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加
藤
類
子

美
術
史
家

千
利
休
を
描
い
た
二
人
の
画
家

｜
大
観
・
契
月

び 

か
た 

美 
　
テ
レ
ビ
の
大
河
ド
ラ
マ
は
、
織
豊
時
代
か
幕
末
か
、
概
ね
そ
の
辺
り
に
取
材
し

て
い
ま
す
が
、時
代
が
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、作
り
物
め
い
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

制
作
者
の
食
指
は
鈍
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
時
代
の
人
気
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
、
そ
の

辺
り
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
の

浅
井
三
姉
妹
も
、
や
は
り
秀
吉
や
家
康
や
淀
殿
を
中
心
に
展
開
し
て
ゆ
く
よ
う
で

す
。
そ
の
狂
言
廻
し
に
、
千
利
休
や
石
田
三
成
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
利

休
の
像
は
同
工
異
曲
と
い
う
か
、
ど
の
ド
ラ
マ
で
も
、
も
ど
か
し
い
、
物
足
り
な

い
想
い
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
利
休
賜
死
の
真
実
が
曖
昧
で
、
想
像
で
補
う
余

地
が
あ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ド
ラ
マ
の
利
休
像
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

冷
静
で
、
火
中
の
栗
は
拾
わ
な
い
リ
ア
リ
ス
ト
で
、
周
辺
の
覇
者
た
ち
を
、
芝
居

の
登
場
人
物
の
よ
う
に
舞
台
の
裾
か
ら
眺
め
て
い
る
姿
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と

で
す
。

　
利
休
の
遺
影
と
し
て
最
も
世
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
不
審
菴
所
蔵
の
〈
利
休

居
士
像
〉
で
す
が
、
筆
者
は
利
休
と
親
交
の
あ
っ
た
長
谷
川
等
伯
（
一
五
三
九
─

一
六
一
〇
）
と
伝
え
ら
れ
、
大
徳
寺
塔
頭
三
玄
院
の
住
職
春し

ゅ
ん

屋お
く

宗そ
う

園え
ん

が
賛
を
寄
せ

て
い
ま
す
。
利
休
没
後
間
も
な
く
制
作
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
か
ら
、
等
伯
に
と
っ

て
も
、
宗
園
に
と
っ
て
も
、
未
だ
利
休
の
面
影
は
目ま

交な
か

い
に
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
怜
悧
な
両
眸め

、
高
い
鼻
梁
、
薄
く
意
志
的
な
唇
な
ど
、
穏
や
か
な
う
ち
に
も
、

不
退
転
な
内
面
を
想
わ
せ
る
肖
像
画
で
す
。

　
以
後
三
百
年
余
、
近
代
の
日
本

画
家
た
ち
も
、
千
利
休
を
描
き
ま

し
た
。
一
人
は
横
山
大
観
で
す
。

大
観
は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）、

第
五
回
再
興
院
展
に
〈
千
与
四
郎
〉

を
出
品
し
ま
し
た
。
六
曲
一
双
の

屏
風
で
す
。
絹
地
に
裏
側
か
ら
金

箔
を
押
し
た
、
ほ
の
明
る
い
下
地

に
、
一
面
の
緑
に
覆
わ
れ
た
茶
室

の
露
地
を
画
き
、
そ
こ
に
晩
秋
ら

し
く
桜
紅
葉
や
ち
ら
ほ
ら
と
咲
き

始
め
た
山さ

茶ざ
ん

花か

も
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
清
潔
に
掃
き
清
め
ら
れ
た
庭

の
中
央
に
佇た

つ
の
は
、
若
き
日
の

千
与
四
郎
、
後
の
千
利
休
で
す
。

　
千
与
四
郎
が
同
じ
堺
在
住
で

あ
っ
た
町
衆

た
け

野の

紹じ
ょ
う

鷗お
う

に
茶
道
の

教
え
を
請
っ
た
の
は
、
十
代
の
末

の
頃
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

横山大観　千与四郎
1918（大正7）年
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す
が
、
横
山
大
観
の
こ
の
作
品
は
、
与
四
郎
入
門
時
の
逸
話
に
取
材
し
て
い
る
の

で
す
。
あ
ら
か
じ
め
下
男
に
命
じ
て
露
地
を
掃
除
さ
せ
て
お
い
た
紹
鷗
は
、
あ
ら

た
め
て
与
四
郎
に
掃
除
を
命
じ
ま
す
。
す
っ
か
り
掃
き
清
め
ら
れ
た
露
地
に
立
っ

た
与
四
郎
は
、
し
ば
ら
く
四
囲
を
見
渡
し
て
思
案
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
傍

ら
の
樹
を
揺
す
っ
て
枯
葉
を
落
と
し
ま
し
た
。一
点
の
塵
も
見
な
か
っ
た
露
地
に
、

は
ら
は
ら
と
葉
が
散
っ
て
、
何
と
も
好
も
し
い
風
情
を
醸
し
出
し
ま
し
た
。
物
陰

か
ら
こ
の
様
子
を
見
て
い
た
紹
鷗
は
与
四
郎
の
美
的
感
覚
の
尋
常
で
な
い
こ
と
を

感
じ
取
り
、
与
四
郎
の
才
を
愛
し
て
皆
伝
の
弟
子
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
大

観
の
画
く
与
四
郎
は
庭
箒
を
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
握
り
、
烱け
い

烱け
い

と
し
た
大
き
な
眼
で

周
囲
を
眺
め
て
い
ま
す
。
少
し
開
い
た
両
足
も
、
意
志
強
く
踏
み
し
め
る
如
く
で

す
。
与
四
郎
の
背
後
の
木
陰
や
竹
垣
の
辺
り
に
は
紅
葉
し
た
桜
の
病わ
く
ら

葉ば

が
散
っ
て

い
ま
す
。
大
観
は
こ
の
作
品
の
制
作
の
た
め
に
京
都
へ
赴
き
、
し
ば
ら
く
滞
在
し

て
、
藪
内
家
の
茶
室
や
そ
の
庭
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大

正
七
年
（
一
九
一
八
）
と
い
う
と
、
京
都
で
は
土
田
麦ば
く

僊せ
ん

や
小
野
竹ち
っ

喬き
ょ
う

、
村
上
華か

岳が
く

ら
が
国
画
創
作
協
会
を
結
成
し
て
、
文
展
（
文
部
省
美
術
展
覧
会
）
と
袂
を
分

か
っ
た
年
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
先
立
つ
大
正
三
年
、
前
年
の
岡
倉
天
心
の
逝

