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日
本
の
美
は
歌
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
和
と
い
う
考
え
方
は
、
着

物
に
し
て
も
、
絵
画
に
し
て
も
、
み
ん
な
四
季
の
美
な
の
で
す
。
春

な
ら
ば
梅
に
鶯
う
ぐ
い
すと
い
う
の
が
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
な
の
で
す
。
春
で
す

か
ら
木ぼ

瓜け

も
あ
れ
ば
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
和

の
美
で
は
な
い
の
で
す
。
木
瓜
は
日
本
の
花
で
す
か
ら
木
瓜
で
も
悪

く
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
伝
統
的
な
和
の
美
に
は
入
っ
て
こ
な

い
の
で
す
。
ま
ず
梅
が
咲
い
て
次
に
桜
が
咲
く
と
、
そ
こ
に
鳴
く
の

は
鶯
だ
と
典
型
的
な
季
節
の
決
ま
っ
た
美
が
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
、

和
歌
な
の
で
す
。
最
初
に
芽
を
吹
く
の
が
柳
で
、
そ
れ
が
「
さ
み
ど

り
」
と
表
現
さ
れ
、
そ

こ
に
か
か
る
の
は
霞
と

決
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

夏
は
卯
の
花
に
杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑

が
鳴
き
、
秋
に
は
七
草

が
咲
き
乱
れ
、
置
く
露

に
集す
だ

く
虫
で
、そ
こ
に
か

か
る
月
が
秋
の
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
や
が
て
紅
葉

　

平
安
時
代
か
ら
の
公
家
文
化
を
伝
え
る
京
都
、そ
の
中
心
に
上
京
区
が
あ
り
、そ
こ
に
冷れ
い

泉ぜ
い

家
は
あ
る
。

京
都
御
所
の
周
り
に
広
が
っ
た
公
家
町
、
そ
の
北
端
に
歌
の
家
の
伝
統
に
生
き
つ
づ
け
て
き
た
の
が
冷

泉
家
で
あ
る
。
冷
泉
貴
実
子
氏
は
、
藤
原
氏
の
一
族
で
平
安
時
代
後
期
に
宮
廷
歌
人
と
し
て
勅
撰
集
に

も
か
か
わ
っ
た
藤
原
俊と
し

成な
り

・
定さ
だ

家い
え

父
子
を
祖
と
し
、
初
代
為た
め

相す
け

に
始
ま
る
家
に
生
ま
れ
、
二
十
五
代
目

と
な
る
夫
の
為た
め

人ひ
と

氏
と
と
も
に
先
祖
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
お
ら
れ
る
。
師
走
の
ひ
と
と
き
、
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
冷
泉
家
住
宅
の
一
室
で
、
歌
の
家
と
し
て
の
美
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

冷 泉 邸 の 玄 関
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が
散
る
、
そ
こ

に
鳴
く
の
は
鹿

と
決
ま
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か

ら
雪
が
降
る
と

い
う
の
が
、
古

今
和
歌
集
の
時

代
に
成
立
し
た

美
な
の
で
す
。
万
葉
集
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん

が
、
古
今
や
新
古
今
が
作
り
上
げ
た
美
の
世
界
を
踏
襲
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
の
和
の
文
化
と
い
う
も
の
は
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

端
的
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
お
茶
の
世
界
で
す
が
、
春
の
お
茶
会

の
道
具
立
て
に
は
、
梅
が
一
輪
咲
い
て
い
て
柳
が
待
合
に
あ
り
、
お

茶
碗
の
お
銘
は
と
い
う
と
鶯
の
初
音
で
す
。
春
の
道
具
立
て
に
な
り

ま
す
。
そ
の
中
に
自
分
は
木
瓜
が
好
き
だ
か
ら
置
く
と
い
う
の
は
、

伝
統
的
な
お
茶
会
の
世
界
で
は
異
端
な
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
自
分
が
違
う
春
を
喜
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

昔
か
ら
決
め
ら
れ
た
型
の
中
で
自
分
も
同
じ
春
を
楽
し
む
と
い
う
世

界
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
伝
え
て
き
た
の
が
、
冷
泉
の
家
だ
と

思
い
ま
す
。
今
の
感
覚
な
ら
自
分
が
見
た
梅
に
鶯
と
い
う
感
じ
に
な

る
の
で
す
が
、
和
の
世
界
で
は
見
た
と
か
見
な
か
っ
た
と
か
い
う
問

題
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
日
本
の
美
と
い
う
世
界
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
を
伝
え
て
き
た
家う
ち

で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
和
の
文
化
の
源
が
和
歌
だ
と
い
う
の
が
常
識
で
し

た
が
、
明
治
以
降
は
そ
の
常
識
が
崩
れ
て
い
っ
た
中
で
難
し
い
こ
と

に
な
り
、
今
で
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
教
え
な
い
と
判
ら
な
い
と
い
う

時
代
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
京
都
は
今
も
和
の
文
化
で

も
っ
て
い
ま
す
。

歌　　会　　始

国宝『古来風躰抄』　藤原俊成筆
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天　

神　

通

　

