
▼大江磐代君書状（倉吉博物館蔵）

　

江
戸
時
代
、
延
享
元
年（
１
７
４
４
年
）、
倉
吉
の
田
町（
現
在
の
湊
町
）で
、
一
人
の

女
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼
女
の
名
前
は
、「
つ
る（
鶴
）」。「
つ
る
」は
、
山
陰
の
こ

の
小
さ
な
田
舎
町
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
い
く
つ
も
の
数
奇
な
運
命
を
辿
り
、
つ
い
に
は

郷
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
都
で
、
朝
廷
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
天
皇
の
母
に
上
り
詰
め
た
女

性
で
す
。
そ
の
と
き
の
彼
女
の
名
は
、「
大お

お
え
い
わ
し
ろ

江
磐
代
」（
１
７
４
４
―
１
８
１
２
年
）。

　

当
時
、
磐
代
は
、
身
分
が
低
い
な
ど
の
理
由
で
天
皇
の
母
と
し
て
の
存
在
を
隠
さ
れ

て
き
ま
し
た
。で
す
か
ら
、彼
女
の
生
き
様
を
伝
え
る
も
の
も
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
彼
女
の
書
状
や
伝
承
か
ら
は
、
父
母
へ
の
あ
つ
い

孝
行
心
や
、
分
別
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
も
、
芯
が
強
く
、
勉
強
熱
心
で
努
力
家
な
女
性

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
第
１
子
、
後
の
光
格
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
彼
女
の
息
子
や
子
孫
た
ち
は
、

そ
の
資
質
や
精
神
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
ぎ
、
後
の「
明
治
維
新
」と
い
う
日
本
史
の
大
転

換
期
に
お
い
て
、
国
の
か
じ
取
り
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
そ
の
光
格
天
皇
の
直
系
で
あ
る
天
皇
陛
下
と
皇
后
さ
ま
が
、
倉
吉
に
お
い
で

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
１
周
年
を
迎
え
ま
す
。
ま
た
、
今
年
は
、
大
江
磐
代
の

没
後
２
０
０
年
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
機
に
、
今
回
、
倉
吉
博
物
館
で「
大
江
磐
代

君
顕
彰
展
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

郷
土
の
偉
人「
大
江
磐
代
君
」に
迫
り
ま
す
。

入場料

 一般５００円（３００円）
 大学・高校生２００円（１００円）
 ７０歳以上３００円
※（　）は前売・２０人以上の団体料金

※ 中学生以下、障害者手帳などを持ってい
る人とその介助者（１人）は無料

講　演　会

「光格天皇とその時代」
と　き：１０月２１日（日）

午後１時３０分～

ところ：倉吉交流プラザ 視聴覚ホール

講　師：藤田 寛さん（東京大学名誉教授）

※参加費・事前申込不要

ゆかりの地めぐり

「大江磐代君 ゆかりの地を訪ねて」
と　き： １０月１４日（日）、２０日（土）、

２７日（土）、１１月３日（土・祝）

午前１０時～１１時３０分

集合場所：倉吉博物館

内　容： 博物館→大江神社→生誕地→

大岳院（※大岳院で解散）

会　場  倉吉博物館
（あ２２―４４０９／い２２―４４１５）

※休館日：１０月１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）

会　期

天
皇
の
母
と
な
っ
た
倉
吉
の
女
性

大お

お

え江
磐

い

わ

し

ろ

ぎ

み

代
君

大江磐代君顕彰展
　大江磐代君の書状や、黒漆桜蒔絵硯箱

や菊浮線綾文蒔絵煙草盆など、光格天皇、

閑院宮家ゆかりの品などを展示します。

▲菊浮線綾文蒔絵煙草盆
　（閑院宮家紋章入 大聖寺蔵）
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郷
里
の
倉
吉

　

「
つ
る
」の
父
親
は
、岩
室
常
右
衛
門

と
い
い
、鳥
取
藩
池
田
家
の
家
老
で
、

倉
吉
を
統
治
し
て
い
た
荒
尾
家
に
仕

え
る
侍
で
し
た
。
母
の
名
前
は「
り
ん
」。

　