去
を
機
に
大
観
が
文
展
の
審
査
員
を
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
大
観
、
下
村
観

山
を
は
じ
め
、
日
本
美
術
院
の
主
だ
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
文
展
を
脱
退
し
、
新
た
に

再
興
日
本
美
術
院
を
創
設
し
て
東
京
日
本
橋
・
三
越
旧
館
に
お
い
て
、
第
一
回
展

を
開
催
し
ま
し
た
。
京
都
の
国
画
創
作
協
会
の
結
成
に
も
、
大
観
ら
の
動
き
が
刺

激
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
生
涯
尊
敬
し
て
止
ま
な
か
っ
た
天
心
や
盟
友
菱
田
春し
ゅ
ん

草そ
う

を
失
っ
た
こ
と
で
、
大

観
に
は
こ
の
時
期
、
大
き
な
責
任
感
と
抱
負
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
大
正
期
の
大
観
の
作
品
は
一
作
毎
に
作
風
を
変
え
つ
つ
も
、
お
お
む

ね
大
ら
か
で
、
時
に
は
墨
彩
、
時
に
は
琳
派
風
の
豊
か
な
装
飾
性
と
色
彩
を
展
開

し
つ
つ
、
自
在
の
境
地
に
遊
ん
で
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
後
期
か
ら
晩
期
の
墨
彩
、

雄
大
な
富
士
山
や
太
平
洋
の
描
写
が
好
き
だ
と
い
う
フ
ァ
ン
も
多
い
の
で
す
が
、

最
も
充
実
し
た
芸
術
は
、
こ
の
大

正
時
代
に
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
で
も
、

揭
出
の
〈
千
与
四
郎
〉
や
大
正
五

年
の
老
子
的
な
山
村
暮
ら
し
の
良

さ
を
表
わ
し
た
〈
作
右
衛
門
の
家
〉

は
、
豪
放
と
い
う
大
観
画
の
固
定

的
な
評
価
を
裏
切
る
よ
う
な
、
緻

密
な
自
然
観
察
や
、
や
ま
と
絵
の

伝
統
に
繋
が
る
鮮
明
な
色
彩
感
覚

に
よ
っ
て
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　
も
う
一
人
、
千
利
休
を
画
い
た

画
家
に
菊
池
契
月
（
一
八
七
九
─

一
九
五
五
）
が
あ
り
ま
す
。
横
山

大
観
が
若
き
日
の
、
自
信
に
満
ち

た
千
与
四
郎
を
、
六
曲
一
双
の
大

き
な
画
面
に
画
い
た
の
に
対
し
て
、

契
月
は
僅
か
十
号
程
度
の
麻
紙
に
、

薄
墨
と
淡
彩
に
よ
っ
て
、
晩
年
近

い
利
休
を
画
い
て
い
ま
す
。
か
す

か
に
微
笑
む
が
如
き
利
休
は
、
お

そ
ら
く
、
長
谷
川
等
伯
筆
と
さ
れ

る
〈
利
休
居
士
像
〉
を
参
考
に
し

た
も
の
で
し
ょ
う
。
薄
墨
の
法
衣

に
袈
裟
を
掛
け
、
端
然
と
坐
る
利

休
の
前
に
は
、
生
涯
愛
用
し
て
き

た
茶
道
具
の
姿
は
無
く
、
た
だ
簡
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素
な
竹
筒
の
花
入
れ
に
、
一
輪
の
小
菊
が
挿
さ
れ
て
い
る
の
み
で
す
。
秀
吉
よ
り

死
を
賜
っ
た
利
休
は
、
天
正
一
九
（
一
五
九
一
）
年
二
月
二
八
日
、
葭
屋
町
通
元

誓
願
寺
の
聚
楽
屋
敷
で
自
刃
し
ま
し
た
が
、
大
徳
寺
門
前
の
紫
野
屋
敷
に
建
て
た

茶
室
は
不
審
菴
と
名
付
け
、
利
休
居
士
、
不
審
菴
居
士
と
号
し
て
、
多
く
の
茶
事

を
取
り
し
き
り
、
多
く
の
貴
顕
名
士
と
茶
会
を
楽
し
み
ま
し
た
。
契
月
の
〈
不
審

庵
居
士
〉
は
、
全
て
の
身
の
囲
り
を
整
理
し
て
、
静
か
に
運
命
の
瞬
間
を
待
つ
利

休
の
姿
を
写
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
不
審
菴
で
の
あ
る
日
の
利
休
を
描
い

て
い
る
の
か
、
鑑
賞
す
る
人
々
が
想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、「
利
休
」

と
い
う
居
士
号
は
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
秋
、
秀
吉
が
催
し
た
禁
中
茶
会

の
後
見
役
に
選
ば
れ
た
際
、正お
お

親ぎ

町ま
ち

天
皇
よ
り
賜お
く

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
菊
池
契
月
は
円
山
応
挙
以
来
、
伝
統
的
に
写
生
派
の
多
い
京
都
の
画
壇
で
は

異
色
の
、
歴
史

画
を
得
意
と
す

る
画
家
で
し

た
。
長
野
市
に

近
い
、
下
高
井

郡
中
野
町
（
現

在
の
中
野
市
）

に
生
ま
れ
ま
し

た
。
初
め
は
南

画
家
の
児
玉
果

亭
に
絵
を
学
び

ま
し
た
が
、
や

が
て
出
奔
同
様

に
京
都
に
出
、

紆
余
曲
折
の

末
、
菊
池
芳ほ

う

文ぶ
ん

の
門
に
入
り
ま
し
た
。
芳
文
は
四
条
派
の
幸こ
う

野の

楳ば
い

嶺れ
い

門
下
の
四
天
王
の
一
人
と
言

わ
れ
た
成
長
株
で
、
す
で
に
多
く
の
弟
子
を
擁
し
、
竹
内
栖せ
い

鳳ほ
う

、
山
元
春し
ゅ
ん

挙き
ょ

、
都つ

路じ

華
香
ら
と
と
も
に
、
黎
明
期
の
京
都
画
壇
を
支
え
て
活
躍
し
ま
し
た
。
そ
の
芳

文
に
入
門
し
た
契
月
は
、
持
ち
前
の
忍
耐
力
と
精
進
で
頭
角
を
現
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
契
月
に
は
人
物
画
を
画
き
、
歴
史
画
を
画
く
夢
が
あ
り
、
花
鳥
や
山
水
中

