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今
年
の
春
の
京
都
御
所
特
別
公
開
は
、
今
上
の
ご
結
婚
五
十
年
を
記
念
し
て
、
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
皇
后
宮
常
御
殿
な
ど
、
後
宮
の
区
域
も
公
開
さ
れ
た
の
が
話

題
と
な
っ
て
、
大
変
な
人
出
で
し
た
。
若
い
頃
学
ん
だ
高
校
も
大
学
も
ご
く
近
く
で
あ
っ
た
の

に
、
美
し
い
松
林
や
白
壁
を
遠
く
眺
め
る
ば
か
り
で
、
内
裏
の
奥
深
く
ま
で
、
ゆ
っ
く
り
拝
観

し
た
の
は
、
今
春
が
は
じ
め
て
で
し
た
。

　

華
や
か
な
ご
成
婚
時
の
儀
装
馬
車
や
紫
宸
殿
の
様
子
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』

や
『
更
級
日
記
』
を
食
事
も
睡
眠
の
時
間
も
惜
し
ん
で
読
ん
だ
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

飛ひ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

香
舎
を
は
じ
め
、
後
宮
の
屋
内
を
、
前
庭
か
ら
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。
平
安
時
代
宮
廷

の
面
影
を
伝
え
る
と
い
う
こ
の
区
域
は
、
思
い
の
ほ
か
簡
素
で
、
清
潔
で
、
植
栽
や
池ち

汀て
い

も
美

し
く
、
公
式
儀
式
の
行
わ
れ
る
紫
宸
殿
、
小
御
所
、
昼
の
御お

座ま
し

と
呼
ば
れ
た
清
涼
殿
な
ど
と
は

別
趣
の
親
し
み
が
あ
り
ま
し
た
。
後
宮
の
入
口
に
は
玄
輝
門
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
は
朔
平
門

が
外
部
を
隔
て
て
い
ま
す
が
、
朔
平
門
は
修
復
を
終
え
た
ば
か
り
で
、
い
か
に
も
皇
后
宮
の
玄

関
ら
し
い
華
や
か
な
趣
を
添
え
て
い
ま
し
た
。

　

今
か
ら
四
十
二
年
前
、
ち
ょ
う
ど
明
治
維
新
か
ら
一
〇
〇
年
目
に
あ
た
る
こ
の
年
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
出
版
物
も
出
ま
し
た
。
朝
日
新
聞
社
出
版

の
『
原
色
・
明
治
百
年
美
術
館
』
も
、
そ
う
し
た
出
版
物
の
一
つ
で
、
当
時
は
ま
だ
珍
ら
し
か
っ

た
原
色
図
版
の
日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻
、
版
画
二
〇
〇
点
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
作
品
は

明
治
、
大
正
、
昭
和
前
期
（
昭
和
十
五
年
頃
ま
で
）
の
も
の
で
、
明
治
に
重
点
が
置
か
れ
、
ぶ

厚
い
の
が
難
点
で
し
た
が
、
と
て
も
便
利
な
本
で
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
代
わ
り
に
、
よ
く
参
考
に

し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
本
の
日
本
画
の
一
枚
に
、
菅す
が

楯た
て

彦ひ
こ

の
「
皇こ
う

后ご
う

冊さ
く

立り
つ

」
が
あ
り
ま
し
た
。
横
山
大
観
、
菱

田
春
草
、
竹
内
栖
鳳
、
上
村
松
園
、
あ
る
い
は
黒
田
清
輝
、
青
木
繁
、
高
村
光
太
郎
ら
が
華
々

し
く
並
ぶ
中
で
、
菅
楯
彦
の
一
点
は
意
外
と
い
え
ば
意
外
で
し
た
が
、
こ
の
本
の
出
版
の
意
図

か
ら
言
っ
て
も
、
各
地
の
画
壇
の
優
れ
た
作
家
作
品
を
偏
る
こ
と
な
く
選
ぼ
う
と
し
た
意
図
か

ら
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
無
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
作
品
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
作
品
は
、

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
明
治
神
宮
絵
画
館
（
現
・
明
治
神
宮
宝
物
殿
）
壁
画
と
し
て
、
当
時

の
大
阪
府
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
で
す
。
明
治
天
皇
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
一
月
、
十
六

歳
で
践せ
ん

祚そ

、
十
二
月
、
小
御
所
会
議
で
王
政
復
古
を
宣
し
、
翌
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
九
月
、

明
治
と
改
元
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
十
二
月
、
右
大
臣
一
条
忠
香
の
第
三
女
美は
る

子こ

を
皇
后

に
冊
立
し
ま
し
た
。
後
の
昭
憲
皇
太
后
で
す
。
明
治
天
皇
は
明
治
二
年
三
月
、
事
実
上
東
京
へ

遷
都
さ
れ
ま
し
た
が
、
皇
后
冊
立
は
京
都
御
所
で
行
わ
れ
、
一
二
〇
〇
年
に
亘
っ
た
京
都
の
内

裏
で
の
、
最
後
の
盛
儀
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

作
品
に
は
一
条
美
子
妃
の
輦て
ぐ
る
ま車
が
、
束
帯
に
威
儀
を
正
し
た
武
官
に
迎
え
ら
れ
、
宮
門
を
守

る
吉
き
ち
じ
ょ
う
上
に
牽
か
れ
て
内
庭
に
入
る
様
子
が
画
か
れ
て
い
ま
す
。
宮
廷
で
は
中
宮
や
女
御
が
入じ
ゅ

内だ
い

す
る
際
、
車
に
乗
車
し
た
ま
ま
宮
門
に
入
る
こ
と
を
勅
許
す
る
「
輦
車
の
宣
旨
」
を
蔵
人
が
告

げ
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
美
子
妃
入
内
の
際
に
も
、
同
様
の
儀
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
美
子
妃
の
車
は
、
朔
平
門
の
外
で
牛
を
離
し
、
そ
こ
か
ら
人
々
が
牽
い
て
門
を
入
り
ま
し

た
。
玄
輝
門
の
柱
や
門
扉
の
明
る
い
朱
、
吉
上
の
衣
服
、
大
空
の
群
青
、
手
車
の
緑
青
、
木
立
、

霞
に
施
さ
れ
た
金
泥
な
ど
、
色
彩
は
大
和
絵
の
伝
統
に
忠
実
に
、
描
法
も
控
え
目
な
が
ら
、
華

や
か
さ
を
匂
わ
せ
て
い
ま
す
。
日
本
の
山
河
の
お
だ
や
か
な
四
季
の
情
景
を
、
仏
画
、
仏
教
説

話
、
祖
師
絵
、
軍
記
な
ど
、
テ
ー
マ
を
問
わ
ず
、
そ
の
背
景
と
し
て
画
き
、
常
に
先
賢
故
実
に

忠
実
に
従
い
、
個
性
は
極
力
抑
え
、
し
か
も
品
格
を
重
ん
じ
る
大
和
絵
の
様
式
は
、
平
安
時
代

皇
后
冊
立
図

び 

か
た 

美 

加
藤
類
子

美
術
史
家
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以
来
長
い
伝
統
を
引
き
継
い
で
き
た
も
の
で
す
が
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
そ
の

復
興
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
松
岡
映
丘
「
右
大
臣
実
朝
」
や
菊
池
契
月
「
敦
盛
」
な
ど
、
名
作

も
生
ま
れ
ま
し
た
。「
皇
后
冊
立
」
は
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
作
。
ま
さ
に
復
興
期
の
さ

中
に
画
か
れ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
作
者
菅
楯
彦
は
、
い
わ
ゆ
る
大
和
絵
系
の
画
家
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）
鳥
取
市
に
生
ま
れ
、
先
祖
は
倉
吉
藩
の
藩
士
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
父
は
菅

