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宮
西
入
桝
屋
町

　
博
朗
さ
ん
の
お
祖
父
さ
ん
は
、
千
本
一
条
で
代
々
味
噌
醤
油
問
屋
を
商
う

お
店
の
旦
那
さ
ん
で
し
た
が
、
小
鼓
に
秀
で
た
技
を
持
ち
、
プ
ロ
に
な
っ
た

方
で
す
。
鼓
方
は
数
え
年
の
六
歳
六
月
六
日
に
小
鼓
を
始
め
、
同
じ
く
九
歳

に
初
舞
台
を
踏
み
ま
す
が
、
舞
台
度
胸
を
つ
け
る
た
め
に
本
当
は
も
っ
と
早

く
か
ら
小
鼓
に
触
っ
て
お
稽
古
さ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
博
朗
さ
ん
が

十
六
歳
の
と
き
、
大
き
な
波
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
師
匠
で

あ
る
お
祖
父
さ
ん
と
お
父
さ
ん
を
次
々
と
亡
く
さ
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
第

二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
、
博
朗
さ
ん
も
徴
兵
さ
れ
ま
し
た
。

　「
仕
事
は
音
楽
関
係
や
て
言
う
た
ら
通
信
兵
に
さ
れ
ま
し
た
。
信
号
の
符

　
能
楽
の
幸こ
う
り
ゅ
う
こ
つ
づ
み
か
た

流
小
鼓
方
、
人
間
国
宝
・
曽
和
博ひ
ろ
し朗
さ
ん
は
小
鼓
方
の
長
老
と
し
て

八
十
年
の
芸
歴
を
持
ち
、
今
年
四
月
二
十
七
日
に
米
寿
を
お
迎
え
に
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
そ
れ
を
記
念
し
て
、
お
孫
さ
ん
の
尚な

お

靖や
す

さ
ん
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
お
祝
い
の

会
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
　
曽
和
博
朗
お
誕
生
日
会
」
が
金
剛
能
楽
堂
で
開
か
れ
ま
し
た
。

博
朗
さ
ん
の
小
鼓
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
、
同
席
し
て
い
た
だ
い
た
お
孫
さ
ん
の

尚
靖
さ
ん
と
と
も
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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曽　

和　

博　

朗

幸
流
小
鼓
方

上
京
区
笹
屋
町
通
大
宮
西
入
桝
屋
町

号
は
八
十
種
類
あ
る
。
し
か
し
小
鼓
の
音
の
符
号
は
二
百
も
あ
る
け
ど
覚
え

て
る
。
小
鼓
は
覚
え
な
で
き
ま
せ
ん
し
な
。
そ
や
し
信
号
は
す
ぐ
に
覚
え
ま

し
た
わ
。
友
達
同
士
の
会
話
も
ツ
ー
ト
ン
ツ
ー
ト
ン
て
や
り
ま
し
た
。」

　
博
朗
さ
ん
の
記
憶
力
の
す
ご
さ
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、
戦
争
が

あ
っ
た
こ
と
で
、
三
年
近
く
も
小
鼓
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　「『
ふ
る
い
』
に
か
け
ら
れ
ま
し
た
ん
や
け
ど
、
な
ん
と
か
難
関
を
く
ぐ
り

ぬ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
争
で
能
楽
の
世
界
の
古
い
人
た
ち
が
た
く

さ
ん
亡
く
な
り
ま
し
た
。」

　「
ほ
な
、
ち
ょ
っ
と
小
鼓
触
っ
て
も
ら
お
か
。」

　
出
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
胴
が
元
禄
時
代
の
小
鼓
。そ
ん
な
に
古
く
て
も
、

小
鼓
と
い
う
の
は
博
朗
さ
ん
や
尚
靖
さ
ん
の
よ
う
な
名
手
が
打
て
ば
傷
む
こ

と
な
く
使
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
そ
う
で
す
。
小
鼓
は
結
構
重
い
も

の
で
す
が
、
こ
れ
を
博
朗
さ
ん
は
二
時
間
ぐ
ら
い
持
ち
続
け
て
演
奏
さ
れ
る

と
い
い
ま
す
か
ら
、
米
寿
の
今
も
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
お
ら
れ
る

こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
皮
は
馬
の
皮
、
し
か
も
仔
馬
の
皮
が
よ
い
そ
う

で
す
。
皮
に
多
少
湿
り
が
な
い
と
い
い
音
が
し
な
い
と
い
い
ま
す
。

　
驚
い
た
の
は
、
天
気
予
報
が
い
ら
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
。
湿
度

に
対
す
る
感
覚
が
こ
こ
ま
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
る
。
昔
の
人
た
ち
な
ら
、

当
然
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
現
代
人
に
は
ま
ず
あ
り
得
な
い

感
覚
。
私
た
ち
は
た
だ
た
だ
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
し
た
。

　
打
つ
と
き
は
左
手
で
持
ち
、
右
の
肩
に
乗
せ
右
手
で
打
ち
ま
す
。
打
ち
方

は
、
下
か
ら
上
に
、
重
力
に
反
し
て
打
つ
感
じ
に
な
り
ま
す
。
打
つ
人
間
か

ら
打
撃
面
が
見
え
な
い
の
は
小
鼓
だ
け
で
、
そ
れ
が
他
の
打
楽
器
と
は
違
う

特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
音
は
五
種
類
あ
り
、
持
っ
て
い
る
紐
の
締
め
具

合
を
手
で
調
節
し
て
音
を
変
え
て
い
き
ま
す
。「
着
物
を
着
こ
な
す
よ
う
に

鼓
も
使
い
こ
な
さ
ん
と
ね
。」
小
鼓
は
、
曲
に
よ
っ
て
握
り
を
変
え
て
い
く
。

気
候
や
季
節
に
も
合
わ
せ
て
、
違
う
も
の
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
博
朗
さ
ん
は
小
鼓
を
持
っ
て
お
話
さ
れ
て
い
る
途
中
、突
然
「
ポ
ン
ポ
ン
」