心
の
京
都
の
画
壇
に
馴
染
む
こ
と
が
出
来
ず
、
ひ
そ
か
に
東
京
へ
移
ろ
う
と
決
意

を
固
め
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
契
月
の
誠
実
な
人
柄
に
惚
れ
込
ん
だ
師

匠
の
芳
文
か
ら
、
聟
養
子
と
し
て
菊
池
家
を
継
ぐ
こ
と
を
懇
請
さ
れ
、
契
月
は
悩

ん
だ
末
、
芳
文
の
娘
ア
キ
の
婿
と
し
て
菊
池
家
に
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
同
時
に

芳
文
塾
を
継
ぐ
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
明
治
三
九
年
の
こ
と
で
す
。
契
月
は
生

涯
官
展
に
活
躍
す
る
画
家
の
一
人
と
し
て
、
京
都
画
壇
の
一
翼
を
担
い
ま
し
た
。

育
て
ら
れ
た
後
進
は
多
く
、
妖
艶
な
美
人
画
を
画
く
画
家
も
輩
出
し
て
い
ま
す
。

謹
厳
な
印
象
の
あ
る
契
月
に
は
意
外
の
感
も
あ
る
こ
と
で
す
が
、
契
月
は
若
い
画

家
の
ユ
ニ
ー
ク
な
芽
は
摘
ま
ず
、
む
し
ろ
研
究
会
を
通
じ
て
、
自
由
に
制
作
さ
せ

た
の
で
し
ょ
う
。一
方
、契
月
自
身
は
、大
正
末
か
ら
院
展
の
画
家
た
ち
を
中
心
に
、

「
新
古
典
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
端
正
か
つ
理
知
的
な
ス
タ
イ
ル
が
台
頭
し
て
来
る

中
で
、
彼
等
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
勾こ

う

勒ろ
く

と
呼
ば
れ
る
細
く
し
な
や
か
な
輪

郭
線
を
用
い
て
、〈
敦
盛
〉、〈
朱
唇
〉、〈
桜
〉
な
ど
、
清
楚
で
清
潔
感
の
あ
る
名

作
を
次
々
に
世
に
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、晩
年
の
契
月
は
高
血
圧
に
悩
ま
さ
れ
、

次
第
に
公
務
か
ら
退
き
、
大
作
も
画
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
環
境
下
で

画
か
れ
た
の
が
、
小
品
の
歴
史
画
で
す
。
六
歌
仙
、
仏
画
、
戦
国
武
将
、
茶
人
な

ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
達
者
な
筆
で
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
小
品
は
、
大
き
な
展
覧
会

に
出
品
さ
れ
た
格
調
あ
る
作
品
と
は
別
趣
の
、
温
か
さ
と
寛
く
つ
ろ
ぎ
を
観
る
人
に
与
え

ま
す
。
揭
出
の
〈
不
審
庵
居
士
〉
も
、
そ
の
中
の
一
点
で
す
。
利
休
と
言
え
ば
、

厳
し
く
も
激
し
い
花
の
生
涯

0

0

0

0

を
連
想
し
が
ち
で
す
が
、
契
月
の
利
休
は
、
静
か
に
、

安
ら
ぎ
の
な
か
に
憩い

こ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

菊 池 契 月 　 不 審 庵 居 士 　 1 9 4 8 （ 昭 和 2 3 ） 年 頃 　 個 人 蔵

─ 4 ── 5 ─



上京歴史探訪館

築100年近くの小さな京の町家「上京歴史探訪館」では、
平安京以来の歴史・文化を有する最も京都らしいまち、上京
の歴史・魅力を発信しています。「虫籠窓」「通り庭」など町
家独特の造りを実際に目にしたり、町家の魅力などについて
の話を聞くことができます。周辺は、平安京の内裏（天皇の
居所）があった場所である一方、文政年間創業の老舗をは
じめとする町家が建ち並び、昔の風情が残っています。 

上京区文化振興会

本冊子の第１号から最新号までは、上京区のホームページから PDF 形式で閲覧していただけますの
で、ぜひご一読ください。　（http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/） 

発足以来約60年、
これからも上京区の文化振興に貢献します。

上京の魅力を再発見してみませんか！

「大路小路」（数字は冊子の発行号です。）

入館無料

http://kamigyo.doshisha.ac.jp/上京区下立売通智恵光院西入　TEL/FAX 812-2312（開館中のみ）

開 館 日　通年の土・日曜日
休 館 日　お盆（8月10日～17日）　年末年始（12月25日～１月10日）
開館時間　午前10時～午後4時

19 今出川通 25 下立売通 29 出水通

35

武者小路通

元誓願寺通

笹屋町通

39 椹木町通

20 大宮通 26 千本通 30 室町通 40 天神道

21 寺之内通

27

上長者町通

下長者町通

中長者町通

31 上御霊前通 41 油小路通

22 堀川通 32 浄福寺通 36 智恵光院通

23 一条通 33 中立売通 37 上立売通

24 寺町通 28 烏丸通 34 小川通 38 新町通

　上京区文化振興会は、昭和33年に結成されて以来、様々な文化事

業の開催を通じて上京区の文化の普及と啓発に努めています。昭和

40年から毎年開催している上京茶会と上京薪能は、上京を代表する

文化事業として区民に親しまれています。

　本冊子「上京－史蹟と文化」は、上京区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き、文化資源の貴重

さを再発見し、関心を高めていただこうと上京区文化振興会

が編集し、上京区民ふれあい事業として年2回発行していま

す。シリーズ「上京の大路小路」では、史蹟や歴史的な背景を

織り交ぜながら上京区の通りを紹介しています。

むし　こ　まど
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油
小
路
通

油
小
路
通

　

油
小
路
通
は
南
北
に
走
る
縦
通
り
と

し
て
は
最
も
長
い
道
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
北
端
が
加
茂
川
に
近

