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一
閑
張
細
工
は
漆
工
芸
の
技
法
の
一
つ
で
、
木
地
に
和
紙
を
張
っ
て
器

と
し
た
も
の
に
、
漆
を
ひ
と
塗
り
し
て
、
そ
の
上
に
季
節
を
表
す
蒔ま
き

絵え

を

描
い
て
仕
上
げ
ま
す
。
あ
る
い
は
既
成
の
木
型
や
石せ
っ

膏こ
う

に
何
度
も
和
紙
を

張
り
重
ね
た
後
、
型
を
抜
き
出
し
て
器
と
し
て
、
同
じ
処
理
を
施
す
手
法

も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
こ
う
し
て
棗
一
つ
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
十
五
年
以
上
の
日
数
が
必
要

だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　「
四
角
い
桜
の
木
を
十
五
年
ほ
ど
寝
か
せ
て
乾
か
し
て
、
五
年
お
き
く
ら

　
表
、
裏
、
武
者
小
路
の
三
千
家
好
み
の
茶
の
湯
の
道
具
を
制
作
す
る

「
千
家
十
職
」。
そ
の
中
で
一い
っ

閑か
ん

張ば
り

細ざ
い

工く

と
呼
ぶ
、
薄
茶
を
点
て
る
抹
茶

を
入
れ
る
棗
な
つ
め
や
お
香
を
入
れ
る
香こ
う

合ご
う

、
菓
子
を
盛
る
食じ
き

篭ろ
う

な
ど
の
茶
器

を
作
り
続
け
て
き
た
の
が
飛ひ

来き

一い
っ

閑か
ん

家
で
す
。
当
代
一
閑
さ
ん
は
平

成
十
年
（
一
九
九
八
）、
十
六
代
を
襲
名
、
現
在
ま
で
夫
の
聡
さ
ん
と

共
に
伝
統
の
家
業
に
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た
。「
合
わ
せ
て
一
人
前
」

と
謙
遜
さ
れ
る
お
二
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

十
六
代
　

飛
来
一
閑

一
閑
張
細
工
師

い
に
轆ろ
く

轤ろ

師
さ
ん
が

徐
々
に
丸
く
削
っ
て

い
き
ま
す
」「
乾
か

す
間
に
、
駄
目
な
も

の
は
割
れ
て
し
ま
い

ま
す
」「
薄
く
出
来

上
が
っ
た
状
態
で
木

地
師
さ
ん
か
ら
届
く

の
で
す
が
、
そ
の
後

で
も
蓋
と
身
の
す
き

間
が
狂
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
」

　
蓋
と
身
が
ぴ
っ
た

り
と
合
っ
て
動
か
な
い
も
の
だ
け
に
和
紙
を
張
り
、
漆
を
塗
っ
て
、
絵
を

描
く
工
程
に
六
ヵ
月
ほ
ど
掛
か
り
ま
す
。
飛
来
家
で
は
紙
を
張
る
の
は
ほ

と
ん
ど
聡
さ
ん
、
漆
を
塗
る
の
は
一
閑
さ
ん
と
夫
婦
二
人
で
。

　「
こ
の
作
業
ま
で
残
る
の
が
十
個
に
一
個
位
で
す
か
」「
和
紙
は
先
代
が

上
京
区
出
水
通
油
小
路
西
入

飛来一閑さん（右）と聡さん
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昔
に
買
い
置
い
て
く
れ
た
美
濃
紙
や
富
山
産
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
」「
漆
を

一
回
だ
け
塗
っ
て
、
ま
た
乾
か
し
て
和
紙
の
風
合
い
が
ぼ
や
っ
と
出
る
の

が
、
う
ち
の
や
り
方
で
す
」

　
紙
を
張
り
、
漆
を
塗
っ
て
湿
気
を
帯
び
る
と
ま
た
形
が
狂
う
こ
と
も
。

そ
れ
を
乾
か
し
て
蒔
絵
師
さ
ん
へ
。
棗
自
体
の
形
は
宗そ
う

旦た
ん

宗そ
う

匠し
ょ
うの
時
代
か

ら
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
一
緒
。
図
案
は
松
や
鶴
、
萩
や
紅
葉
な
ど
決
ま
っ

た
も
の
が
多
く
、
三
千
家
歴
代
の
宗
匠
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
も
伝
承
し
て
き