天
神
通
、
天
神
道
、
古
く
は
西に
し

靱ゆ
き

負え

通
、
行ゆ
き

衛え

通
と
、
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方

が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
街
角
の
仁
丹
の

地
名
表
示
板
に
は
御
前
通
西
裏
、
同
じ

一
本
の
街
路
に
多
く
の
表
示
が
あ
る
と

知
ら
な
い
人
は
迷
い
ま
す
。
御
前
通
と

紙
屋
川
に
挟
ま
れ
た
上
京
区
で
最
も
西

に
あ
る
道
で
す
。
こ
の
御
前
通
は
北
野

天
満
宮
の
正
面
に
通
じ
る
表
参
道
で
す

が
、
天
神
通
は
そ
の
境
内
の
西
側
に
始

ま
る
脇
参
道
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か

し
平
安
京
で
は
、

御
前
通
は
右
京
の

西
大
宮
大
路
で
あ

り
、
天
神
通
は
右

京
二
坊
の
西
靱
負

小
路
に
当
た
り
ま

す
。
本
来
な
ら
御

前
通
が
天
神
通
の

名
で
あ
っ
て
も
よ

か
っ
た
の
で
し
ょ

う
が
、
実
は
西
靱

負
小
路
の
周
辺
は
北
野
天
満
宮
を
支
え

る
重
要
な
集
落
が
連
な
っ
て
い
た
の
で

す
。
こ
の
由
来
は
後
述
す
る
こ
と
に
し

ま
す
。

　

北
端
は
北
野
天
満
宮
の
梅
林
に
始
ま

り
ま
す
が
、
北
野
消
防
出
張
所
の
前
の

広
い
道
か
ら
が
天
神
通
と
い
う
べ
き
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
出
川
通
を
南
へ
越

え
て
六
角
通
に
至
り
ま
す
。
正
式
に
は

今
の
今
出
川
通
か
ら
南
を
天
神
通
と
い
っ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
交
点
の
東

西
は
京
福
電
車
北
野
線
が
路
面
を
走
っ

て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
十
三
年
に
市
電

今
出
川
線
が
白
梅
町
ま
で
延
伸
さ
れ
る

の
に
伴
い
、
当
時
の
西
陣
警
察
署

の
西
側
に
あ
っ
た
北
野
駅
か
ら
西

大
路
通
の
白
梅
町
駅
の
間
が
廃
止

さ
れ
、
そ
れ
ま
で
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
だ
け
で
あ
っ
た
駅
に
今
の
北
野

白
梅
町
駅
が
で
き
た
の
で
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
南
へ
天
神
通
を
た

ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
間
も
な
く

東
側
に
高こ
う

津づ

古
文
化
会
館
と
い
う

美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
映
画
や
芝

居
の
小
道
具
会
社
、
高
津
商
会
の

創
業
者
で
あ
っ
た
高た
か

津つ

嘉
之
氏
が

本
物
の
小
道
具
を
求
め
る
映
画
監
督
の

た
め
に
、
江
戸
時
代
の
武
具
や
調
度
品

を
買
い
集
め
ら
れ
、
そ
の
優
品
を
公
開

す
る
美
術
館
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
西
側
に
は
大
将
軍
八
神
社
の
神

像
を
収
蔵
す
る
方
徳
殿
の
背
面
が
見
え

ま
す
。
こ
の
神
社
、
い
わ
ず
と
知
ら
れ

た
方
除
け
の
社
、
都
の
四
方
に
祀
ら
れ

た
大
将
軍
堂
の
一
つ
で
西
方
の
王
城
鎮

護
の
神
と
さ
れ
ま
し
た
。
祭
神
と
し
て

は
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
嗚
尊
と
そ
の
五
男
三
女
、
陰
お
ん
み
ょ
う陽

道ど
う

で
は
吉
凶
を
つ
か
さ
ど
る
方
位
の
神

で
西
方
の
星
（
宵
の
明
星

−

金
星
）
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
平
安
時
代

後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
及
ぶ
大
将
軍
神

像
八
十
躯
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
革か
わ
よ
ろ
い甲に
冑か
ぶ
とを
つ
け
た
武
装

の
神
像
は
類
例
が
少
な
く
、
明
治
の
廃

仏
毀
釈
を
免
れ
た
貴
重
な
資
料
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
皆
川
家
に
伝
来
し
た
天
文

暦
道
関
係
の
資
料
が
京
都
府
指
定
有
形

文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
十
月

中
旬
の
祭
礼
に
は
大
勢
の
氏
子
に
よ
っ

て
餅
を
細
長
く
伸
ば
し
た「
お
ろ
ち
餅
」

が
作
ら
れ
ま
す
。

大 将 軍 八 神 社 神 像
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奥
渓
家
住
宅

　

南
へ
進
み
仁
和
寺
街
道
を
越
え
る
と
、

臨
済
宗
建
長
寺
派
の
選
仏
寺
が
あ
り
ま

す
。江
戸
時
代
の
宝
暦
年
間（
一
七
五
一

−

六
四
）
仏
日
が
開
基
し
ま
し
た
。
中

国
元
時
代
の
禅
僧
と
し
て
著
名
な
中
ち
ゅ
う

峰ほ
う

明み
ょ
う

本ほ
ん

の
画
像（
頂ち
ん

相ぞ
う

画
）が
伝
来
し
、

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
峰
和
尚
は
天
目
山
に
住
し
た
高
僧

で
、
日
本
か
ら
の
入
元
僧
の
多
く
が
参

禅
し
、
そ
の
人
達
が
持
ち
帰
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
亡
く
な
っ
た
の
は
至
治
三
年