父
・
常
右
衛
門
は
、「
つ
る
」が
生

ま
れ
る
前
に
荒
尾
家
を
辞
し
て
浪
人

と
な
り
、
医
師
を
志
し
て
京
に
上
っ

た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
残
さ
れ
た
母「
り
ん
」

は
女
手
一
つ
で「
つ
る
」を
産
み
、
９

歳
ま
で
養
育
し
た
の
で
す
。

　

「
り
ん
」の
家
柄
・
身
分
な
ど
詳
し

い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一

説
に
は
、
田
町
で
焼
き
餅
を
売
っ
て

生
計
を
立
て
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

「
つ
る
」が
９
歳
に
な
っ
た
宝
暦
２

年（
１
７
５
２
年
）、
名
を「
宗
賢
」と

改
め
た
父
が
倉
吉
に
帰
っ
て
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
妻
子
と
倉

吉
で
暮
す
た
め
で
は
な
く
、
今
度
は

「
つ
る
」だ
け
を
連
れ
て
再
び
上
京
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　

母
親
、
そ
し
て
妻
で
あ
る「
り
ん
」

が
な
ぜ
同
道
し
な
か
っ
た
の
か
―
、

自
ら
の
意
志
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
外
に
何
か
理
由
が
あ
っ
た
の
か

を
解
き
明
か
す
資
料
は
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、い
ず
れ
に
し
て
も
、

身
分
制
度
が
厳
し
か
っ
た
当
時
、「
り

ん
」
の
身
分
が
低
か
っ
た
こ
と
が
根

底
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

「
つ
る
」は
、
わ
ず
か
９
歳
で
、
母

親
と
も
、
郷
里
と
も
離
れ
て
、
京
都

に
旅
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
、
生
涯
２

度
と
倉
吉
の
土
を
踏
む
こ
と
も
、
母

親
と
相
見
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

け
れ
ど
も
、
後
年
、
閑

か
ん
い
ん
の院
宮み

や

家
に

仕
え
、「
磐
代
」と
呼
ば
れ
、
天
皇
の

母
と
な
っ
て
も
、
故
郷
に
残
し
た
母

や
、
同
じ
京
都
に
い
な
が
ら
会
う
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
い
父
親
に
対
す
る

孝
行
心
は
薄
ら
ぐ
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
２
人
に
対
し
て
、
な
に

く
れ
と
な
く
心
を
配
っ
た
手
紙
を
送

り
続
け
て
い
ま
す
。

 

京
の
都

　

京
に
移
り
住
ん
だ「
つ
る
」は
、
し

ば
ら
く
し
て
、
名
を「
と
め
」に
変
え

ま
す
。
そ
し
て
、
上
流
階
級
の
子
女

に
も
引
け
を
取
ら
な
い
よ
う
父
・
宗

賢
の
知
人
か
ら
、
礼
儀
作
法
や
教
養

全
般
の
教
え
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

生
来
、
資
質
に
富
み
、
努
力
家
で

も
あ
っ
た「
と
め
」は
、
勉
学
や
け
い

こ
に
励
み
、
修
養
を
積
ん
で
い
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
ん
な
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