ま
し
た
。

　
飛
来
家
の
初

代
一
閑
は
中
国

浙せ
っ

江こ
う

省
杭
州
の

僧
で
し
た
が
、

明
末
清
初
の
混

乱
を
避
け
て
大

徳
寺
の
清せ
い

巌が
ん

宗そ
う

渭い

和
尚
を
頼
っ

て
来
日
、
同
和

尚
か
ら
千
宗
旦

を
紹
介
さ
れ
、

趣
味
で
あ
っ
た

一
閑
張
の
細
工

に
よ
る
小
物
の

注
文
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
さ
ま
ざ

ま
な
変
遷
を
経

て
、
先
代
の

十
五
代
は
当
代

一
閑
さ
ん
が
高

校
三
年
生
の
時

に
亡
く
な
り
ま

し
た
。

　「
一
人
っ
子

で
し
た
か
ら
、

誰
に
も
言
わ
れ

ん
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
は
家
業
を
継
ぐ
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

「
先
代
は
自
分
の
部
屋
で
漆
を
塗
っ
て
い
た
の
は
覚
え
て
い
ま
す
が
、
直
接

教
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

　
一
閑
さ
ん
は
十
六
代
を
襲
名
し
て
か
ら
十
七
年
、「
こ
れ
を
ま
た
先
に
繋

い
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
責
任
も
感
じ
て
い
ま
す
」

「
息
子
が
一
人
、
今
は
全
く
違
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
と
同
じ
よ
う

な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
」。

　「
千
家
十
職
」の
う
ち
女
性
当
主
は
、塗
師
の
十
三
代
中
村
宗
哲
、竹
細
工
・

柄
杓
師
の
十
四
代
黒
田
正
玄
の
お
二
人
と
合
わ
せ
て
三
人
と
な
り
ま
し
た
。

十
職
を
継
承
す
る
女
性
お
三
方
が
揃
っ
て
上
京
区
在
住
と
い
う
の
も
何
か

の
縁
で
し
ょ
う
か
。

而妙斎宗匠御好　翔鶴棗

而妙斎宗匠御好　宝尽マキエ　丸食篭
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第
一
回
で
は
、
今
出
川
通
の
道
標
を

取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
道
標

内
で
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
賀
茂
へ
向

か
う
道
は
室
町
通
で
賀
茂
川
沿
い
に
街

道
化
し
て
い
ま
し
た
。

　

道
標
を
「
南
」
か
ら
見
て
今
出
川
通

を
「
左
」（
西
）
へ
進
む
と
北
野
天
満

は
五
十
年
ほ
ど
昔
、
私
が
京
都
の
道
標

の
総
合
調
査
を
思
い
立
ち
、
京
都
市
内

の
道
標
四
百
本
余
り
を
記
録
す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

今
出
川
室
町
の
東
北
角
に
、
足
利
幕

府
跡
を
示
す
石
標
と
と
も
に
並
ん
で

立
っ
て
い
た
道
標
が
一
時
姿
を
消
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
幸
い
に

も
上
京
区
役
所
東
側
の
庁
舎
の
増
築
に

伴
い
、
人
目
に
つ
か
な
い
庁
舎
裏
の
駐

車
場
に
移
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
、

ほ
っ
と
し
た
の
と
同
時
に
、
こ
れ
か
ら

先
の
道
標
の
運
命
を
思
っ
た
時
、
今
の

う
ち
に
道
標
の
現
況
を
記
録
し
て
お
か

ね
ば
と
思
い
立
ち
、
私
の
研
究
の
原
点

と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
道
標
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

今
年
の
一
月
、
上
京
区
総
合

庁
舎
新
庁
舎
の
完
成
に
よ
り
、

道
標
は
久
し
ぶ
り
に
姿
を
現
し

ま
し
た
。新
庁
舎
の
開
所
の
日
、

正
面
に
「
す
ぐ
東
山
」
の
文
字

を
誇
ら
し
気
に
見
て
安
心
し
た

よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
道
標
は
二
五
セ
ン
チ
角
（
尺
貫

法
で
は
八
寸
）、
高
さ
は
一
四
〇
セ
ン

チ
ほ
ど
の
細
身
で
、
石
標
型
と
分
類
さ

れ
る
典
型
的
な
も
の
で
す
。
そ
の
表
示

は
簡
素
で
上
部
に
東
南
西
の
方
角
、
そ

の
下
に
「
右　

上
か
も
」「
左　

天
満

宮
」「
す
ぐ　

東
山
」
と
い
う
方
向
指

示
と
目
的
地
名
の
み
が
彫
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
道
標
と
し
て
は
最
低
限
度
の

表
示
に
止
め
て
お
り
、
流
麗
な
文
字
と

と
も
に
町
角
の
点
景
と
な
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。

　
「
東
」
の
方
角
を
示
す
面
の
前
に
立

つ
と
「
右
」
つ
ま
り
室
町
通
を
北
へ
行

く
と
「
上
賀
茂
」
へ
行
き
着
き
ま
す
。

今
の
烏
丸
通
の
北
の
方
は
相
国
寺
の
境

今
出
川
通

　
　
の
道
標

そ
の
一

　