（
一
三
二
三
）
で
す
か
ら
、
自
賛
か
ら
描

か
れ
た
時
代
は
晩
年
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

選
仏
寺
の
南
、
北
町
児
童
公
園
の
向

か
い
に
、
茅
葺
の
長
屋
門
が
見
ら
れ
ま

す
。
こ
こ
は
仁
和
寺
門
跡
の
御
典
医
を

務
め
た
奥お
く

渓た
に

家
の
住
宅
で
す
。
長
屋
門

を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
は
主
屋
が
残
っ
て

い
ま
す
。こ
の
あ
た
り
は
西
ノ
京
か
ら
仁

和
寺
街
道
に
続
く
交
通
の
要
衝
で
、
奥

渓
家
も
十
七
世
紀
末
に
一
条
烏
丸
角
か

ら
下
屋
敷
に
居
宅
を
移
し
て
来
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。正
徳
六
年（
一
七
一
六
）

以
前
に
建
て
ら
れ
た
主
屋
は
改
造
を
重

ね
た
と
こ
ろ
か
ら
複
雑
な
平
面
を
残
し

て
い
ま
す
。
長
屋
門
は
市
中
で
は
珍
し

い
茅
葺
で
、
茶
室
を
除
け
ば
上
京
区
内

で
は
頼
山
陽
の
山
紫
水
明
処
に
見
ら
れ

る
程
度
で
す
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

の
火
災
後
、
享
保
十
一
年
に
再
建
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
こ
と
に
南
三
間
分
が
取
り
壊
さ

れ
、
北
面
の
入
母
屋
造
に
昔
の
面
影
が

残
っ
て
い
ま
す
。
間
口
七
間
の
堂
々
た

る
長
屋
門
は
下
男
部
屋
と
し
て
使
用
さ

れ
、
広
々
と
し
た
通
り
土
間
は
主
屋
と

と
も
に
旧
御
典
医
住
宅
と
し
て
の
類
例

も
少
な
く
貴
重
な
遺
構
で
す
。
玄
関
に

は
「
蘇
命
散
」
の
看
板
を
掲
げ
た
薬
の

販
売
元
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

北
町
児
童
公
園
に
は
廃
車
に
な
っ
た

市
電
の
車
輌
が
児
童
館
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
方
も
お
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。

西
ノ
京
七
保
社

　

奥
渓
家
の
先
の
道
を
西
へ
入
る
と
北

側
に
安
楽
寺
天
満
宮
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
に
は
北
野
天
満
宮
の
七
ヵ
所

奥 渓 家 住 宅 主 屋

奥 渓 家 住 宅 長 屋 門

整形外科・外科・内科・循環器科・消化器科
皮膚泌尿器科・リハビリテーション科

医療法人社団　精 和 会

御所東クリニック御所東クリニック
上京区寺町通今出川下ル扇町268

TEL 211-8441

診察時間 月～土 午前9：00～午後12：30
午後6：00～午後 8：00
（土曜日は午前のみ診察です）
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の
御ご

供く

所し
ょ

が
あ
っ
て
七な
な

保ほ

と
い
い
ま
し

た
。
そ
の
一
ノ
保
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
が

安
楽
寺
で
す
。
俗
体
で
北
野
天
満
宮
に

奉
仕
す
る
下
級
神
職
の
西
ノ
京
神じ

人に
ん

が

集
住
し
て
い
た
地
域
で
す
。
そ
の
始
ま

り
は
菅
原
道
真
が
太
宰
府
で
自
ら
彫
ら

れ
た
木
像
を
、
亡
く
な
っ
た
あ
と
延
喜

五
年
（
九
〇
五
）
に
西
ノ
京
神
人
の
祖

先
が
京
都
へ
持
ち
帰
り
、
こ
の
地
に
安

楽
寺
の
小
祠
を
建
て
て
祀
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
京
都
に
お
け
る
最
初
の
天
満
宮

だ
と
さ
れ
ま
す
。
す
べ
て
の
七
保
社
は

幕
末
に
廃
さ
れ
、
北
野
天
満
宮
の
境
内

へ
移
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
縁
り
を
示
す

石
碑
が
立
ち
、
熊
鷹
稲
荷
な
ど
の
小
祠

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
人
の
子
孫
の

家
が
私
有
地
と
し
て
そ
の
遺
址
を
守
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

　

南
西
角
に
「
西
之
京
瑞
饋
神
輿
保
存

会
集
会
所
」
と
書
か
れ
た
板
札
が
掲
げ

ら
れ
た
集
会
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
敷

地
内
に
は
梅
鉢
紋
の
扉
が
あ
る
倉
庫
も

見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
十
月
の
瑞ず
い

饋き

祭

に
巡
幸
す
る
北
野
の
瑞ず
い

饋き

神み

輿こ
し

の
製
作

を
伝
え
る
保
存
会
が
作
業
を
す
る
場
所

な
の
で
す
。
瑞
饋
祭
は
北
野
天
満
宮
の

御
神
霊
が
氏
子
を
巡
行
し
て
御
輿
岡
の

御
旅
所
に
留
ま
れ
る
神
幸
祭
な
の
で

す
。
芋ず
い

茎き

で
屋
根
を
葺
き
野
菜
を
飾
り

付
け
た
瑞
饋
神
輿
が
御
旅
所
に
供
え
ら

れ
る
の
で
瑞
饋
祭
と
い
わ
れ
ま
す
。
も

と
も
と
西
ノ
京
は
近
郊
野
菜
農
業
地

で
、
生
産
し
た
野
菜
を
市
中
へ
供
給
し

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
産
物
を
御
旅
所

の
神
前
に
供
え
た
の
が
始
ま
り
で
、
台

枠
に
神
輿
の
姿
を
作
り
上
げ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
穀
豊
穣
を

