
大文字山。毎年8月16日には巨大な「大」の字に火が灯される

令和の大嘗祭で献詠された屏風歌
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京
都
に
生
活
す
る
者
に
と
っ
て
、
ま

た
京
都
で
育
っ
た
者
に
と
っ
て
、
日
常

で
誰
も
が
目
に
し
て
き
た
も
の
は
、
比

叡
山
で
あ
り
、
大
文
字
山
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
大
文
字
山
は
正
式

に
は
如
意
ヶ
嶽
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

が
、
京
都
人
は
誰
も
が
大
文
字
山
と
呼

ん
で
い
る
。

　

私
の
歌
集
に
『
百
万
遍
界
隈
』
と
い

う
も
の
が
あ
る
が
、
百
万
遍
界
隈
は
長
年

私
が
根
城
に
し
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
端

的
に
言
え
ば
京
都
大
学
に
接
す
る
場
所
。

今
出
川
通
と
東
大
路
通
の
角
は
百
万
遍
交

差
点
と
呼
ば
れ
る
が
、
我
が
生
涯
の
う
ち

四
十
数
年
を
、
こ
の
辺
り
を
中
心
に
動
き

回
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

す
ぐ
近
く
に
百
萬
遍
知
恩
寺
が
あ
る
。

鎌
倉
時
代
末
、
1
3
3
1
年
頃
の
後
醍

醐
天
皇
の
御
代
に
、
天
然
痘
が
大
流
行

し
た
。
こ
の
寺
で
、百
万
遍
念
仏
を
行
っ

て
見
事
こ
れ
を
鎮
め
、
天
皇
よ
り
百
萬

遍
の
寺
号
を
賜
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

百
万
遍
か
ら
大
文
字
山
ま
で
は
す
ぐ

の
距
離
に
あ
る
。
学
生
時
代
の
私
た
ち

は
、
吉
田
山
で
も
よ
く
飲
ん
だ
が
、
勢

い
に
任
せ
て
大
文
字
山
ま
で
登
り
、
そ

こ
で
酒
を
飲
み
つ
つ
夜
を
明
か
す
な
ど

と
い
う
こ
と
も
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
。

銀
閣
寺
の
横
の
山
道
を
通
っ
て
登
れ
ば
、

30
分
ほ
ど
で
大
文
字
の
大
の
中
心
ま
で

登
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

町
で
飲
ん
だ
勢
い
で
、
数
人
の
友
人

と
大
文
字
山
に
登
っ
た
の
は
夏
の
終
わ

り
、
随
分
寒
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

飲
み
明
か
し
つ
つ
、
次
第
に
明
る
く

な
っ
て
い
く
京
都
の
街
を
見
下
ろ
し
て

い
る
の
は
、
誠
に
ぜ
い
た
く
、
か
つ
不

思
議
な
気
分
で
も
あ
っ
た
。

　

如
意
ヶ
嶽
を
な
ぜ
大
文
字
山
と
呼
ぶ

の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
山
肌
に
「
大
」
の

1
字
が
大
き
く
刻
ま
れ
、
五
山
の
送
り

火
の
中
心
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

火
の
と
も
る
ま
へ
の
華
や
ぎ
京
の
町

大
文
字
の
大
く
き
や
か
に
見
ゆ
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こ
の
歌
を
作
っ
た
の
は
、
実
は
３
年

ほ
ど
前
。
令
和
の
大
嘗
祭
の
た
め
に
献

詠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

宮
中
で
は
毎
年
11
月
に
、
新
穀
に
感

謝
し
豊
作
を
祈
る
行
事
と
し
て
、
天
皇

陛
下
に
よ
っ
て
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
年
中
行
事
だ
が
、
天
皇
の

代
替
わ
り
の
年
に
は
、
そ
れ
が
大
嘗
祭

と
し
て
執
り
行
わ
れ
る
。
令
和
の
大
嘗

祭
は
、
2
0
1
9
年
11
月
に
行
わ
れ
た
。

　

大
嘗
祭
で
使
う
米
を
収
穫
す
る
地
方

は
、
今
な
お
亀
甲
占
い
に
よ
っ
て
決
め

る
の
だ
と
い
う
か
ら
驚
く
。
令
和
の
大

嘗
祭
で
は
東
の
悠
紀
地
方
に
栃
木
県

が
、
西
の
主
基
地
方
に
京
都
府
が
選
ば

れ
た
。
大
嘗
祭
で
は
両
地
方
に
ち
な
ん

だ
歌
が
献
詠
さ
れ
る
が
、
私
は
今
回
、

主
基
地
方
、
す
な
わ
ち
京
都
の
歌
を
献

ず
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
ち
ょ
っ
と
荷

が
重
い
が
、
数
十
年
に
1
度
の
儀
式
に

歌
人
と
し
て
携
わ
れ
る
の
は
う
れ
し
い

こ
と
で
も
あ
る
。

　

