
鴨長明の 方丈記 は 大飢饉の中でも 子ど

もを思いやり いたわり合う夫婦の姿も描

く 方丈記完成からことしで800年 長明ゆ

かりの下鴨神社 京都市左京区 では 記念

行事が予定されている
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戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

こ
の
と
こ
ろ
、
娘
夫
婦
が
う
か
ぬ
顔
を
し
て

お
り
、
問
う
て
み
る
と
、
幼
稚
園
の
年
長
組
さ

ん
に
な
っ
た
孫
の
葵
ち
ゃ
ん
は
、
字
が
書
け
る

よ
う
に
な
り
、日
記
を
書
き
は
じ
め
た
と
い
う
。

そ
れ
は
、
そ
れ
で
嬉

う
れ

し
い
が
、
そ
れ
が
ま
た
問

題
で
あ
り
、
悩
み
の
種
と
の
こ
と
。

と
い
う

の
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
出
来
ご
と
、
友
だ
ち

の
こ
と
、
夫
婦
の
こ
と
な
ど
、
つ
ね
づ
ね
気
づ

き
な
が
ら
、
何
げ
な
く
過
ご
し
た
り
、
見
過
ご

し
て
き
た
り
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
戸
惑
っ

て
い
る
、
と
い
う
。

例
え
ば
、
隣
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
会
話
「
夕
べ

の
コ
ロ
ッ
ケ
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
こ
う
た
ん
や
。

け
ど
、
わ
て
が
こ
し
ら
え
た
と
言
う
て
、
じ
い

さ
ん
に
く
わ
せ
た
ん
や
」
と
か
。
管
理
人
さ
ん

の
ヒ
ゲ
に
「
ご
飯
つ
ぶ
」
が
つ
い
て
い
て
「
お

は
よ
う
さ
ん
。

行
っ
と
い
で
」

と
、
お
じ
い
ち

ゃ
ん
が
し
ゃ
べ

る
た
び
に
「
ご

飯
つ
ぶ
」
も
ぴ

く
ぴ
く
し
て
い

た
、
と
か
。

五
階
の
お
ね

い
ち
ゃ
ん
が
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
で
ス
カ
ー
ト
を
ま
く
り
あ

げ
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
な
お
し
て
い
た
、
な
ど

な
ど
さ
ま
ざ
ま
書
か
れ

夫
婦
の
こ
と
は

も
っ

と
辛

し
ん

辣
ら
つ

な
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
に
親
の
こ
と
を

思
っ
て
い
て
く
れ
た
の
か
と
、
嬉
し
い
や
ら
悲

し
い
や
ら
で
、
こ
の
と
こ
ろ
、
書
か
れ
ま
い
と

し
て
逃
げ
ま
わ
っ
て
い
る
、と
い
う
の
で
あ
る
。

先
日
、
幼
稚
園
の
春
休
み
に
里
帰
り
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
。
近
く
の
糺
の
森
に
遊
び
に
出

か
け
た
か
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
友
だ
ち
を
つ

く
っ
て
家
に
連
れ
て
帰
り
、
ひ
と
し
き
り
は
し

ゃ
ぎ
ま
わ
り
、
い
つ
の
間
に
か
、
ま
た
糺
の
森

へ
ク
ズ
か
ご
と
ハ
サ
ミ
を
持
っ
て
遊
び
に
出
か

け
た
。

い
っ
た
い
何
事
か
と
思
っ
た
ら
、
色
紙
で
葉

っ
ぱ
や
子
鳥
を
切
り
ぬ
い
て
写
生
に
貼
り
つ
け

る
と
い
う
。
紙
を
切
る
の
で
ク
ズ
か
ご
が
い
る

と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
の
日
記
に
は
、

楽
し
か
っ
た
し
、
い
っ
ぱ
い
汗
も
か
い
た
、
と

書
い
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
聴
い
て
思
い
起
こ
し
た
の
は
今
年

は
、
鴨
長
明
が
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し

て
」
と
書
き
は
じ
め
た
『
方
丈
記
』
を
完
成
さ

せ
て
８
０
０
年
。
特
に
、
３
・

の
大
災
害
の

後
だ
け
に
元
暦
の
大
地
震
（
１
１
８
５
年
）
の

記
述
が
注
目
を
集
め
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
な

か
で
も
安
元
２
（
１
１
７
７
）
年
の
京
洛
の
大

火
や
、
治
承
４
（
１
１
８
０
）
年
の
竜
巻
、
福

原
遷
都
（
１
１
８
０
年
）
。
そ
う
し
て
、
天
候

異
変
の
年
が
続
き
養
和
２
（
１
１
８
２
）
年
の

こ
ろ
の
大

だ
い

飢
き

饉
き
ん

。

平
家
が
滅
亡
し
、
東
国
に
幕
府
が
樹
立
し
て

政
権
が
交
代
す
る
と
い
う
、
現
代
に
も
似
た
時

代
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
に
あ
っ
て
、
人
々

の
生
活
は
混
乱
し
、
生
き
る
こ
と
に
さ
え
迷
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
時
代
を
思
う
か
ら

