
き
ょ
う
と
の
え
し

ぶ
ん
じ
ん
が
と
し
ゃ
せ
い
が

京
都
の
絵
師

文
人
画
と
写
生
画

18知
る

■
近
世
後
期
の
京
都
美
術

、

、

近
世
後
期
の
京
都
画
壇
は

様
々
な
絵
画
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
ま
す
が

そ
の
中
で
も
文
人
画(

南
画)
と
写
生
画
の
分
野
に
お
い
て
は
多
く
の
有

名
画
家
を
輩
出
し
ま
し
た
。

文
人
画
と
は
、
中
国
の
士
大
夫(
高
級
官
僚)

が
描
い
て
い
た
絵
画
の

し

た

い

ふ

こ
と
で
、
様
式
的
に
は
南
宗
画
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
入

な
ん
し
ゅ
う
が

り
、
和
様
化
し
た
も
の
を
一
般
に
「
南
画
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
い

な
ん
が

ま
す
。

写
生
画
は
、
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
、
沈
南
蘋(

生
没
年
不
詳)

が

し
ん
な
ん
ぴ
ん

長
崎
に
も
た
ら
し
た
清
朝
の
写
実
的
な
画
風
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
文
人
画

日
本
に
お
け
る
文
人
画(

南
画)

の
発
生
は

中
国
の
明
・
清
時
代(
十

、

七
世
紀
前
半)

に
制
作
さ
れ
た
『
八
種
画
譜
』
や
『
芥
子
園
画
伝
』
な

は
っ
し
ゅ

が

ふ

か
い

し

え
ん

が

で
ん

ど
の
文
人
画
の
木
版
画
譜
類
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
に
挙

げ
ら
れ
ま
す

江
戸
時
代
後
期
に
は

京
都
で
刊
行
さ
れ
た
人
名
録

平

。

、

『

安
人
物
志
』
文
政
五(

一
八
二
二)

年
版
に
は
、
画
家
と
は
別
に
「
文
人

画
」
の
項
が
単
独
で
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
当
時
、

京
都
で
文
人
画
家
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

日
本
で
初
め
て
文
人
画
に
注
目
し
た
の
は
、
祇
園
南
海(

紀
州
藩
儒

ぎ
お
ん
な
ん
か
い

臣
、
一
六
七
六
～
一
七
五
一)

や
柳
沢

淇
園(

大
和
郡
山
藩
重
臣
、
一

や
な
ぎ
さ
わ

き
え
ん

七
〇
四
～
五
八)

と
い
っ
た
武
士
の
知
識
人
で
、
彼
ら
に
続
く
当
時
の

代
表
的
な
画
家
と
い
え
ば
、
日
本
文
人
画(

南
画)

を
大
成
し
た
与
謝

よ

さ

。

蕪
村(

一
七
一
六
～
八
三)

や
池

大
雅(

一
七
二
三
～
七
六)

が
い
ま
す

ぶ
そ
ん

い
け
の
た
い
が

■
写
生
画

京
都
の
写
生
画
家
と
し
て
は

伊
藤

若
冲(

一
七
一
六
～
一
八
〇
〇)

、

じ
ゃ
く
ち
ゅ
う

が
そ
の
先
駆
者
と
し
て
注
目
さ
れ
、
こ
の
若
冲
よ
り
や
や
遅
れ
て
登
場

し
た
円
山
応
挙(

一
七
三
三
～
九
五)

が
写
生
画
を
大
成
し
た
と
い
わ
れ

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

て
い
ま
す
。
応
挙
の
画
風
は
、
当
時
の
京
都
画
壇
を
風
靡
し
、
門
人
は

千
人
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
世
に
言
う
円
山
派
で
す
。

こ
の
画
風
は

応
挙
の
門
人
で
気
品
高
い
美
人
画
に
優
れ
た
源
琦(

一

、

げ
ん
き

七
四
七
～
九
七)