感
謝
す
る
秋
祭
に
由
来
し
、
現
在
は
西

之
京
瑞
饋
神
輿
保
存
会
の
人
々
に
よ

り
、
江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き

た
技
術
を
生
か
し
て
、
そ
の
年
の
話
題

に
趣
向
を
凝
ら
し
た
神
輿
を
整
え
て
お

り
、
額
や
鳥
居
の
鏡
な
ど
に
、
そ
の
年

の
世
相
が
写
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨

年
は
ゲ
ゲ
ゲ
の
妖
怪
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
あ
た
り
は
西
町
・
北
町
・
東
町
な

ど
の
町
名
が
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
こ

の
上
に「
西
ノ
京
」が
付
い
て
い
た
の
で

す
。今
、西
ノ
京
と
い
う
と
中
京
区
の
西

部
の
町
名
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
大
正
七
年
に
葛か
ど

野の

郡
朱す
じ
ゃ
く雀
野の

村
を

京
都
市
へ
編
入
し
た
際
に
字
名
の
上
に

西
ノ
京
を
か
ぶ
せ
て
下
京
区
の
一
部
と

し
ま
し
た
。な
お
、こ
の
地
域
は
現
在
の

朱
雀
第
一
〜
第
八
学
区
で
、
昭
和
四
年

に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
中
京
区
に
編
入

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
西
ノ
京
の

地
名
が
本
来
と
違
っ
た
地
域
で
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
七
保
会
や

瑞
饋
神
輿
会
の
人
々
は
今
も
西
ノ
京
の

地
名
に
誇
り
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
南
下
し
ま
す
と
妙
心
寺
道
の

手
前
に
「
文
子
天
満
宮
御
旅
所
」
と
い

う
石
標
の
小
祠
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は

菅
原
道
真
の
霊
を
神
託
に
よ
っ
て
祀
っ

安 楽 寺 天 満 宮 （ 一 ノ 保 社 ）瑞 饋 神 輿

文 子 天 満 宮 御 旅 所
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た
と
い
う
巫み

子こ

、
多た

治じ

比ひ
の

文あ
や

子こ

に
由
来

す
る
社
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
明

治
六
年
に
本
社
に
遷
し
、
そ
の
後
に
小

祠
を
営
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　

も
っ
と
南
へ
行
き
ま
す
と
行ゆ
き

衛え

町
と

い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
平
安
京
の
靱
負

小
路
に
当
て
た
町
名
で
す
。
こ
こ
に
は

玉
房
稲
荷
と
い
う
額
の
架
か
っ
た
赤
い

鳥
居
が
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
こ
に
も
小

祠
が
あ
っ
て
五
ノ
保
社
の
遺
址
で
す
。

　

下
立
売
通
の
南
に
あ
る
浄
土
宗
華け

開か
い

院い
ん

は
、
も
と
大
宮
寺
之
内
に
あ
り
ま
し

た
が
、
応
仁
の
乱
に
罹
災
し
た
あ
と
、

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
移
っ
て
き

ま
し
た
。
も
と
も
と
南
北
朝
時
代
の
勅

願
寺
で
、
皇
室
関
係
や
尼
門
跡
の
墓
地

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

華
開
院
の
向
か
い
あ
た
り
が
六
ノ
保

社
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
今
で

は
全
く
痕
跡
を
残
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
以
外
の
七
保
社
も
天
神
通
周
辺
に

あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
全
て
姿
を

消
し
神
霊
は
本
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
先
、
天
神
通
は
六
角
通
ま
で
続

き
、
中
断
し
て
さ
ら
に
五
条
通
か
ら
八

条
通
の
先
ま
で
、
そ
の
名
を
受
け
つ
い

で
い
ま
す
。
天
神
通
の
す
ぐ
西
は
紙
屋

川
で
、
御
土
居
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た

洛
中
の
西
端
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め

こ
の
道
の
周
辺
に
は
市
中
か
ら
移
転
し

て
来
た
寺
院
に
よ
っ
て
西
の
寺
町
を
構

成
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
出
雲
路
敬
直
）

一条通

今出川通

仁和寺街道

妙心寺道

下立売通

丸太町通

te
n

jin
 m

ic
hi

●高津古文化会館

選仏寺 卍

瑞饋神輿　 ●
　　保存会

奥渓家住宅 ●
　安楽寺天満宮
（一ノ保社址）

文子天満宮
御旅所

玉房稲荷
（五ノ保社址）

華開院 卍 （六ノ保社址）

大将軍八神社

北町児童公園

北野天満宮

玉 房 稲 荷 （ 五 ノ 保 社 ）



─ � ── � ─

薩
摩
藩
邸
跡

　

新
島
襄
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）

年
十
一
月
二
十
九
日
丸
太
町
通
寺
町
上

ル
の
仮
校
舎
で
同
志
社
英
学
校
を
開
校

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
年
九
月
に
は

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
し
ま
す
。

今
か
ら
一
三
六
年
前
の
事
で
す
。

　

実
は
、
現
在
同
志
社
が
所
有
す
る
こ

の
地
は
、
歴
史
上
と
て
も
重
要
な
地
で

し
た
。
時
代
を
遡
る
と
、
そ
も
そ
も
こ

の
土
地
は
、
室
町
幕
府
第
三
代
足
利
義

満
と
関
係
の
深
い
相
国
寺
が
所
有
し
て

い
ま
し
た
。
相
国
寺
の
開
山
は
一
三
九

二
（
明
徳
三
）
年
で
あ
り
、
約
六
二
〇

年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
約
四
〇
〇
年
後
に
京
都
に

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
天
明
の
大

火
（
一
七
八
八
年
）
で
、
相
国
寺
も
火

災
の
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
地
に

あ
っ
た
塔
頭
も
焼
け
、
や
が
て
藪
地
と

な
り
ま
す
。
幕
末
、
こ
の
薮
地
に
目
を

つ
け
た
の
が
薩
摩
藩
で
し
た
。

　

