
（京都府）

神
・
仏
と
三
つ
の
川
と
人
々
が
出
会
う
ま
ち

健
幸
・
観
幸
・
子
ど
も
の
未
来
が
輝
く
ま
ち

量
か
ら
質
へ
の
転
換
に
よ
る 

健
幸
ま
ち
づ
く
り

　

京
都
府
の
南
西
端
に
位
置
し
、
京
都
市
、
大
阪
市

と
い
う
二
大
都
市
の
中
間
に
あ
る
八
幡
市
は
、
一
昨

年
、
市
制
施
行
40
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
。

　

日
本
三
大
八
幡
宮
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
石
清
水

八
幡
宮
（
創
建
・
西
暦
８
６
０
年
、
本
社
10
棟
お
よ

び
附
つ
け
た
り

棟
札
３
枚
が
国
宝
指
定
）に
ち
な
ん
だ
由
緒
あ

る
市
名
を
持
つ
八
幡
市
は
、
木
津
川
・
宇
治
川
・
桂

川
が
合
流
し
、
大
河
・
淀
川
と
な
る
地
点
に
開
け
た

ま
ち
だ
。
古
来
、
水
路
と
陸
路
（
古
山
陽
道
・
東
高

野
街
道
・
京
街
道
な
ど
）
を
併
せ
た
交
通
の
要
衝
と

し
て
、
京
都
・
奈
良
・
大
阪
・
瀬
戸
内
地
方
を
結
ぶ

結
節
点
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

現
在
で
も
、
八
幡
市
は
交
通
の
利
便
性
が
高
い
ま

ち
と
し
て
知
ら
れ
る
。
京
都
と
大
阪
を
つ
な
ぐ
京
阪

本
線（
八
幡
市
駅
・
橋
本
駅
）の
ほ
か
、
新
名
神
高
速

道
路
、
国
道
１
号
線
、
第
二
京
阪
道
路
、
京
滋
バ
イ

パ
ス
な
ど
の
幹
線
道
路
が
市
域
を
縦
横
に
通
り
、
大

阪
市
・
京
都
市
の
通
勤
圏
に
あ
る
絶
好
の
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
と
し
て
の
発
展
が
、
１
９
７
０
年
代
か
ら

１
９
９
０
年
代
に
か
け
て
、
八
幡
市
の
人
口
を
急
増

さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。

　

市
制
施
行
の
７
年
前
、
大
阪
万
博
が
開
催
さ
れ
た

昭
和
45
年
に
２
万
人
弱
だ
っ
た
八
幡
市
の
人
口
は
、

石
清
水
八
幡
宮
周
辺
で
行
わ
れ
た《
男
山
団
地
》の
開

発
を
契
機
に
、
全
国
屈
指
の
増
加
率
を
示
し
始
め

る
。
そ
し
て
平
成
５
年
の
７
万
６
１
７
４
人
を
ピ
ー

ク
に
横
ば
い
か
ら
漸
減
期
に
入
り
、
今
年
２
月
末
現

在
は
７
万
１
３
４
２
人
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
全
体

の
減
少
率
は
緩
や
か
だ
が
、
出
生
数
の
減
少
と
社
会

減
が
、
共
に
微
減
な
が
ら
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
の

が
現
況
だ
。

　

さ
ら
に
１
９
７
０
年
代
以
降
、
八
幡
市
の
人
口
急

増
の
推
進
力
と
な
り
、
現
在
で
も
全
人
口
の
約
３
割

が
生
活
す
る
《
男
山
団
地
》
で
は
、
初
期
入
居
者
の
高

齢
化
が
全
体
的
に
進
ん
で
い
る
。
付
随
し
て
八
幡
市
の

高
齢
化
率
も
高
ま
り
、
現
在
の
高
齢
化
率
は
約
30
％

と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
八
幡
市
が
京
阪
エ

リ
ア
に
お
け
る
有
数
の
交
通
結
節
点
で
あ
る

事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
さ
ら
に
新
名
神
高
速

道
路
も
２
０
２
３
年
度
に
は
全
通
の
予
定
で
、
新

東
名
・
新
名
神
高
速
道
路
は
現
在
、
各
地
で
続
々

と
部
分
開
通
し
、
つ
な
が
り
始
め
て
い
る
。
全
通

す
れ
ば
、
八
幡
市
は
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
・
神

戸
の
四
大
都
市
を
結
ぶ
、
新
た
な
大
動
脈
の
沿
線

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
そ
の
「
全

市 政 ル ポ 八
や わ た

幡市

堀
ほりぐち

口文
ふみあき

昭
八幡市長
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通
後
の
ま
ち
づ
く
り
」
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
八
幡