い
竹
殿
南
通
に
始
ま
り
、
南
端
は
近
鉄

上
鳥
羽
口
駅
に
近
い
府
道
中
山
稲
荷
線

ま
で
の
九
・
二
キ
ロ
に
及
び
ま
す
。
平

安
京
で
は
一
条
大
路
か
ら
九
条
大
路

ま
で
貫
く
幅
四
丈
（
約
一
二
メ
ー
ト

ル
）
の
小
路
で
し
た
。
北
区
に
属
す
る

鞍
馬
口
通
よ
り
北
は
近
代
の
都
市
計
画

に
よ
る
新
し
い
街
路
で
す
。
ま
た
南
の

方
は
東
海
道
線
の

ガ
ー
ド
下
か
ら
堀

川
通
と
合
流
し
て

広
い
都
市
計
画
道

路
と
な
り
ま
す
。

も
と
も
と
油
小
路

通
は
、
東
洞
院
通

と
と
も
に
竹
田

街
道
に
接
続
し
ま

す
。
竹
田
の
北
向

不
動
尊
の
近
く
に

あ
る
大
き
な
道
標
に
は
、
そ
れ
が
表
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
上
京
区
最
北
部
、
鞍
馬
口

通
と
上
立
売
通
と
の
間
は
小
川
通
と
呼

ば
れ
て
中
断
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は

妙
覚
寺
や
表
千
家
・
裏
千
家
が
あ
り
、

小
川
が
こ
こ
を
流
れ
て
い
る
の
で
す
。

や
が
て
小
川
は
暗あ
ん

渠き
ょ

に
な
っ
て
東
へ
折

れ
、
さ
ら
に
南
へ
流
れ
、
一
条
通
を
西

へ
、
堀
川
に
合
流
し
て
い
ま
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
本
来
の
油
小
路
通
は
上
立

売
通
か
ら
南
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

今
の
上
京
区
域
に
当
た
る
平
安
京
の

油
小
路
は
一
条
大
路
か
ら
南
が
官か
ん

衛が

街

で
、
縫ぬ
い

殿と
の

町
・
帯た
て

刀わ
き

町
・
女に
ょ

官か
ん

町
・
左さ

近こ
ん

町
・
左さ

兵ひ
ょ
う

衛え

町
・
東ひ
が
し

囚の

獄ひ
と
や

・
高か

陽や
の

院い
ん

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
末
期

に
な
る
と
平
安
宮
（
大
内
裏
）
が
衰
退

し
、
内
野
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
荒
地
と

な
り
、
中
世
末
に
は
応
仁
の
乱
に
よ
っ

て
さ
ら
に
荒
廃
が
進
み
ま
す
。
こ
う
し

た
中
に
も
竹
田
街
道
に
接
続
す
る
街
路

光 悦 京 屋 敷 跡 碑

上京の史蹟　その 23

油 小 路 通

おおじ こうじおおじ こうじ

あぶらの　　こう　　　　じ　　　どおり
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と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
直
線
の
ま
ま
現
在

に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

光
悦
京
屋
敷

光
悦
京
屋
敷

　

油
小
路
今
出
川
上
る
の
東
側
、
民
家

の
角
に
「
本
阿
弥
光
悦
京
屋
敷
跡
」
の

石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和

六
十
一
年
に
上
京
区
文
化
振
興
会
が
区

内
の
史
蹟
を
顕
彰
し
た
事
業
の
一
つ
で

す
。
こ
の
地
に
は
室
町
時
代
初
期
か
ら

刀
剣
の
研と

ぎ
、
拭ぬ
ぐ

い
、
目め

利き
き

の
い
わ
ゆ

る
三
業
を
も
っ
て
生
業
と
し
て
い
た
本ほ
ん

阿あ

弥み

家
が
代
々
の
屋
敷
と
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
、「
本
阿
弥
辻
子
」
の
名
が
遺
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
本
阿
弥
家
歴
代
の
中

で
も
芸
術
史
上
に
功
績
を
残
し
た
光
悦

が
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）、
こ
の

地
に
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　

光
悦
は
そ
の
本
業
で
あ
る
三
業
に
お

い
て
達
人
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
ま

し
た
が
、
そ
の
天
性
の
高
雅
な
芸
術
的

人
間
性
は
、
特
に
書
道
に
、
茶
道
に
気

韻
あ
ふ
れ
る
美
的
境
地
を
開
い
た
の

で
す
。
天
下
の
数
奇
者
の
敬
仰
を
集

め
た
光
悦
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）

五
十
八
歳
の
時
、
徳
川
家
康
か
ら
洛
北

の
鷹
峯
の
地
を
拝
領
し
、
寛
永
十
四
年

（
一
六
三
七
）、
そ
の
八
十
歳
の
生
涯
を

終
わ
る
ま
で
の
晩
年
を
鷹
峯
の
光
悦
村

で
風
流
の
一
生
を
送
り
ま
し
た
。
風
月

を
楽
し
ん
だ
光
悦
の
基
礎
を
作
っ
た
地

と
し
て
往
時
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
る
も

の
で
す
。慶

長
天
主
堂

慶
長
天
主
堂

　

白
峯
神
宮
の
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
の
巨
樹

を
右
に
今
出
川
通
を
越
え
、
元
誓
願
寺

通
の
西
南
角
に
「
慶
長
天
主
堂
跡
」
の

石
碑
が
あ
り
ま
す
。
金
網
越
し
に
説
明

板
を
見
る
と
次
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
頃
に
復
興

し
た
ヤ
ソ
会
の
天
主
堂
教
会
が
こ
の
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。
織
田
信
長
の
保

護
の
も
と
に
本
格
化
し
、
南
蛮
寺
も

建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
天
正
十
五
年

（
一
五
八
七
）、
豊
臣
秀
吉
が
宣
教
師
追

放
令
で
弾
圧
し
ま
し
た
。秀
吉
の
死
後
、

宣
教
師
ら
は
布
教
の
許
可
を
得
て
寺
の

再
建
に
努
力
し
ま
す
。関
ヶ
原
合
戦
後
、

徳
川
政
権
の
確
立
に
よ
り
再
び
布
教
が

自
由
と
な
り
、
こ
の
地
に
天
主
堂
が
復

興
さ
れ
ま
し
た
。
旧
南
蛮
寺
よ
り
美
し

い
建
物
と
い
わ
れ
、宣
教
師
が
常
駐
し
、

ミ
サ
が
行
わ
れ
て
、
付
近
に
は
学
校
も

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
慶
長
十
七

年
（
一
六
一
二
）、
幕
府
は
キ
リ
シ
タ

ン
の
大
弾
圧
を
開
始
し
、
天
主
堂
も
焼

き
は
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

樂
家
・
樂
美
術
館

樂
家
・
樂
美
術
館

　