上
京
し
て
間
も
な
く
、「
と
め
」
は
、

「
小
田
右
衛
」と
い
う
人
の
養
子
に
な

り
ま
す
が
、
３
年
ほ
ど
で
不
縁
に

な
っ
て
い
ま
す
。
小
田
が
語
る
そ

の
理
由
は
、「
自
分
の
子
と
し
て
は

分
に
過
ぎ
る（
も
っ
た
い
な
い
）」
と

い
う
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ほ
ど
に
、「
と
め
」は
輝
く

存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
よ
う
な「
と
め
」は
、
上
京
７

年
後
の
宝
暦
９
年（
１
７
５
９
年
）、

元
は
宮
中
の
最
高
女
官
で
あ
っ
た
即

心
院
・
藤
原
保
子
に
仕
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

そ
の
働
き
ぶ
り
が
、
即
心
院
の
も

と
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
閑

か
ん
い
ん
の
み
や
ひ
か
ず
の

院
宮
妃
籌

宮み

や

ふ

さ

こ

成
子
内
親
王（
中な

か

み

か

ど

御
門
天
皇
の
皇

女
）の
目
に
と
ま
り
ま
す
。

大江磐代の関係年表
延享 元年（１７４４） 誕生。幼名「つる」

　父：岩室宗賢 （常右衛門）
　母：りん

宝暦 ２年（１７５２） ９歳父に連れられて京都に上る

３年（１７５３）１０歳小田右衛の養子となる

６年（１７５６）１３歳小田右衛と不縁になる

９年（１７５９）１６歳即心院（長橋局藤原保子）に仕える

明和 ２年（１７６５）２２歳即心院死去

３年（１７６６）２３歳籌宮成子内親王の侍女となり、閑
院宮家に入る

明和 ８年（１７７１）２８歳籌宮成子内親王死去（５月）

祐宮兼仁親王（後の光格天皇）誕生
（８月）

明和 ９年（１７７２）２９歳寛宮盈仁親王誕生

安永 ３年（１７７４）３１歳精宮誕生

５年（１７７６）３３歳鏗宮誕生

７年（１７７８）３５歳健宮誕生

８年（１７７９）３６歳後桃園天皇崩御。光格天皇即位

天明 ３年（１７８３）４０歳母・りん死去

寛政 ４年（１７９２）４９歳父・宗賢死去

６年（１７９４）５１歳閑院宮典仁親王死去

仏門に入る。法号 蓮上院

文化 ９年（１８１２）６９歳閑院宮から聖護院門前に引っ越す

死去（１２月９日）　

▲ 大江磐代君
生誕の碑

　（倉吉市湊町）

▲ 倉吉博物館を視察された、
天皇、皇后両陛下
　（平成２３年１０月３１日（月））

（3）平成 24.10



 

宮
家
へ

　

即
心
院
の
死
後
、
明
和
３
年（
１

７
６
６
年
）、「
と
め
」
は
、
籌

か
ず
の
み
や宮
に

乞
わ
れ
て
侍
女
と
し
て
宮
家
に
仕
え

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
籌
宮
は
、
間
も
な
く
体

調
を
崩
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
と

前
後
し
て
、「
と
め
」は
、
籌
宮
の
夫

で
あ
る
閑

か
ん
い
ん
の
み
や
す
け
ひ
と

院
宮
典
仁
親
王
の
側
室
と

な
っ
て
い
ま
す
。
乳
幼
児
の
死
亡
率

が
高
か
っ
た
当
時
、
公
家
や
武
家
で

は
、
正
妻
以
外
に
側
室
を
置
い
て
、

子
ど
も
を
多
く
も
う
け
、
家
系
を

守
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

「
と
め
」が
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て

５
年
後
の
明
和
８
年（
１
７
７
１
年
）

５
月
、
籌
宮
は
亡
く
な
り
ま
す
。

　

そ
の
３
か
月
後
の
８
月
15
日
、「
と

め
」
は
、
男
子
を
出
産
し
ま
す
。
後

の
光
格
天
皇
と
な
る
祐

さ
ち
の
み
や
と
も
ひ
と

宮
兼
仁
親
王

の
誕
生
で
す
。

　

そ
し
て
、翌
年
の
明
和
９
年（
１
７

７
２
年
）
に
は
、
第
２
子
と
な
る

寛ひ
ろ
の
み
や
え
い
に
ん

宮
盈
仁
親
王
、
安
永
３
年（
１
７

７
４
年
）に
は
第
３
子
精き

よ
の
み
や

宮（
夭
折
）、

安
永
５
年（
１
７
７
６
年
）に
は
鏗

か
た
の
み
や宮

（
夭
折
）、
そ
し
て
安
永
７
年
に
は
第

５
子
健た

け
の
み
や
宮（
夭
折
）と
、
５
人
の
王
子

を
も
う
け
、
名
も「
大お

お
え
い
わ
し
ろ

江
磐
代
」と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

天
皇
の
母
に

　

安
永
８
年（
１
７
７
９
年
）、
磐
代

に
と
っ
て
、
さ
ら
に
思
い
が
け
な
い

出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
年
の

秋
、
ま
だ
若
く
、
皇
位
を
継
承
で
き

る
子
ど
も
も
い
な
か
っ
た
後ご

も
も
ぞ
の

桃
園
天

皇
の
病
気
が
重
く
な
り
、
急
遽
、
世

継
ぎ
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
朝
廷
は
、
磐
代
の
息

子
祐
宮（
９
歳
）に
皇
位
を
継
承
さ
せ

る
こ
と
を
決
め
た
の
で
す
。

　