や
奇
抜
で
奔
放
な
作
品
を
描
い
た
長
沢
蘆
雪(

一
七
五

ろ
せ
つ

五
～
九
九)

な
ど
の
応
門
十
哲
や
応
挙
の
長
男
で
あ
る
円
山
応
瑞(

一
七

お
う
ず
い

六
六
～
一
八
二
九)

、
次
男
の
木
下
応
受(

一
七
七
七
～
一
八
一
五)

に

お
う
じ
ゅ

よ
っ
て
継
承
さ
れ
ま
す
。

■
円
山
派
か
ら
四
条
派
へ

応
挙
を
中
心
に
し
た
円
山
派
の
全
盛
時
代
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
文
人

画
家
で
あ
る
与
謝
蕪
村
の
弟
子
で
、
の
ち
に
応
挙
の
影
響
を
受
け
た
呉ご

春(
松
村
月
渓
、
一
七
五
二
～
一
八
一
一)

か
ら
始
ま
る
四
条
派
が
、

し
ゅ
ん

げ
っ
け
い

京
都
画
壇
を
席
巻
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

四
条
派
は
円
山
派
の
写
生
的
な
描
写
を
吸
収
し
て
、
一
つ
の
画
風
を

つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
そ
の
画
風
は
、
写
実
的
描
写
力
を
徹
底
し
て
深
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化
さ
せ
る
こ
と
は
せ

ず
、
適
度
な
と
こ
ろ

で
装
飾
性
と
調
和
さ

せ
、
あ
わ
せ
て
詩
的、

情
緒
に
も
意
を
配
る

穏
健
な
作
風
の
も
の
で
、
そ
の
結
果
、
世
間
の
幅
広
い
支
持
を
と
り
つ

け
ま
し
た
。

こ
の
画
風
は
、
そ
の
後
、
呉
春
の
弟
の
松
村
景
文(

一
七
七
九
～
一

ま
つ
む
ら
け
い
ぶ
ん

八
四
三)

や
京
都
郊
外
の
風
物
を
近
代
的
感
覚
で
と
ら
え
た
岡
本
豊
彦

お
か
も
と
と
よ
ひ
こ

(

一
七
七
三
～
一
八
四
五)
に
引
き
継
が
れ
、
明
治
以
後
の
近
代
日
本
画

の
い
し
ず
え
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
な
お
、
京
都
の
商
家
で
は
、
円

山
・
四
条
派
の
作
品
が
特
に
好
ま
れ
、
現
在
で
も
多
く
の
作
品
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
京
都
の
写
生
画
派
で
あ
る
円
山
・
四
条
派(

総
称
し
て

京
派
と
も
呼
ば
れ
た)

に
次
い
で
名
を
ひ
ろ
め
た
画
系
に
岸
駒(

一
七
四

が
ん

く

九
？
～
一
八
三
八)

の
岸
派
や
原
在
中(

一
七
五
〇
～
一
八
三
七)

に
始

き
し

は
ら
ざ
い
ち
ゅ
う

ま
る
原
派
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
円
山
派
全
盛
期
時
代
に
特
異
な
作
風

で
人
々
の
目
を
驚
か
せ
た
画
家
に
曾
我

蕭
白(

一
七
三
〇
～
八
一)

が

そ

が

し
ょ
う
は
く

い
ま
し
た
。

■
内
裏

京
都
御
所

の
障
壁
画

(
)

江
戸
時
代
、
火
災
な
ど
に
よ
り
内
裏
は
焼
失
再
建
を
繰
り
返
し
ま
し

た
。
そ
の
度
に
描
か
れ
た
内
裏
の
障
壁
画
は
、
幕
府
の
御
用
絵
師
で
あ

る
狩
野
派
が
中
心
と
な
っ
て
す
す
め
ら
れ
、
狩
野
派
・
土
佐
派
が
そ
の

絵
の
ほ
と
ん
ど
を
独
占
し
て
い
ま
し
た
。

、

、

し
か
し

寛
政
二(

一
七
九
〇)