市
の
人
口
減
少
の
抑
制
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
新
名
神
高
速
道
路
の
全
通
後
に
向
け
た
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
は
、
八
幡
京
田
辺
Ｊ
Ｃ
Ｔ
・
Ｉ
Ｃ
が

一
昨
年
４
月
に
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
後
、
よ
り

多
角
的
な
開
発
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
期

待
さ
れ
ま
す（
※
注
＝
八
幡
京
田
辺
Ｊ
Ｃ
Ｔ
・
Ｉ
Ｃ
／
新
名

神
高
速
道
路
と
第
二
京
阪
道
路
、
京
奈
和
自
動
車
道
が
接
続

す
る
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
）。

　

そ
の
た
め
商
業
・
産
業
・
流
通
施
設
な
ど
の
集
積

を
図
る
土
地
の
利
用
計
画
に
つ
い
て
、
市
民
の
ご
意

見
の
収
集
を
含
め
、
現
在
、
関
係
各
方
面
と
の
調
整

を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
そ
れ
を
推
進
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
人
口
増
に
立
脚
し
て
進

め
て
き
た
「
生
活
都
市
」、
い
わ
ゆ
る
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン

と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
、
お
よ
び
そ
う
し
た
イ
メ
ー

ジ
か
ら
も
脱
却
し
、
人
口
減
少
時
代
を
背
景
に
、
市

内
に
仕
事
の
場
や
暮
ら
し
を
楽
し
め
る
場
も
あ
る
、

よ
り
多
機
能
な
力
を
有
し
た
ま
ち
へ
の
転
換
、
す
な

わ
ち
量
か
ら
質
へ
の
転
換
を
い
か
に
図
っ
て
い
く
か
。

そ
れ
が
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
堀
口
文
昭
八
幡
市
長
は
、
さ
ら
に
「
今

年
が
市
長
２
期
目
の
総
仕
上
げ
の
年
に
な
り
ま
す
。

大
阪
府
北
部
地
震
や
相
次
ぐ
台
風
被
害
な
ど
の
自
然

災
害
対
策
や
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
も
有
し
た
新

庁
舎
の
整
備
な
ど
を
軸
に
し
た
安
心
・
安
全
な
ま
ち

づ
く
り
と
と
も
に
、
市
政
運
営
全
体
に
お
い
て
も
、

こ
の
量
か
ら
質
へ
の
転
換
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
住
ん
で
よ
し
、
訪
れ
て
よ
し
の
八

幡
市
づ
く
り
の
基
盤
形
成
を
追
求
し
て
い
き
た
い
」

と
力
を
込
め
る
。

　

こ
う
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
全
体
的
な
方
向
性
は
、

平
成
30
年
３
月
に
策
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
第
５
次

八
幡
市
総
合
計
画
」に
表
れ
て
い
る
が
、「
量
か
ら
質

へ
の
転
換
」
は
す
な
わ
ち
、
第
５
次
総
合
計
画
の
将

来
都
市
像
で
あ
る《
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
、

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
カ
ミ
ン
グ
シ
テ
ィ
》
の
実
現
に
も

ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
と
い
え
る
。

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
は 

健
幸
な
ま
ち

　

第
５
次
総
合
計
画
の
将
来
都
市
像
《
ス
マ
ー
ト

ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
カ
ミ
ン
グ

シ
テ
ィ
》
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
ま
ち
を
目
指
す

八幡市

京都市

国宝指定もされている八幡市の象徴・石清水八幡宮（本社）

八幡市駅から男山山上の石清水八幡宮に至る男山ケーブル
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と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
ご
承
知
の
よ
う
に
現
在
の
全
国
の
自
治
体
に
共

通
す
る
課
題
と
し
て
、
人
口
減
少
・
人
口
構
造
の
変

化
な
ど
が
も
た
ら
す
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
と
、
そ

れ
に
付
随
す
る
市
税
の
減
収
と
い
う
問
題
が
ま
ず
あ

り
ま
す
。
加
え
て
高
齢
化
と
と
も
に
進
む
社
会
保
障

費
の
増
大
化
へ
の
対
処
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
れ

ら
は
い
わ
ば
不
可
避
の
課
題
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
未
来
に
向
け
た
投
資
を
怠
れ
ば
、