盛
南
と
称
す
る
画
家
で
、
四
条
派
の
塩
川
文
麟
（
一
八
〇
八

−

一
八
七
七
）
の
弟
子
で
し
た
。

文
麟
は
呉
春
、
そ
の
弟
子
の
岡
本
豊
彦
に
学
ん
で
、
幕
末
の
京
都
画
壇
に
大
き
な
影
響
を
持
っ

た
画
家
で
す
が
、
当
時
四
条
派
の
勢
力
は
畿
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
に
及
ん
で
い
た
よ
う

で
、
た
と
え
ば
、
平
福
百
穂
の
父
に
あ
た
る
平
福
穂
庵
、
江
戸
の
柴
田
是
真
な
ど
も
、
四
条
派

に
学
ん
だ
画
家
で
し
た
。
盛
南
は
文
麟
没
後
の
明
治
十
五
年
頃
、
未
だ
四
歳
の
幼
児
で
あ
っ
た

楯
彦
、
妻
と
共
に
大
阪
へ
出
ま
し
た
。
盛
南
は
商
家
な
ど
の
襖
絵
の
注
文
に
応
じ
た
り
、
行
灯

の
絵
を
画
い
た
り
し
て
、
当
時
の
画
家
の
多
く
が
し
た
よ
う
に
、
細
々
と
生
計
を
立
て
ま
し
た

が
、
楯
彦
十
二
歳
の
時
に
他
界
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
楯
彦
は
幼
年
時
代
、
少
年
時
代
を

通
じ
て
、
父
盛
南
の
四
条
派
、
つ
ま
り
写
生
を
重
視
す
る
画
技
を
習
得
し
た
の
で
し
た
。
画
家

と
し
て
立
つ
ま
で
の
楯
彦
は
、
殆
ど
独
学
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ほ
ぼ
上
村
松
園
ら
と
同
世
代
で

す
が
、
ま
だ
画
家
は
、
旧
時
代
の
絵
師
と
、
新
時
代
の
画
家
と
の
間
の
、
職
人
と
も
、
芸
術
家

と
も
つ
か
ぬ
境
遇
を
歩
ん
で
い
た
時
代
で
、
多
く
が
独
学
と
い
う
の
も
異
と
す
る
に
当
た
ら
な

い
の
で
し
ょ
う
。

　

楯
彦
は
勉
強
好
き
で
、
漢
学
を
山
本
梅
涯
、
国
学
を
本
居
派
の
鎌
垣
春
岡
に
学
ん
で
、
そ
の

学
問
を
通
じ
て
日
本
の
古
典
や
有
職
故
実
に
も
精
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
方

楯
彦
は
、
根
っ
か
ら
の
浪
速
っ
子
さ
な
が
ら
に
、
深
く
大
阪
を
愛
し
ま
し
た
。
金
沢
か
ら
来
阪

し
た
画
家
北
野
恒
富
も
そ
う
で
す
が
、
大
阪
に
は
他
所
か
ら
来
た
人
々
を
魅
惑
し
、
溶
解
す
る

何
ら
か
の
作
用
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。当
時
浪
速
の
名
妓
と
謳
わ
れ
た
人
を
妻
に
迎
え
た
の
も
、

楯
彦
の
大
阪
へ
の
愛
情
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
夫
人
と
は

早
く
永
別
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
楯
彦
は
、
画
道
と
古
典
研
究
、
芸
事
に
没
頭
し
、
雅
楽
や

舞
楽
に
も
秀
で
て
い
ま
し
た
。「
菊
池
千
本
槍
」（
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
）
や
「
堺
の
夜
市
」
の

よ
う
な
群
衆
描
写
に
は
、
歴
史
画
の
生
硬
さ
の
見
ら
れ
ぬ
生
き
生
き
と
し
た
躍
動
感
が
あ
る
一

方
、「
皇
后
冊
立
」
で
は
、
大
和
絵
の
形
式
と
格
調
の
美
を
、
儀
式
と
重
ね
る
よ
う
に
見
事
に

描
き
出
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、蕪
村
の
俳
画
「
奥
の
細
道
」
の
場
面
を
髣
髴
さ
せ
る
よ
う
な
、

瀟
洒
な
小
品
を
見
て
い
る
と
、こ
の
画
家
は
本
来
文
人
画
家
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
思
い
ま
す
。

　

少
し
も
ど
か
し
い
の
は
、
大
阪
か
ら
僅
か
四
十
数
キ
ロ
に
過
ぎ
な
い
京
都
の
わ
れ
わ
れ
が
、

大
阪
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
楯
彦
を
、
余
り
知
る
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
の
作
品
を
初
見
だ

と
言
う
読
者
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
テ
ー
マ
が
ま
た
、「
上
京
を
画
い
た
」

な
ど
と
言
い
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
皇
后
冊
立
の
儀
式
は
、
京
に
上
京

と
下
京
し
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
時
代
の
上
京
で
、
一
二
〇
〇
年
の
間
、
繰
り
返
し
行
わ
れ

て
き
た
儀
式
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、菅
楯
彦
の
、い
か
に
深
く
大
阪
市
民
に
愛
さ
れ
た
か
の
証
を
、幾
つ
か
紹
介
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。明
治
三
十
三
年
か
ら
三
十
七
年
、大
阪
陸
軍
幼
年
学
校
歴
史
画
事
嘱
託
と
し
て

歴
史
画
を
多
く
制
作
。
昭
和
二
十
四
年
大
阪
府
芸
術
賞
、
同
二
十
六
年
大
阪
市
文
化
賞
、
同

三
十
三
年
芸
術
院
恩
賜
賞
。
そ
の
外
に
、
伝
統
の
古
樂
保
存
を
訴
え
て
、
四
天
王
寺
舞
楽
協
会

会
長
を
務
め
ま
し
た
。
晩
年
の
昭
和
三
十
七
年
に
は
、
長
年
に
わ
た
る
大
阪
文
化
へ
の
貢
献
を

顕
彰
し
て
、大
阪
市
名
誉
市
民
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。昭
和
三
十
八
年
、八
十
五
歳
で
永
眠
。

菅　楯彦　「皇后冊立」　昭和 10 年（1935）
明治神宮宝物殿 蔵
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平
安
京
が
造
営
さ
れ
た
平
安
時
代
の

初
頭
、
今
の
一
条
通
に
あ
た
る
一
条
大

路
よ
り
北
は
京
外
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
幅
十
二
丈
の
一
条
大
路
は
平
安
京

の
北
辺
を
区
切
る
大
路
で
、
そ
れ
よ
り

北
は
山
城
国
愛お

宕た
ぎ

郡
に
属
し
、
山
城
国

司
の
管
轄
下
に
あ
り
ま
し
た
。
平
安
京

内
は
左さ
き
ょ
う
し
き

京
職
と
右う
き
ょ
う
し
き

京
職
が
管
轄
し
、
京

内
に
は
新
し
く
神
社
や
寺
院
を
建
立
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
安
遷
都
当
時
、
一
条
大
路
よ
り
北

は
畑
地
や
薮
地
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ

て
高
燥
地
で
あ
る
京
外
が
開
発
さ
れ
、

平
安
京
の
道
路
が
北
へ
延
び
、
さ
ら
に

東
と
西
を
結
ぶ
道
路
が
発
生
し
ま
す
。

現
在
の
今
出
川
通
も
そ
の
一
つ
で
す

が
、
上
立
売
通
も
こ
う
し
た
新
し
い
道

路
に
始
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
の
上
立
売
通
の
東
端

は
寺
町
通
に
始
ま
り
ま
す

が
、
こ
の
道
は
や
が
て
相

国
寺
の
境
内
を
突
き
抜
け

ま
す
。
こ
の
手
前
北
側
に

常
願
寺
、
南
側
に
法
輪
寺

の
二
寺
が
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
も
相
国
寺
と
は
関

わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
あ
た
り
を
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