長
く
書
き
続
け
て
き
た
「
上
京
の
大
路
小
路
」
は
、
ほ
ぼ
全
部
の
道
を
網
羅

し
ま
し
た
の
で
、
今
回
か
ら
視
点
を
変
え
て
線
か
ら
面
へ
と
広
げ
、「
ぶ
ら
り

上
京
」
と
題
し
て
地
域
の
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

上京区総合庁舎前にある道標

道標の東面と南面もともとあった今出川室町東北角
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宮
へ
向
か
い
ま
す
。
上
京
区
内
に
も
何

社
か
の
天
満
宮
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
北
野
天
満
宮
の
こ
と
で
す
。
今
出
川

通
は
、
現
在
銀
閣
寺
か
ら
西
大
路
を
越

え
龍
安
寺
道
あ
た
り
ま
で
延
々
七
キ
ロ

に
及
び
ま
す
が
、
も
と
は
河
原
町
あ
た

り
か
ら
新
町
西
入
ま
で
、
そ
の
先
は
今

小
路
通
、
須す
ま

磨の

町ち
ょ
う

通
と
名
を
変
え
な
が

ら
、
西
陣
の
町
並
を
抜
け
て
北
野
天
満

宮
に
至
っ
た
の
で
し
た
。

　
「
す
ぐ
東
山
」
の
「
す
ぐ
」
は
、
短

い
距
離
や
時
間
を
示
す
の
で
は
な
く
、

方
角
を
示
す
「
真
直
ぐ
」
の
意
味
に
な

り
、
道
標
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
現
代
の
よ
う
な
高
い
建
物
の
な
い

時
代
、
西
か
ら
見
れ
ば
大
文
字
山
を
は

じ
め
東
山
三
十
六
峯
が
一
望
に
見
ら
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
道
標
は
、
場
所
を
変
え
た
と
は

い
え
、
上
京
区
内
の
数
少
な
い
道
標
の

一
つ
と
し
て
、
上
京
区
総
合
庁
舎
の

表
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

す
。
末
筆
な
が
ら
背
面
に
な
る
北
面
に

は
「
安
政
五
年
弥
生
」
の
紀
年
銘
が
つ

つ
ま
し
く
記
さ
れ
、
幕
末
の
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
り
、
近
く
の
同
志
社
大
学
の
位
置

に
は
薩
摩
藩
邸
も
あ
っ
て
血
な
ま
ぐ
さ

い
時
期
を
知
る
生
証
人
と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
か
ら
東
へ
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

京
都
御
所
に
近
い
今
出
川
寺
町
の
東
北

角
の
歩
道
に
大
き
な
道
標
が
あ
り
ま

す
。
四
〇
セ
ン
チ
（
一
尺
三
寸
）
角
、

高
さ
は
一
六
八
セ
ン
チ
、
京
都
で
は
最

大
、全
国
で
も
最
大
級
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
ど
っ
し
り
と
構
え
た
道
標
、
私
の

最
も
好
き
な
も
の
で
、
こ
こ
を
通
る
た

び
に
頭
を
撫
で
て
無
事
を
確
認
し
て
い

る
の
で
す
。

　

上
部
に
大
き
く
東
南
西
北
の
方
角
指

示
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
の
目
的
地
名
は

そ
れ
ぞ
れ
の
面
の
行
先
を
表
示
し
て
い

ま
す
。
し
か
も
個
々
の
地
名
に
距
離
が

記
さ
れ
て
い
る
親
切
な
道
標
で
も
あ
り

ま
す
。
距
離
を
示
す
の
は
道
標
の
要
素

の
一
つ
で
す
が
、
意
外
に
そ
の
よ
う
な

例
は
少
な
い
の
で
す
。
単
一
の
目
的
地

名
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
地
名
に
比
較
的

正
確
な
距
離
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
珍

し
い
と
思
い
ま
す
。

　

四
面
に
二
十
二
ヶ
所
の
目
的
地
名
が

見
ら
れ
る
の
も
類
例
は
少
な
い
の
で
す

が
、
こ
の
中
で
数
多
く
の
道
標
に
も
見

ら
れ
る
の
は
「
六
条
」「
祇
園
」「
北
野
」

「
清
水
」
く
ら
い
で
、
そ
の
ほ
か
の
地

名
は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

寺
町
今
出
川
と
い
う
地
点
に
意

味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
こ
が
京

都
七
口
の
一
つ
、
大
原
口
で
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
桃
山
時
代
、
豊

臣
秀
吉
が
天
下
統
一
を
な
し
と

げ
る
と
、
京
都
に
市
街
地
改
造

を
実
施
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
に

今出川寺町の道標（南面）
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御
土
居
の
建
設
が
あ
り
ま
す
。
暴
れ
川