と
打
ち
鳴
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
音
を
聞
い
た
途
端
、胸
が
高
鳴
る
よ
う
な
、

な
ん
と
も
言
え
な
い
高
揚
感
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
掛
け
声
が
加
わ
り
ま
す
。
囃
子
方
は
、
小
鼓
だ
け
で
は
な
く
、
笛
・

大お
お
つ
づ
み
鼓
・
太
鼓
の
四
種
類
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　「
お
囃
子
は
指
揮
者
が
い
ま
せ
ん
の
。
監
督
も
い
ま
せ
ん
。」

　
そ
の
中
で
掛
け
声
は
調
子
を
合
わ
せ
る
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
「
息
」
で
合
わ
せ
る
、
今
で
言
う
「
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
だ
と
いお孫さんの尚靖さん（左）とともに
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う
こ
と
で
す
。
小
鼓
の
音
に
驚
き
、
掛
け
声
に
、
た
め
息

を
つ
く
。
そ
れ
ら
を
目
の
前
で
聴
け
る
幸
せ
を
か
み
し
め

た
ひ
と
と
き
で
し
た
。

　
お
話
を
き
く
う
ち
、
厳
し
い
お
稽
古
を
積
み
重
ね
る
小

鼓
方
の
家
に
生
ま
れ
、
小
鼓
が
い
や
に
な
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
ふ
と
思
い
ま
し
た
。
博

朗
さ
ん
の
表
現
は
控
え
め
で
す
が
、「
小
鼓
の
魅
力
は
？
」

と
尋
ね
る
と
、「
小
鼓
の
す
べ
て
が
魅
力
」「
小
鼓
が
好
き

な
の
」
と
言
い
切
ら
れ
る
そ
の
強
さ
、
本
当
に
楽
し
そ
う

に
お
話
し
て
く
だ
さ
る
、
ま
る
で
お
能
の
世
界
そ
の
も
の

の
よ
う
な
そ
の
お
姿
に
、
小
鼓
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と

に
何
の
迷
い
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
確
信
し
ま
し
た
。

　
お
稽
古
の
お
話
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、「
新
し
い
発
見
」

で
は
な
く
、「
古
い
も
の
の
発
掘
」
と
い
う
こ
と
。
尚
靖
さ

ん
は
「
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
教
え

て
も
ら
い
、
そ
れ
を
ま
た
自
分
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
な
っ

た
と
き
に
思
い
出
し
て
伝
え
て
い
く
。
だ
か
ら
『
発
掘
』

で
す
ね
。」
と
言
い
ま
す
。

　
博
朗
さ
ん
は
最
近
新
曲
を
披ひ

ら

か
れ
た
そ
う
で
す
が
、「
古

い
曲
の
え
え
と
こ
ろ
を
持
っ
て
き
た
り
し
て
ね
。」
や
は
り

発
掘
で
し
た
。
そ
う
や
っ
て
、
代
々
の
技
と
心
が
受
け
継

が
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
今
ま
で
の
と

お
り
、
博
朗
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
を
尚
靖
さ
ん
が

次
の
代
に
渡
し
て
い
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

本
記
事
は
四
月
二
十
二
日
「
上
京
ふ
れ
あ
い
ネ
ッ

ト
カ
ミ
ン
グ
」（
市
民
レ
ポ
ー
タ
ー
：
鳴
橋
　
明
美
）

に
掲
載
し
た
も
の
を
編
集
し
た
も
の
で
す
。
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府
立
医
大
病
院

　

白
梅
図
子
の
南
、
広
小
路
あ
た
り
ま

で
の
両
側
に
は
京
都
府
立
医
科
大
学
と

そ
の
附
属
病
院
が
広
大
な
敷
地
を
占
め

て
い
ま
す
。
近
年
、
す
べ
て
が
増
改
築

さ
れ
、
映
画
「
愛
染
か
つ
ら
」
の
ロ
ケ

地
で
知
ら
れ
た
鴨
川
沿
い
の
病
棟
も
姿

を
消
し
ま
し
た
。
バ
ス
の
窓
か
ら
見
え

る
真
白
な
高
層
建
築
の
中
に
、
焦
茶
色

の
壁
体
を
も
つ
ネ
オ
・
ゴ
シ
ッ
ク
建
築

が
見
え
ま
す
。
こ
れ
が
唯
一
残
る
昭
和

四
年
竣
工
の
旧
図
書
館
な
の
で
す
。
平

成
二
十
年
に
京
都

府
の
有
形
文
化
財

の
指
定
を
受
け
た

府
立
医
大
の
歴
史

を
伝
え
る
遺
構
で

す
。
京
都
府
の
建

築
技
師
で
あ
っ
た

十
河
安
雄
が
主
任

と
し
て
設
計
を
担

当
し
、
工
費
は

一
四
万
九
〇
〇
円

と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
三
階
、
地
下

一
階
建
で
、
垂
直
線
を

強
調
し
た
ア
ー
チ
な
ど

ゴ
シ
ッ
ク
意
匠
に
モ
ダ

ン
デ
ザ
イ
ン
の
要
素
を

採
り
入
れ
た
質
の
高
い

建
物
と
さ
れ
て
お
り
、

内
部
も
よ
く
保
存
さ
れ

て
昭
和
初
期
の
階
段
講

義
室
が
ほ
ぼ
当
初
の
ま

ま
現
存
し
て
い
る
な

ど
、
希
少
な
価
値
を
有

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
前
に
は
明
治

十
三
年
の「
療
病
院
碑
」

が
あ
り
、
そ
の
由
来
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
府

立
医
大
の
最
初
は
、
明

治
五
年
に
粟
田
口
の
青

蓮
院
内
で
開
設
さ
れ
た

仮
療
病
院
が
、
明
治

十
二
年
に
附
設
し
た
医

科
予
備
学
校
を
前
身
と

し
ま
す
。日
光
門
跡（
輪

王
寺
宮
）
里さ
と

坊ぼ
う

の
跡
地

上京の史蹟　その 27

河 原 町 通

おおじ こうじおおじ こうじ

か　   　わら　  　 まち　  　どおり
（下）

府立医大
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に
擬
洋
風
の
木
造
建
築
群
が
明
治
十
三