年
に
行
わ
れ
た
内
裏
再
建
の
際
に
は

狩
野
派
や
土
佐
派
だ
け
で
な
く
円
山
応
挙
や
岸
駒
、
原
在
中
な
ど
の
写

生
画
の
絵
師
も
障
壁
画
の
制
作
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
京
都
御
所
で
見
ら
れ
る
障
壁
画
は
、
安
政
二(

一
八
五
五)

年

の
内
裏
再
建
時
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
障
壁
画
制
作
に
あ

た
っ
て
も
円
山
派
や
四
条
派
、
岸
派
、
原
派
の
絵
師
が
多
数
参
加
し
て

い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
池

大
雅(

一
七
二
三
～
七
六)

い
け
の
た
い
が

大
雅
は
、
京
都
の
銀
座
下
役
の
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
若
い
こ

ろ
か
ら
書
画
篆
刻
が
上
手
で
、
木
版
画
譜
や
中
国
よ
り
輸
入
さ
れ
た
絵

て
ん
こ
く

画
を
通
じ
て
文
人
画
を
独
学
し
、
宇
治
の
万
福
寺
に
出
入
り
し
て
黄
檗

風
の
墨
画
も
学
び
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
南
海
や
淇
園
に
出
会

い
文
人
画
の
研
鑽
を
積
み
ま
す
。

大
雅
は
、
日
本
文
人
画(

南
画)

を
単
な
る
中
国
画
の
亜
流
に
と
ど
め

る
こ
と
な
く
、
琳
派
・
大
和
絵
な
ど
日
本
の
伝
統
的
な
画
風
や
西
洋
画

な
ど
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
斬
新
な
絵
画
様
式
を
完
成

し
ま
す
。

墓
所
は
上
京
区
寺
之
内
通
千
本
東

入
の
浄
光
寺
に
あ
り
、
西
京
区
松
尾

万
石
町
に
あ
る
池
大
雅
美
術
館
に
は

遺
墨
・
遺
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

■
与
謝
蕪
村(

一
七
一
六
～
八
三)

よ

さ

ぶ
そ
ん

蕪
村
は
俳
人
と
し
て
有
名
で
す

が
、
池
大
雅
と
並
ぶ
文
人
画
家
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
蕪
村
は
現

在
の
大
阪
市
都
島
区
毛
馬
町
で
生
ま

け

ま
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石
田
幽
汀

円
山
応
挙

江
戸
狩
野
系
鶴
沢
派

円
山
派

与
謝
蕪
村

呉
春

文
人
画
家

四
条
派

線
は
師
弟
関
係

線
は
影
響
を

受
け
た
人
物

野村文華財団蔵 与謝蕪村筆「草廬三顧・蕭何追
韓信図屏風」左隻の一部



れ
、
二
十
歳
頃
に
江
戸
に
出
て
早
野
巴
人(

夜
半
亭
宋
阿)

に
俳
句
を
学

は
や
の

は
じ
ん

や
は
ん
て
い
そ
う
あ

び
、
巴
人
没
後
は
下
総
国
を
中
心
に
放
浪
生
活
を
送
り
、
宝
暦
元(

一

七
五
一)

年
、
京
都
に
移
住
し
ま
す
。

画
風
は
文
人
画
に
日
本
的
自
然
観
を
加
味
し
た
も
の
で
、
色
彩
も
や

わ
ら
か
く
、
晩
年
、
謝
寅
の
号
を
用
い
て
以
後
、
傑
作
を
多
く
制
作
し

て
お
り
、
代
表
作
に
は

「
野
馬
図
屏
風
」(

京
都
国
立
博
物
館
蔵)

