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万
博
に
四
つ
の
太
陽
の
塔 

戦
後
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
は

世
界
よ
り6,

4
21

万
人
が
訪
れ

た
吹
田
万
博
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
今
も
思
い
出
に
残

っ
て
い
る
方
は
多
い
と
思
い

ま
す
。 

1
9
7
0

年
に
開
催
さ
れ
て
早

や
50
年
も
経
ち
ま
し
た
。 

        2
0
1
8

年
改
修
さ
れ
た
太
陽

の
塔
の
内
部
を
見
学
し
て
、
あ

ら
た
め
て
新
鮮
さ
を
感
じ
ま

し
た
。 

当
時
私
達
家
族
は
海
外
赴

任
で
、
手
紙
や
新
聞
で
そ
の
感

激
を
知
ら
さ
れ
る
ば
か
り
で

し
た
。
さ
ぞ
か
し
芸
術
家
岡
本

太
郎
氏
の
才
能
と
堺
屋
太
一

氏
の
抜
群
の
企
画
性
が
大
き

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

今
回
見
学
し
て
、
太
陽
の
塔

は
三
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は

四
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
と

わ
か
り
ま
し
た
。
い
つ
も
前
か

ら
見
る
ト
ッ
プ
の
黄
金
の
顔 

          
は
「
未
来
」
、
お
腹
に
付
い
て

い
る
顔
は
「
現
在
」
、
背
面
の

黒
い
顔
は
「
過
去
」
を
表
し
、

岡
本
太
郎
氏
は
「
人
間
の
身
体

と
精
神
が
輪
廻
し
て
い
る
」
と

考
え
て
い
た
か
ら
だ
そ
う
で

す
。 

         

今
回
太
陽
の
塔
の
後
ろ
の

ス
ロ
ー
プ
か
ら
地
下
に
入
り

ま
し
た
。 

       

す
る
と
心
積
も
り
も
な
い

間
に
「
地
底
の
太
陽
」
が
現
れ

ま
し
た
。 

そ
れ
は
金
色
に
、
赤
色
に
、

紫
色
と
変
化
し
、
そ
の
バ
ッ
ク

に
世
界
の
仮
面
や
神
像
、
抽
象

映
像
等
が
現
わ
れ
、
「
過
去
・

根
源
の
世
界
」
を
表
現
し
て
い

ま
す
。 

       

次
に
1
階
に
行
っ
て
、
上

部
を
見
上
げ
る
と
、
４１
ｍ
の

巨
大
造
形<

生
命
の
樹>

が
そ

び
え
て
い
ま
す
。 

単
細
胞
生
物
か
ら
哺
乳
類
そ

し
て
さ
ら
に
宇
宙
へ
人
間
が

飛
び
出
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の

中
の
ど
の
時
代
に
も
生
命
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
満
ち
て

い
ま
す
。 

も
し
岡
本
太
郎
氏
が
今
も
生

き
て
い
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
菌
も
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
一
つ
に
取
り
込

ん
だ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
最
新

の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
女
性
や
子

ど
も
へ
の
暴
力
を
な
く
す
運

動
の
取
り
組
み
と
し
て
、
紫
色

に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
と
か
、「
太
陽
の
塔
」
さ
ん
、 

夜
ま
で
ご
苦
労
様
で
す
！ 

 
 

記
・
写
真
：
上
村
サ
ト
子 

京
都
独
特
の
風
情
あ
る 

祇
園
の
散
策
路 

京
都
に
は
多
く
の
散
策
路

が
あ
り
ま
す
が
、
11
月
「
わ
が

ま
ち
紹
介
」
で
祇
園
の
「
漢
字

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
見
学
し
、

昼
食
後
祇
園
特
有
の
風
情
あ

る
町
並
み
を
散
策
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。 

切
り
通
り 

祇
園
の
「
切
り
通
り
」
は
、

四
条
通
り
か
ら
白
川
南
通
り

ま
で
の
わ
ず
か
150
ｍ
程
度
の

小
道
で
す
。 

寛
文
年
間
（1661

～73)