町
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は

鎌
倉
時
代
の
建
久
六
年

（
一
一
九
五
）に
平た
い
ら
の
ち
か
の
り

親
範

が
、
祖
先
の
造
立
し
た
三

つ
の
寺
を
あ
わ
せ
て
下
出

雲
路
の
地
に
毘
沙
門
堂
を

建
て
た
こ
と
に
由
来
し
ま

す
。
応
仁
の
乱
で
焼
失

し
、
山
科
に
移
転
し
ま
し

た
が
、
今
な
お
町
名
と
し

て
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
南
北

朝
時
代
の
洞と
う

院い
ん

公き
ん

賢か
た

が
残
し
た
日
記

『
園え
ん
た
い
り
ゃ
く

太
暦
』
に
、
北
山
路
（
今
出
川
）、

毘
沙
門
堂
内
大
路
（
上
立
売
）
の
地
名

が
見
え
、
中
世
に
は
上
立
売
通
が
毘
沙

門
堂
内
大
路
と
い
わ
れ
て
、
当
時
も
都

の
北
部
の
主
要
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。「
塔
ノ
段
」
の
地
名
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
後

述
の
相
国
寺
に
か
か
わ
り
ま
す
。

① 薩摩藩戦死者墓
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相
国
寺
の
手
前
北
側
に
「
薩
藩
戦
死

者
墓
」
と
い
う
大
き
な
墓
標
が
建
つ
墓

地
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
墓
碑
銘
の
両
脇

に
「
甲か
つ

子し
の

役え
き

」「
戊ぼ
し
ん
の
え
き

辰
役
」
と
記
さ
れ
、

周
囲
に
は
多
く
の
墓
石
が
立
ち
並
ん
で

い
ま
す
。
こ
れ
は
甲か
つ

子し

つ
ま
り
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
の
蛤
御
門
の
変
、
戊ぼ

辰し
ん

つ
ま
り
明
治
元
年
の
戊
辰
戦
争
で
戦

死
し
た
薩
摩
藩
の
藩
士
六
十
一
人
の
墓

地
な
の
で
す
。
以
来
、
薩
摩
藩
士
の
子

孫
に
よ
っ
て
弔
わ
れ
、
昭
和
三
十
九
年

に
は
甲
子
兵へ
い

燹せ
ん

の
百
年
を
期
し
て
大
き

な
墓
標
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。Kam

idach
iuri d

ori相　
国
　

寺

相
　

国
　

寺

　

こ
こ
で
上
立
売
通
は
相
国
寺
に
行
き

当
た
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
相
国
寺
の

境
内
に
な
り
ま
す
。
も
と
も
と
こ
れ
よ

り
東
も
相
国
寺
の
境
内
地
で
あ
り
、
そ

の
あ
た
り
に
は
「
塔
ノ
段
」
の
地
名
が

残
り
、
か
つ
て
相
国
寺
の
七
重
の
塔
が

あ
っ
た
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
高

さ
三
六
〇
尺
、
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
に
及

ぶ
高
塔
で
し
た
。
近
世
初
期
の
「
洛
中

洛
外
図
屏
風
」
の
俯
瞰
は
こ
の
塔
か
ら

だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

相
国
寺
は「
萬
年
山
相し
ょ
う
こ
く
じ
ょ
う
て
ん

國
承
天
禅
寺
」

と
い
う
の
が
正
式
名
称
で
、「
し
ょ
う

こ
く
じ
」
と
読
み
ま
す
。
大だ
い
し
ょ
う相
国
と
は

唐
名
の
太
政
大
臣
を
指
し
、
足
利
将
軍

三
代
の
義
満
が
太
政
大
臣
の
極
官
を
得

た
こ
と
に
よ
り
一
寺
を
建
立
し
、
自
ら

の
官
職
を
寺
名
に
加
え
た
の
で
す
。
寺

名
は
「
し
よ
う
こ
く
じ
」
で
あ
り
、
地

名
を
「
そ
う
こ
く
じ
」
と
い
う
の
は
、

京
都
の
風
習
で
、
高
貴
な
名
称
を
は
ば

か
っ
て
読
み
方
を
変
え
た
た
め
で
す
。

京
都
の
地
名
に
は
、
こ
の
よ
う
な
例
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
寺
は
臨
済
宗
相
国
寺
派
の
本
山

と
し
て
京
都
五
山
第
二
位
に
列
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）、

義
満
は
後
小
松
天
皇
の
勅ち
ょ
っ
き
ょ許に
よ
り
故

人
で
あ
る
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

を
開
山
と
し
、
そ

の
弟
子
春し
ゅ
ん
お
く
み
ょ
う
は

屋
妙
葩
が
住
持
と
な
っ
て
創

建
さ
れ
ま
し
た
。
将
軍
義
満
も
土
を
運

ん
で
造
営
に
手
を
尽
く
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
壮
大
な
堂
宇
も

応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
の
失
火
で
焼

失
し
ま
す
。
幕
府
は
守
護
大
名
に
段た
ん

銭せ
ん

を
課
し
、
こ
の
時
に
七
重
塔
も
造
立
さ

れ
ま
し
た
。

　

総
門
を
入
っ
た
西
側
に
あ
る
功く

徳ど
く

池
に
は
石
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。

天て
ん
か
い
き
ょ
う

界
橋
と
い
い
、応
仁
の
乱
の
際
に
は
、

細
川
晴
元
と
松
永
久
秀
の
軍
勢
が
合
戦

の
火
蓋
を
切
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
度
重
な
る
災

禍
で
焼
亡
し
、
今
に
残
る
古
建
築
と
し

て
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
豊
臣

③ 相 国 寺 法 堂② 相 国 寺 天 界 橋
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秀
頼
が
再
建
し
た
法は
つ

堂と
う

の
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の

大
火
で
焼
失
し
た
仏
殿
と
山
門
の
跡
に

は
礎
石
だ
け
を
残
し
、
法
堂
は
仏
殿
を

兼
ね
て
い
ま
す
。
今
で
は
仏
殿
跡
の
赤

松
林
も
相
国
寺
を
代
表
す
る
景
観
と
し

て
上
京
区
民
誇
り
の
木
に
選
定
さ
れ
て

い
ま
す
。平
成
十
九
年
に
は
、慶
長
年
間

に
建
立
さ
れ
た
浴
室
と
勅
使
門
、
天
明

の
大
火
後
に
再
建
さ
れ
た
開
山
堂
・
方

丈
・
方
丈
勅
使
門
・
庫
裏
・
鐘
楼
・
経

蔵
・
弁
天
社
・
総
門
の
十
棟
が
京
都
府

の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
西
口
に
は
塔
頭
の
瑞
春
院
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
こ
は
若
年
の
作
家
・
水

上
勉
が
修
行
し
た
寺
で
、そ
の
作
品「
雁

の
寺
」
は
そ
の
時
の
体
験
を
も
と
に
執

筆
さ
れ
ま
し
た
。

Kam
idach

iuri d
ori室　
町
　

殿

室
　

町
　

殿

　

烏
丸
通
へ
出
る
と
西
側
に
同
志
社
大

学
の
寒
梅
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
所

は
花
御
所
と
い
わ
れ
た
室
町
殿
（
室
町

御
所
・
室
町
幕
府
）
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

と
さ
れ
、
そ
の
遺
構
の
発
見
に
期
待
が

か
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。平
成
十
四
年
、

寒
梅
館
の
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
の
結

果
、
室
町
時
代
後
半
の
石
敷
き
が
発
見

さ
れ
、
上
京
の
歴
史
に
新
た
な
ペ
ー
ジ

が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
調
査
の
成

果
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
十
四
号
（
平

成
十
五
年
三
月
発
行
）
で
、
同
志
社
大

学
の
鋤
柄
俊
夫
准
教
授
が
報
告
し
て
お

ら
れ
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
省

略
い
た
し
ま
す
。
敷
地
の
北
西
隅
に
は

ガ
ラ
ス
貼
り
の
鉄
骨
製
の
不
思
議
な
形

を
し
た
施
設
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
中
を

覗
き
ま
す
と
石
敷
き
が
見
え
ま
す
。
南

北
六
メ
ー
ト
ル
以
上
、
東
西
一
〇
メ
ー

ト
ル
以
上
の
石
敷
き
が
広
が
っ
て
い
ま

し
た
。
石
敷
き
の
中
か
ら
一
六
世
紀
中

頃
の
土
器
も
出
土
し
、
さ
ら
に
そ
の
下

に
は
一
五
世
紀
以
前
の
室
町
殿
に
関
係

す
る
可
能
性
を
伺
わ
せ
る
石
組
水
跡
も

発
見
さ
れ
、
同
じ
場
所
に
復
原
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
つ
で
も
遺
跡
を
見