安
永
９
年
12
月
、
祐
宮
の
天
皇
即

位
の
大
礼
が
挙
行
さ
れ
、
こ
こ
に
第

１
１
９
代
光
格
天
皇
が
誕
生
し
ま
す
。

光
格
天
皇
は
、
こ
の
後
、
文
化
14
年

（
１
８
１
７
年
）ま
で
、
39
年
余
に
わ

た
り
皇
位
に
就
き
、
そ
の
子
・
仁
孝

天
皇
に
譲
位
し
て
後
も
上
皇
と
し
て

朝
廷
の
か
じ
取
り
を
し
ま
し
た
。

　

寛
宮
盈
仁
親
王
は
、
天
明
２
年

（
１
７
８
２
年
）、
聖
護
院
に
門
跡
と

し
て
得
度
し
て
い
ま
す
。

　

磐
代
は
、
寛
政
６
年（
１
７
９
４

年
）
９
月
２
日
、
典
仁
親
王
が
亡
く

な
る
と
出
家
し
、「
蓮

れ
ん
じ
ょ
う
い
ん

上
院
」と
名
乗

り
ま
す
。
聖
護
院
門
跡
盈
仁
法
親
王

の
計
ら
い
で
聖
護
院
近
く
の
屋
敷
で

静
か
に
余
生
を
送
り
ま
す
。

　

文
化
９
年（
１
８
１
２
年
）12
月
９

日
、
大
江
磐
代
は
、
波
乱
の
人
生
を

閉
じ
ま
す
。
享
年
69
歳
で
し
た
。

　

亡
骸
は
廬ろ

山ざ
ん

寺（
京
都
市
）に
葬
ら

れ
、
今
も
静
か
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

 

郷
土
の
誇
り
に

　

明
治
以
降
、
磐
代
の
存
在
は
世
に

明
ら
か
に
な
り
、伝
記
が
刊
行
さ
れ
、

生
誕
碑
や
神
社
の
建
立
も
行
わ
れ
ま

し
た
。
多
く
の
市
民
か
ら
敬
愛
さ
れ

る
郷
土
の
偉
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

磐
代
の
人
生
は
、
と
て
も
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
磐
代
は
、
決
し
て
母

に
も
親
族
に
も
身
辺
に
起
こ
っ
た
出

来
事
を
伝
え
て
い
ま
せ
ん
。
語
っ
て

は
い
け
な
い
、
漏
ら
し
て
は
い
け
な

い「
恐
れ
多
い
こ
と
」
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

祐
宮
が
践せ

ん

祚そ

し
た
１
か
月
後
に
母

へ
宛
て
た
書
状
で
は
、
さ
す
が
に
、

「
細
々
と
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、

人
目
が
あ
る
の
で
差
し
控
え
る
」
と
、

話
し
た
い
心
情
を
吐
露
し
な
が
ら
も

口
を
つ
ぐ
ん
で
い
ま
す
。「
細
々
」
の

中
身
は
、
祐
宮
の
践
祚
と
い
う
慶
事

だ
け
で
な
く
、
２
人
の
幼
い
王
子
を

亡
く
し
て
い
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い

た
で
し
ょ
う
。
母
に
さ
え
告
げ
ら
れ

な
い
磐
代
の
悲
し
み
の
大
き
さ
は
察

し
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

博
物
館
長
が
顕
彰
展
の
み
ど
こ
ろ
を
解
説

▲①閑院宮邸跡（京都市）

②聖護院門跡（京都市）

③大江磐代君の墓
　（京都市・廬山寺）

④大江神社（打吹公園内）

①

③

④

②

書
状
か
ら
読
み
解
く
磐
代
の
心

▲

焼
き
餅
の
屋
台

▲

お
茶
席

湊町で生きる
 　  「磐代さん」のつながり
　湊町自治公民館長 　倉恒 俊一さん

　湊町は、大江磐代君がお生まれになった場所です。私も、
小さいころから「磐代さん」と呼んで親しんできました。
　１０年ほど前から、４月中旬に、「磐代さん」の生誕碑の前
でお茶会を催しています。地域の高齢化が進む中で、一人
暮らしの高齢者をはじめ、子どもも若者もみんなが集まる、
よい機会となっています。
　今ではお茶会は「春まつり」となり、「夏まつり」や、「秋ま
つり」も生誕碑の前でにぎやかに開催しています。
　今年の「春まつり」では、「磐代さん」の母・りんさんが、「田
町の焼き餅屋のおりんさん」と呼ばれていたという伝承に
ちなんで、焼き餅の屋台を出し、非常に好評でした。
　「磐代さん」は、孝行心のあつい、努力家だったと思いま
す。慎ましやかな、品のある女性だったことがさまざまな
文献からも分かり、湊町の誇りです。
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光
格
天
皇
と