な

、
や

ば

ず
び
ょ
う
ぶ

ど
の
作
品
が
あ
り
ま
す
。

蕪
村
は
晩
年
に
松
尾
芭
蕉
を
偲
ん
で
左
京
区
一
乗
寺
の
金
福
寺
に
茶

こ
ん
ぷ
く

じ

室
芭
蕉
庵
を
再
興
し
て
お
り
、
蕪
村
の
墓
所
も
こ
の
寺
に
あ
り
ま
す
。

■
伊
藤

若
冲(

一
七
一
六
～
一
八
〇
〇)

じ
ゃ
く
ち
ゅ
う

若
冲
は
、
京
都
錦
小
路
の
青
物
問
屋
の
家
に
生
ま
れ
た
町
人
画
家
で

す
。
彼
は
老
舗
の
商
家
の
主
人
で
し
た
が
、
趣
味
と
し
て
習
っ
た
絵
画

に
没
頭
し
、
つ
い
に
は
家
を
弟
に
譲
っ
て
専
門
画
家
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
は
じ
め
狩
野
派
に
学
び
ま
し
た
が
、
写
生
の
重
要
性
を
痛
感
し

た
若
冲
は
、
実
際
に
自
宅
の
庭
に
数
十
羽
の
鶏
を
飼
っ
て
、
そ
の
あ
ら

ゆ
る
形
状
を
写
し
と
る
修
練
を
積
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
若
冲
は
写
生
的
な
花
鳥
画
へ
と
深
く
傾
斜
し
て
い
き
、
特

に
鶏
図
を
得
意
と
し
ま
し
た
。
代
表
作
に
は
金
閣
寺
の
大
書
院
障
壁
画

(

重
要
文
化
財)

な
ど
が
あ
り
、
こ
の
障
壁
画
の
一
部
は
相
国
寺
承
天
閣

美
術
館(

上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入
相
国
寺
門
前
町)

で
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
晩
年
、
若
冲
は
伏
見
区
深
草
石
峰
寺
の
門
前
に
住
し
た
た

せ
き
ほ
う
じ

め
、
墓
所
は
相
国
寺
と
石
峰
寺
に
あ
り
ま
す
。

■
円
山
応
挙(

一
七
三
三
～
九
五)

ま
る
や
ま
お
う
き
ょ

応
挙
は

丹
波
国
の
農
家
に
生
ま
れ

少
年
期
に
上
京
し
て
石
田
幽
汀

、

、

ゆ
う
て
い

(

一
七
二
一
～
八
六)

に
師
事
し
ま
し
た
。
幽
汀
は
鶴
沢
探
鯨(

探
山
の

つ
る
ざ
わ
た
ん
げ
い

子)

の
門
人
で
し
た
が
、
そ
の
幽
汀
の
も
と
で
江
戸
狩
野
派
の
正
統
的

な
画
法
を
修
得
し
た
の
ち

に
、
当
時
流
行
し
は
じ
め
た

ば
か
り
の
写
実
的
な
西
洋
画

法
を
眼
鏡
絵
の
制
作
を
通
し

て
知
る
一
方
、
中
国
宋
元
時

代
の
院
体
花
鳥
画
に
も
影
響

を
受
け
て
い
ま
す
。

「
絵
は
応
挙
の
世
に
出
て

写
生
と
い
う
こ
と
の
は
や
り

出
て
、
京
中
の
絵
が
皆
一
手

に
な
つ
た
こ
と
じ
や
」(

上

田
秋
成
『
胆
大
小
心
録
』)

た
ん
だ
い
し
ょ
う
し
ん
ろ
く

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
上
方

を
中
心
に
多
く
の
支
持
者
を
獲
得
し
、
門
弟
を
多
数
集
め
た
応
挙
は
、

写
生
画
の
普
及
に
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。

左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町
の
円
光
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
「
雨
竹
風
竹
図

屏
風
」
な
ど
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
墓
所
は
右
京
区
太

秦
東
蜂
岡
町
の
悟
真
寺
に
あ
り
ま
す
。

ご
し
ん
じ

■
長
沢
蘆
雪(

一
七
五
五
～
九
九)