ら
れ
る
よ
う
な
施
設
が
設
け
ら
れ
た
の

は
、
さ
す
が
考
古
学
に
大
き
な
足
跡
を

残
す
同
志
社
大
学
な
ら
で
は
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

Kam
idach

iuri d
ori西 

陣 

聖 

天

西 

陣 

聖 

天

　

烏
丸
通
か
ら
西
へ
、
い
か
に
も
西
陣

と
い
う
感
じ
の
道
を
進
み
ま
す
。
今
で

は
機
音
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
か

つ
て
は
機
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
た
の
で

す
。
小
川
の
跡
で
あ
る
水
落
橋
（
本
誌

三
十
四
号
、
大
路
小
路
・
小
川
通
参

照
）
を
過
ぎ
、
智
恵
光
院
通
に
面
し
て

本
隆
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
北
側
に

④ 同 志 社 大 学 　 寒 梅 館

④ 同 志 社 大 学 　 寒 梅 館
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西
陣
聖
天
と
呼
ば
れ
る
雨う

宝ほ
う

院い
ん

の
門
が

開
い
て
い
ま
す
。
象し
ょ
う
と
う頭
人
身
の
歓か
ん

喜き

天て
ん

（
聖し
ょ
う
て
ん天
）
を
安
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
西

陣
聖
天
の
名
で
知
ら
れ
、
狭
い
境
内
全

部
を
覆
う
か
と
思
え
る
よ
う
な
時し
ぐ
れ雨
の

松
で
も
有
名
で
す
。

　

寺
伝
で
は
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）

空
海
が
嵯
峨
天
皇
の
病
気
平
癒
を
六
臂

の
歓
喜
天
に
祈
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
当
初
、

千
本
五
辻
の
大
聖
歓
喜

天
寺
に
あ
っ
た
の
を
応

仁
の
乱
後
、
雨
宝
院
と

し
て
こ
の
地
に
再
興
さ

れ
ま
し
た
。
観
音
堂
に

は
平
安
時
代
中
期
の
一

木
造
の
木
造
千
手
観
音

菩
薩
立
像
が
安
置
さ
れ

て
い
て
重
要
文
化
財
と

な
っ
て
い
ま
す
。
境
内

の
染
殿
の
井
は
染
物
に

用
い
る
と
よ
く
染
ま
る

と
い
う
の
で
名
水
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　

千
本
通
を
越
え
る
と

六
軒
町
通
で
上
立
売
通
は
、
上
京
区
か

ら
は
遠
ざ
か
り
ま
す
。（

出
雲
路
敬
直
）⑤ 雨 宝 院　　時　雨　松

寺
町
通

烏
丸
通

堀
川
通

猪
熊
通

大
宮
通

智
恵
光
院
通

浄
福
寺
通

六
軒
町
通

室
町
通

新
町
通

小
川
通

油
小
路
通

kamidachiuri dori

①
薩
摩
藩
戦
死
者
墓
●

⑤
雨
宝
院
●

●
本
隆
寺

●
小
川
児
童
公
園

●
水
楽
橋

●

同
志
社
大
学
寒
梅
館

②
天
界
橋

相国寺
　③法堂

④

千
本
通
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春
は
あ
け
ぼ
の
、
夏
は
夜
、
秋
は
夕
暮
れ
、

冬
は
つ
と
め
て
…
。
千
年
前
の
京
都
で
清
少
納

言
が
綴
っ
た
言
葉
は
、
宮
仕
え
を
し
て
い
た
上

京
の
地
の
四
季
の
美
し
さ
に
、
思
い
を
寄
せ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
「
枕

草
子
」
や
「
源
氏
物
語
」
が
書
か
れ
、
貴
重
な

文
化
が
育
ま
れ
、
ま
た
応
仁
の
乱
や
明
治
維
新

な
ど
、
今
日
ま
で
数
々
の
歴
史
の
舞
台
と
な
っ

て
き
た
地
域
。
上
京
区
は
、
悠
久
の
歴
史
と
文

化
の
ロ
マ
ン
が
色
濃
く
凝
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
都
人
の
息
遣
い
が
、
今
も
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
地
域
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
と
文
化
の
ロ
マ
ン
、
そ
し
て
そ
れ

を
培
っ
た
先
人
の
息
遣
い
を
鮮
や
か
に
蘇
ら
せ

る
「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」
三
十
七
号
が
、
上

京
区
一
三
〇
周
年
記
念
号
と
し
て
発
刊
さ
れ
ま

す
こ
と
を
、
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

発
刊
に
御
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
上
京
区
民

ふ
れ
あ
い
事
業
実
行
委
員
会
の
皆
様
、
編
集
の

中
心
と
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
上
京
区
文
化

振
興
会
の
皆
様
に
、
深
く
敬
意
と
感
謝
の
意
を

表
し
ま
す
。

　

本
誌
を
通
じ
て
、
多
く
の
皆
様
に
、
上
京
区

の
歴
史
と
文
化
の
豊
か
さ
、
奥
深
さ
を
感
じ
て

い
た
だ
き
た
い
。
同
時
に
、
上
京
区
を
こ
よ
な

く
愛
す
る
区
民
の
皆
様
方
に
よ
っ
て
、
今
も
新

た
な
歴
史
が
刻
ま
れ
、
成
熟
し
た
市
民
文
化
が

育
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
よ
う
に
期
待
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
と
致
し
ま
し
て
も
、
上
京
区
に
象
徴
さ
れ

る
京
都
の
優
れ
た
地
域
力
、
人
間
力
を
最
大
限

に
生
か
し
、
皆
様
と
共
に
汗
す
る
「
共
汗
」
の

市
政
に
よ
り
、
京
都
の
更
な
る
歴
史
と
文
化
を

育
み
、
輝
か
し
い
未
来
を
切
り
拓
い
て
参
る
決

意
で
あ
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
皆
様
と
共
に
、
こ
の
度
の
一
三
〇

周
年
に
続
く
上
京
区
の
ま
す
ま
す
の
発
展
、
そ

し
て
京
都
の
ま
ち
の
一
層
の
飛
躍
に
、
全
力
を

尽
く
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
お
力

添
え
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」
は
、
昭
和
五
十
一

年
よ
り
十
五
年
間
に
わ
た
り
発
行
し
た
冊
子

「
上
京
の
史
蹟
」
を
充
実
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、

平
成
四
年
二
月
に
発
行
し
て
以
来
発
行
を
重

ね
、
今
回
で
三
十
七
号
を
迎
え
ま
す
。
平
安
京

以
来
の
長
き
に
わ
た
る
上
京
の
歴
史
や
伝
統
に

育
ま
れ
た
質
の
高
い
文
化
を
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
く
た
め
の
冊
子
と
し
て
区
民
の
皆
さ
ま
に

親
し
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
は
、
上
京
区
が
誕
生
し
て
一
三
〇
年
と