と
さ
れ
た
鴨
川
の
西
岸
と
紙
屋
川
の
東

岸
に
巨
大
な
土
堤
を
築
き
、
さ
ら
に
北

部
と
南
部
を
結
ん
で
、
水
害
と
外
敵
か

ら
守
る
防
護
の
役
目
を
与
え
た
の
で

す
。
そ
し
て
街
道
と
接
続
す
る
と
こ
ろ

に
出
入
口
を
設
け
京
の
七
口
と
呼
び
ま

し
た
。
こ
こ
は
大
原
街
道（
若
狭
街
道
）

と
白
川
街
道
の
起
点
で
、
水
害
防
備
の

た
め
に
城
郭
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
桝
形

を
設
け
た
の
で
、
今
も
商
店
街
の
名
称

に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
東
面
に
は
大
き
な
目
標
に
な
る

比
叡
山
、
さ
ら
に
下
鴨
神
社
、
吉
田
神

社
、黒
谷
（
金
戒
光
明
寺
）、真
如
堂
（
真

正
極
楽
寺
）
と
い
っ
た
有
名
社
寺
の
代

表
格
に
加
え
て
坂
本
越
と
い
う
珍
し
い

れ
、
そ
の
住
所
を
比
定
で
き
ま
せ
ん
が

出
町
付
近
の
商
人
た
ち
が
、
慶
事
に
あ

た
っ
て
資
金
を
出
し
合
い
能
書
家
の
揮

毫
を
白
川
の
石
工
に
彫
ら
せ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。
ま
た
西
面

の
下
部
に
は

の
記
号
が
彫
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
ま
で
地
中
に
埋

め
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
地
点
か
ら
ず
っ
と
東
、
今
出
川

通
と
現
在
の
京
都
大
学
の
構
内
を
横

切
っ
て
き
た
白
川
街
道
が
重
な
り
あ
う

吉
田
山
の
北
麓
に
あ
る
大
き
な
石
仏
の

脇
の
道
標
は
二
メ
ー
ト
ル
余
り
、
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
銘
を
「
石
工
権
左

衛
門
」
の
名
が
彫
ら
れ
、
白
川
石
に
地

元
の
名
の
あ
る
石
工
の
作
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
今
出
川

通
を
中
心
と
す
る
道
標
は
、
白
川
石
と

白
川
の
石
工
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ
い

の
で
し
ょ
う
。

　

大
原
口
と
北
白
川
の
道
標
は
、
京
都

で
最
も
古
い
三
条
白
川
橋
、
東
一
条
、

山
科
御
陵
中
内
町
の
道
標
と
と
も
に
京

都
市
の
登
録
文
化
財
（
史
跡
）
に
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
（
出
雲
路
敬
直
）

地
名
が
見
ら
れ
ま
す
。
京
阪
電
鉄
と
叡

山
電
鉄
の
出
町
柳
駅
の
と
こ
ろ
か
ら
東

へ
延
び
て
百
万
遍
に
至
る
蛇
行
す
る
道

が
白
川
街
道
で
、
山
中
越
ま
た
は
志
賀

越
に
つ
な
が
っ
て
坂
本
に
至
る
街
道
に

な
り
ま
す
。
坂
本
越
と
い
う
呼
び
名
の

あ
る
こ
と
が
、
こ
の
道
標
に
よ
っ
て
証

明
さ
れ
ま
す
。

　

南
面
に
は
、
革
堂
（
行
願
寺
）、
六

角
堂
（
頂
法
寺
）
の
よ
う
な
他
の
道
標

に
は
見
ら
れ
な
い
寺
名
が
あ
り
、
い
か

に
も
市
街
地
に
通
じ
る
地
点
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
六
条
は
江
戸
時
代

の
道
標
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ

は
本
願
寺
の
こ
と
で
、
六
条
に
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
西
六
条
（
西
本
願
寺
）、
東

六
条
（
東
本
願
寺
）
と
昔
、
呼
ば
れ
て

い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

祇
園
が
祗
園
に
誤
っ
て
い
る
の
も

書
家
の
筆
が
走
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。「
祗
園
石
段
下
」
と
市
電
の

停
留
所
表
記
が
誤
っ
て
い
て
ペ
ン

キ
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
あ
っ
た
こ
と

も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

西
面
に
は
内
裏
と
い
う
目
的
地

名
に
目
を
ひ
か
れ
ま
す
、
三
丁
と
い
う

最
も
近
い
距
離
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
の
京
都
御
苑
と
異
な
り
、
公
家

屋
敷
の
軒
を
連
ね
て
い
た
中
に
内
裏
も

目
立
た
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
当
時
の
今
出
川
通
は
両
側
に
公