一
条
通
を
越
え
た
西
側
に
千
家
十
職

の
一
つ
、
樂ら
く

家
の
住
宅
と
樂
美
術
館
が

あ
り
ま
す
。
樂
家
は
安
土
桃
山
時
代
の

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
没
し
た

（
生
年
不
詳
）
樂
長
次
郎
を
初
代
と
す

る
軟
陶
質
の
樂
焼
茶
碗
を
生
業
と
し
て

十
五
代
を
数
え
ま
す
。

慶 長 天 主 堂 跡 碑
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樂
家
の
住
宅
は
主
屋
を
は
じ

め
蔵
や
窯
場
・
茶
室
・
表
門
な

ど
九
件
が
国
の
登
録
有
形
文
化

財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
前

期
に
建
て
ら
れ
、
代
々
の
樂
焼

の
窯
を
継
承
し
て
き
た
陶
芸
家

の
自
邸
で
あ
り
、
作
陶
家
の
住

職
一
致
の
姿
を
よ
く
残
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
貴
重
で
す
。
表
門

の
格
子
を
通
し
て
見
え
る
主
座

の
暖
簾
に
は
「
樂
焼
御
ち
ゃ
わ

ん
屋
」
の
文
字
が
見
え
、
本
阿

弥
光
悦
の
筆
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
主
屋
の
外
観
は
町
家
風

で
す
が
、
内
部
は
意
匠
を
凝
ら

し
た
数
寄
屋
普
請
で
、
千
家
十

職
を
意
識
し
た
屋
敷
全
体
が
保
存

さ
れ
て
お
り
、
黒
樂
窯
と
赤
樂
窯

や
土
小
屋
な
ど
が
今
も
使
わ
れ
て

い
る
の
は
上
京
の
誇
り
で
す
。

　

樂
家
は
中
国
系
渡
来
陶
工
で

あ
っ
た
阿あ

米め

也や

の
長
男
、
長
次
郎

が
瓦
を
焼
い
て
い
た
の
で
す
が
、

千
利
休
の
指
導
に
よ
り
茶
碗
を
焼

く
よ
う
に
な
り
、
天
正
十
六
年

（
一
五
八
八
）
に
秀
吉
に
召
さ
れ
て
窯

を
聚
楽
第
で
開
き
、
聚
楽
焼
の
名
を
与

え
ら
れ
て
「
樂
」
の
印
を
許
さ
れ
、
そ

れ
を
以
っ
て
姓
と
し
ま
し
た
。
代
々
、

吉
左
衛
門
を
名
乗
り
、
そ
れ
ぞ
れ
下
に

「
入
」
の
字
が
つ
く
陶
号
を
受
け
つ
い

で
い
ま
す
。

　

先
代
が
創
設
さ
れ
た
樂
美
術
館
が
南

側
に
隣
接
し
、
樂
家
四
百
五
十
年
の
伝

樂 家 住 宅

樂 美 術 館

樂 家 の れ ん
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統
を
伝
え
る
た
め
に
、
財
団
法
人
と
し

て
、
そ
の
伝
来
品
を
公
開
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
初
代
長
次
郎
の
作
に
な
る
「
二
彩
獅

子
像
」
を
は
じ
め
一
千
点
が
所
蔵
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
歴
代
の
樂
茶
碗
で
抹

茶
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
特
別
観

賞
会
な
ど
も
開
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
少
し
南
へ
行
く
と
、
中
立

売
通
の
角
に
旧
西
陣
電
話
局
の
建
物
が

見
え
ま
す
。
こ
れ
は
若
く
し
て
逝
っ
た

建
築
家
、
岩
元
禄
の
唯
一
残
る
建
造

物
と
し
て
保
存
が
図
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
最
近
国
の
重
要
文
化
財
の
指

定
を
受
け
ま
し
た
。（
詳
し
く
は
本
誌

三
十
三
号
の
「
大
路
小
路
・
中
立
売
通
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　

こ
の
先
、
上
京
区
域
に
は
特
記
す
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
目
立
た
な

い
街
路
な
が
ら
、
最
後
は
高
速
道
路
に

接
続
し
、
一
方
は
堀
川
通
に
も
つ
な
が

り
、
京
都
の
南
北
を
直
結
す
る
幹
線
道

路
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

（
出
雲
路
敬
直
）旧 西 陣 電 話 局

丸
太
町

椹
木
町

下
立
売

出

　水

下
長
者
町

上
長
者
町

中
立
売

一

　条

元
誓
願
寺

今
出
川

上
立
売 寺

之
内

（小川通）

上
御
霊
前 鞍

馬
口

aburano koji dori
旧
西
陣
電
話
局

慶
長
天
主
堂
跡

光
悦
京
屋
敷
跡

表
千
家

裏
千
家

白
峯
神
宮

樂
家
住
宅

樂
美
術
館
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上
京
の
埋
蔵
文
化
財

─

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス（
相
国
寺
旧
境
内
）の
発
掘
調
査

─
─

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス（
相
国
寺
旧
境
内
）の
発
掘
調
査

─

１
．
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
前
史

　

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
新
校
舎
の
建
設

に
伴
い
、
二
〇
一
〇
年
八
月
十
六
日
か

ら
発
掘
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
新
棟

主
要
部
の
発
掘
調
査
は
二
〇
一
一
年

三
月
末
日
を
も
っ
て
終
了

し
、
今
年
度
は
小
規
模
な

面
積
の
発
掘
調
査
を
断
続

的
に
ほ
ぼ
一
年
間
か
け
て

実
施
し
て
い
き
ま
す
。
今

出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
か

つ
て
は
相
国
寺
の
旧
境
内

（
南
西
部
）
に
位
置
し
て

い
ま
し
た
。
相
国
寺
は
永

徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に

室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
足

利
義
満
（
一
三
五
八
～

一
四
〇
八
）
に
よ
っ
て
創

建
さ
れ
た
禅
宗
寺
院
で
す
。

義
満
の
将
軍
邸
室
町
第
（
花

の
御
所
）
は
、
相
国
寺
の

西
隣
り
に
位
置
し
、
同
志
社
大
学
寒
梅

館
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
で
関
連
遺
構

が
見
つ
か
り
、
一
部
が
保
存
さ
れ
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
開
山
は
夢
窓
疎
石
。
相