一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
、

薩
摩
藩
は
相
国
寺
と
の
間
で
こ

の
土
地
の
借
用
に
関
す
る
契
約

を
結
び
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
、

屋
敷
が
建
設
さ
れ
る
と
、
幕
末

の
一
つ
の
大
舞
台
と
な
っ
て
い

き
ま
す
。
坂
本
龍
馬
を
代
表
と

す
る
多
く
の
幕
末
の
志
士
が
こ

の
藩
邸
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
新
政
府
が

成
立
す
る
と
、
薩
摩
藩
邸
址
は

政
府
の
行
政
改
革
で
一
度
は
京

都
府
に
上
地
さ
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
、

最
終
的
に
新
島
襄
が
購
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
は

五
つ
の
レ
ン
ガ
建
築
の
重
要
文

化
財
が
並
ぶ
洋
風
の
キ
ャ
ン
パ

ス
か
ら
は
想
像
が
つ
か
な
い
歴

史
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

［
同
志
社
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
今
・
昔
］

薩摩藩邸跡碑　右手後方の建物は京都最古のレンガ建築物である彰栄館（重要文化財）
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ク
ラ
ー
ク
記
念
館

　

五
つ
の
重
要
文
化
財
の
な
か
で
も
、

キ
ャ
ン
パ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
の
が
ク
ラ
ー
ク
記
念
館
で

す
。
設
計
は
、
明
治
初
期
に
司
法
省
や

東
京
裁
判
所
を
設
計
し
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
お
雇
い
外
国
人
の
Ｒ
・
ゼ
ー
ル

で
す
。

　

建
設
の
契
機
は
、
一
八
九
〇
（
明
治

二
三
）
年
に
永
眠
し
た
新
島
襄
を
偲
ん

で
、
卒
業
生
ら
が
「
紀
念
神
学
館
」
建

設
の
募
金
活
動
に
着
手
し
た
時
で
す
。

し
か
し
、
思
う
よ
う
に
寄
付
金
は
集
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
翌
年
、

ア
メ
リ
カ
で
Ｂ
・
Ｗ
・
ク
ラ
ー
ク
夫

妻
が
ア
メ
リ
カ
ン
・

ボ
ー
ド
（
海
外
伝
道

団
体
）
へ
、
夭
逝
し

た
息
子
（
Ｂ
・
Ｓ
・

ク
ラ
ー
ク
）
を
記
念

す
る
建
物
の
資
金
と

し
て
一
万
ド
ル
の
寄

附
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
万
ド
ル

が
ボ
ー
ド
を
通
じ
て

同
志
社
へ
寄
附
さ

れ
、
神
学
館
建
築
資

金
と
な
り
ま
し
た
。

館
名
の
由
来
は
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。

　

ク
ラ
ー
ク
記
念
館

は
二
〇
〇
八
年
、
大

規
模
な
解
体
工
事
を
経
て
、
創
建
当
時

の
姿
に
復
原
さ
れ
ま
し
た
。
代
表
的
な

も
の
が「
ク
ラ
ー
ク
・
チ
ャ
ペ
ル
」で
す
。

こ
の
チ
ャ
ペ
ル
は
、
二
つ
の
教
室
に
改

造
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
特
徴
的
な
船

底
天
井
も
復
原
さ
れ
ま
し
た
。今
で
は
、

礼
拝
を
は
じ
め
、
講
演
会
や
結
婚
式
な

ど
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｂ
・

Ｗ
・
ク
ラ
ー
ク
夫
妻
と
明
治
の
同
志
社

卒
業
生
の
思
い
は
、
一
一
八
年
を
経
た

今
も
な
お
、
建
物
と
と
も
に
生
き
て
い

る
の
で
す
。

創建当時のクラーク神学館

復原されたクラーク・チャペル
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智
恵
光
院
通
下
立
売
通
の
交
差
点
北

東
に
は
平
安
時
代
の
釜か
な
え
ど
こ
ろ所
、
内う
ち

酒さ
か

殿ど
の

、

侍じ

従じ
ゅ
う

所ど
こ
ろ

と
呼
ば
れ
る
役
所
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
一
帯
は
天
皇
が
住
ま
わ
れ
た

内
裏
の
す
ぐ
東
側
に
位
置
し
、
外げ

記き

、

南み
な
み

所と
こ
ろ

、
御ご

書し
ょ

所ど
こ
ろ

、
釜
所
、
内
酒
殿
、
侍

従
所
が
占
地
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
天

皇
の
家
政
機
関
が
配
さ
れ
て
お
り
、
内

裏
と
深
く
関
っ
て
い
ま
し
た
。
な

お
、
侍
従
所
は
天
皇
に
側
近
奉
仕

す
る
侍
従
の
詰
所
で
あ
る
と
と
も

に
公
卿
以
下
の
宴
酒
歌
舞
や
外
記

政
後
の
飲
酒
の
場
で
あ
り
、
内
酒

殿
は
内
裏
に
納
め
る
酒
を
造
っ
て

い
た
役
所
で
す
。

侍
従
所
の
調
査

　

智
恵
光
院
通
下
立
売
通
の
交
差

点
を
五
〇
ｍ
ほ
ど
東
に
い
っ
た
北

側
で
一
九
七
七
年
と
二
〇
〇
九
年

に
民
家
の
建
て
替
え
に
伴
っ
て
発

掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。（
図

１
の
調
査
１
・
図
２
）

　

