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栗り

つ

林り

ん

公
園
の
大だ

い

禹う

謨ぼ

碑

彰
し
た
碑
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
栗
林
公
園
の
門
を
く
ぐ
る
と
、
な
ん
と
商
工
奨
励

館
が
工
事
中
で
、
内
庭
に
あ
る
碑
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

よ
っ
ぽ
ど
関
係
者
に
交
渉
し
よ
う
か
と
思
っ
た
が
、
同
行
者

の
体
調
を
考
え
る
と
、
そ
れ
も
は
ば
か
ら
れ
る
。
お
ま
け
に

雨
ま
で
降
っ
て
き
た
。
ま
っ
た
く
無
念
で
は
あ
る
が
、
こ
れ

も
「
ぶ
ら
り
旅
」
の
醍
醐
味
と
開
き
直
り
、
讃
岐
の
旅
を
終

え
る
こ
と
と
し
た
。

な
い
。
香
東
川
の
締
め
切
り
工
事
に
し
て
も
そ
う
だ
。

　
香
東
川
は
、
も
と
は
大
禹
謨
碑
の
出
土
地
あ
た
り
で
東
西

二
川
に
別
れ
て
い
た
。
寛
永
年
間
に
東
の
流
路
を
締
め
切
っ

て
西
側
一
本
に
し
た
の
が
、
西
嶋
八
兵
衛
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
確
た
る
記
録
は
な
い
。

　
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
藤
田
氏
が
、
西
嶋
自
筆
の
文

書
が
残
る
伊
賀
上
野
の
識
者
に
筆
跡
鑑
定
を
依
頼
し
た
と
こ

ろ
、
郷
土
史
家
の
お
墨
付
き
を
得
た
。
藤
田
氏
自
身
も
伊
賀

に
出
向
き
、
西
嶋
の
筆
跡
が
「
大
禹
謨
」
に
酷
似
す
る
と
確

信
し
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、
写
真
や
拓
本
で
見
る
限
り
「
大
禹
謨
」
の
文
字

は
、
藤
田
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
非
常
な
気
品
と

味
わ
い
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
も
の
が
あ
る
の
は
余
程

の
神
技
」
と
言
う
ほ
ど
の
も
の
か
疑
問
で
あ
る
し
、
そ
も
そ

も
筆
跡
鑑
定
の
み
で
は
あ
ま
り
に
心
も
と
な
い
。

　
ま
た
、「
大
禹
謨
」
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、生
駒
家
の
客
臣

に
過
ぎ
な
い
西
嶋
が
、
自
ら
手
掛
け
た
工
事
を
「
聖
帝
の
計

画
」
な
ど
と
自
賛
す
る
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、『
書
経
』
の

「
大
禹
謨
」
篇
は
、
ま
だ
臣
下
だ
っ
た
禹
が
、
時
の
帝
に
対
し

て
人
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
政
治
を
進
言
す
る
内
容
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
大
禹
謨
碑
は
藩
主
生
駒
家
に
対
す
る
も
の

と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
香
東
川
の
締
め
切
り
工

事
を
、
禹
王
の
は
か
り
ご
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、
第
三
者
が
顕

兵
衛
の
真
筆
と
い
う
大
禹
謨
碑
を
見
に
栗
林
公
園
へ
と
向
か

う
。
栗
林
公
園
は
紫し

雲う
ん

山ざ
ん

を
借
景
と
す
る
大
名
庭
園
で
、
特

別
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
大
禹
謨
碑
は
縦
五
八
㌢
㍍
、

横
二
〇
㌢
㍍
の
川
石
に
「
大
禹
謨
」
と
の
み
刻
ま
れ
た
簡
素

な
も
の
で
、
公
園
内
に
建
つ
商
工
奨
励
館
の
内
庭
に
あ
る
が
、

も
と
は
現
在
地
よ
り
南
南
西
約
七
㌔
㍍
の
香こ

う

東と
う

川が
わ

に
架
か
る

河
辺
橋
北
方
四
〇
〇
㍍
右
岸
で
出
土
し
た
と
い
う
。

　「
大
禹
謨
」
と
は
、中
国
の
『
書
経
』
中
の
篇
の
名
で
「
禹

王
の
遠
大
な
る
は
か
り
ご
と
（
計
画
）」
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
禹
と
は
治
水
を
よ
く
し
て
中
国
の
夏か

王
朝
を
建
て
た
と

さ
れ
る
聖
帝
の
こ
と
で
、
こ
の
碑
は
香
東
川
の
締
め
切
り
工

事
を
行
っ
た
際
に
、
西
嶋
が
自
ら
筆
を
と
り
、
石
に
刻
ま
せ

た
と
い
う
。
昭
和
三
十
七
年
に
栗
林
公
園
へ
移
設
さ
れ
、
発

見
か
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
当
時
の
栗
林
公
園
観
光
事
務
所

長
だ
っ
た
藤
田
勝
重
氏
の
『
西
嶋
八
兵
衛
と
栗
林
公
園
』
に

詳
し
い
。
ま
た
、
近
年
で
は
北
原
峰
樹
氏
等
が
『「
大
禹
謨
」

再
発
見
』
を
出
版
し
、
こ
の
碑
の
価
値
を
再
確
認
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
私
は
こ
れ
ら
に
目
を
通
し
て
、
大
禹
謨
碑
は
西

嶋
が
建
碑
し
た
も
の
で
、
し
か
も
真
筆
と
言
い
切
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
た
。
ま
ず
、
碑
に
は
建
碑
者
や
年
代

を
探
る
手
掛
り
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
。
裏
づ
け
す
る
史
料
も

嶋
八
兵
衛
の
屋
敷
跡
を
見
た
翌
朝
、
同
行
者
は
体
調

を
完
璧
に
崩
し
た
が
、
こ
れ
が
最
後
な
の
で
西
嶋
八

西

［交通］ 栗林公園までは、琴電琴平線の栗林公園駅より
徒歩約7分

工事中の商工奨励館　     

※ 大禹謨碑については、ネットで「大禹謨　栗林公園」などで検索すると見ることができます。

（2015年5月7日撮影）