年
に
竣
工
移
転
し
、
京
都
府
医
学
校
と

な
り
ま
し
た
。
同
三
十
六
年
に
は
京
都

府
立
医
学
専
門
学
校
と
改
称
し
、
療
病

院
は
附
属
病
院
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
機
に
病
院
棟
の
改
築
を
く
り
か
え

し
、
大
正
十
年
に
は
大
学
令
に
よ
っ
て

京
都
府
立
医
科
大
学
が
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
も
設
備
の
増
強
の
中
で
附

属
図
書
館
が
建
設
さ
れ
た
の
で
す
。

　

ま
た
河
原
町
通
西
側
の
学
舎
の
間
に

は
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
御
土
居
の
一
部

が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

荒
神
口
か
ら
丸
太
町
ま
で

　

寺
町
通
と
河
原
町
通
と
の
間
に
は
宝

永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
大
火
で
焼
失

し
た
寺
を
川
東
へ
移
転
さ
せ
た
あ
と
に

新
烏
丸
通
（
荒
神
口
〜
二
条
間
）、
新

椹
木
町
通
（
丸
太
町
〜
二
条
間
）
が
開

通
し
、
寺
町
通
に
面
し
た
公
家
屋
敷
の

背
後
に
幕
府
の
役
方
の
住
居
が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
近
年
ま
で
与
力
屋
敷
と
呼

ば
れ
る
家
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
寺
町

〜
河
原
町
間
に
は
東
西
に
多
く
の
短
い

切
通
し
が
設
け
ら
れ
、
今
な
お
迷
路
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

河
原
町
通
は
大
正
末
期
か
ら
西
側
を

大
き
く
拡
張
し
た
た
め
、
今
な
お
西
側

の
家
は
奥
行
が
な
く
、
河
原
町
の
路
上

の
ほ
と
ん
ど
は
宅
地
で
あ
っ
た
の
で

す
。
中
に
は
袋
図
子
と
い
わ

れ
た
行
き
止
ま
り
で
あ
っ
た

路
地
が
削
ら
れ
て
通
り
抜
け

に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
も
で
き
ま
し
た
。
こ
の

あ
た
り
に
は
、
か
つ
て
文
化

勲
章
受
賞
の
陶
芸
家
の
富
本

憲
吉
、
日
本
画
家
の
西
村
五

雲
ら
が
ア
ト
リ
エ
を
構
え
、

大
蔵
流
狂
言
方
の
故
四
世
茂

山
千
作
師
な
ど
多
く
の
文
化

人
が
住
ま
わ
れ
た
と
こ
ろ
で

し
た
。

　

河
原
町
丸
太
町
と
い
う
地

名
は
観
光
客
に
は
不
思
議
が

ら
れ
ま
す
が
、
両
方
の
道
路

の
拡
張
に
よ
っ
て
大
き
な
交

叉
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ

り
、
元
春
日
小
学
校
の
南
側
に
残
る
細

い
道
路
が
、
拡
張
以
前
の
丸
太
町
通
の

名
残
り
な
の
で
す
。

　

今
、
元
春
日
校
の
跡
地
に
御
所
南
小

学
校
の
分
校
舎
が
建
て
ら
れ
る
計
画
が

あ
り
、
完
成
す
れ
ば
角
地
も
一
変
す
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。　
（
出
雲
路
敬
直
）

河原町丸太町

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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冷
泉
貴
実
子

公
益
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

常
務
理
事

　

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）四
月
六
日
、

御
所
か
ら
出
火
し
た
火
事
は
大
き
く
な

り
、孝
明
天
皇
は
御
輿
に
乗
っ
て
立
ち

退
か
れ
る
。

　

冷
泉
為た
め

理た
だ

は
、出
火
と
共
に
御
所
に

馳
せ
参
じ
、帝み
か
ど

に
供ぐ

奉ぶ

す
る
。そ
の
様
子

を
為
理
が
書
き
の
こ
し
た
日
記
か
ら
見

て
ゆ
く
（
前
号
の
続
き
）。

　

和か
ず
の
み
や宮
（
孝
明
天
皇
の
妹
、後
に
将
軍

家
茂
と
結
婚
し
た
人
）こ
の
頃
御
参さ
ん

内だ
い

中
、同
御
立
ち
退
き
（
た
ま
た
ま
御
所

に
い
た
の
で
、同
様
に
避
難
し
た
）。こ

の
時
、御
台
所
、御
内
儀
、一
度
に
焼
亡
す
。

　

か
ね
て
御
文
庫
（
避
難
所
と
し
て
使

わ
れ
た
、本
を
入
れ
た
蔵
）に
居
り
奉
る

御
留る

主す（
主
人
が
他
出
の
間
、と
ど
ま
っ

て
、家
や
後
の
事
を
預
り
守
る
こ
と
）

等
、な
か
な
か
そ
の
間ま

こ
れ
無
し
。命
を

助
け
候
事
、は
な
は
だ
大
き
成
る
事
な

り
（
命
を
守
る
だ
け
で
精
一
杯
）。

　

も
っ
と
も
各
土
足
。火
急
字
の
ご
と

く
。と
て
も
兼
ね
て
の
御
立
ち
退
き
の

次
第
、出
来
が
た
し
（
訓
練
の
よ
う
に

は
い
か
な
い
）。

　