で
あ
っ
た
。

長
明
は
『
方
丈
記
』
の
飢
餓
を
描
写
し
た
く

だ
り
に
、
「
い
と
あ
は
れ
な
る
事
」
と
述
べ
、

思
い
や
り
、
い
た
わ
り
あ
う
夫
婦
は
、
そ
の
思

い
が
飢
餓
状
態
の
な
か
で
も
さ
ら
に
深
ま
り
、

ど
ち
ら
か
が
先
だ
っ
て
し
ま
う
。と
い
う
の
は
、

自
分
の
こ
と
は
後
ま
わ
し
に
し
て
、
相
手
を
思

い
、
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の

食
べ
物
を
譲
っ
て
し
ま
う
。親
子
に
あ
っ
て
は
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
。親
が
先
だ
つ
こ
と
が
多
い
。

母
の
命
が
尽
き
た
の
を
知
ら
な
い
で
、
い
た
い

け
な
赤
ん
坊
が
乳
房
を
吸
っ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
が
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

有
様
な
の
に
、
豊
か
な
人
間
性
に
満
ち
た
時
代

背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

あらき・なおと 1937年 京都市生ま

れ 全国一の宮会長 全国賀茂社連合理

事長 年 賀茂御祖神社奉仕2002年

から現職 京都市伝統行事伝承者 同伝

統芸能功労者 社叢学会顧問なども務

める 世界文化遺産下鴨神社と糺の

森 神游の庭 など著書多数

下鴨神社宮司

新木 直人さん

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

薄は
く

暑し
ょ

西
川

充
さ
ん

日
本

踊
家
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
京
都
文
化

企
画
室
理
事
長

■

お
稽
古
ご
と
の
す
す
め

私
の
学
生
時
代
は
授
業
を
終
え
、
生
徒

会
活
動
や
ク
ラ
ブ
活
動
を
済
ま
せ
る
と
、

お
稽
古
ご
と
三

ざ
ん

昧
ま
い

の
日
々
で
あ
っ
た
。
日

本

踊
・
バ
レ
エ
・
ピ
ア
ノ
・
声
楽
・
三

味
線
・
茶
道
な
ど
。

私
は
お
稽
古
ご
と
の
一
つ
で
あ
っ
た
日

本

踊
を
止
め
る
こ
と
な
く
い
ま
だ
に
続

け
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
成

年
度
文
化

庁
芸
術
祭
優
秀
賞
を
お
か
げ
さ
ま
で
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
よ
う
や
く

踊
家

に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。私

が
属
す
る
こ
の
お
稽
古
ご
と
の
世
界

が
、
今
や
と
て
も
必
要
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
学
校
や
塾
と
い
う
勉
強
一
辺

倒
の
世
界
の
他
に
、
自
分
の
好
き
な
世
界

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ト
レ
ス
の
発

散
に
も
な
る
し
、
気
分
転
換
に
も
な
る
。

そ
し
て
、
家
庭
や
学
校
で
は
交
わ
る
こ
と

の
な
い
年
齢
や
環
境
の
人
と
お
付
き
合
い

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
様
な
人
間
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

親
や
先
生
か
ら
注
意
を
受
け
る
と
む
か

つ
く
こ
と
も
、芸
の
上
で
の
お
っ
し
ょ（
師

匠
）
さ
ん
か
ら
の
忠
告
な
ら
素
直
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
。
一
生
精
進
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
世
界
で
、
非
効
率
的
な
こ
と
の
大

切
さ
を
学
ぶ
。

「
受
験
に
は
全
く
益
が
な
い
、
就
職
に

は
役
立
た
な
い
」
と
切
り
捨
て
て
来
た
お

稽
古
ご
と
の
世
界
に
、
日
本
人
の
忘
れ
も

の
が
一
杯
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
。（

次
回
６
月
３
日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
京
都
橘
大
名
誉
教
授
の
田
端
泰
子

さ
ん
で
す
）

猛
暑
や
酷
暑
は
よ
く
聞
き
ま
す
が
「
薄

暑
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

「
う
っ
す
ら
汗
ば
む
ほ
ど
の
暑
さ
」
を

言
い
ま
す
。
梅
雨
に
入
っ
て
い
く
直
前
、

５
月
下
旬
ご
ろ
の
気
候
を
う
ま
く
言
い
表

し
て
い
ま
す
。
季
語
と
し
て
大
正
時
代
に

定
着
し
ま
し
た
。

「
は
ん
け
ち
の
た
し
な
み
き
よ
き
薄
暑

か
な
」
（
久
保
田
万
太
郎
）

じ
ん
わ
り
と
熱
を
感
じ
る
日
射
し
に
、

真
っ
白
い
ハ
ン
カ
チ
を
取
り
出
し
て
首
筋

を
、
そ
っ
と
ぬ
ぐ
う
女
性
―
。
そ
ん
な
眩

し
い
光
景
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。

ち
な
み
に
、
旧
暦
の
二
十
四
節
気
で
は

小
暑
、
大
暑
、
処
暑
と
三
つ
の
「
暑
」
が

あ
り
、
暑
さ
が
ピ
ー
ク
に
達
す
る
大
暑
は

こ
と
し
は
７
月

日
で
す
。
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