家
屋
敷
の
築
地
塀
が
連
な
り
、
今
の
よ

う
な
石
垣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

北
野
、
金
閣
寺
、
御
室
（
仁
和
寺
）
の

社
寺
か
ら
果
て
は
愛
宕
山
ま
で
導
い
て

い
ま
す
。

　

北
面
で
は
、
近
く
の
上
御
霊
神
社
、

大
徳
寺
、
今
宮
神
社
か
ら
遠
く
の
上
賀

茂
神
社
、
鞍
馬
寺
ま
で
の
道
案
内
が
な

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
慶
応
四
年

四
月
の
紀
年
銘
が
あ
り
ま
す
。
慶
応
四

年
（
一
八
六
八
）
は
九
月
八
日
に
明
治

と
改
元
し
ま
す
か
ら
、
江
戸
時
代
最
後

の
道
標
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

四
月
と
い
え
ば
三
月
十
四
日
に
勝
海
舟

と
西
郷
隆
盛
と
の
間
で
江
戸
開
城
の
会

談
が
成
立
し
た
直
後
に
当
た
り
ま
す
。

　

こ
の
道
標
の
北
東
南
の
面
の
下
部
に

細
か
く
十
九
人
も
の
名
前
が
刻
ま
れ
、

屋
号
や
名
前
か
ら
富
裕
な
商
人
と
思
わ

今出川寺町の道標（東面）

─ 7 ─ ─ 6 ─



わ
び
茶
一
筋
の
生
涯
貫
く

　

千せ
ん
の
そ
う
た
ん

宗
旦
（
一
五
七
八

−

一
六
五
八
）

は
、
創
始
者
千せ
ん
の

利り

休き
ゅ
う

（
一
五
二
二

−

一
五
九
一
）
の
孫
に
あ
た
る
千
家
流

茶
道
の
三
代
目
。
十
歳
の
頃
、
紫
野

の
臨
済
宗
大
徳
寺
に
預
け
ら
れ
、
利

休
と
交
流
が
あ
っ
た
住
持
の
春し
ゅ
ん

屋お
く

宗そ
う

園え
ん

（
一
五
二
九

−

一
六
一
一
）
の
も

と
で
得
度
し
、
禅
の
修
行
に
励
ん
だ

が
、
一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
頃
に
還げ
ん

俗ぞ
く

、
二
代
目
の
父
少し
ょ
う

庵あ
ん

（
一
五
四
六

−

一
六
一
四
）
の
隠
居
に
伴
い
家
督
を
受

け
継
い
だ
。
政
治
と
の
関
わ
り
を
避
け

て
生
涯
仕
官
す
る
こ
と
は
な
く
、
利
休

の
わ
び
茶
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
て
、「
茶

と
禅
は
一
つ
」
と
い
う
茶
禅
一
味
を
説

い
た
。
ま
る
で
乞こ
つ

食じ
き

修
行
者
の
よ
う
な

清
貧
の
生
活
の
中
で
わ
び
茶
一
筋
の
生

涯
を
貫
い
た
人
物
だ
と
い
う
意
味
か

ら
、「
乞
食
宗
旦
」
と
呼

ば
れ
た
と
い
う
。

　

宗
旦
に
は
四
人
の
息
子

が
い
た
。
長
男
閑か
ん

翁お
う

宗そ
う

拙せ
つ

（
？

−

一
六
五
二
）
は
宗

旦
か
ら
大
き
な
期
待
を
掛

け
ら
れ
た
が
折
り
合
い
が

悪
く
勘
当
さ
れ
、
宗
旦
よ

り
早
く
亡
く
な
っ
た
。
二

男
一い
ち

翁お
う

宗そ
う

守し
ゅ

（
一
六
〇
五

−

一
六
七
六
）
は
一
時
、

吉よ
し

岡お
か

甚じ
ん

右う

衛え

門も
ん

と
名
乗
り

塗
師
を
業
な
り
わ
い

と
し
た
こ
と

か
ら
、
茶
の
道
に
入
る
の

が
遅
れ
た
。
こ
う
し
た
経

過
か
ら
、
三
男
江こ
う

岑し
ん

宗そ
う

左さ

（
一
六
一
三

−

一
六
七
二
）

が
宗
旦
か
ら
家
督
を
継
い
で
小
川
通
寺

ノ
内
の
不ふ

蕃し
ん

菴あ
ん

に
納
ま
り
、
四
男
仙せ
ん

叟そ
う

宗そ
う

室し
つ

（
一
六
二
二

−

一
六
九
七
）
が
地

続
き
に
あ
る
今こ
ん

日に
ち

庵あ
ん

を
引
き
継
ぎ
、
後

に
宗
守
は
官か
ん

休き
ゅ
う

庵あ
ん

を
建
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
庵
の
亭
主
に
な
っ
て
、
表
千
家
、
裏