ろ
せ
つ

蘆
雪
は
、
一
寸(

約
三
セ
ン
チ)

四
方
の
小
画
面
に
五
百
羅
漢
と
そ
の

眷
属
を
超
細
密
に
描
き
込
ん
で
み
せ
た
か
と
思
え
ば
、
顕
微
鏡
で
見
た

虫
の
図
を
屏
風
一
面
に
拡
大
し
て
描
く
な
ど
、
日
常
的
な
視
覚
の
粋
を

は
る
か
に
超
え
る
大
胆
な
造
形
を
試
み
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
人
の
意
表
を
つ
く
奇
巧
に
は
少
し
の
暗
さ
も
な

く
、
常
に
ユ
ー
モ
ア
を
た
た
え
た
明
る
さ
が
あ
る
の
は
、
蘆
雪
画
の
特

徴
で
あ
り
、
応
挙
の
代
理
で
南
紀
へ
下
向
し
た
際
、
多
く
の
作
品
を
そ

の
地
に
残
し
て
い
ま
す
。
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さ
ら
に
晩
年
に
描
い
た
水
墨
画
に
は
、
月
光
な
ど
光
線
へ
の
関
心
を

深
め
た
抒
情
的
な
作
風
の
も
の
も
あ
り
、
生
新
な
魅
力
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
墓
所
は
上
京
区
御
前
通
一
条
下
る
の
回
向
院
に
あ
り
ま
す
。

■
呉
春(

一
七
五
二
～
一
八
一
一)

ご

し
ゅ
ん

呉
春
は
京
都
金
座
の
年
寄
役
松
村
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
京
都
町

、

。

人
で

は
じ
め
与
謝
蕪
村
に
つ
い
て
俳
諧
と
と
も
に
絵
を
学
び
ま
し
た

月
渓
の
画
名
で
文
人
画(

南
画)

を
描
い
て
い
た
彼
は
、
大
坂
郊
外
呉
服

く
れ
は
の

里(

現
大
阪
府
池
田
市)
に
滞
在
中
の
天
明
二(

一
七
八
二)

年
の
春
、
姓

さ
とを

呉
、
名
を
春
と
中
国
風
に
改
称
、
翌
年
に
蕪
村
が
没
し
て
以
後
は
応

挙
に
接
近
し
て
、
そ
の
写
生
画
風
に
感
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
師
の
蕪

村
か
ら
受
け
継
い
だ
俳
諧
的
詩
情
を
応
挙
ゆ
ず
り
の
平
明
な
写
生
画
風

に
よ
り
表
現
す
る
彼
の
軽
妙
で
洒
脱
な
画
風
は
、
洗
練
さ
れ
た
趣
味
生

活
を
楽
し
も
う
と
す
る
市
民
層
に
親
し
く
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
。

集
ま
る
弟
子
も
数
多
く
、
呉
春
は
も
と
よ
り
門
下
生
の
多
く
が
京
都

の
四
条
通
り
界
隈
に
集
中
し
て
住
ん
で
い
た
た
め
、
一
門
は
四
条
派
の

通
称
で
呼
ば
れ
ま
し
た
。
代
表
作
に
「
白
梅
図
屏
風
」(

逸
翁
美
術
館

蔵
、
重
要
文
化
財)

が
あ
り
、
墓
所
は
師
で
あ
る
蕪
村
と
同
じ
金
福
寺

に
あ
り
ま
す
。

■
岸
駒(

一
七
四
九
？
～
一
八
三
八)

が
ん

く

岸
駒
は
金
沢
の
人
で
、
青
年
時
代
、
紺
屋
に
奉
公
を
し
て
お
り
、
天

明
の
初
め
ご
ろ
上
京
し
て
絵
を
学
び
、
し
だ
い
に
名
を
あ
げ
て
き
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
有
栖
川
宮
の
近
侍
と
な
り
、
雅
楽
助
の