国
寺
は
そ
の
後
、
火
災
や
戦
乱
に
幾
度

と
な
く
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
都
度
再

建
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
あ
る
中
心

建
物
の
一
つ
で
あ
る
法
堂
は
、
豊
臣
秀

頼
（
一
五
九
三
～
一
六
一
五
）
の
寄
進

に
よ
る
も
の
で
、
大
半
は
江
戸
時
代
以

降
に
造
営
さ
れ
た
建
物
で
す
。
幕
末
に

な
る
と
西
国
雄
藩
の
一
つ
薩
摩
藩
が
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
相
国
寺
か

ら
土
地
を
借
り
て
当
地
に
屋
敷
地
（
二

本
松
屋
敷
）
を
構
え
ま
し
た
。
以
後
幕

末
京
都
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
拠
点
と
し

て
、
歴
史
的
に
重
要
な
場
と
し
て
度
々

登
場
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
薩
長
盟

約
の
文
書
に
坂
本
龍
馬
が
朱
書
で
記
し

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
薩
摩
藩
邸
に
お

い
て
で
し
た
。
そ
し
て
幾
許
か
の
時
を

経
て
同
志
社
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
い
く
の
で
す
。

調査地の位置（1：10000）

写真１　室町時代の礫敷き道路写真２　戦国時代の堀

京都御苑

相国寺

承天閣美術館

烏丸中学校

冷泉邸

同志社大学

寺之内通

上立売通
同志社大学

今出川通

室
町
通

烏
丸
通

同志社女子大学

室町キャンパス

今出川キャンパス
発掘調査地

同志社大学
新町キャンパス

室町小学校

0 100    200 300 400             500m
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２
．
発
掘
調
査
の
概
要　

　

実
に
多
く
の
遺
構
・
遺
物
が
出
土
し

ま
し
た
が
、
そ
の
大
半
は
相
国
寺
に
関

連
す
る
も
の
で
す
。

　

相
国
寺

　

創
建
期
の
遺
構
面
は
地
表
面
か
ら
約

一
．
七
ｍ
下
で
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
以

後
、
再
建
に
よ
っ
て
造
成
に
よ
る
盛
り

土
が
行
わ
れ
、
地
盤
の
か
さ
上
げ
が
な

さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

創
建
頃
の
主
な
遺
構
は
水
路
と
道
路

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
水
路
は
南
北
に
直

線
的
に
走
る
幅
十
ｍ
、
深
さ
一
．
四
ｍ

に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
、
も
と
も

と
自
然
流
路
で
あ
っ
た
も
の
を
傾
斜
面

に
礫れ
き

を
あ
し
ら
っ
た
り
、
部
分
的
に
石

垣
を
組
ん
だ
り
し
て
大
規
模
に
整
備
を

行
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
ま

た
水
路
の
堤
上
に
は
道
路
状
の
礫
敷
遺

構
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
（
写
真
１
）。

そ
の
他
、
礎
石
建
物
や
溝
・
土
坑
等
数

多
く
の
遺
構
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
遺

物
で
は
、
水
路
埋
土
か
ら
出
土
し
た
底

部
に
「
鹿
」
と
墨
書
さ
れ
た
古
瀬
戸
碗

が
注
目
さ
れ
ま
す
（
写
真
３
）。
近
世

の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
調
査
地
南
半
に

は
「
鹿
苑
院
」
と
い
う
塔
頭
が
存
在
し

て
お
り
、
塔
頭
鹿
苑
院
の
「
鹿
」
を
示

す
可
能
性
が
指
摘
で
き
、
鹿
苑
院
が
創

建
当
初
か
ら
こ
の
近
辺
に
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
鹿
苑
院
は
足
利
義
満

の
位
牌
が
祀
ら
れ
、
中
世
禅
宗
社
会
に

お
い
て
権
力
を
有
し
た
塔
頭
で
す
。
そ

の
一
端
が
今
回
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で

す
。

　

ま
た
鹿
苑
院
に
関
す
る
他
資
料
と
し

て
「
鹿
苑
衆
寮
」
と
墨
書
さ
れ
た
白
磁

皿
（
十
五
世
紀
）
や
江
戸
時
代
の
土
地

の
境
界
を
示
す
石
柱
に
「
鹿
苑
」
の
文

字
を
刻
ん
だ
も
の
が
出
土
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
連
綿
と
「
鹿
苑
院
」

が
当
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。

　

時
代
は
下
っ
て
、
戦
乱
の
世
の
幕
開

け
と
も
い
え
る
応
仁
・
文
明
の
乱
に
相

国
寺
は
焼
失
し
、
そ
の
再
建
の
様
子
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
水

路
は
完
全
に
埋
め
ら
れ
、
敷
地
全
体
が

大
幅
に
盛
土
造
成
さ
れ
ま
し
た
。
調
査

地
の
南
側
で
は
直
径
一
ｍ
を
越
え
る
掘

り
方
で
、
柱
の
土

台
と
な
る
礎
石
を

支
え
る
根
固
石
を

六
か
所
確
認
で
き

ま
し
た
。柱
間
四
．

五
ｍ
程
を
測
り
、

掘
り
方
・
根
固
石

の
規
模
か
ら
重
厚

感
の
あ
る
建
物
が

想
定
で
き
、
瓦
を

葺
く
仏
堂
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

さ
ら
に
桐
の
紋

様
を
も
つ
十
五
世

紀
代
の
瓦
が
数
多

く
出
土
し
ま
し
た

（
写
真
４
）。
桐
紋

は
後
醍
醐
天
皇
か

ら
足
利
尊
氏
が
下

賜
さ
れ
た
も
の

で
、
足
利
将
軍
家

が
代
々
使
用
し
た

家
紋
の
一
つ
で

す
。足
利
将
軍
家
・

写真３「鹿」墨書古瀬戸碗

写真４　桐紋軒丸瓦

●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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相
国
寺
に
と
っ
て
極
め
て
意
味
の
あ
る