千
家
、
武
者
小
路
千
家
と
呼
ぶ
三
千
家

の
祖
と
な
り
、
今
日
ま
で
利
休
の
血
脈

新
・
上
京
の
昔
ば
な
し

　
千
宗
旦
と
キ
ツ
ネ

と
わ
び
茶
の
精
神
と
を
受
け
継
い
で
い

る
。

　

そ
の
宗
旦
に
、
キ
ツ
ネ
に
ま
つ
わ
る

物
語
が
今
に
伝
わ
る
。

お
点
前
披
露
す
る
白
キ
ツ
ネ

　

京
都
御
苑
の
今
出
川
御
門
か
ら
、
同

志
社
大
学
を
左
右
に
分
け
る
通
り
を
北

へ
上
る
と
、
相し
ょ
う

国こ
く

寺じ

が
あ
る
。
大
徳
寺

と
同
じ
臨
済
宗
大
本
山
の
一
つ
で
、
京

都
五
山
の
第
二
に
位
置
す
る
名
刹
で
あ

相国寺にある宗旦稲荷社

相国寺門前町701
京都市上京区
〒602-0898

大本山相国寺

承天閣美術館

℡（075）231-0301

℡（075）241-0423

http://www.shokoku-ji.jp
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る
。
総
門
を
く
ぐ
り
さ
ら
に
北
へ
進
む

と
、
右
手
に
大
き
な
鐘
楼
が
あ
り
、
そ

の
東
北
う
し
ろ
に
、
宗
旦
に
な
り
す
ま

し
て
人
々
と
交
流
し
た
と
い
う
白
キ
ツ

ネ
を
祀
る
、「
宗
旦
稲
荷
」の
祠ほ
こ
ら

が
あ
る
。

こ
の
白
キ
ツ
ネ
、
江
戸
時
代
初
め
か
ら

境
内
の
竹
藪
に
住
み
つ
き
、
わ
び
茶
を

た
し
な
み
、
し
ば
し
ば
茶
会
に
姿
を
現

し
て
い
た
ら
し
い
。

　

あ
る
時
、
塔た
っ

頭ち
ゅ
う

の
慈じ

照し
ょ
う

院い
ん

頤い

神し
ん

室し
つ

の

茶
室
開
き
で
宗
旦
に
化
け
た
白
キ
ツ
ネ

が
お
点
前
を
披
露
中
に
、
本
物
の
宗
旦

が
や
っ
て
き
て
、

「
所
用
で
遅
れ
て
申
し
わ
け
な
い
」

「
宗
匠
は
さ
き
ほ
ど
か
ら
茶
室
に
お
ら

れ
る
は
ず
。
あ
な
た
は
ど
な
た
」

「
私
が
宗
旦
、
ど
な
た
が
先
に
お
出
で

な
の
か
」

　

そ
っ
と
茶
席
を
覗
き
見
る
と
、
列
席

し
て
い
る
茶
人
た
ち
は
偽
物
と
は
全
く

気
が
つ
か
な
い
様
子
で
、
宗
旦
は
流
儀

に
適
っ
た
見
事
な
作
法
に
す
っ
か
り
感

じ
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
宗
旦

と
弟
子
の
話
し
声
や
僧
侶
た
ち
の
い
ぶ

か
し
げ
な
仕
草
に
、
正
体
を
見
破
ら
れ

た
と
気
付
い
た
白
キ
ツ
ネ
は
下
地
窓
を

破
っ
て
逃
げ
出
し
た
が
、
そ
の
窓
に
は

ぽ
っ
か
り
と
穴
が
開
い
て
、
修
復
さ
れ

た
も
の
の
、
茶
室
に
は
不
釣
り
合
い
な

大
き
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。

　

頤
神
室
は
慈
照
院
の
第
七
世
昕き
ん

叔し
ゅ
く

顕け
ん

啅た
く

（
生
没
年
不
詳
）
と
宗
旦
の
合
作
で

「
宗
旦
好
み
の
席
」
と
も
呼
ば
れ
、
四

畳
半
の
下
座
床
で
躙に
じ
り

口
が
な
く
、
南
側

に
障
子
二
枚
引
の
貴
人
口
を
設
け
、
そ

の
横
に
白
キ
ツ
ネ
が
逃
げ
た
際
に
開

け
た
と
い
わ
れ
る
窓
が
あ
る
。
床と
こ

に

は
「
宗
旦
狐
」
の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
席

内
に
布
袋
像
を
安
置
す
る
持
仏
堂
が
あ

り
、
そ
の
首
は
利
休
の
首
と
す
げ
替
え

ら
れ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
こ
れ
は

切
腹
し
た
利
休
を
公
然
と
祀
る
の
が
は

ば
か
ら
れ
た
た
め
に
な
さ
れ
た
工
夫
だ

と
い
う
。

好
物
の
ネ
ズ
ミ
食
し
て
絶
命

　