こ
の
場
所
は
侍
従
所
と
左さ

兵ひ
ょ
う

衛え

府ふ

の

間
で
櫛く
し

笥げ

小
路
の
北
延
長
部
の
宮
内
道

路
に
あ
た
り
ま
す
。
調
査
で
は
、
そ
の

道
路
の
西
側
溝
と
路
面
を
検
出
し
ま
し

た
。
こ
の
西
側
溝
は
大
別
し
て
二
層
に

分
か
れ
、
上
層
か
ら
は
平
安
時
代
中
期

の
遺
物
が
、
下
層
か
ら
は
平
安
時
代
初

期
の
遺
物
が
大
量
に
出
土
し
ま
し
た
。

出
土
し
た
遺
物

　

平
安
時
代
の
遺
物
の
大
半
は
西
側
溝

か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
側
溝
上
層
出
土

の
遺
物
中
に
は
土は

師じ

器き

坏つ
き

の
内
面
に
仮

名
書
き
の
和
歌
を
墨
書
し
た
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。（
図
３
）
和
歌
は
『
□
の

ま
に
わ
す
ら
れ　

に
け
む　

あ
□
み
ち

は　

ゆ
め
の　

□
□
は
□　

□
□
□
な

り
』
と
読
め
、「
書
風
か
ら
、
小
野
道

風
の
晩
年
の
時
代
よ
り
下
る
こ
と
は

な
く
、
男
性
の
仮
名
書
き
の
日
常
体
と

思
わ
れ
る
」
と
専
門
家
は
指
摘
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
側
溝
下
層
か
ら
出
土
し

た
土
師
器
底
部
の
外
面
に
「
主
馬
」
と

い
う
墨
書
さ
れ
た
土
器
が
あ
り
ま
し

た
。「
主
馬
」
の
墨
書
例
は
平
城
京
で

図 1　内裏周辺と調査位置図

図 2　侍従所調査 図 3　侍従所出土墨書土器（和歌） 図 4　侍従所出土刀装具
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も
あ
り
、
左
右
の
馬
寮
が
天
応
元
年

（
七
八
一
）
以
降
主
馬
寮
と
し
て
統
合

さ
れ
、
ま
た
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に

元
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
平
安
京

で
は
遷
都
し
た
延
暦
十
三
年（
七
九
四
）

か
ら
大
同
三
年
ま
で
の
も
の
と
限
定
で

き
、
下
層
の
土
器
群
が
こ
の
時
期
の
も

の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
下
層

か
ら
は
土
器
類
だ
け
で
は
な
く
、
鞴ふ
い
こ

羽は

口ぐ
ち

・
と
り
べ
・
砥
石
・
石
材
剥
片
辺
・

刀
装
具
未
製
品
（
図
４
）
な
ど
手
工
業

生
産
を
示
す
遺
物
も
あ
り
、
内
裏
内
で

使
用
さ
れ
る
も
の
を
作
っ
て
い
た
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。

内
酒
殿
の
調
査

　

智
恵
光
院
通
下
立
売
通
の
交
差
点
を

少
し
北
に
上
が
っ
た
東
側
で
一
九
九
七

年
に
京
都
市
出
水
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
建
設
の
た
め
に
発
掘
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。（
図
１
の
調
査
２
・
図
５
）

　

こ
の
場
所
は
『
宮
城
図
』
か
ら
釜
所

と
内
酒
殿
の
南
、
侍
従
所
の
北
端
に
あ

た
り
ま
す
。
発
掘
調
査
は
平
安
宮
内
で

は
大
規
模
な
一
〇
六
〇
㎡
と
い
う
広
さ

で
し
た
。
調
査
区
中
央
部
の
大
半
が
江

戸
時
代
の
土
取
穴
の
た
め
平
安
時
代
の

遺
構
は
残
存
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
調
査
区
北
端
と
西
端
で
平
安
時
代

の
遺
構
を
検
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代
に
か
な
り
の
規
模
で
聚
楽
土
と

呼
ば
れ
る
土
を
採
集
し
た
土
取
穴
の
形

跡
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
は
、江
戸
時
代

以
前
に
は
、こ
こ
に
聚
楽
土
が
残
存
し

て
い
た
証
拠
で
す
。
調
査
地
の
西
隣
に

あ
る
松
林
寺
境
内
に
は
聚
楽
第
の
堀
跡

と
思
わ
れ
る
地
形
の
下
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
続
き
が
調
査
位
置
ま
で
東
に

伸
び
て
く
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
聚
楽
第
の
堀
の
幅
や
深
さ
な

ど
を
考
え
る
と
、
堀
が
調
査
地
に
延
び

て
い
た
ら
聚
楽
土
が
残
る
こ
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
智
恵
光
院
通
手
前
で
止
ま
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

平
安
時
代
の
遺
構

　

平
安
時
代
の
遺
構
は
調
査
地
西
端
で

一
辺
六
〇
〜
八
〇
㎝
の
方
形
の
柱
穴
を

七
基
以
上
検
出
し
て
お
り
、
平
安
時
代

初
期
段
階
の
官
衛
内
の
中
心
建
物
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
調
査
区
北

東
部
で
は
、
平
安
宮
内
で
初
め
て
の
井

戸
を
検
出
し
ま
し
た
。（
図
６
）
こ
の

井
戸
は
大
き
さ
が
東
西
五
．三
ｍ
、
南

北
五
．六
ｍ
、
深
さ
は
約
七
ｍ
も
あ
る

巨
大
で
大
変
深
い
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
井
戸
枠
は
井せ
い

籠ろ
う

組ぐ
み

と
呼
ば
れ
る
厚

板
を
横
向
き
に
し
て
組
み
合
わ
せ
積
み

上
げ
る
構
造
で
一
辺
の
長
さ
が
二
．一

ｍ
あ
り
ま
し
た
。
内
裏
付
近
は
台
地
上

に
あ
る
た
め
、
深
く
掘
り
下
げ
、
よ
り

清
ら
か
な
水
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
井
戸
は
平
安
時
代
前
期