御
台
所
御
門
よ
り
御
立
ち
退
き
。供

奉
の
面
々
、火
急
の
事
故ゆ
え

、少
し
く
遅
れ

て
参
内
の
人
々
は
、唐
門
よ
り
入
ら
ん

と
欲
し
候
所
（
唐
門
よ
り
入
ろ
う
と
し

た
が
）、火
移
り
、御
台
所
門
よ
り
参
内

の
人
も
こ
れ
有
り
。ま
た
道
中
よ
り
引

き
返
し
候
人
も
こ
れ
有
り
。色
々
な
り

（
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、ど
の
門
か
ら

参
内
す
る
か
は
重
大
問
題
で
あ
っ
た
）。

　

御
道
筋
（
御
輿
の
避
難
順
路
）、朔
平

門
の
前
、石
薬
師
通
、寺
町
傘
屋
町
、升

形
を
北
河
原
、そ
れ
よ
り
御
順
路
下
鴨

へ
御
立
ち
退
き
也
。附
武
家
、御
供
の

馬
、町
の
先
々
手
桶
に
水
を
出
す
所
に

て
、供
奉
の
面
々
こ
れ
を
呑
む
。

　

余
（
為
理
が
自
分
の
こ
と
を
示
し
て

言
っ
て
い
る
）石
薬
師
通
濱
屋
六
兵
衛

と
申
す
荒
物
屋
へ
入
り
、草
履
を
乞こ

ふ
。

脚
土
足
の
痛い
た
み

を
免
れ
る
（
こ
の
場
合
、

土
足
は
裸
足
）。

　

下
鴨
（
神
社
）入
口
に
て
西
南
を
見

る
に
、何
方
に
も
候
や
（
ど
こ
だ
ろ
う

か
）。竈か
ま
ど

の
下
を
焚
く
火
の
如
く
な
り
、

夢
な
り
、夢
な
り
。

　

鴨
鳥
居
内
に
て
、暫し
ば
ら

く
御
輿
を
下お
ろ

す
。

そ
の
時
、三
条
中
納
言
剣
（
三
種
の
神

器
の
）を
持
ち
来
た
ら
れ
、橋
中
将
袍ほ
う

（
装
束
の
一
種
）に
た
す
き
を
掛
け
ら

れ
、面
色
（
顔
色
）土
の
如
く
に
て
、左

の
脇
に
璽じ

（
三
種
神
器
の
）を
持
ち
馳

せ
来
ら
れ
、早
々
御
輿
に
入
れ
る
。

　

こ
の
間
、親
王
、丞じ
ょ
う

相し
ょ
う

並
び
に
□不

明□
下

よ
り
進
み
御
追
付
き
申
さ
る
。所
司
代

脇
坂
淡
路
守
、陣
笠
火
事
羽
織
、早
馬
に

て
来
る
。

　

そ
れ
よ
り
鴨
御
社
の
前
、西
の
方
、殿

扉
を
開
き
、御
輿
を
入
れ
奉
る
。途
中
に

於
て
、雑
人
拍か
し
わ

手で

を
打
ち
、平
伏
し
て
拝

す
。

　

あ
と
よ
り
御
車
引
き
来
た
る
。拝
殿

に
は
内な
い
し
ど
こ
ろ

侍
所
（
三
種
の
神
器
の
一
つ
の

八や

咫た

の
鏡
）を
置
き
泊
め
奉
る
。御
つ
き

の
面
々
を
始
め
女
房
等
相
守
る
（
内
待

所
が
置
か
れ
た
の
で
、皆
が
こ
れ
を
守

る
態
勢
と
な
っ
た
）。

　

新
待
賢
門
院
（
孝
明
天
皇
の
生
母
）、

和
宮
、祐さ
ち
の
み
や宮
（
後
の
明
治
天
皇
、こ
の
時
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二
歳
）、女
房
御
下
、各
御
集
る
。

敏と
き
の
み
や宮
（
和
宮
の
姉
）は
別
所
へ
御

立
ち
退
き
の
噂
こ
れ
有
り
。御
ほ

う
れ
ん
（
鳳
輦
、天
皇
の
乗
り
物
）

行
方
知
れ
ず
。焼
亡
か
。惜
し
む
可

し
。恐
る
る
可
し
。

　

主
上
（
天
皇
）仰
せ
の
由
。殿
下

（
関
白
、鷹
司
政
通
）は
未
だ
来
た

ら
ず
か
と
の
御
意
。余
、鴨
新
通
を

行
く
に
、向
う
よ
り
御
歩
行
で
御

出
で
。御
待
ち
か
ね
の
旨
を
申
す
。

直
ち
に
御
前
に
御
出
で
。

　

各
水
を
呑
む
。社
中
よ
り
出
し

し
握
飯
、水
に
て
食
す
。冠
巻け
ん

纓え
い

と

為
す
（
冠
の
後
に
つ
け
る
纓
を
巻

く
）。有
合
せ
の
こ
よ
り
又
箸
也

（
纓
を
巻
い
て
と
め
る
物
は
、有
合

せ
の
こ
よ
り
や
箸
で
あ
る
）。

此
間
、前
番
当
番
（
日
直
の
前
番

と
当
番
）を
残
し
、あ
と
は
便
宜
の

（
適
宜
）所
に
於
い
て
休
息
の
旨
、

沙
汰
有
り
。余
は
前
番
に
よ
り
詰

め
居
る
。女
房
打
交
る
な
り
。小
番

（
日
直
）御
免
の
綾
小
路
前
中
納
言

は
、別
荘
畑
牧
に
居
ら
れ
、衣
冠
の

用
意
こ
れ
無
し
。鴨
社
中
に
て
社

家
の
衣
冠
を
借
り
ら
れ
着
用
し
て

参
ら
る
。実
に
各
非
常
也
。い
さ
さ

か
気
、ま
ず
打
付
く
（
ほ
っ
と
す

る
）。

　