う
た
の
す
け

称
が
与
え
ら
れ
、
以
後
、
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
、
越
前
守
に
任
ぜ

ら
れ
ま
し
た
。
沈
南
蘋
の
影
響
を
強
く
受
け
た
岸
駒
は
、
岸
派
を
起
こ

し
、
寛
政
二(

一
七
九
〇)

年
の
内
裏
造
営
に
あ
た
り
障
壁
画
を
描
い
て

い
ま
す

平
明
な
円
山
四
条
の
絵
を
好
む
京
都
町
人
に
は

岸
駒
の

剛

。

、

「

健
な
筆
意
」
は
あ
ま
り
よ
ろ
こ
ば
れ
ず
、
地
方
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

ま
た
、
岸
駒
の
傲
岸
な
ふ
る
ま
い
は
京
都
の
人
び
と
の
目
を
お
ど
ろ

か
せ
、
画
料
の
高
い
こ
と
で
も
有
名
で
し
た
。
上
田
秋
成
は
岸
駒
の
こ

と
を
山
師
の
よ
う
な
男
だ
と
批
評
し
て
い
ま
す
。
墓
所
は
上
京
区
寺
町

通
広
小
路
上
る
の
本
禅
寺
に
あ
り
ま
す
。

■
原

在
中(

一
七
五
〇
～
一
八
三
七)

は
ら
ざ
い
ち
ゅ
う

在
中
は
円
山
応
挙
の
影
響
を
受
け
、
写
生
を
基
調
に
土
佐
派
が
描
く

大
和
絵
の
技
法
と
装
飾
を
加
え
て
独
自
の
画
風
を
た
て
、
原
派
を
起
こ

し
ま
し
た
。

彼
は
山
水
画
や
花
鳥
画
を
得
意
と
し
、
作
品
に
は
障
壁
画
も
多
く
、

相
国
寺(

上
京
区)

・
建
仁
寺(

東
山
区)

・
三
玄
院(

北
区
の
大
徳
寺
塔

頭)

な
ど
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
応
挙
や
岸
駒
と
と
も
に
内
裏
造
営
の

際
に
は
障
壁
画
の
制
作
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。
墓
所
は
中
京
区
寺
町
通

三
条
上
る
の
天
性
寺
に
あ
り
ま
す
。

て
ん
し
ょ
う
じ

■
曾
我
蕭
白(

一
七
三
〇
～
八
一)

そ
が
し
ょ
う
は
く

若
冲
や
蘆
雪
と
な
ら
ん
で
、
同
じ
こ
ろ
に
異
色
の
画
風
で
世
間
を
驚

か
せ
た
画
家
に
、
室
町
時
代
の
絵
師
「
曾
我
蛇
足
」
の
十
世
を
自
称
す

だ
そ
く

る
曾
我
蕭
白
が
い
ま
す
。
彼
は
「
画
を
望
ま
ば
我
に
乞
う
べ
し
、
絵
図

を
求
め
ん
と
な
ら
ば
円
山
主
水(

応
挙)

よ
か
る
べ
し
」
と
広
言
し
て
、

応
挙
の
穏
健
な
写
生
画
を
非
難
し
て
お
り
、
奇
矯
で
反
俗
的
な
激
し
い

性
格
は
「
群
仙
図
屏
風
」(

文
化
庁
蔵)

な
ど
奇
怪
な
相
貌
を
備
え
た
人

物
画
な
ど
に
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
ま
す
。

青
壮
年
期
に
遊
歴
し
た
松
阪
に
は
、
障
壁
画
を
は
じ
め
と
す
る
名
作

が
な
お
多
く
伝
存
し
て
い
ま
す
。
墓
所
は
上
京
区
堀
川
通
寺
之
内
上
る

の
興
聖
寺
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
ょ
う
じ
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