公

許
の
郭
と
し
て
正
式
に
開
か

れ
た
祇
園
町
の
内
外
六
町
を

横
断
す
る
為
、
花
街
と
し
て
、

も
っ
と
も
栄
え
た
通
り
の
一

つ
で
し
た
。
戦
後
に
な
る
と
、

そ
れ
が
災
い
し
て
廃
業
し
た

お
茶
屋
跡
に
ビ
ル
が
乱
立
し

現
在
は
ビ
ル
の
間
に
京
町
屋

が
挟
ま
っ
て
建
っ
て
い
る
と

い
う
通
り
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
祇
園
の
中
で
は
比
較
的
古

い
通
り
で
す
の
で
、
現
存
す
る

お
茶
屋
や
置
屋
、
料
理
屋
は
歴

史
の
あ
る
所
が
多
く
あ
り
、
京

の
鯖
寿
司
の
「
い
づ
う
」
な
ど

そ
の
一
つ
で
す
。 

夜
の
賑
わ
い
は
昔
と
変
わ

ら
ず
続
い
て
い
る
よ
う
で
、
今

回
昼
食
を
と
っ
た
「
京
都
拉
麺

信
長 

祇
園
店
」
で
は
、
11
月

か
ら
午
前
3
時
ま
で
営
業
し

て
い
る
と
の
事
で
し
た
。 

末
吉
町
通
り
を
過
ぎ
る
と
、

白
川
南
通
り
へ
至
る
僅
か
２０

ｍ
の
部
分
は
急
に 

大
人
３
人

が
並
ぶ
の
が
や
っ
と
の
狭
路

と
な
り
、
通
り
の
風
景
が
一
変

し
ま
す
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路

が
石
畳
と
な
り
、
格
子
窓
と
犬

矢
来
の
美
し
い
京
町
屋
が
な

ら
ん
だ
素
晴
ら
し
い
景
観
と

な
り
ま
す
。
こ
こ
に
来
る
と
い

つ
も
着
物
姿
の
方
が
多
く
散

策
し
て
い
ま
す
。 

         

巽
橋
あ
た
り
は
映
画
や
CM

撮
影
の
メ
ッ
カ
で
ご
覧
に
な

っ
た
方
も
多
く
お
ら
れ
る
と

思
い
ま
す
。 

巽
橋
を
渡
る
と
「
辰
巳
大
明
神
」

が
あ
り
、
地
域
の
人
々
の
信
仰

を
集
め
て
い
ま
す
。 

         

         

白
川
南
通
は
、
祇
園
・
白
川

沿
い
の
京
情
緒
あ
ふ
れ
る
散

策
路
で
す
。
石
畳
の
道
に
お
茶

屋
が
立
ち
並
ぶ
風
情
の
あ
る

通
り
で
、
一
筋
北
の
新
橋
通
と

と
も
に
、
国
の
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
明
治
の
歌
人
吉
井

勇
の
「
か
に
か
く
に
碑
」
も
こ

の
通
り
に
あ
り
ま
す
。 

         

お
茶
屋
が
多
い
こ
と
か
ら

芸
舞
妓
さ
ん
を
多
く
見
か
け

ま
す
。 

こ
の
通
り
は
観
光
人
力
車

も
多
く
通
り
ま
す
。 

ま
た
、
桜
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
、

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
さ
れ
、
「
京

都
の
桜
」
を
楽
し
め
ま
す
。 

記
・
写
真
：
大
岡
成
一 

会
員
だ
よ
り 

太陽の塔の正面 
「黄金の顔」と「太陽の顔」 

太陽の塔の背面 
「過去の顔」 

地下入り口・根源 第４の顔 地底の太陽 

生命の樹 

巽橋（たつみばし） 
祇園の中でも 

特に風情ある場所 

辰巳大明神 
芸妓や舞妓が 

芸事の上達を願う神 

かにかくに 碑  
かにかくに 祇園はこひし 

寐るときも 枕のしたを 

水のながるる 

白川南通 
朱色の玉垣が彩る石畳の道 