瓦
と
考
え
ら
れ
、
重
要
な
建
物
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

調
査
区
の
西
方
で
は
南
北
に
走
る
断

面
台
形
の
大
溝
（
幅
四
ｍ
、
深
さ
一
．

四
ｍ
、
長
さ
十
六
ｍ
以
上
）
が
二
条
見

つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
２
）。
山
科
本

願
寺
や
城
郭
に
共
通
す
る
鍵
の
手
状
に

屈
曲
す
る
部
分
が
み
ら
れ
、
防
御
機
能

を
兼
ね
て
い
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
時

期
は
出
土
遺
物
か
ら
十
六
世
紀
中
頃

（
戦
国
時
代
）
で
、
当
地
一
帯
は
数
多

く
の
戦
場
地
と
し
て
史
料
上
に
み
ら
れ

ま
す
。
溝
の
規
模
・
形
状
等
か
ら
相
国

寺
を
防
衛
す
る
機
能
を
持
つ
堀
状
施
設

と
し
て
掘
削
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）

洛
中
絵
図
の
相
国
寺
境
内
の
西
限
と
一

致
す
る
た
め
、
こ
の
溝
の
位
置
が
相
国

寺
境
界
線
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
く

よ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
大
溝
の

間
に
石
垣
を
両
側
に
組
ん
だ
直
線
的
に

延
び
る
溝
（
幅
四
．
五
ｍ
、
深
さ
〇
．

六
ｍ
、
長
さ
十
六
ｍ
以
上
）
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
時
期
は
十
五
世
紀
（
創
建

期
ま
で
遡
る
か
は
要
検
討
）
で
、
こ
の

溝
が
十
六
世
紀
中
頃
以
前
の
相
国
寺
境

内
西
限
を
示
す
境
界
溝
で
あ
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

薩
摩
藩
邸
（
二
本
松
屋
敷
）

　

大
き
な
成
果
が
あ
が
る
こ
と
を
期
待

し
て
調
査
に
臨
ん
だ
薩
摩
藩
邸
跡
で
し

た
が
、
残
念
な
が
ら
薩
摩
藩
邸
跡
に
関

す
る
確
実
な
遺
構
は
見
出
す
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
薩
摩
藩
邸
が
あ
っ

た
遺
構
面
は
地
表
面
か
ら
わ
ず
か
に

四
〇
㎝
程
と
浅
く
ほ
ぼ
同
一
面
上
で
開

墾
の
痕
跡
を
示
す
土
層
が
各
所
で
認
め

ら
れ
、
比
較
的
早
い
段
階
に
藩
邸
は
解

体
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
遺
物
で
は
注
目
す
べ
き
資
料
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
丸
に
十
字
の
入
っ

た
紋
様
を
あ
し
ら
っ
た
染
付
の
筒
形
茶

碗
（
口
径
六
．
六
㎝
、高
さ
五
．
一
㎝
）

が
一
点
出
土
し
た
の
で
す
（
写
真
５
）。

産
地
同
定
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で

す
が
、
時
期
は
幕
末
頃
で
問
題
な
い
と

理
解
さ
れ
る
資
料
で
す
。
紋
様
は
島
津

家
の
家
紋
で
あ
り
、
か
つ
て
こ
こ
に
薩

摩
藩
邸
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
古
学
的

に
証
明
す
る
資
料
で
す
。
同
志
社
敷
地

内
に
は
薩
摩
藩
に
関
係
す
る
遺
産
は
現

在
な
く
、
一
点
と
は
い
え
こ
の
資
料
は

混
迷
す
る
幕
末
政
局
動
乱
の
中
で
薩
摩

藩
が
活
躍
し
た
そ
の
足
跡
を
示
す
貴
重

な
資
料
と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
他
、「
新
島
先
生
之
遺
品
」
と

呉
須
で
記
さ
れ
た
特
異
な
形
を
し
た
土

器
が
出
土
し
ま
し
た
。
一
緒
に
出
土
し

た
他
の
遺
物
の
よ
う
な
日
常
品
と
は
考

え
に
く
い
土
器
で
、
特
殊
な
用
途
に
使

わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
用
途

に
つ
い
て
は
文
字
の
判
読
同
様
、
今
後

さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
が
、

か
つ
て
付
近
に
理
化
学
教
室
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
理

化
学
実
験
の
際
に
使
用
し
た
も
の
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た

同
志
社
関
係
の
資
料
も
今
回
出
土
し
て

お
り
、
同
志
社
の
歴
史
を
考
え
る
考
古

学
資
料
と
し
て
極
め
て
貴
重
と
い
え
ま

す
。

３
．
お
わ
り
に

　

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
界
隈
は
、
室
町

写真５　島津家家紋染付碗

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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時
代
に
お
い
て
は
日
本
の
中
心
地
で
あ