い
う
節
目
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
に
当
た
り

ま
す
。「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」
に
お
い
て
も
、

京
都
市
歴
史
資
料
館
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
古

地
図
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
明
治
以
降
の
上

京
区
を
振
り
返
る
特
集
記
事
を
掲
載
し
、
区
民

の
皆
さ
ま
が
こ
よ
な
く
愛
し
て
お
ら
れ
る
「
上

京
の
ま
ち
」
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
し
て
い

た
だ
く
機
会
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

上
京
区
文
化
振
興
会
と
し
ま
し
て
は
、
皆
さ

ま
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
今
後
と
も

本
誌
の
発
行
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
的
な
事
業

や
活
動
を
通
じ
て
、
文
化
生
活
の
向
上
に
寄
与

し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
文
化
だ
よ
り

「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」
が
、
上
京
区
一
三
〇

周
年
記
念
号
と
し
て
発
刊
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心

か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

上
京
区
は
、
平
安
京
以
来
の
長
い
歴
史
の
中

で
、
度
重
な
る
戦
乱
や
火
災
等
を
経
験
し
な
が

ら
も
、
絶
え
る
こ
と
な
く
「
京
（
み
や
こ
）」

の
中
心
と
し
て
在
り
続
け
、
連
綿
と
し
た
歴
史

に
磨
か
れ
た
質
の
高
い
市
民
文
化
の
息
づ
く
ま

ち
で
あ
る
と
と
も
に
、
西
陣
に
代
表
さ
れ
る
産

業
と
暮
ら
し
の
結
び
つ
い
た
「
職
住
共
存
」
の

ま
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
十
二
年

三
月
十
四
日
に
京
都
の
ま
ち
に
区
政
が
施
行
さ

れ
、
上
京
区
が
誕
生
し
て
以
来
、
本
年
で
区
制

一
三
〇
周
年
を
迎
え
、
本
市
の
中
で
も
最
も
長

い
歴
史
と
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
絶
え
ず

新
し
い
文
化
を
創
造
し
、
発
展
し
て
き
た
す
ば

ら
し
い
ま
ち
で
あ
り
ま
す
。

　

本
年
は
上
京
区
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会
の
皆
様
方
の
御
尽
力
の
下
、
多
彩
な
記

念
事
業
を
開
催
し
て
参
り
ま
す
。
上
京
区
の
歴

史
と
伝
統
を
継
承
し
、
更
な
る
発
展
に
向
け
区

民
の
皆
様
と
共
に
し
っ
か
り
と
歩
ん
で
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
御
理
解
と
御
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

京
都
市
長

「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」

　
　
　

第
三
十
七
号
の
発
刊
に
当
た
っ
て

上
京
区
一
三
〇
周
年

「
上
京

−

史
蹟
と
文
化
」
の

発
展
を
祈
っ
て

上
京
区
長　

北
條
和
仁

上
京
区
一
三
〇
周
年
記
念
号
の

発
行
に
あ
た
り

上
京
区
文
化
振
興
会
会
長　

小
谷
一
之
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■
上
京
区
の
誕
生

　
「
上
京
区
」
と
い
う
行
政
区
画
が
で

き
た
の
は
百
三
十
年
前
、
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
の
こ
と
で
す
。

　

明
治
十
二
年
に
郡
区
町
村
編
制
法
と

い
う
法
律
が
施
行
さ
れ
、
日
本
全
国
の

府
県
下
が
郡
と
区
と
町
と
村
に
分
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

京
都
府
で
は
府
下
を
十
八
の
郡
に
分

け
、
郡
の
中
で
町
と
村
を
さ
ら
に
細
分

し
ま
し
た
。
京
都
市
街
は
別
格
で
郡
に

は
属
し
ま
せ
ん
。

　

京
都
の
中
心
部
は
そ
れ
ま
で
上
京
と

下
京
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
時
か
ら
上
京
区
と
下
京
区
に
区
分
さ

れ
ま
し
た
。
上
京
と
下
京
は
中
世
以
来

の
歴
史
的
な
区
分
な
の
で
す
が
、
明
治

初
め
に
は
近
代
的
な
行
政
区
画
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

上
京
区
と
下
京
区
が
で
き
た
時
に

は
、
ま
だ
京
都
市
は
生
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
。
京
都
市
は
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
に
市
町
村
制
と
い
う
法

律（「
市
町
村
制
」が
法
律
の
名
で
す
）に

よ
り
誕
生
し
ま
す
か
ら
、
明
治
十
二
年

か
ら
同
二
十
二
年
ま
で
は
京
都
府
上
京

区
と
京
都
府
下
京
区
と
い
う
行
政
区
画

で
し
た
。明
治
二
十
二
年
か
ら
京
都
府
京

都
市
上
京
区
・
下
京
区
が
発
足
し
ま
す
。

　

明
治
十
二
年
が
上
京
区
の
誕
生
で

す
。
今
年
は
上
京
区
一
三
〇
周
年
に
当

た
る
こ
と
か
ら
、四
枚
の
古
い
地
図
で
、

上
京
区
域
の
う
つ
り
か
わ
り
を
見
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
江
戸
時
代
の
上
京
区
域

　

下
の
図
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

に
出
版
さ
れ
た
「
京き
ょ
う

町ま
ち

御お
ん

絵え

図ず

細さ
い

見け
ん

大た
い

成せ
い

」
と
い
う
京
都
地
図
か
ら
、
現
上
京

京
町
御
絵
図
細
見
大
成
（
天
保
二
年
）

古
地
図
に
見
る
上
京
区
一
三
〇
年

上
京
区
一
三
〇
周
年
記
念
特
集

− 
京
都
市
歴
史
資
料
館
協
賛 

−
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区
域
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

ひ
と
く
ち
に
江
戸
時
代
と
い
っ
て
も

二
百
六
十
年
以
上
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
の
間
に
は
町
の
よ
う
す
も
変

わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
も
っ
と
も
安

定
し
た
時
期
の
例
を
あ
げ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
京
都
の
市
街
は
上
京

と
下
京
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
南
北

の
境
界
は
二
条
通
で
す
。

　

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
戦
国
時

代
の
京
都
に
は
上
京
と
い
う
独

立
し
た
市
街
と
、
四
条
室
町
あ

た
り
を
中
心
に
し
た
下
京
と
い

う
や
は
り
独
立
し
た
市
街
が
あ

り
、
そ
れ
ら
が
次
第
に
拡
大
し

て
、二
条
通
あ
た
り
で
合
体
し
、

上
京
と
下
京
か
ら
な
る
京
都
と

い
う
江
戸
時
代
の
都
市
が
で
き

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
二

条
通
を
境
界
と
す
る
と
い
う
の

は
自
然
の
勢
い
で
し
た
。

　

地
図
を
見
て
ま
ず
目
に
つ
く

の
が
禁
裏
、
つ
ま
り
現
在
の
京

都
御
所
で
し
ょ
う
。
禁
裏
の
ま

わ
り
に
は
公
家
や
宮
家
の
邸
宅

が
び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
ま

す
。
い
ま
で
は
京
都
御
苑
と
い

う
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
で
は
こ
こ
も
市
街
地

だ
っ
た
の
で
す
。

　

現
上
京
区
役
所
の
前
は
今
出
川
通
で

す
。
前
頁
の
古
地
図
の
上
で
さ
が
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
禁
裏
の
北
に
名
前
が

京 都 府 区 組 分 細 図 （明治 16 年）

午前9時～12時
午後4時半～7時半

休診：土曜午後 , 木・日・祝
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記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
通
り
を
西
へ

伸
ば
し
、
○
印
で
示
し
た
と
こ
ろ
が
い

ま
の
区
役
所
の
位
置
で
す
。

　

現
在
の
今
出
川
通
は
、
区
役
所
の
前

か
ら
斜
め
に
な
っ
て
い
ま
す
。
東
か
ら

進
む
と
、
東
西
の
今
出
川
通
が
西
北
西

に
方
向
を
変
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
南

北
路
の
油
小
路
と
の
交
叉
点
あ
た
り
か

ら
西
は
ま
た
東
西
に
復
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
地
図
で
は
今
出
川
通

は
鍵
の
手
に
折
れ
て
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
斜
め
の
道
路
な
ど
ど
こ
に
も
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
斜
め
の
今
出
川
通
は
、

大
正
元
年
に
市
電
を
通
す
た
め
、
斜
め

に
な
め
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。

　