都
市
と
し
て
の
発
展
は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
必
要
な
の
が
発
想
の
転
換
で
す
。
特
に

１
９
７
０
年
代
か
ら
右
肩
上
が
り
で
人
口
を
増
や
し

続
け
て
き
た
本
市
に
と
っ
て
、
人
口
増
が
当
た
り
前

と
い
う『
量
』に
依
存
す
る
体
制
か
ら
、
今
あ
る
も
の

を
い
か
に
大
切
に
し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の『
質
』

を
追
求
す
る
施
策
へ
と
発
想
の
転
換
を
果
た
し
て
い

く
の
か
？　

そ
の
た
め
に
は
人
口
減
少
社
会
・
超
高

齢
化
社
会
を
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
ば
か
り
と
ら
え

ず
、
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
実
現
で
き
る
こ

と
、
あ
る
い
は
実
現
す
べ
き
こ
と
に
目
を
向
け
る
こ

と
が
大
切
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

平
成
30
年
３
月
に
策
定
し
た
《
や
わ
た
ス
マ
ー
ト

ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
計
画
》
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の

根
幹
に
な
り
得
る
施
策
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
端
的

に
い
え
ば
、
医
療
費
や
介
護
費
の
増
大
な
ど
に
立
ち

向
か
う
に
は
、
そ
の
増
大
を
抑
制
す
る
た
め
の
『
人

に
対
す
る
健
康
づ
く
り
』
が
ま
ず
大
切
に
な
り
ま
す

が
、
同
時
に
高
齢
者
も
自
然
に
ま
ち
を
歩
き
た
く
な

る
よ
う
な
都
市
的
環
境
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

私
た
ち
は
そ
れ
を『
ま
ち
の
健
康
づ
く
り
』と
表
現
し

て
い
ま
す
。
こ
の
『
人
と
ま
ち
の
双
方
の
健
康
づ
く

り
』
こ
そ
が
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
の
根

幹
で
、
そ
う
い
う
ま
ち
に
は
自
然
と
外
か
ら
も
人
々

が
訪
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ひ
い
て
は
交
流
人
口
の

増
加
、
定
住
人
口
の
増
加
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
」（
堀
口
市
長
）

　

ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
は
ご
承
知
の
よ
う

に
、
超
高
齢
・
人
口
減
社
会
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
を
、
自
治
体
自
ら
の
努
力
と
連
携
で
克
服
す
る

た
め
の
都
市
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
理
念

で
、
平
成
21
年
に
は
志
を
同
じ
く
す
る
首
長
た
ち
に

よ
る「
ス
マ
ー
ト
ウ
エ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
首
長
研
究
会
」

が
発
足
。
本
年
３
月
現
在
で
は
、
八
幡
市
を
含
め
37

都
道
府
県
の
79
区
市
町
が
参
加
し
て
い
る
。

地域住民との協働で図られるニュータウン（団地）の活性化

放生会で知られる放生川の太鼓橋（安居橋）長さ356mと日本最長級の木橋「上津屋橋」と浜茶の茶園
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八幡市　市 政 ル ポ

（京都府）

　