盈
仁
法
親
王

　

後
の
光
格
天
皇
と
な
る
祐
宮
は
、

本
来
、
天
皇
家
を
継
ぐ
こ
と
の
な
い

宮
家
の
生
ま
れ
で
し
た
。
父
・
閑
院

宮
典
仁
親
王
は
、
東
山
天
皇
の
孫
で

し
た
が
、
閑
院
宮
は
４
つ
の
宮
家

（「
伏
見
宮
」、「
桂
宮
」、「
有
栖
川
宮
」、

「
閑
院
宮
」）
の
中
で
最
も
歴
史
が
浅

く
、ま
た
、祐
宮
は
典
仁
親
王
に
と
っ

て
６
番
目
の
王
子
で
あ
っ
た
た
め
、

皇
位
は
遠
く
、
将
来
は
、
出
家
し
て

聖
護
院
の
門
跡
を
継
ぐ
予
定
の
身
の

上
で
し
た
。

　

し
か
し
、
後
桃
園
天
皇
は
、
皇こ

う

嗣し

を
決
め
な
い
う
ち
に
急
逝
し
、
祐
宮

の
兄
た
ち
は
す
で
に
門
跡
と
し
て
仏

門
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
第
６
王
子

の
祐
宮
が
天
皇
家
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

「
本
来
、
な
る
は
ず
の
な
い
天
皇

―
」
自
他
と
も
に
そ
う
い
う
思
い
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。最
初
、

公
家
た
ち
か
ら
は
、「
天
皇
家
の
血

筋
か
ら
遠
い
」
と
い
う
理
由
で
軽
ん

じ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
光
格
天
皇
自
身
は
、「
本

来
、
な
る
は
ず
の
な
い
天
皇
」
だ
か

ら
こ
そ
、
立
派
な
天
皇
で
あ
ろ
う
と

努
め
て
い
ま
す
。
学
問
に
励
み
、
当

時
は
、
江
戸
幕
府
に
握
ら
れ
て
い
た

政
治
的
権
威
を
朝
廷
に
取
り
戻
そ
う

と
、
古
代
・
中
世
の
天
皇
家
や
朝
廷

に
つ
い
て
熱
心
に
研
究
し
、
朝
廷
の

儀
式
や
神
事
の
再
興
・
復
古
に
精

力
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
現

在
、
天
皇
家
が
そ
の
年
の
収
穫
に
感

謝
す
る
た
め
に
執
り
行
っ
て
い
る

「
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
」も
、
光
格
天
皇
が
再
興
し

た
も
の
で
す
。

　

ま
た
天
明
８
年
に
、
御
所
は
火
災

で
焼
失
し
ま
す
。
財
政
難
で
あ
っ
た

江
戸
幕
府
は
、
質
素
な
形
で
再
建
し

よ
う
と
し
ま
す
が
、
光
格
天
皇
を
中

心
と
す
る
朝
廷
は
、
平
安
時
代
の
内

裏
と
同
じ
様
式
で
再
建
す
る
よ
う
幕

府
に
要
求
し
ま
す
。
そ
し
て
、
数
々

の
折
衝
を
経
て
、
朝
廷
側
の
主
張
が

通
り
、
寛
政
３
年（
１
７
９
１
）
年
、

復
古
的
な
御
所
が
完
成
し
て
い
ま
す
。

　