図 5　内酒殿調査全景

図 6　左…井戸発掘調査風景　右…内酒殿井戸

診察時間　午前9時～12時
　　　　　午後4時半～7時半

祝休診

日×
×

土
○×

金
○
○

木×
×

水
○
○

火
○
○

月
○
○

午前
午後
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前
半
に
作
ら
れ
、
平
安
時
代
前
期
の
終

り
頃
に
使
わ
れ
な
く
な
り
ゴ
ミ
の
捨
て

場
に
な
っ
た
こ
と
が
、
遺
物
か
ら
わ
か

り
ま
し
た
。
ま
た
、
井
戸
か
ら
は
大
量

の
土
器
類
や
瓦
類
が
出
土
し
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
「
南
曹
」
や
「
東
曹
司
」

な
ど
の
墨
書
が
あ
る
土
器
や
銭
貨
（
富ふ

寿じ
ゅ

神し
ん

寶ぼ
う

）
な
ど
と
と
も
に
井
戸
の
掘
形

か
ら
は
、
注
目
す
べ
き
木
簡
が
出
土
し

て
い
ま
す
。

井
戸
掘
形
出
土
の
木
簡

　

こ
の
木
簡
は
、平
安
宮
内
で
見
つ
か
っ

た
最
初
の
も
の
で
長
さ
十
八
．三
㎝
、

幅
三
㎝
、
厚
さ
五
㎜
に
役
所
名･

物
品

内
容･

年
月
日
・
差
出
人
な
ど
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。（
図
７
）そ
の
内
容
は「
内

酒
殿
に
作
業
員
二
名
分
の
食
料
、
米
八

升
を
支
払
う
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
一
日
の
食
料
は
作
業
員
一
人
に
つ

き
、
米
二
升
と
な
っ
て
い
ま
す
。
山
作

り
の
時
の
応
援
に
行
か
せ
た
作
業
員
の

分
で
す
。
弘
仁
元
年
十
月
十
八
日　

宮

中
の
雑
用
を
行
い
大
舎
人
の
□
□
□
よ

り
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、

ま
ず
木
簡
が
出
土
し
た
井
戸
が
内
酒
殿

に
あ
っ
た
こ
と
、
山
作
り
に
関
っ
た
夫

（
作
業
員
）
の
食
料
の
請
求
を
示
す
も

の
で
あ
る
こ
と
、
当
時
、
そ
の
作
業
員

の
労
賃
は
一
人
一
日
に
付
き
米
二
升
で

あ
り
、
二
人
で
二
日
分
の
労
賃
を
請
求

を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
大

急
ぎ
の
山
作
り
作
業
が
あ
り
、
緊
急
に

他
の
役
所
に
応
援
を
求
め
、
そ
の
代
償

を
山
作
り
に
関
っ
た
大お
お

舎と

人ね
り

が
内
酒
殿

に
請
求
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

嵯
峨
天
皇
は
大
同
四
年
（
八
〇
九
）

に
即
位
し
ま
す
が
、
翌
年
九
月
六
日
に

は
上
皇
と
な
っ
た
平
城
上
皇
と
愛
妾
の

藤
原
薬
子
や
、
そ
の
兄
で
あ
る
藤
原
仲

成
な
ど
が
平
城
京
へ
の
遷
都
を
企
て

た
、
い
わ
ゆ
る
「
薬
子
の
変
」
が
お
こ

り
ま
す
。
嵯
峨
天
皇
側
が
直
ち
に
、
こ

の
変
を
お
さ
め
、
九
月
十
九
日
に
は
年

号
を
「
弘
仁
」
と
改
め
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
十
一
月

十
九
日
に
朝
堂
院
で
大
嘗
祭
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
木
簡
に
記
さ
れ
た
期
日
は

こ
の
よ
う
に
慌
た
だ
し
い
中
の
時
期
に

あ
た
る
も
の
で
、
山
作
り
そ
の
も
の
も

大
嘗
祭
に
関
係
す
る
も
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
、
土
の
中
か
ら
発
見
さ

れ
る
木
簡
と
い
う
一
つ
の
出
土
品
で
、

遺
構
の
年
代
、
当
時
の
役
所
の
位
置
や

労
賃
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
平
安

時
代
の
様
々
な
情
報
を
我
々
に
知
ら
せ

て
く
れ
ま
す
。
今
後
も
地
道
な
発
掘
調

査
を
続
け
る
こ
と
で
、
貴
重
な
資
料
の

成
果
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
、
平

安
京
あ
る
い
は
京
都
の
真
の
姿
を
甦
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

図 7　内酒殿出土木簡
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上
京

  

茶
会

　

11
月
７
日
、毎
秋
恒
例
の「
上

京
茶
会
」
が
、
北
野
天
満
宮 

明
月
舎
に
て
、
裏
千
家
に
よ
る

懸
釜
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
野
天
満
宮
は
、
区
民
の
皆

さ
ん
か
ら
「
天
神
さ
ん
」
の
愛

称
で
広
く
親
し
ま
れ
て
お
り
、

ま
た
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
北
野

大
茶
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で

も
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
を
縁
と

　