同
研
究
会
で
は
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
シ
テ
ィ
を

「
健
幸（
け
ん
こ
う
）の
ま
ち
づ
く
り
」と
も
表
現
し
て

お
り
、
八
幡
市
で
は
「
人
と
ま
ち
の
双
方
の
健
康
づ

く
り
」を
目
指
す
ま
ち
づ
く
り
を「
健
幸
の
ま
ち
づ
く

り
」の
基
盤
に
し
て
い
る
。
そ
し
て「
運
動
習
慣
が
あ

り
、
良
い
食
習
慣
を
実
行
し
、
現
在
の
生
活
に
満
足

し
て
い
る
住
民
」を「
健
や
か
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い

る
市
民
」
と
定
義
。《
や
わ
た
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス

シ
テ
ィ
計
画
》
の
策
定
か
ら
10
年
後
の
２
０
２
７
年

度
に
は
、
全
市
民
の
半
分
以
上
が
、
そ
の
よ
う
な「
健

や
か
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
市
民
」（
計
画
策
定
時

の
住
民
調
査
で
は
21
・
３
％
）と
な
る
よ
う
、
各
種
の

施
策
を
進
め
て
い
く
と
し
て
い
る
。
具
体
的
な
施
策

と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
始

ま
っ
て
い
る（
平
成
30
年
度
実
績
）。

◇
施
策
①
〔
や
わ
た
健
幸
づ
く
り
推
進
連
携
協
定
の

締
結
〕
市
内
・
近
郊
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
５
社
と
連

携
協
定
を
締
結
。
行
政
と
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
相
互
の

情
報
発
信
や
健
康
づ
く
り
教
室
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の

実
施
を
図
る
。

◇
施
策
②〔
健
幸
マ
ル
シ
ェ
の
開
催
〕八
幡
市
で
は
国

民
健
康
保
険
や
介
護
の
デ
ー
タ
を
一
元
化
し
、
各
小

学
校
区
に
お
け
る
健
幸
状
態
を
分
析
す
る
健
幸
ク
ラ

ウ
ド
シ
ス
テ
ム
を
導
入
。
中
で
も
運
動
器
疾
患
・
生

活
習
慣
病
関
連
の
医
療
費
の
伸
び
率
が
高
い
小
学
校

区
を
対
象
に
、
啓
発
活
動
や
健
幸
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
。

◇
施
策
③
〔
や
わ
た
未
来
い
き
い
き
健
幸
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
推
進
〕
八
幡
市
で
は
平
成
26
年
度
か
ら
取
り

組
ん
で
き
た
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
を
発
展
さ
せ
、

八
幡
市
を
含
む
全
国
５
団
体
に
よ
る
魅
力
あ
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
備
え
た
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
実
施
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

観
幸
の
ま
ち
づ
く
り
と
八
幡
ス
ト
ー
リ
ー

　
「
人
と
ま
ち
の
双
方
の
健
康
づ
く
り
」
を
図
る
「
健

幸
の
ま
ち
づ
く
り
」
は
、「
住
ん
で
よ
し
」
の
ま
ち
づ

く
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
訪
れ

て
よ
し
」の
ま
ち
づ
く
り
で
も
あ
る
。

　
「
人
の
健
幸
づ
く
り
が
市
民
の
健
康
意
識
を
高
め

る
た
め
の
取
り
組
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ち
の
健

幸
づ
く
り
で
は
、
八
幡
市
の
自
然
や
歴
史
文
化
を
生

か
し
た『
歩
き
た
く
な
る
ま
ち
』の
実
現
を
図
っ
て
い

き
ま
す
」（
堀
口
市
長
）

　

八
幡
市
に
は
石
清
水
八
幡
宮
を
は
じ
め
と
す
る
文

化
資
源
や
周
辺
の
自
然
景
観
、
さ
ら
に
は
木
津
川
・

宇
治
川
・
桂
川
や
三
川
が
合
流
し
た
淀
川
を
中
心
に

広
が
る
豊
か
な
自
然
環
境
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
活
用
し
た
散
策
ル
ー
ト
は
従
来
か
ら
あ
っ
た

が
、
今
後
は
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
整
備
を
図
る

と
と
も
に
、
健
幸
の
ま
ち
づ
く
り
に
加
え
て
観
幸（
か

ん
こ
う
）の
ま
ち
づ
く
り（
観
光
に
訪
れ
た
人
々
も
幸

せ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
）
に
も
資
す

る
よ
う
な
各
種
の
環
境
整
備
を
実
施
す
る
予
定
だ
。

　
「
八
幡
市
は
面
積
が
24
㎢
強
と
、
か
な
り
コ
ン
パ

ク
ト
な
ま
ち
で
す
。
そ
の
中
に
３
本
の
大
き
な
川
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
が
合
流
し
た
淀
川
や
放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会
の
故
事

で
知
ら
れ
る
放
生
川
な
ど
の
支
流
が
あ
り
ま
す
。
ま

ち
の
中
心
で
あ
る
京
阪
本
線
・
八
幡
市
駅
の
駅
前
に

高齢者の積極的な姿勢が支えるウェルネスシティ・八幡市

三川合流の地点（背割堤）は桜の名所
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は
、
石
清
水
八
幡
宮
が
鎮
座
す
る
男
山
が
そ
び
え
て

い
ま
す
。
ま
た
松
花
堂
弁
当
の
ル
ー
ツ
と
し
て
知
ら

れ
る
松し
ょ
う
か
ど
う

花
堂
昭し

ょ
う
じ
ょ
う
乗
（
１
５
８
２
年
〜
１
６
３
９
年
）

な
ど
に
ま
つ
わ
る
主
要
な
歴
史
的
遺
構
も
、
コ
ン
パ

ク
ト
な
市
域
の
中
心
部
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
散
策

ル
ー
ト
の
宝
庫
と
も
い
え
る
土
地
柄
で
、
車
に
頼
ら

な
く
て
も
快
適
便
利
に
暮
ら
せ
る
条
件
が
そ
ろ
っ
て

い
ま
す
。

　