宗
旦
に
化
け
た
白
キ
ツ
ネ
は
、「
自

分
は
宗
旦
の
点
前
に
憧
れ
て
、
そ
の
よ

う
な
点
前
を
し
て
み
た
い
と
修
業
に
励

ん
で
い
た
。
も
う
二
度
と
悪
さ
は
し
な

い
」
と
詫
び
た
の
で
、
弟
子
も
僧
侶
た

相国寺　宗旦稲荷社のキツネ
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ち
も
そ
れ
以
上
、
咎
め
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
白
キ
ツ
ネ
は
そ
の
後
、
雲
水

と
共
に
僧
堂
で
坐
禅
を
組
み
、
托
鉢
に

行
く
な
ど
、
寺
の
た
め
に
尽
く
し
、
門

前
の
家
で
碁
を
打
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。

熱
中
す
る
あ
ま
り
、
う
っ
か
り
し
て
尻

尾
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
人
々
は
そ
の
正
体
を
知
り
な
が
ら

近
所
付
き
合
い
を
続
け
た
と
い
う
。

　

そ
ん
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
皆
か
ら
愛
さ

れ
た
白
キ
ツ
ネ
だ
っ
た
が
、
豆
腐
屋
に

ま
つ
わ
る
最
期
は
少
し
物
悲
し
い
。

　

あ
る
年
の
盂
蘭
盆
の
頃
。
寺
近
く

の
豆
腐
屋
が
資
金
難
か
ら
倒

産
寸
前
に
陥
っ
て
い
た
。
白

キ
ツ
ネ
は
蓮
の
葉
を
た
く
さ

ん
集
め
て
来
て
、
そ
れ
を

売
っ
て
大
豆
を
買
う
よ
う
勧

め
た
。
豆
腐
屋
は
そ
の
お
陰

で
店
を
建
て
直
す
こ
と
が
で

き
、
お
礼
に
キ
ツ
ネ
の
大
好

物
で
あ
る
ネ
ズ
ミ
の
天
婦
羅

を
作
っ
て
白
キ
ツ
ネ
に
贈
っ

た
。
し
か
し
白
キ
ツ
ネ
は
、

そ
れ
を
食
べ
る
と
神
通
力
が

失
わ
れ
る
と
い
っ
て
遠
慮
し
た
が
、
大

好
物
に
は
逆
ら
え
ず
、
つ
い
に
食
べ
て

し
ま
っ
た
。

　

す
る
と
宗
旦
姿
の
白
キ
ツ
ネ
は
た
ち

ま
ち
狐
の
姿
に
戻
り
、
正
体
に
気
付
い

た
近
所
の
犬
た
ち
が
激
し
く
吼
え
、
追

い
か
け
た
。
白
キ
ツ
ネ
は
必
死
に
逃
げ

回
り
、
竹
藪
に
逃
げ
込
ん
だ
が
、
慌
て

て
い
た
た
め
に
野
井
戸
に
落
ち
、
命
を

落
と
し
て
し
ま
っ
た
（
猟
師
に
鉄
砲
で

撃
た
れ
た
、
ま
た
自
ら
死
期
を
悟
っ
て

別
れ
の
茶
会
を
開
い
た
と
も
伝
わ
る
）。

　

相
国
寺
は
寺
の
た
め
に
尽
く
し
て
く

れ
た
白
キ
ツ
ネ
の
死
を
哀
れ
み
、
雲
水

た
ち
が
供
養
の
た
め
に
作
っ
た
の
が

「
宗
旦
稲
荷
」
だ
と
言
わ
れ
、
今
日
で

も
毎
年
２
月
と
11
月
に
は
初は
つ

午う
ま

祭
と
御お

火ひ

焚た
き

祭
が
営
ま
れ
、
油
揚
げ
を
供
え
て

白
キ
ツ
ネ
を
偲
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
話
が
出

来
た
の
は
、
宗
旦
が

わ
び
茶
を
追
求
す
る

あ
ま
り
に
質
素
な
生

活
を
し
て
、
宗
旦
自

身
が
狐
で
は
と
訝い
ぶ
か

ら

れ
る
よ
う
な
風
体
で

あ
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
よ
う
だ
。
宗
旦

狐
の
逸
話
は
、
茂
山
社
中
の
新
作
狂
言

で
演
じ
ら
れ
た
り
、
沢
田
ふ
じ
子
さ
ん

の
小
説
「
宗
旦
狐
」
が
創
作
さ
れ
た
り

と
人
気
が
絶
え
な
い
。

（
福
井
和
雄
）

頤神室　内部

慈照院　頤神室
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「
お
し
ょ
ら
い
さ
ん
」

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

上
席
特
別
客
員
研
究
員

り
を
す
る
と
い
う
、
亡
く
な
っ
た
人
達

に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
有
難
い
「
お

も
て
な
し
」
と
い
え
る
。
俗
世
間
に
例

え
る
と
二
泊
三
日
程
度
の
慌
た
だ
し
い

旅
行
よ
り
も
、
約
一
週
間
程
度
の
滞
在

期
間
の
あ
る
旅
行
の
方
が
は
る
か
に
落

ち
着
く
の
と
似
て
い
る
。

　