り
、
そ
し
て
幕
末
動
乱
期
に
お
い
て
は

様
々
な
歴
史
の
重
要
な
舞
台
と
な
り
、

そ
う
し
た
歴
史
の
重
層
性
が
今
回
の
発

掘
調
査
に
よ
っ
て
改
め
て
浮
き
彫
り
に

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
地
に
同
志

社
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
極

め
て
重
要
で
、
今
後
広
く
発
信
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館　
　

准
教
授　

浜
中
邦
弘

相国寺年表
年

永徳２年（1382）

永徳３年（1383）

至徳３年（1386）

嘉暦２年（1388）

明徳２年（1391）

明徳３年（1392）

応永元年（1394）

応永３年（1396）

応永５年（1398）

応永６年（1399）

応永８年（1401）

応永 10 年（1403）

応永 11 年（1404）

応永 23 年（1416）

応永 25 年（1418）

応永 32 年（1425）

応永 34 年（1427）

永享３年（1431）

永享８年（1436）

寛正７年（1466）

応仁元年（1467）

文明２年（1470）

文明 10 年（1478）

延徳２年（1490）

永正５年（1508）

天文 20 年（1551）

慶長 10 年（1605）

慶長 14 年（1609）

慶長 20 年（1615）

元和６年（1620）

承応２年（1653）

寛文６年（1666）

天明８年（1788）

寛政９年（1797）

文化４年（1807）

天保 13 年（1842）

文久２年（1862）

月　日

10 月 3日

10 月 29 日

12 月２日

７月 10 日

７月 10 日

４月 14 日

11 月３日

９月 24 日

11 月 28 日

４月２日

６月 25日

９月 15 日

３月５日

６月３日

４月３日

１月９日

３月３日

８月

８月 14日

７月 26 日

11 月３日

６月 27 日

12 月 20 日

10 月２日

10 月３日

10月 21 日

10 月６日

10月

７月 14 日

10 月８日

４月３日

７月７日

２月 20日

８月 18 日

５月 10 日

１月 30 日

６月 24 日

９月６日

９月９日

1月７日

９月

事　項

足利義満、寺院建立の意図をのべ、寺号を承天相国寺とする

仏殿・法堂立柱

義満、義堂周信の勧めにより、寺号を相国承天禅寺と改める

義満、相国寺を五山第二位とする

僧堂落慶

法堂開堂

相国寺大塔の基礎を定める

相国寺直歳寮より出火、諸堂寮舎が炎上する

仏殿・山門立柱

法堂落慶

鹿苑院三重塔落慶

相国寺大塔供養

幕府、相国寺を五山第一位とする

雷火により大塔炎上

義満、相国寺大塔を北山に移すため立柱の儀を行う

北山に移した大塔が落雷により焼失。相国寺内に再び移転再建が計画される

北小路今出川より出火、法界門・薬師堂・門前八町が焼亡

法界門建立

相国寺火災により寺内七堂以下、方丈・文庫・鐘楼・諸塔頭が炎上する

相国寺山門・鹿苑院仏殿立柱

仏殿上棟・法界門立柱

僧堂落慶

延暦寺僧兵、相国寺付近で京極の入道と武力衝突、鹿苑院三重塔他、諸建物が焼失

山名方の攻撃により、大塔を残して伽藍焼失（応仁の乱）

相国寺大塔が落雷により焼失

法堂上棟、仮仏殿立柱

火事により、相国寺門前等が焼ける

幕府、相国寺を再興する

細川晴元方、相国寺に陣取り三好方と戦う。兵火により伽藍焼亡

豊臣秀頼、法堂・鐘楼を造営する

山門落慶

幕府、五山十刹諸山諸法度を発布し、鹿苑僧録を廃止する

新町、京町屋より出火、相国寺方丈、開山塔、鹿苑院以下諸塔頭が焼亡

後水尾天皇、三重宝塔を再建

後水尾天皇、崇寿院（開山塔）を再興する

天明の大火により、法堂ほか数院を除いて伽藍焼失

総門再造

開山塔諸堂落成

方丈上棟

鐘楼再造

薩摩藩、二本松屋敷造営に伴い、鹿苑院および瑞春院藪地ならびに門前五ケ町、計
6946 坪９分強を貸与する

ぎどうしゅうしん

しょうろう

しっすいりょう

はっとう

ろくおんいん

ろくおんそうろく

すうじゅいん
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みんなで花を咲かそう

「みんなで花を咲かそう」活動

活動活動

プリザーブドフラワーアレンジメント講習会

　日頃から熱心に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、区役
所玄関前の草花がきれいに育ち、庁舎に彩りを添えています。ウサギやクマ、イル
カなど 5 つの形に剪定されているゴールドクレストにお気づきですか。区役所にお
越しの際は、愛らしい姿をお楽しみください。
　この活動に興味があり、継続して水やりなどのお手入れをしていただける方
は、区役所まちづくり推進課までお気軽にお問合わせください。（電話 441-5040）

　今人気のプリザーブドフラワーを使った「アレンジメント講習会」が 3月12
日に上京区役所において開催されました。
　講師に NPO 法人フラワーアーティスト育成協会理事の辻井康雄氏をお招
きし、参加者は10年以上も保存可能なプリザーブドフラワーを使って、思い思
いにイメージしたオリジナルの作品を、和気あいあいと楽しく作り上げました。

　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「
お
と
う
と
」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
も
、
日
本
語
字
幕
と
音
声
ガ
イ
ド
に
よ
る

場
面
ご
と
の
説
明
が
つ
い
て
お
り
、
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
九
百
名
の
方

が
来
場
さ
れ
、
家
族
の
絆
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
、

感
動
に
包
ま
れ
た
上
映
と
な
り
ま
し
た
。

　恒
例
の
「
上
京
茶

会
」
が
六
月
二
十
六

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
。

　書
院
で
の
本
席
と
、
名
庭

「
四
海
唱
導
の
庭
」を
眺
め
な
が

ら
大
客
殿
で
い
た
だ
く
副
席
の

二
席
で
お
茶
を
味
わ
い
、
初
夏

の
ひ
と
と
き
、
広
い
境
内
に
と

き
お
り
心
地
よ
い
風
が
流
れ
る

中
、
贅
沢
な
時
間
を
過
ご
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

上
京
区
憲
法
月
間「
映
画
の
つ
ど
い
」

─ 14 ─



「
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
五
時

　
　
　
　
（
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
）

〒
六
〇
四

－

八
〇
一
四

京
都
市
中
京
区
先
斗
町
四
条
上
ル
十
メ
ー
ト
ル
西
側

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
。

あじわい
￥5,000

￥1,500

レストラン

毎週日曜日はお得な
ランチバイキングを
しております

11：30～14：00

おひとり

～花束
　　　アレンジメント
　　　グリーンバスケット
　　　　　　　スタンド花　etc. ～

tel 075-414-8700
fax 075-414-7787

本店2F　プリザープドフラワー専門店
長岡店　長岡京市1丁目セブン通り tel&fax 075-957-0187
大津店　大津市ロイヤルオークホテルスパ＆ガーデンズ内 tel&fax 077-545-5587

フラワーアレンジメント教室　開催中！

http://www.hanakobo.co.jp

学校法人 北野幼稚園
京都市上京区御前通一条下る　　（北野天満宮バス停下車南１0０m）

創
立
以
来
七
十
六
年
に

わ
た
っ
て
、

和
や
か
な
家
庭
的
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
つ
つ

就
学
前
教
育
の

本
流
を
め
ざ
し
て
、

保
育
を
続
け
て

参
り
ま
し
た
。

幼
児
た
ち
は

楽
し
い
遊
び
を
通
し
て
、

人
生
に
必
要
な
生
き
る

力
の
す
べ
て
を
手
に
し
ま
す
。

℡.463-0111㈹
http://homepage3.nifty.com/kyotokitano_k/

─ 14 ─
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