光
格
天
皇
の「
朝
廷
の
権
威
回
復
」

の
志
と
、
天
皇
家
こ
そ
日
本
国
の
君

主
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
以
後
、

天
皇
家
や
朝
廷
で
受
け
継
が
れ
て
い

き
ま
す
。
孫
の
孝
明
天
皇
は
、ペ
リ
ー

来
航
を
機
に
民
間
に
も
広
が
っ
た「
尊

皇
攘
夷
」思
想
の
象
徴
的
な
存
在
と
な

り
、
倒
幕
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
ひ
孫
の
明
治
天
皇

の
践
祚
と
同
じ
年
に「
王
政
復
古
の
大

号
令
」が
発
せ
ら
れ
、「
明
治
維
新
」の

大
業
と
し
て
実
を
結
ぶ
の
で
す
。

　

ま
た
、
母
に
宛
て
た
手
紙
で
は
、

必
ず
、
父
と
自
分
の
無
事
を
伝
え
て

い
ま
す
。
幼
少
期
、
母
に
育
て
て
も

ら
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
念
も
決
し

て
忘
れ
ず
、
金
子
や
日
用
品
を
送
り
、

少
し
で
も
生
活
が
楽
に
な
る
よ
う
気

遣
っ
て
ま
す
。

　

「
宮
家
の
中
で
結
構
な
暮
ら
し
を
し

て
い
る
も
の
の
、
行
動
の
自
由
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
京
に
い
る
父
に
さ
え

自
分
と
は
身
分
が
違
い
会
う
機
会
も

な
い
」と
磐
代
は
嘆
い
て
い
ま
す
。

　

ま
し
て
や
遠
く
離
れ
て
住
む
母
へ

の
思
い
は
、
た
だ
た
だ
募
る
ば
か
り

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
人
住
ま
い
で
豊
か
で
は
な
か
っ

た
母
・
り
ん
の
暮
ら
し
向
き
を
常
に

心
配
し
、
老
い
て
い
く
母
の
身
体
を

気
遣
い
、
何
と
か
手
を
さ
し
の
べ
て

母
へ
の
恩
返
し
を
し
よ
う
と
す
る
そ

の
姿
か
ら
は
、
磐
代
の
あ
つ
い
孝
行

心
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

磐
代
の
孝
行
心
は
、
実
子
で
あ
る

光
格
天
皇
や
盈
仁
法
親
王
に
も
引
き

継
が
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

光
格
天
皇
が
、
父
・
典
仁
親
王
に

太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈
ろ
う
と
画
策

し
て
、
幕
府
と
対
立
し
た
尊
号
事
件

は
有
名
で
す
。

　

こ
の
光
格
天
皇
の
行
動
も
、
実
父
に

対
す
る
孝
行
心
か
ら
出
た
も
の
で
、
実

母
磐
代
の
資
質
を
受
け
継
い
だ
も
の
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、「
聖
護
院
御
日
録
」
の
記
事

か
ら
は
、
聖
護
院
門
跡
盈
仁
法
親
王

の
母
に
対
す
る
親
子
の
情
愛
が
う
か

が
え
ま
す
。
年
老
い
た
母
を
聖
護
院

近
く
の
屋
敷
に
引
き
取
り
、
次
第
に

弱
っ
て
い
く
母
を
し
き
り
に
訪
ね
、

看
護
す
る
様
子
か
ら
は
、
盈
仁
法
親

王
も
ま
た
、
生
母
で
あ
る
大
江
磐
代

を
慈
し
み
、
親
子
の
情
を
通
い
合
わ

せ
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
廬
山
寺
に
は
、
光
格
天
皇

が
、「
生
き
て
い
る
う
ち
は
、
母
に

孝
行
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ

た
。
せ
め
て
死
後
は
、
母
の
そ
ば
で

眠
り
、そ
の
魂
を
安
ら
か
し
め
た
い
」

と
、
自
分
の
位
牌
を
磐
代
の
そ
ば
に

置
く
よ
う
、
遺
言
し
た
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
今
も
、
磐
代
と
光
格
天
皇

の
位
牌
は
、
廬
山
寺
で
一
緒
に
ま
つ

ら
れ
て
い
ま
す
。

倉吉博物館

根鈴 輝雄館長

歴
史
か
ら
読
み
解
く
磐
代
の
子
ら
の
心

問倉吉博物館（あ２２―４４０９／い２２―４４１５）

▲

光
格
天
皇
像（
泉
涌
寺
蔵
）

▲

盈
仁
法
親
王
像（
聖
護
院
蔵
）

受
け
継
が
れ
る
心
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▲天皇系図
　（宮内庁ホームページより）
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