
日
詣
り
」

　

全
国
各
地
に「
千
日
ま
い
り
」の
風
習

が
あ
り
ま
す
が
、京
都
で
は
愛あ

た
ご宕

神
社
と

清
水
寺
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、

愛
宕
神
社
の「
千
日
通つ

う

夜や

祭さ
い（
千
日
詣

り
）」は
、毎
年
、標
高
９
２
４
㍍
の
山
頂

近
く
の
社
殿
を
目
指
し
、多
く
の
老
若

男
女
が
登
拝
し
ま
す
。

　

愛
宕
神
社
は「
火ひ

伏ぶ
せ

の
神
様
」と
し

て
信
仰
さ
れ
、京
都
の
愛
宕
神
社
は
全

国
約
９
０
０
社
の
総
本
宮
で
す
。７
月

31
日
か
ら
８
月
１
日
へ
、日
を
ま
た
い
で
お

参
り
す
る
と
千
日
間
は
火
の
災
い
に
遭
わ

な
い
と
さ
れ
、子
ど
も
は
一
生
分
の
ご
利

益
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。　

　
「
伊
勢
に
七な

な

度た
び

、熊
野
に
三み

度た
び

、愛
宕

さ
ん
へ
は
月
参
り
」。京
都
で
は
こ
の
よ
う

に
言
わ
れ
、毎
月
、火
伏
を
願
い
、常
緑

樹
の「
樒

し
き
み
」を
求
め
て
参
拝
す
る
人
が
多

い
よ
う
で
す
。「
神
社
な
の
に
榊

さ
か
きで

な
く

樒
？
」と
思
い
ま
す
が
、昔
は
神
社
と
寺

院
は
共
存
し
、愛
宕
山
に
も
大
き
な
寺

院
が
あ
り
ま
し
た
。

　

神
職
さ
ん
に
よ
る
と
、樒
は
葉
が
30
枚

ほ
ど
あ
っ
て
、１
日
１
枚
、「
お
く
ど
さ
ん
」

に
く
べ
る
と
、火
災
に
遭
わ
な
い
と
信
じ

ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。お
く
ど
さ
ん
と

は
竃

か
ま
どの
こ
と
で
す
。

　

１
０
０
０
㍍
近
い
山
で
す
か
ら
、夜
間

は
明
か
り
が
心
配
で
す
。こ
の
日
だ
け
は

参
道
に
裸
電
球
が
と
も
り
、道
の
安
全
が

確
保
さ
れ
て
賑
や
か
で

す
。人
が
多
い
の
は「
清

滝
ル
ー
ト
」。奥
嵯
峨
の

清
滝
川
か
ら
登
っ
て
行

く
と
、下
山
し
て
く
る

人
達
か
ら「
お
の
ぼ
り

や
す
」と
声
が
掛
か
り
、

「
お
く
だ
り
や
す
」と

返
す
の
が
礼
儀
で
す
。

　

こ
の
挨
拶
を
交
わ

し
て
い
る
と
、登
り
が

苦
し
く
と
も
、不
思
議

に
元
気
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。私
も
初

め
て
登
っ
た
時
は
約
４
㌔
の
山
道
に
３
時

間
半
を
費
や
し
ま
し
た
。必
死
の
思
い
で

社
殿
前
に
着
い
た
時
は
、真
夏
と
は
い
え

山
の
寒
さ
に
驚
い
た
も
の
で
す
。

　

多
く
の
人
が
求
め
る
愛
宕
神
社
の
火

伏
の
御
札
は「
火ひ

廼の

要よ
う

慎じ
ん

」と
あ
り
、求

め
帰
っ
て
台
所
に
貼
り
ま
す
。京
都
で
は

一
般
家
庭
だ
け
で
な
く
、料
理
屋
さ
ん
の

厨
房
で
も
よ
く

見
受
け
ま
す
。

町
内
会
の
役
員

が
代
表
し
て
千

日
詣
り
に
行
き
、

　
１
９
６
２
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。京
都
感
動
案
内
社
代
表
。「
京
都
検
定
一

級
」初
代
合
格
者
。京
都
全
日
空
ホ
テ
ル
、京
都
府
商
工
部
勤
務
な
ど
を
経

て
、京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
上
席
特
別
客
員
研
究
員
。京
都
、

奈
良
、滋
賀
な
ど
の
寺
社
や
歳
時
記
を
テ
ー
マ
に
講
演
や
案
内
活
動
を
展

開
中
。よ
み
う
り
カ
ル
チ
ャ
ー
荻
窪
と
柏
で
行
って
い
る
年
４
回
の「
仏
像
鑑

賞
講
座
」と
現
地
を
訪
ね
る「
鎌
倉  

仏
像
巡
礼
」は
人
気
の
講
座
。

宣京師
小嶋一郎 
Ichiro Kojima

町
内
会
費
で
御
札
を
求
め
て
各
戸
に
配

る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

夜
が
明
け
や
ら
ぬ
内
に
、清
滝
ル
ー
ト

で
下
山
す
る
と
、ち
ょ
う
ど
山
の
中
が
白

み
出
し
た
頃
に
、木
々
の
間
を
抜
け
て
渓

谷
か
ら
河か

鹿じ
か

蛙か
え
るの
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。そ
れ
は
お
参
り
を
終
え
た
体
に

染
み
渡
る
鳴
き
声
で
す
。

宣
京
師
＆
京
都
観
光
お
も
て
な
し
大
使　

小
嶋
一
郎

月輪寺
▲愛宕山

愛宕神社

水尾分かれ水尾

樒原

清滝

広沢池大沢池
大覚寺

ＪＲ嵯峨嵐山

嵐電嵐山

阪急嵐山
渡月橋

二尊院

天龍寺桂川

清滝川

一条通

新丸太町通

三条通

清
滝
通

●

清滝口表参道の奉納提灯

「火廼要慎」の御札を求める参詣者

明かりが灯される参道（午前２時頃）

「朝御饌祭」で奉納される「人長の毎」

「火廼要慎」の御札

Ｋｅｂｌｅ Ｃｏｌｌｅｇｅの中庭