上
（
帝
）も
御
別
条
無
く
御
立

ち
退
き
。こ
の
所
に
於
い
て
家

内
の
文
庫
書
物
並
び
に
家け
い

司し

の

面
々
、滞
り
無
く
立
ち
退
き
の
事

を
案
じ
、心
中
に
観
世
音
を
祈
り

居
る
。

　

火
は
如
何
と
見
る
に
、煙
盛
ん

に
立
ち
昇
り
、中
天
は
煙
、日
の
影

黄
色
。中
々
鎮
火
と
は
思
ひ
が
た

し
。と
て
も
私
宅
免
れ
難
し
。

　

内
裏
焼
亡
の
位
、天
変
致
し
方

無
き
時
節
。こ
の
上
は
家
業
の

品
々
、文
庫
障さ
わ

り
無
く
、家
内
の

物
、無
事
立
ち
退
き
の
こ
と
ば
か

り
を
思
ひ
、家
は
思
ひ
切
り
、何
れ

へ
立
ち
退
き
候
や
。聞
く
ま
で
は

心
元
無
し
。召
し
連
れ
参
内
の
節

の
家
来
、如い
か
が何
成
り
候
事
や
知
ら

ず
。不
安
心
の
所
へ
一
人
顔
を
見

る
。所い
わ
ゆ
る謂
地
獄
に
て
仏
に
会
ふ
譬た
と
え

な
り
。

嘉永大火火災図（京都市歴史資料館蔵）
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「
西
陣
の
聖し
ょ
う

天て
ん

」
さ
ん
で
有
名
な
雨う

宝ほ
う

院い
ん

か
ら
西
へ
少
し
行
け
ば
、
北
側
の

民
家
の
路
地
裏
に
、
大
き
な
岩
石
を

祭
っ
た
祠ほ
こ
ら

が
あ
る
。
岩
体
に
は
太
い
注し

連め

縄な
わ

が
か
け
ら
れ
、
い
か
に
も
い
わ
く

あ
り
げ
な
偉
容
で
あ
る
。
こ
れ
を
昔
か

ら
岩
神
様
と
あ
が
め
信
仰
さ
れ
て
き
た
。

　

古
い
言
い
伝
え
で
は
、
今
か
ら
三
百

年
程
前
、
堀
川
二
条
の
辺
に
、
こ
の
石

は
巨
体
を
横
た
え
て
い
た
。
或
る
時
、

後ご
み
ず
の
お

水
尾
天
皇
の
御
生
母
中
和
門
院
の
お

目
に
と
ま
り
、
そ
の
見
事
な
岩
石
は
、

大
掛
り
な
作
業
で
御
所
に
運
ば
れ
た
。

御
苑
の
池
の
汀み
ぎ
わ

に
据
え
ら
れ
、
一ひ
と
し
お入
の

景
色
を
添
え
た
が
、
其
の
後
不
思
議
な

怪け

異い

が
し
ば
し
ば
続
い
た
。
夜
中
見
回

り
の
宿と
の

直い

の
人
達
が
、
池
の
畔
で
物
の

怪
に
出
合
っ
た
と
の
噂
な
ど
が
広
が

り
、
皆
気
味
悪
く
恐
れ
さ
せ
た
。
そ
の

妖
怪
こ
そ
、
石
の
精
の
災
い
と
言
い
ふ

ら
さ
れ
、
気
の
弱
い
御
所
の
女
官
達
を

震
え
あ
が
ら
せ
た
。そ
こ
で
御
所
で
は
、

常
に
加
持
祈
禱
な
ど
で
し
ば
し
ば
御
所

に
参
る
、
真
言
宗
の
蓮
乗
院
の
僧
を
召

し
出
し
、
こ
の
怪
石
の
始
末
を
命
ぜ
ら

れ
た
。
か
く
し
て
石
は
御
所
か
ら
運
び

出
さ
れ
、
現
在
の
場
所
に
安
置
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
石
の
怪
異
は
全

く
な
く
な
り
、
誰
言
う
と
な
く
岩
神
様

と
唱
え
ら
れ
た
。

　

し
か
も
こ
の
石
に
祈
願
す
れ
ば
、
乳

の
出
の
悪
い
産
婦
も
忽た

ち
ま

ち
霊
験
あ
ら
た

上
京
の
昔
ば
な
し

岩　神　祠

  
話
五
第

　
岩

祠

神

い
わ
が
み
の
ほ
こ
ら
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か
に
、
乳
を
授
か
る
と
の
評
判
が
高
ま

り
多
く
の
婦
人
の
信
仰
を
あ
つ
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
寺
が
建
立
さ

れ
、
名
も
有
乳
山
岩い
わ

神が
み

寺で
ら

と
称
し
た
。

こ
れ
が
岩
神
寺
草
創
の
縁
起
物
語
で
あ

る
。
江
戸
の
中
期
、
元
禄
頃
の
京
の
古

地
図
に
は
岩
神
寺
は
立
派
に
存
在
し
、

西
陣
の
名
刹さ
つ

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
享
保

十
五
年
有
名
な
西
陣
焼
け
に
類
焼
し
、

寺
は
悉
こ
と
ご
と

く
烏う

有ゆ
う

に
帰
し
た
が
間
も
な

く
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
後
天
明
の
京
都

大
火
で
は
再
び
類
焼
し
、
小
堂
が
一
棟

残
っ
た
が
、
再
建
不
能
の
ま
ま
明
治
維

新
の
激
動
期
に
遂
に
廃
寺
と
な
っ
た
。

明
治
の
頃
こ
の
前
に
石い
わ

上が
み

座ざ

の
劇こ

場や

が

あ
り
、
寺
に
代
っ
て
西
陣
の
繁
華
街
と

な
っ
た
が
大
正
頃
い
つ
し
か
消
え
去
っ

た
。
岩
神
様
も
民
家
の
奥
に
か
く
れ
、

西
陣
の
人
達
か
ら
も
全
く
忘
れ
ら
れ
て

い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
周
囲
の
建
物

が
取
り
払
わ
れ
て
広
く
な
り
、
今
も
昔

の
峻
厳
な
表
情
は
少
し
も
変
ら
な
い
。

　