歌
は
そ
れ
ぞ
れ
10
首
を
献
じ
る
こ
と

に
な
る
。
儀
式
で
奏
せ
ら
れ
る
稲
舂
歌

と
風
俗
歌
、
そ
の
後
の
宴
（
大
饗
）
で

神
楽
歌
と
し
て
奏
せ
ら
れ
る
風
俗
歌
舞

４
首
、
そ
れ
に
四
季
の
屏
風
に
日
本
画

と
と
も
に
書
き
込
ま
れ
る
屏
風
歌
４
首

で
あ
る
。

　

主
基
地
方
の
屏
風
に
は
、
春
は
「
醍

醐
寺
の
桜
」、
夏
は
「
大
文
字
山
」、
秋

は
「
渡
月
橋
の
紅
葉
」
そ
し
て
冬
は
「
天

橋
立
の
雪
景
」
が
指
定
さ
れ
、
画
も
歌

も
そ
れ
を
描
き
、
詠
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
屏
風
歌
の
一
つ
が
先
に
挙
げ
た
大

文
字
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　

京
都
人
に
と
っ
て
、
８
月
16
日
、
大

文
字
焼
き
、
す
な
わ
ち
五
山
の
送
り
火

の
日
は
、
ど
こ
か
そ
わ
そ
わ
と
落
ち
着

か
な
い
。
ま
だ
火
の
と
も
る
前
か
ら
、

鴨
川
堤
な
ど
に
は
人
々
が
集
ま
り
始

め
、
今
か
今
か
と
町
全
体
が
ど
こ
か
華

や
い
だ
気
分
に
包
ま
れ
て
い
る
。
私
の

歌
は
、
そ
ん
な
火
の
と
も
る
前
の
気
分

を
詠
ん
で
い
る
。

　

我
が
家
は
京
都
の
中
で
も
何
度
も

引
っ
越
し
を
し
て
き
た
が
、
北
区
の
上

賀
茂
近
く
に
い
た
頃
は
船
形
が
、
右
京

区
の
御
室
時
代
は
、
左
大
文
字
や
鳥
居

形
が
、
左
京
に
引
っ
越
し
て
か
ら
は
妙

法
な
ど
が
よ
く
見
え
た
。
し
か
し
、
や

は
り
何
と
言
っ
て
も
五
山
の
送
り
火
の

中
心
は
大
文
字
山
の
大
で
あ
る
。
大
の

字
に
火
が
燃
え
始
め
て
か
ら
ほ
ぼ
10
分

お
き
に
順
々
に
火
が
と
も
さ
れ
、
お
お

よ
そ
１
時
間
ほ
ど
で
送
り
火
の
行
事
は

終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
っ
け
な
い
と

い
え
ば
、
誠
に
あ
っ
け
な
い
時
間
で
は

あ
る
が
、
京
都
人
に
と
っ
て
は
、
１
年

に
1
度
の
何
に
も
代
え
難
い
時
間
で
も

あ
ろ
う
。

〈ながた かずひろ〉
1947年滋賀県生まれ。歌人・細胞生物学者。京都
大学理学部物理学科卒業。京大再生医科学研
究所教授などを経て、2020年よりJT生命誌研究
館館長。日本細胞生物学会元会長、京大名誉教
授、京都産業大名誉教授。歌人として宮中歌会始
詠進歌選者、朝日歌壇選者を務める。「塔」短歌
会前主宰。読売文学賞、迢空賞など受賞多数。
2009年、紫綬褒章受章。歌人・河野裕子と1972年
に結婚し、2010年に亡くなるまで38年間連れ添っ
た。著書に『知の体力』『置行堀』『歌に私は泣くだ
らう―妻・河野裕子 闘病の十年』など多数。

だ
い 

も
ん   

じ   

や
ま

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

に
い  

な
め  

さ
い

ゆ    

き

す   

き

い
ね 

つ
き  

う
た

び
ょ
う  

ぶう
た

永
田 

和
宏

371

私
の
京
都（
3
） 

大
文
字
山

06 三洋化成ニュース 052023 春 No.537