今
回
で
第
46
回
目
を
迎

え
た
「
上
京
薪
能
」
が
、
9

月
21
日
、
白
峯
神
宮
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

第
一
部
で
は
、
各
社
中
に
よ
る
舞
囃
子
、
仕
舞
、

琴
演
奏
が
披
露
さ
れ
、第
二
部
で
は
、

火
入
れ
式
を
執
り
行
っ
た
後
、
い

ち
ひ
め
雅
楽
会
舞
楽
「
打
毬

楽
」、
宮
城
社
・
麻
ノ
会
琴
演
奏

「
琉
球
民
謡
に
よ
る
組
曲
」、
金
剛

流
仕
舞
「
玉
之
段
」、
観
世
流
舞
囃

子
「
安
宅
」、
大
蔵
流
狂
言
「
因
幡
堂
」、

観
世
流
能
「
殺
生
石
」
な
ど
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

　

夕
闇
を
照
ら
す
か
が
り
火
の
も
と
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
幽

玄
の
世
界
に
、
多
く
の
来
場
者
が
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。

　昨年１１月、日頃から
熱心に水遣りや手入
れを続けているボラン
ティアの皆さんの手に
よって、上京区役所玄
関前の草花が冬の
装いとなりました。
　６月に動物などのかたちをしたトピアリーフレームが設
置されたゴールドクレストも、今夏の酷暑にも負けず、ゆっ
くりとではありますが確実に愛らしい姿に成長し続けてい
ます。
　園芸や環境に興味があり、継続して草花の手入れを
していただける方は、お気軽に区役所まちづくり推進課
まで御連絡ください。

区役所まちづくり推進課（電話４４１－５０４０）

し
た
献
茶
祭
が
現
在
で
も

続
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
茶
の
湯

文
化
に
も
馴
染
み
深
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

例
年
に
も
増
し
て
多
く
の

方
々
が
来
場
さ
れ
、
穏
や
か

な
秋
空
の
も
と
、
風
情
豊
か

な
お
茶
を
楽
し
み
ま
し
た
。

上
京
薪
能

た
ま
　

の
　

だ
ん

あ
た
か

せっ
し
ょ
う
せ
き

い
な
　

ば
　

ど
う

た 

ぎ
ゅ
う

ら
く



　「上京区民ふれあいまつり２０１０」が、１０月２４日に翔鸞小学校で開催されました。
　各学区・団体による模擬店では、もちつきや葉ぼたんの無料配布などがあり大盛況でした。

　また特設ステージでは、上七軒
の舞妓さんによる舞や翔鸞小
学校児童による鍵盤ハーモ
ニカの演奏・合唱などが
行われ、子どもからお年
寄りまでたくさんの方々が
集う楽しいおまつりとなり
ました。

　多様な文化への関心を高めることを目的に「上京区
民ふれあい文化大学」が、９月１８日に、上七軒歌舞
練場にて開催されました。
　今回は、約６０年ぶりに大改修された歌舞練場を見
学するとともに、花街文化研究会代表の太田達氏（「老
松」当主）に京都最古の花街である上七軒の歴史や
京の花街文化についてお話をしていただきました。
　後半には舞妓さんによる華やかな舞の披露があり、と
ても充実した講演会となりました。

　

11
月
28
日
に
「
上

京
区
民
ふ
れ
あ
い
史

蹟
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」

が
爽
や
か
な
秋
空
の

下
、
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
は
、
区
内

か
ら
飛
び
出
す
企
画
を
立
て
、
京
極
小
学
校
を
ス
タ
ー
ト

し
、
河
原
町
通
か
ら
葵
橋
を
渡
り
、「
下
鴨
神
社
」
そ

し
て
加
茂
川
河
川
敷
を
北
上
し
、「
上
賀
茂
神
社
」
ま
で

の
約
5.5
キ
ロ
を
歩
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
歴
史
説
明
を
受
け
、

加
茂
川
畔
の
美
し
さ
を
眺
め
な
が
ら
、
心
地
よ
い
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

上
京
区
民
ふ
れ
あ
い

史
蹟
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

上京区民ふれあい文化大学上京区民ふれあい文化大学

─ 1� ─

●表紙の題字　吉川蕉仙先生
　上京区 130 周年を記念して、題字を上京区在住の書家 吉

よし

川
かわ

蕉
しょう

仙
せん

先生に、揮
き

毫
ごう

していただきました。先生は京都学芸大学（現
京都教育大）卒、学生時代より日展に入選入賞を重ねられ、平成 19 年には内閣総理大臣賞を受賞されました。
　現在は京都橘大学名誉教授、日展評議員、京都書作家協会顧問等を務められ、活躍されています。
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「
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／大宮御所　小谷一之　撮影

は
る　
　
　
　
　
　

か
み

昼
：
コ
ー
ス
　

二
、一
〇
〇
〜

夜
：
コ
ー
ス
　

四
、二
〇
〇
〜

　

夜
は
ア
ラ
カ
ル
ト
メ
ニ
ュ
ー
も
ご
ざ
い
ま
す
。

営
業
時
間

昼
：
十
一
時
〜
十
四
時
三
十
分

　
　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
十
四
時
）

夜
：
十
七
時
〜
二
十
三
時

　
　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
二
十
二
時
三
十
分
）

〒
六
〇
四

－

八
〇
一
四

京
都
市
中
京
区
先
斗
町
四
条
上
ル
柏
屋
町
一
六
九

－

三

電   

話 

〇
七
五

－

二
二
一

－

〇
〇
一
一

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
五

－

二
二
一

－

〇
〇
一
五

ま
た
、
上
京
区
役
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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