西
洞
院
中
立
売
下
る
所
を
菊
屋
町
と

い
う
。
菊
屋
町
の
西
側
に
北
辺
亭
が

あ
っ
た
と
古
書
に
載
っ
て
い
る
。
今
昔

物
語
に
は
「
北き
た

辺べ

の
左
大
臣
」
と
い
う

人
、
一
条
の
北
辺
に
住
ん
で
い
た
の
で

唯
言
う
と
な
く
「
北き
た

辺べ

の
大お
と

臣ど

」
と
呼

ん
で
い
た
。
名
を
信ま
こ
と

と
い
い
万
事
し
あ

わ
せ
に
平
穏
に
過
ご
さ
れ
て
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
左
大
臣
源
み
な
も
と
の
ま
こ
と

信
の

こ
と
で
あ
っ
て
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
と
し

て
生
れ
、
弘
仁
五
年
、
源
み
な
も
と

の
姓
を
賜

り
臣
籍
に
下
っ
た
人
で
あ
る
。
温
雅
な

貴
公
子
と
し
て
育
ち
、
長
じ
て
参
議
と

な
り
左さ
こ
ん
え
の
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

近
衛
中
将
を
経
て
、
天
安
元
年

に
は
左
大
臣
と
な
っ
た
。
時
に
四
十
六

歳
で
あ
っ
た
。

　

北
辺
亭
は
一
町
四
方
に
塀
を
め
ぐ
ら

し
幽ゆ
う

邃す
い

な
苑
池
を
も
つ
閑か
ん

雅が

な
た
た
ず

ま
い
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
が

貞じ
ょ
う

観が
ん

八
年
三
月
十
日
の
夜
、
大
内
裏
八

省
院
の
正
門
で
あ
る
応
天
門
が
炎
上
す

る
と
い
う
事
件
が
起
っ
た
。
火
は
忽
ち

大
門
を
舐
め
尽
し
、
左
右
の
廻
廊
に
あ

る
楼
閣
に
も
延
焼
し
た
。
事
件
は
清
和

天
皇
の
御
代
の
出
来
事
で
、
当
時
の
朝

野
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
此

の
原
因
不
明
の
火
災
は
種
々
憶
測
さ

れ
、
迷
信
思
想
の
盛
ん
な
当
時
で
は
不

吉
の
前
兆
で
な
い
か
と
噂
さ
れ
た
。

　

間
も
な
く
応
天
門
の
炎
上
は
左
大
臣

源
信
の
放
火
で
あ
る
と
伴ば
ん

大だ
い

納な

言ご
ん

が
朝

廷
に
訴
え
た
。
朝
廷
で
は
事
の
重
大
に

仰
天
し
直
ち
に
左
大
臣
を
罪
せ
ん
と
厳

し
く
謹
慎
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
晴
天
の
霹へ
き

靂れ
き

と
い
う
の
か
、
北
辺
亭
は
忽
ち
女
共

が
大
声
で
泣
き
騒
ぎ
、
大お
と

臣ど

は
無
実
の

罪
を
嘆
き
悲
し
み
、
庭
上
に
荒あ
ら

菰こ
も

を
敷

き
天
道
の
神
に
訴
え
る
と
い
う
愁
し
ゅ
ん
た
ん
じ
ょ
う

嘆
場

と
な
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
太
政
大
臣

藤
原
良よ
し

房ふ
さ

は
直
ち
に
宮
中
に
馳
せ
参

じ
、
軽
率
に
人
を
処
罰
す
る
危
険
を
天

皇
に
進
言
し
て
諫い
さ

め
た
。
源
信
は
危
ぶ

く
罪
を
許
さ
れ
た
。
数
ケ
月
し
て
意
外

な
事
か
ら
応
天
門
火
災
の
真
相
が
判
明

し
た
。
そ
れ
は
源
信
を
放
火
の
犯
人
に

仕
立
て
た
伴
大
納
言
が
放
火
の
真
犯
人

だ
っ
た
事
で
あ
る
。
政
治
上
の
野
心
の

強
い
伴
大
納
言
は
名
門
出
の
源
信
の
地

位
を
妬
み
失
脚
さ
せ
る
た
め
の
計
画

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
伴
大

納
言
は
放
火
の
罪
で
連れ

ん

累る
い

と
共
に
配は
い

流る

さ
れ
た
。
今
か
ら
凡
そ
千
百
年
も
の
昔

話
で
あ
る
が
「
北
辺
亭
」
も
今
は
幻
の

屋
敷
で
あ
る
。

  

話
六
第

　
北
辺
亭

件
事
門
天
応
と
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平
安
朝
の
頃
か
ら
賀
茂
の
葵
祭
は
観

る
ま
つ
り
で
あ
っ
た
。
葵
祭
は
御
所
か

ら
賀
茂
の
社
へ
勅
使
を
参
向
さ
せ
る
行

列
で
、
こ
れ
を
路
頭
の
儀
と
い
い
華
や

か
な
貴
族
の
パ
レ
ー
ド
だ
っ
た
。
そ
の

た
め
晴
れ
の
供ぐ

奉ぶ

に
参
加
の
出
来
た
貴

族
の
子
弟
た
ち
は
、
身
に
は
綾り
ょ
う
ら
き
ん
し
ゅ
う

羅
錦
繡

の
装
束
を
着
用
し
て
美
を
競
い
、
沿
道

の
見
物
客
に
誇
ら
し
い
晴
れ
姿
を
見
せ

て
行
進
し
た
。

　