交
通
の
要
衝
と
し
て
、
大
阪
市
と
も
京
都
市
と
も

直
接
に
つ
な
が
る
通
勤
圏
・
通
学
圏
を
形
成
し
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
や
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
応
じ
た
市
民
生
活
、
多
様
な
住
ま
い
方
の
で

き
る
ま
ち
で
す
。
ま
さ
に
、
い
つ
ま
で
も
住
ん
で
い

た
い
と
思
え
る
ま
ち
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
慣
れ
て
し

ま
っ
て
、
外
に
発
信
す
る
と
い
う
発
想
が
薄
か
っ

た
。
そ
ん
な
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
ウ
ェ
ブ
で

八
幡
市
の
魅
力
を
全
国
発
信
す
る
《
八
幡
ス
ト
ー

リ
ー
》で
す
」（
堀
口
市
長
）

　
《
八
幡
ス
ト
ー
リ
ー
》
で
は
「
神
と
仏
、
三
つ
の
川
、

人
と
人
と
が
出
会
う
ま
ち
」の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

下
、「
①
は
ち
ま
ん
さ
ん
」「
②
門
前
町
」「
③
茶
文
化
」

「
④
松
花
堂
弁
当
」「
⑤
三
つ
の
川
」の
五
つ
の
角
度
か

ら
八
幡
市
を
紹
介
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
見
ど
こ
ろ
を
自
分
の
足
で
回
る
観

光
モ
デ
ル
ル
ー
ト
が
い
く
つ
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
石
清
水
八
幡
宮
を
起

点
に
、
三
つ
の
川
の
出
会
い
と
そ
れ
に
よ
り
生
ま
れ

る
淀
川
、
こ
の
ま
ち
で
修
業
し
、
歴
史
に
名
を
成
し

た
松
花
堂
昭
乗
、
茶
の
生
産
地
と
し
て
京
文
化
全
般

に
も
常
に
影
響
を
も
た
ら
し
続
け
て
き
た
八
幡
の
茶

文
化
、
世
界
初
の
電
球
の
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
に
八
幡
市

産
の
竹
を
使
用
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
発
明
王
・
エ

ジ
ソ
ン
と
の
奇
跡
的
と
も
い
え
る
接
点
な
ど
、
八
幡

市
を
巡
る
実
に
多
彩
な
歴
史
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。

　

八
幡
ス
ト
ー
リ
ー「
②
門
前
町
」に
登
場
し
、
市
制

施
行
40
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
平
成
29
年
度
か
ら

始
ま
っ
た「
徒
然
草
エ
ッ
セ
イ
大
賞
」の
生
み
の
親
と

も
い
え
る
、
あ
の
『
徒
然
草
』
の
作
者
・
吉
田
兼
好

（
１
２
８
３
年
ご
ろ
〜
１
３
５
２
年
ご
ろ
）と
八
幡
市

の
時
空
を
超
え
た
接
点
も
ま
た
、
石
清
水
八
幡
宮
を

媒
介
と
し
て
生
ま
れ
た
。

一
度
は
訪
れ
る
べ
き 

石
清
水
八
幡
宮
の
ま
ち

　

接
点
は
、
古
典
の
教
科
書
な
ど
で
も
有
名
な
『
徒

然
草
』
第
52
段
に
あ
る
。
京
都
・
仁
和
寺
の
法
師
が

生
涯
に
一
度
は
石
清
水
八
幡
宮
を
お
参
り
し
た
い
と

訪
れ
る
も
、
本
殿
が
男
山
の
山
上
に
あ
る
の
を
知
ら

ず
、
麓
の
寺
や
神
社
を
間
違
っ
て
お
参
り
し
た
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
。
京
都
の
裏
鬼
門

を
守
護
す
る
寺
社
の
代
表
で
あ
り
、
歴
代
天
皇
が
参

全国の老若男女が応募する「徒然草エッセイ大賞」（授賞式）

国の名勝・松花堂庭園
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拝
す
る
な
ど
、
表
鬼
門
を
守
護
す
る
比
叡
山
延え