今
出
川
通
に
か
ぎ
ら
ず
、
上
京
区
域

の
北
半
分
で
は
途
中
で
行
き
止
ま
り
に

な
る
通
り
が
多
く
、
こ
れ
は
現
在
で
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
上
京
区
域
の

北
西
部
、
西
陣
で
は
通
り
で
区
画
さ
れ

る
町
並
が
東
西
の
細
長
い
と
こ
ろ
が
多

く
、
碁
盤
の
目
、
ま
た
は
南
北
に
長
い

短
冊
形
と
い
う
京
都
の
町
並
の
イ
メ
ー

ジ
と
は
ち
ょ
っ
と
ち
が
っ
た
形
が
現
在

ま
で
続
い
て
い
ま
す
。

■
明
治
の
上
京
区

　

前
頁
の
地
図
は
明
治
十
六
年
（
一
八

八
三
）
に
出
版
さ
れ
た
「
京
都
府
区
組

分
細
図
」
の
現
上
京
区
域
を
中
心
に
し

た
部
分
。
上
京
区
が
で
き
て
五
年
目
で

す
。
地
図
名
の
「
区
」
は
も
ち
ろ
ん
上

京
区
と
下
京
区
、「
組
」
は
現
在
の
元

学
区
の
区
域
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
当
時
、
上
京
区
と
下
京
区
の
南

北
の
境
界
は
ほ
ぼ
三
条
通
で
す
。
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
上
京
区
役
所
は
中
立
売

通
西
洞
院
西
入
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

初
代
の
上
京
区
長
は
三
条
柳
馬
場
東

入
の
富
商
・
杉
浦
利
貞
。
杉
浦
は
下
京

区
（
こ
の
「
下
京
区
」
は
上
京
区
が
生

ま
れ
た
頃
の
と
い
う
意
味
で
す
。
あ
あ

や
や
こ
し
い
）
の
人
で
す
が
、
そ
の
声

望
と
行
政
経
験
か
ら
上
京
区
長
に
就
任

し
ま
し
た
。

　

こ
の
地
図
を
見
て
感
じ
る
の
は
、
明

治
に
な
っ
て
近
代
化
が
進
ん
だ
と
い
っ

て
も
、
基
本
的
に
明
治
前
半
の
京
都
は

ほ
と
ん
ど
江
戸
時
代
の
町
並
と
変
わ
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

京
都
市
街
全
図
（
大
正
九
年
）
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区
役
所
が
で
き
、
旧
京
都
守
護
職
屋

敷
が
京
都
府
庁
に
な
り
、
小
学
校
が

開
校
し
、
相
国
寺
の
隣
に
は
同
志
社

英
学
校
が
で
き
ま
し
た
。
明
治
十
年

（
一
八
七
七
）
に
は
京
都
・
神
戸
間
に

鉄
道
が
開
業
し
ま
し
た
。
京
都
御
苑
に

は
常
設
博
覧
会
場
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
道
路
は
狭
く
市
街
電
車
は

通
っ
て
い
ま
せ
ん
。
鍵
の
手
状
の
今
出

川
通
は
ま
っ
す
ぐ
に
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、
実
際
に
は
江
戸
時
代
そ
の
ま
ま
で

す
。
三
階
以
上
の
高
い
建
物
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

上
京
区
域
で
こ
の
時
期
最
大
の
変
化

は
、
禁
裏
（
京
都
御
所
）
の
ま
わ
り
か

ら
公
家
屋
敷
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
地
図
が
、
江
戸
時
代
の
地
図
に

く
ら
べ
て
あ
で
や
か
に
見
え
る
の
は
、

上
京
区
・
下
京
区
そ
れ
ぞ
れ
の
組
（
元

学
区
）が
色
分
け
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、

こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
体
裁
と
い
い
内
容

と
い
い
、
江
戸
時
代
の
も
の
と
見
間
違

う
と
こ
ろ
で
す
。

■
大
正
の
上
京
区

　

前
頁
の
地
図
は
大
正
九
年
（
一
九
二

〇
）に
出
版
さ
れ
た「
京
都
市
街
全
図
」の

現
上
京
区
域
を
中
心
に
し
た
部
分
で
す
。

　

こ
の
地
図
で
目
を
ひ
く
の
が
市
街
電

車
の
路
線
で
す
。
も
と
も
と
京
都
市
内

の
市
街
電
車
は
私
営
の
京
都
電
気
鉄
道

（
京
電
）と
京
都
市
営
電
気
軌
道（
市
電
）

が
併
存
し
ま
し
た
が
、
大

正
七
年
に
京
電
が
市
電
に

吸
収
さ
れ
、
こ
の
地
図
に

描
か
れ
た
京
都
市
街
で
は

市
電
に
よ
る
近
代
的
な
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

電
車
を
通
す
と
い
う
こ

と
は
、
江
戸
時
代
以
来
の

狭
い
通
り
を
広
げ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

可
能
に
し
た
の
が
明
治

四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）

に
着
工
さ
れ
た
京
都
市
の

三
大
事
業
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。
三
つ
の
大
き
な
事

業
と
い
う
よ
り
、
京
都
で
は
固
有
名
詞

や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
み
た
い
に
使
わ

れ
た
語
で
す
。

　

三
大
事
業
は
、
第
二
琵
琶
湖
疏
水
建

設
、
上
水
道
敷
設
、
道
路
拡
張
の
三
つ

の
大
事
業
の
こ
と
で
す
。
道
路
拡
張
に

は
当
然
市
電
敷
設
を
前
提
と
し
ま
す
。

　

琵
琶
湖
疏
水
（
第
一
疏
水
）
工
事
の

陰
に
か
く
れ
、
三
大
事
業
が
京
都
は
じ

ま
っ
て
以
来
の
大
事
業
だ
と
い
う
こ
と

が
な
か
な
か
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

事
業
で
現
代
京
都
の
都
市
イ
ン
フ
ラ
の

基
礎
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

竣
工
し
た
の
が
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）
の
こ
と
で
す
か
ら
、
こ

の
地
図
に
描
か
れ
た
の
は
、
三
大
事
業

で
大
き
く
変
わ
っ
た
京
都
の
姿
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。

京 都 近 郊 （昭和 3 年）



─ 1� ── 1� ─

　

上
京
区
域
で
は
、
前
述
の
今
出
川
通

の
直
通
化
が
済
ん
で
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
道
幅
も
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

烏
丸
通
は
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）
に
広
げ
ら
れ
市
電
が
敷

設
さ
れ
ま
し
た
。
京
都
駅
か
ら
京
都
御

所
へ
の
天
皇
の
行
幸
道
路
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）

の
大
正
天
皇
即
位
大
礼
（
御
大
典
）
で

す
ぐ
に
役
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
上
京
区
域
の
主
要
道
路

は
、
南
北
が
寺
町
通
、
東
洞
院
通
、
室

町
通
、
西
洞
院
通
な
ど
、
東
西
が
中
立

売
通
、
丸
太
町
通
、
二
条
通
な
ど
で
し

た
が
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
、

烏
丸
通
や
今
出
川
通
な
ど
が
、
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
に
加
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
地
図
の
時
代
、
上
京
区
役
所
は

ま
だ
開
設
時
の
中
立
売
通
西
洞
院
西
入

に
あ
り
ま
す
。
現
在
地
に
移
転
す
る
の

は
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
の
こ
と

で
す
。

■
昭
和
の
上
京
区

　

前
頁
の
地
図
は
昭
和
三
年
（
一
九
二

八
）に
出
版
さ
れ
た
地
形
図「
京
都
近
郊
」

の
う
ち
現
上
京
区
域
の
東
半
分
で
す
。

　

昭
和
三
年
に
は
昭
和
天
皇
の
即
位
大

礼
が
京
都
御
所
で
行
わ
れ
、
大
正
天
皇

即
位
大
礼
に
続
く
大
イ
ベ
ン
ト
に
日
本

中
が
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
地
図
は
大
礼
を
記
念
し
て
、
陸

軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
か
ら
出
さ
れ

た
非
常
に
精
巧
な
図
で
、
京
都
近
郊
四

枚
一
組
で
定
価
二
円
。
い
ま
の
お
金
で

六
千
円
か
ら
八
千
円
ぐ
ら
い
と
、
美
し

い
だ
け
に
高
価
な
地
図
で
し
た
。

　

基
本
的
に
あ
ま
り
大
正
の
地
図
と
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
河
原
町
通

に
市
電
が
走
っ
て
い
ま
す
！

　

河
原
町
通
に
市
電
が
敷
設
さ
れ
た
の

は
、
丸
太
町
か
ら
今
出
川
ま
で
が
最
初

で
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の
こ

と
で
す
。
河
原
町
通
は
も
と
も
と
狭
く

食
い
違
い
が
多
い
通
り
で
し
た
。
む
し

ろ
寺
町
通
の
ほ
う
が
ま
っ
す
ぐ
通
っ
た

道
路
で
、明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）

に
京
電
が
敷
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
へ
河
原
町
通
が
幅
を
広
げ
市
電

を
通
す
こ
と
で
、
寺
町
通
の
狭
軌
京
電

（
昭
和
三
年
当
時
は
市
電
）
は
廃
止
さ

れ
、
河
原
町
通
が
上
京
区
の
主
要
な
道

路
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
、
京
都
市
街

は
、
地
図
上
で
は
わ
た
し
た
ち
が
現
に

親
し
み
を
も
っ
て
い
る
景
観
に
な
り
ま

し
た
。

　

こ
の
あ
と
、
市
街
の
拡
張
の
産
物
と

し
て
西
大
路
通
や
北
大
路
通
、
東
大
路

通
、九
条
通
が
つ
く
ら
れ
、戦
争
の
遺
産

と
し
て
広
い
広
い
堀
川
通
や
五
条
通
が

生
ま
れ
ま
し
た
が
、
こ
と
現
在
の
上
京

区
域
に
関
し
て
い
え
ば
昭
和
の
は
じ
め

に
で
き
あ
が
っ
た
骨
組
が
い
ま
も
続
い

て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
上
京
区

役
所
は
ず
っ
と
あ
と
の
昭
和
十
三
年
に

現
在
の
場
所
に
移
転
し
ま
し
た
け
れ
ど
。

（
京
都
市
歴
史
資
料
館　

伊
東 

宗
裕
）

　

こ
こ
で
書
い
た
こ
と
の
全
京
都
版
は
『
京

都
市
政
史
』に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
電
は
な
ぜ
河
原
町
通
を
通
る
こ
と
に
な
っ

た
の
か
、
京
都
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
は
ど

う
や
っ
て
作
ら
れ
た
か
、
こ
の
本
な
し
で
は

も
う
京
都
の
近
代
史
は
語
れ
ま
せ
ん
。

　

お
求
め
は
歴
史
資
料
館
へ
。

電
話
：
〇
七
五

−

二
四
一

−

四
三
一
二
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黒
田
正
玄
家
の
竹
工
芸
（
中
）

　

五
代
正
玄
の
後
を
嗣
い
だ
長
男
の
六

代
は
、
十
代
将
軍
家
治
・
表
千
家
八
代

啐そ
つ

啄た
く

斎
・
裏
千
家
九
代
不ふ

易
斎
・
武
者

小
路
八
代
一い
つ

啜と
つ

斎
の
御
用
を
つ
と
め
、

後
に
は
十
一
代
将
軍
家
斉
の
時
に
御お

目め

見み

得え

の
栄
に
も
浴
し
ま
し
た
。
四
十
二

歳
の
時
、
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
）

に
遭
遇
し
、
京
の
町
の
三
分
の
二
を
焼

き
尽
く
し
ま
す
が
、
幸
い
に
も
黒
田
家

の
蔵
は
焼
け
な
か
っ
た
た
め
に
伝
来
の

古
い
資
料
が
残
さ
れ
ま
し
た
。

　

六
代
は
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）

に
六
十
八
歳
で
没
し
ま
す
が
、
実
子
の

な
か
っ
た
六
代
は
井
上
家
よ
り
迎
え
た

弥
三
郎
を
養
子
と
し
て
七
代
の
家
督
を

り
、
そ
の
た
め
八
代
の
一
番
弟
子
で

あ
っ
た
利
助
が
婿
に
迎
え
ら
れ
て
八
代

の
死
後
、十
代
の
家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
。

当
時
は
茶
の
湯
不
振
の
時
期
で
、
生
活

用
具
な
ど
を
作
り
暮
ら
し
の
足
し
に
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
四
年

（
一
八
八
一
）
長
男
熊
吉
が
十
三
歳
の

時
、
後
を
委
ね
て
隠
居
し
、
明
治
三
十

三
年
（
一
九
〇
〇
）
七
十
六
歳
で
没
し

ま
し
た
。

　

十
一
代
は
家
督
相
続
後
、
表
千
家
十

一
代
碌ろ
く

々ろ
く

斎
・
裏
千
家
十
二
代
又ゆ
う
み
ょ
う玅
斎
・

武
者
小
路
千
家
十
一
代
一い
つ

指し

斎
の
御
用

を
つ
と
め
、
煤す
す

竹だ
け

張
食
籠
・
珠
光
好
み

竹
棗
・
竹
張
雪
吹
な
ど
、
一
味
違
う
道

相
続
さ
せ
ま
す
。表
千
家
九
代
了
り
ょ
う
り
ょ
う々

斎
、

裏
千
家
十
代
認に
ん

徳と
く

斎
・
武
者
小
路
千
家

九
代
好こ
う

々こ
う

斎
の
御
用
を
つ
と
め
、
特
に

了
々
斎
好
み
の
道
具
を
製
作
し
ま
し

た
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
五
十
二

歳
で
没
し
ま
す
。

　

十
一
歳
で
家
督
を
継
い
だ
八
代
は
、

十
二
代
将
軍
家
慶
・
表
千
家
十
代
吸き
ゅ
う
こ
う江

斎
・
裏
千
家
十
一
代
玄げ
ん

々げ
ん

斎
の
御
用
を

つ
と
め
た
名
工
で
、
幕
末
の
動
乱
期
に

柄
杓
師
の
家
を
守
り
通
し
ま
し
た
。
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）
六
十
一
歳
で
没

し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
養
子
と
な
っ
た
九

代
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
父
よ

り
も
早
く
二
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
お

黒
田
正
円　

茶
杓　
（
初
代 

二
男
）

小 堀 宗 中　文



　

五
月
の
憲
法
月
間
に
あ
わ
せ
て
、同
志
社
大
学
寒
梅
館

に
お
い
て
、
映
画「
火
垂（
ほ
た
）る
の
墓
　

実
写
版
」が
上

映
さ
れ
ま
し
た
。（
主
催
　

上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
事
業
実

行
委
員
会
）

　

今
回
は
、
日
本
語
字
幕
と
音
声
ガ
イ
ド
に
よ
る
場
面
ご

と
の
説
明
を
付
け
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
上
映
と
し
、
視
覚
や

聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
や
ご
高
齢
の
方
も
含
め
、
み
な
さ

ん
が
と
も
に
映
画
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。会
場

に
は一
部
・
二
部
あ
わ
せ
て
約
七
百
名
の
方
が
来
場
さ
れ
、

戦
争
が
も
た
ら
す
人
権
侵
害
の
怖
さ
と
平
和
で
あ
る
こ

と
の
尊
さ
を
再
認
識
す
る
上
映
会
と
な
り
ま
し
た
。

「
映
画
の
つ
ど
い
」

上
京
区
憲
法
月
間

─ 1� ── 1� ─

具
作
り
を
得
意
と
し
ま
し
た
。
残
念
な

が
ら
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
四

十
三
歳
で
世
を
去
り
ま
す
。

　