其
頃
の
一
条
大
路
は
道
幅
も
広
く
約

三
十
余
米
も
あ
っ
た
の
で
牛ぎ
っ

車し
ゃ

も
人
も

道
端
で
見
物
し
た
。
貴
族
の
中
に
は
祭

見
物
用
の
急
造
の
棧
敷
を
造
り
客
達

を
招
い
た
事
も
あ
っ
た
。
寛
元
四
年

（
一
二
四
六
）
一
条
室
町
に
は
豪
華
な

院
の
祭
見
物
用
の
棧
敷
屋
が
出
来
、
葵

祭
に
は
摂
関
家
の
女
房
達
が
華
や
か
に

座
敷
を
埋
め
、
笑
い
さ
ざ
め
い
て
賑
や

か
に
祭
り
見
物
を
し
た
。
慎
み
深
い
宮

廷
生
活
で
年
に
一
度
の
楽
し
い
一
日

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
祭
が
す
む
と
そ

の
棧
敷
屋
は
静
寂
の
中
に
取
り
残
さ

れ
、
無
人
の
空
き
家
と
な
っ
た
。

　

秋
風
の
吹
く
淋
し
い
或
る
夜
の
事
で

あ
る
。
こ
の
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
棧

敷
屋
に
二
人
の
男
女
が
入
り
込
ん
で
何

事
か
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
を
し
て
い
た
。
夜
の

明
け
る
頃
に
は
二
人
の
姿
は
消
え
て
森

閑
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
た
っ
て

又
男
女
が
現
れ
棧
敷
屋
の
中
に
消
え
た

が
朝
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
こ
ん
な

或
る
日
の
こ
と
、
男
女
の
二
人
が
棧
敷

屋
の
中
で
抱
き
合
っ
て
い
る
と
、
外
の

通
り
で
何
者
か
大
き
な
叫
び
声
が
聞
え

た
。
そ
の
夜
は
雨
降
り
で
風
も
強
く
薄

気
味
悪
い
夜
だ
っ
た
。
ほ
え
る
様
な
声

が
再
び
棧
敷
屋
の
前
で
聞
え
た
。
男
は

恐
れ
て
す
が
る
女
を
離
し
何
者
だ
ろ
う

と
蔀し
と
み

戸ど

を
少
し
押
開
い
て
窺う
か
が

っ
た
。
雨

中
に
身
の
丈
軒
の
高
さ
も
あ
る
様
な
異

形
の
妖
怪
が
爛ら
ん

々ら
ん

と
し
た
眼
を
光
ら
せ

　

平
家
物
語
「
剣
の
巻
」
に
は
義
経
の

奥
州
下
り
が
書
か
れ
て
あ
る
。
承
安
四

年
（
一
一
七
四
）
鞍
馬
山
に
い
た
常
盤

の
子
牛
若
丸
は
舎し

ゃ

那な

王お
う

と
呼
ば
れ
鞍
馬

の
寺
僧
、
東
光
坊
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

、
覚
圓
坊
阿

闍
梨
等
に
つ
い
て
学
問
に
励
ん
で
い
た

が
、
こ
の
年
の
春
鞍
馬
の
山
に
花
の
咲

き
そ
め
た
頃
、
牛
若
は
突
如
鞍
馬
か
ら

姿
を
く
ら
ま
し
た
。
時
に
牛
若
は
十
六

歳
の
若
冠
、
彼
を
囲
む
源
家
の
残
党
の

  

話
七
第

　

条
一

棧
敷
屋

鬼
た
出
に

  

話
八
第

　

の
丸
若
牛

首
途

口
を
大
き
く
開
い
て
つ
っ
立
っ
て
い
る

の
が
見
え
た
。
余
り
の
恐
ろ
し
さ
に
男

は
尻
も
ち
を
つ
き
、
生
き
た
心
地
も
な

く
女
を
捨
て
て
一
目
散
に
逃
げ
去
っ

た
。
一
条
棧
敷
屋
に
は
鬼
が
出
る
と
い

う
噂
は
、
間
も
な
く
都
の
あ
ち
こ
ち
に

広
が
り
夜
は
誰
も
近
寄
ら
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
か
ら
後
、一
条
棧
敷
屋
に
は
、

再
び
男
女
の
出
入
は
な
か
っ
た
。

　

一
条
大
路
の
南
の
町
筋
は
正お
お

親ぎ

町ま
ち

小

路
（
今
の
中
立
売
通
）
で
、
そ
の
西
南

の
横
町
に
は
仕し

丁ち
ょ
う

（
雑
役
夫
）
達
の
雑

居
す
る
小
屋
が
あ
っ
た
。
こ
こ
の
束た
ば

ね

を
す
る
頭か
し
ら

は
大
男
の
偉
丈
夫
だ
っ
た
。

鬼
が
出
没
す
る
噂う
わ
さ

話
は
尾お

鰭ひ
れ

が
つ
い
て

仕
丁
達
の
間
で
は
怪
談
話
と
な
っ
た
。

こ
の
話
を
面
白
そ
う
に
聞
い
て
い
る
頭か
し
ら

は
、
た
だ
薄
笑
い
を
浮
か
べ
て
頷う
な
づ

く
だ

け
だ
っ
た
。
ど
う
や
ら
男
女
の
密
会
を

封
じ
る
た
め
鬼
の
演
出
を
し
た
の
は
こ

の
男
の
よ
う
だ
っ
た
。
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一
団
が
天
狗
に
も
似
た
怪
し
い
風
態
で