ん
り
ゃ
く
じ

暦
寺

と
と
も
に
歴
史
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

石
清
水
八
幡
宮
は
、
実
際
、
中
世
・
近
世
の
人
々
な

ど
か
ら
は「
生
涯
に
一
度
は
訪
れ
る
べ
き
神
聖
の
地
」

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を『
徒
然
草
』第
52
段
は
物

語
っ
て
い
る
。「
徒
然
草
エ
ッ
セ
イ
大
賞
」
は
そ
ん
な

縁
か
ら
生
ま
れ
た
八
幡
市
の
新
た
な
発
信
コ
ン
テ
ン

ツ
だ
が
、
初
回
・
２
回
目
と
も
２
千
通
を
超
え
る
応

募
が
あ
る
な
ど
、
エ
ッ
セ
イ
・
コ
ン
テ
ス
ト
と
し
て

も
異
例
の
人
気
だ
。

　
「
そ
れ
は
『
徒
然
草
』
や
吉
田
兼
好
の
ネ
ー
ム
バ

リ
ュ
ー
の
お
か
げ
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
同
時
に

『
徒
然
草
』に
石
清
水
八
幡
宮
が
登
場
す
る
と
い
う
事

実
が
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
し
」（
堀
口

市
長
）と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

八
幡
市
が
展
開
す
る「
量
か
ら
質
へ
の
転
換
」を
基

盤
と
す
る
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
、
今

後
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
施
策
に「
八
幡
市
子
ど
も
会
議
」が
あ
る
。
八

幡
市
子
ど
も
会
議
は
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
、
い
じ
め

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
や
、
地
域
の
課
題
、
地
域
の
将
来
な
ど

に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
結
論
を
市
に
提
言
し
て
い

く
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
16
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
。

提
言
は
毎
年
12
月
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
昨
年
12
月

に
は
第
15
回
の
「
八
幡
市
子
ど
も
会
議
│
市
長
へ
の

提
言
│
」が
行
わ
れ
た
。

　
「
子
ど
も
会
議
で
は
毎
年
、
市
内
の
全
小
・
中
学

校
と
府
立
京
都
八
幡
高
等
学
校
の
児
童
・
生
徒
た
ち

に
委
員（
昨
年
度
は
32
名
）を
委
嘱
し
、
約
半
年
間
に

わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
議
論
し
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
八
幡
市
に
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
、

子
育
て
中
の
親
御
さ
ん
た
ち
に
委
嘱
し
、
子
育
て
関

連
の
テ
ー
マ
だ
け
で
な
く
地
域
課
題
な
ど
に
つ
い
て

も
多
角
的
な
意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
く
『
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
』
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
」（
堀

口
市
長
）

　

何
事
に
つ
け「
量
か
ら
質
へ
の
転
換
」を
旨
と
す
る

市
政
運
営
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
八
幡
市
に
と
っ

て
、
自
治
組
織
な
ど
で
中
心
的
役
割
を
果
た
す
中
高

年
・
老
年
層
の
市
民
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
子
ど

も
た
ち
、
子
育
て
中
の
働
き
盛
り
世
代
の
意
見
を
も

常
時
吸
収
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
い
る
こ
と
は
、
将

来
的
に
大
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

八
幡
市
で
は
ま
た
、
ス
マ
ホ
対
応
の
母
子
健
康
手

帳
ア
プ
リ
を
導
入
、「
保
護
者
の
利
便
性
向
上
、
妊

娠
か
ら
育
児
期
に
お
け
る
支
援
ツ
ー
ル
」
と
し
て
提

供
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
臨
機
応
変
の
子
育
て
支
援

も
、
子
育
て
世
代
の
市
民
の
意
見
な
ど
か
ら
常
に

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
た
ま
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

三
つ
の
川
が
合
流
し
大
河
が
生
ま
れ
る
地
点
に
開

け
た
八
幡
市
の
未
来
は
、
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ち
や

働
き
盛
り（
子
育
て
）世
代
、
中
高
年
・
老
年
世
代
の

知
恵
や
地
域
愛
の
合
流
に
よ
り
、
量
か
ら
質
へ
の
流

れ
の
大
河
へ
こ
ぎ
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

（
取
材
・
文
＝
遠
藤 

隆
／
取
材
日 

平
成
31
年
２
月
21
日
）

15年間続いている「子ども会議」

日本の飛行原理の先駆者・二宮忠八が航空事故犠牲者鎮魂のため1915年
に創建した飛行神社
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