十
二
代
は
十
一
代
の
妻
が
家
業
を
嗣

ぎ
ま
す
。
十
一
代
の
実
弟
、
黒
田
常
次

郎
、
黒
田
弥
五
郎
の
助
力
で
、
表
千
家

十
二
代
惺せ
い

斎
・
裏
千
家
十
三
代
円
能
斎
・

十
四
代
淡た
ん

々た
ん

斎
・
武
者
小
路
千
家
十
二

代
愈ゆ
う

好こ
う

斎
の
御
用
を
つ
と
め
ま
し
た
。

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ

て
家
業
を
守
り
、
昭
和
四
十
一
年
に
当

代
に
家
督
を
譲
り
隠
居
し
ま
し
た
。
昭

和
四
十
八
年
、
九
十
四
歳
の
天
寿
を
全

う
し
、
十
一
代
、
二
人
の
義
弟
と
と
も

に
菩
提
寺
で
あ
る
本
隆
寺
に
眠
っ
て
い

ま
す
。

　

十
三
代
の
当
代
は
昭
和
十
一
年
に
十

二
代
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
、
千
家
十
職

の
先
代
大
西
浄
心
・
先
代
飛
来
一
閑
・

当
代
奥
村
吉
兵
衛
・
当
代
土
田
友
湖
ら

と
と
も
に
家
仕
に
出
仕
、
昭
和
四
十
一

年
、
三
十
歳
で
家
督
を
継
ぎ
ま
し
た
。

表
千
家
十
三
代
即そ
く
ち
ゅ
う中
斎
・
十
四
代
而じ
み
ょ
う妙

斎
・
裏
千
家
十
五
代
鵬ほ
う

雲う
ん

斎
、
十
六
代

坐ざ

忘ぼ
う

斎
・
武
者
小
路
千
家
十
三
代
有ゆ
う

隣り
ん

斎
・
十
四
代
不
徹
斎
の
御
用
を
つ
と
め

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

（
以
降
次
号
に
つ
づ
く
）

京
・
上
御
霊
前
烏
丸
西

☎
〇
七
五
・
四
四
一
・
〇
六
一
〇
㈹ 十 二 代 　 正 玄 茶 器



ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
会

みんなで花を
咲かそう活動

　

三
月
十
日「
み
ん
な
で
花
を
咲
か
そ
う
」活
動
の一環
と
し
て
、ル
ビ

ノ
京
都
堀
川
に
お
い
て「
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
会
」を
開
催
し
ま
し
た
。

講
師
に
は
Ｎ
Ｐ
０
法
人
・
フ
ラ
ワ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
育
成
協
会
理
事

長
の
辻
井
康
雄
氏
を
お
招
き
し
、
春
の
草
花
数
種
の
寄
せ
植
え
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。昨
年
秋
に
植
え
替
え
ら
れ
る
ま
で
区
役

所
前
を
飾
っ
て
い
た
プ
ラ
ン
タ
ー
に
、
あ
ら
か
じ
め
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん

が
丁
寧
に
色
付
け
し
た
も
の
を
再
利
用
し
、
色
鮮
や
か
に
仕
上
が
っ

た
作
品
は
、参
加
者
が
各
自
持
ち
帰
り
、ま
ち
に
花
や
緑
が
広
が
る

一歩
と
な
り
ま
し
た
。

　

恒
例
の「
上
京
茶
会
」が
五
月
三
十
一日
、
大
本
山
妙
顕

寺
を
会
場
に
、表
千
家
の
懸
釜
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

雨
上
が
り
の
木
々
の
緑
が「
光
琳
曲
水
の
庭
」や「
龍
華

飛
翔
の
庭
」な
ど
の
庭
園
に
美
し
く
映
え
る
中
、
老
若
男

女
を
問
わ
ず
訪
れ
た
来
場
者
は
、
用
意
さ
れ
た
二
席
の
お

茶
を
味
わ
い
な
が
ら
、
穏
や
か
な
初
夏
の
ひ
と
と
き
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

みんなで花を
咲かそう活動

　ボランティアの皆さんが、熱心に手入れを続ける花々が五月の一斉植え
替え作業を経てなお一層美しく、区役所玄関前を飾っています。
　区役所を訪れる人や、庁舎前を行き交う人 に々憩いと安らぎを与える場
となるように、また、講習会等を通じ、まちの美化や環境問題などについて
も考える機会を広げていければと、日々 取り組んでいます。
　メンバーの輪も徐 に々広がりつつあります。園芸に興味のある方、継続し
て花の手入れをしていただける方はお気軽に区役所まちづくり推進課ま
でお問合せください。

（電話４４１－５０４０）　　　　　　　　　

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
習
会

み
ん
な
で
花
を
咲
か
そ
う
活
動

─ 1� ─



─ 1� ─

「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

表紙／京都御苑／小谷一之撮影

は
な
さ
と

京
都
・
四
条
花
見
小
路
通
下
ル
西
側
三
筋
目
角

電
話 

〇
七
五

｜

五
六
一

｜

三
三
一
一
（
代
表
）

◎
昼
の
膳

八
坂（
点
心
懐
石
）三
、一
五
〇
円

白
川（
ミ
ニ
懐
石
）四
、二
〇
〇
円

鴨
川（
懐
石
料
理
）五
、二
五
〇
円

◎
夜
の
膳

舞
妓
御
膳 ……

 

八
、四
〇
〇
円
よ
り

ハ
モ
懐
石（
夏
季
限
定
）一
〇
、五
〇
〇
円

（
各 

税
込 

サ
別
）
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上京
上京区130周年記念

上
京
・
史
蹟
と
文
化　

第
三
十
七
号　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
五
日　

発
行　
上
京
区
民
ふ
れ
あ
い
事
業
実
行
委
員
会　

編
集
・
主
管　

上
京
区
文
化
振
興
会
・
上
京
区
役
所　

印
刷　

和
光
印
刷
株
式
会
社

　上京区文化振興会は、昭和３３年に結成されて以来、「上京区内の伝統文化の継承と文化の育成強化を図り、文

化的な事業を通じ、教養の普及向上により明朗な文化生活の高揚に寄与すること」を目的として、様々な文化事

業の開催を通して上京区の文化の普及と啓発に努力してきました。

　昭和３０年代から５０年代にかけては、「古文化財鑑賞会」、「地域コーラス交歓音楽会」、「レコードコンサート」、

「能、狂言の夕べ」、「七夕祭鑑賞会・写真コンクール」、「民謡おどりの夕べ」などを開催し、上京区の文化の普及啓

発の牽引役として力を注いでまいりました。また一方では「民謡踊を習う会」、「きもの着付教室」、「人形教室」、「座

禅入門講座」といった文化教室を通じて区民の皆様の文化生活の向上につとめてきました。毎年開催している上

京茶会と上京薪能は、いずれも昭和４０年からはじまったものであり、以来４5年の長きにわたって上京区を代表

する文化事業として開催しています。

　また、上京の豊かな歴史と伝統に育まれた質の高い文化を身近に感じていただこうとの思いから、「上京史蹟

だより」を昭和５１年から平成３年までの間、年４回発行してきました。この冊子をより充実したものとして区民の

皆様にお届けしようと、本冊子「上京－史蹟と文化」が平成４年に誕生し、以来年２回発行しております。

　本号は上京区１３０周年記念特別保存版です。これからも、皆様に親しんでいただける冊子となるよう努力を重

ねて参ります。

○「上京－史蹟と文化」の編集・発行
○春・秋の表千家・裏千家による上京茶会
○能・狂言・琴・舞楽を野外で鑑賞していただく上京の秋の風物詩「上京薪能」
○自然や環境について考えていただくきっかけづくりとして、区役所の玄関を季節の花々
で飾る「みんなで花を咲かそう」活動

発足以来50年余、
これからも上京区の
文化振興に貢献します。

上京区文化振興会は

主な事業

S.46 上京区民茶会S.46 上京区民茶会 S.44 第5回上京区民薪能S.44 第5回上京区民薪能

H.18 上京茶会「みんなで花を咲かそう」活動H.19 上京薪能