一
陣
の
突
風
の
よ
う
な
迅
さ
で
山
か
ら

連
れ
去
っ
た
。
こ
れ
は
奥
州
の
富
商
橘き
ち

次じ

末
春
と
い
う
金
商
人
の
計
画
だ
っ

た
。
橘
次
は
平
家
打
討
の
た
め
牛
若
丸

を
奥
州
の
将
軍
藤
原
秀ひ
で

衝ひ
ら

の
も
と
に
導

く
た
め
で
あ
っ
た
。
奥
州
平
泉
の
藤
原

氏
は
毎
年
朝
廷
や
摂
関
家
に
お
び
た
だ

し
い
砂
金
を
貢
物
と
し
て
贈
っ
て
い

た
。
奥
州
一
の
財
閥
で
あ
り
大
勢
力
圏

の
持
主
だ
っ
た
。
平
泉
の
藤
原
氏
の
権

力
は
奥
州
に
産
出
す
る
砂
金
に
も
と
づ

く
も
の
で
、
こ
の
砂
金
を
京
へ
運
ぶ
金

商
人
が
橘
次
で
あ
る
。
橘
次
は
藤
原
秀

衝
の
信
任
も
厚
く
、
衣
川
の
居
宅
に
は

百
人
に
余
る
召
使
を
抱
え
る
程
の
富
商

だ
っ
た
。

　

智
恵
光
院
今
出
川
上
ル
桜
井
町
に
は

首か
ど

途で

八
幡
宮
が
あ
る
。
社
殿
は
一
き
わ

高
く
盛
り
上
っ
た
築
山
の
上
に
鎮
座
し

て
い
る
。
祭
神
は
応
神
天
皇
を
祠
る
と

い
う
が
、
こ
の
地
は
昔
平
安
大
内
裏
の

北
辺
に
あ
た
り
、
金
商
人
橘
次
の
居
宅

の
あ
っ
た
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
恐

ら
く
奥
州
砂
金
を
京
の
高
級
物
資
と
の

取
り
引
き
拠
点
と
し
た
所
に
違
い
な

い
。
邸
内
に
八
幡
宮
を
祠
り
、
橘
次
は

朝
夕
拝
礼
し
て
安
泰
を
祈
っ
た
。
牛
若

が
鞍
馬
の
山
を
脱
走
す
る
と
ひ
と
ま
ず

こ
こ
に
身
を
ひ
そ
め
旅
支
度
の
後
、
八

幡
宮
に
武
運
長
久
を
祈
っ
て
、
奥
州
に

向
け
首か
ど

途で

し
た
の
で
あ
る
。
後
年
お
ご

る
平
家
も
久
し
か
ら
ず
牛
若
丸
が
成
人

し
て
源
義
経
と
な
り
、
平
家
追
討
の
総

大
将
と
な
っ
て
平
家
を
西
海
に
潰
滅
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
八
幡
宮
は
牛
若
丸

の
奥
州
首か
ど

途で

に
因
み
い
つ
し
か
首か
ど

途で

八

幡
宮
と
称
さ
れ
、
昔
よ
り
開
運
の
神
と

し
て
崇あ
が

め
ら
れ
て
い
る
。
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春の「上京茶会」が、 6月 9日、大本山妙顯寺を会場に、表千家による懸釜で開催されました。
「光琳曲水の庭」を眺める本席と、「四海唱導の庭」を眺め立礼にていただく副席の二席でお茶
を味わい、ときおり初夏の心地よい風が流れる中、贅沢なひとときを過ごしていただきました。

上京茶会

　様々な文化に親しんでいただく機会として開催している「上京区民ふれあい文化大学」が２月

１６日に、ホテルルビノ京都堀川で行われました。

　今回は、株式会社山田松香木店専務取締役の山田洋平氏をお招きし、「香」を身近に楽しむため

の方法についてお話をしていただきました。

　参加者は実際に香りを楽しむ「聞香」を体験し、心やすらぐひとときを過ごしました。

　様々な文化に親しんでいただく機会として開催している「上京区民ふれあい文化大学」が２月

１６日に、ホテルルビノ京都堀川で行われました。

　今回は、株式会社山田松香木店専務取締役の山田洋平氏をお招きし、「香」を身近に楽しむため

の方法についてお話をしていただきました。

　参加者は実際に香りを楽しむ「聞香」を体験し、心やすらぐひとときを過ごしました。

上京区民ふれあい文化大学

～日本の香りにふれる～
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「みんなで花を咲かそう」活動「みんなで花を咲かそう」活動

　季節の草花をプラ
ンターに寄せ植えする
「ガーデンプランター
講習会」が３月１６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
名誉理事の辻井康雄氏をお招きし、参加者は思い
思いにイメージした作品を、和気あいあいと楽しみ
ながら仕上げました。
　園芸を通じて、楽しく自然や環境について考え
る絶好の機会となりました。

「ガーデンプランター講習会」

上京区憲法月間

　ボランティアの皆さんが、熱心に手入れを続ける花々が

６月の一斉植替え作業を経て、なお一層美しく、区役所入

口を飾っています。

　区役所を訪れる人々に憩いと安ら

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。

「映画のつどい」

　
五
月
の
憲
法
月
間
に
あ
わ
せ
、

五
月
三
十
日
、同
志
社
大
学
寒
梅

館
に
お
い
て
映
画「
わ
が
母
の
記
」

が
上
映
さ
れ
ま
し
た
。

　
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
た「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
上
映
」を

行
い
、視
覚
や
聴
覚
に
障
害
、の
あ

る
方
や
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

千
四
百
名
を
超
え
る
多
く
の
方
が

来
場
さ
れ
、家
族
の
絆
の
大
切
さ

を
感
じ
、感
動
に
包
ま
れ
た
上
映

と
な
り
ま
し
た
。
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「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
地
域
力
推
進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

表紙題字／吉川蕉仙先生　　表紙写真／京都御所　小谷一之

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

大切な方への御供えのお花、お誕生日、御祝のお花、
結婚式のブーケなど心に残る記念日を

お花で彩るお手伝いをさせていただきます。

フリーダイヤル 0120－46－8700

花工房　京都本店　　京都市上京区烏丸通今出川下ル
TEL 075－414－8700　FAX 075－414－7787

http://www.hanakobo.co.jp

●グローバル地域文化学部

同志社大学 企画部 広報室 広報課

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
八
十
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/

JUNSEI

左京区南禅寺門前　電話 075─761─2311
http://www.to-fu.co.jp

名物ゆどうふ

南 禅 寺
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