ま
た
、
更
に
丁
重
な
る
ア
フ
タ
ー
・

ケ
ア
と
し
て
「
地
蔵
盆
」
が
お
盆
の
後
、

約
一
週
間
後
に
や
っ
て
く
る
。
あ
の
世

に
帰
っ
て
も
、
ま
だ
慣
れ
な
い
環
境
で

苦
労
を
し
て
い
る
「
新
盆
さ
ん
」
の
ケ

ア
を
お
地
蔵
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
特
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
三

年
未
満
の
場
合
、
ま
だ
新
し
い
環
境
に

慣
れ
き
っ
て
い
な
い
「
お
し
ょ
ら
い
さ

ん
」
へ
の
対
応
を
お
地
蔵
さ
ん
に
頼
む

の
で
あ
る
。
地
蔵
菩
薩
は
子
供
の
守
り

本
尊
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ケ
ア

の
対
象
は
子
供
に
留
ま
ら
ず
、
自
分
を

頼
っ
て
く
れ
る
も
の
は
等
し
く
救
済
し

て
く
れ
る
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
員
と
考
え
た

い
。
上
京
区
で
も
引
接
寺
（
千
本
ゑ
ん

ま
堂
）
で
は
「
お
精
霊
む
か
え
」
が
八

月
七
日
か
ら
始
ま
り
、
水
塔
婆
を
流
し

て
、「
迎
え
鐘
」
を
お
盆
に
先
駆
け
て

撞
か
せ
て
貰
え
、
ま
た
大
報
恩
寺
（
千

　

祖
霊
信
仰
を
大
事
に
す
る
日
本
に

あ
っ
て
、
特
に
京
都
の
人
達
は
、
ご
先

祖
さ
ん
の
魂
を
手
厚
く
も
て
な
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
も
な
く
や
っ
て

く
る
お
盆
の
前
後
に
、
そ
の
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。京
都
の
人
達
の
多
く
は
、

亡
く
な
っ
た
方
々
の
魂
を

親
し
み
と
尊
敬
の
念
を
こ

め
て
「
お
精
霊
（
し
ょ
ら
い
）

さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
先
ず
「
迎

え
鐘
」
を
撞
く
の
が
、
お
盆

の
初
日
と
い
わ
れ
る
十
二

日
や
十
三
日
よ
り
も
、
ほ
ん

の
少
し
早
い
時
期
で
あ
る

こ
と
。
ま
た
お
見
送
り
を
す

る
「
送
り
火
」
が
他
の
地

方
で
は
お
盆
の
最
後
の
日

と
言
わ
れ
る
十
五
日
で
は

な
く
、
十
六
日
の
夜
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、

早
め
に
お
迎
え
を
し
て
、
少

し
ゆ
っ
く
り
め
に
お
見
送

〒
6
0
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8
0
1
4

京
都
府
京
都
市
上
京
区
勘
解
由
小
路
町

(

室
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立
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上
ル
︶

( 

0
7
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　4
4
1-

4
6
9
4

( 

0
7
5)

　4
3
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7
8
7
0

F
A
X

T
E
L

1
6
4

お盆の千本ゑんま堂（8月14日夜の「千本六斎念仏」）
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本
釈
迦
堂
）
で
は
八
月
八
日
か
ら
十
六

日
ま
で
「
六
道
ま
い
り
」
が
で
き
る
。

五
山
の
送
り
火
は
、
京
都
盆
地
の
北
半

分
に
半
円
を
描
く
よ
う
に
、
上
京
の

家
々
か
ら
よ
く
見
届
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
送
り
火
が
終
わ
る
と
、
こ
ん
な
会

話
が
上
京
の
町
か
ど
で
聞
こ
え
て
き
そ

う
な
夏
の
昼
下
が
り
・
・
・

「
お
し
ょ
ら
い
さ
ん
が
な
、あ
の
世
で
、

安
ら
か
あ
に
過
ご
し
て
貰
え
る
よ
う

に
、
お
地
蔵
さ
ん
に
よ
う
お
参
り
し

ま
ひ
ょ
・
・
・
」

「
特
に
新
盆
さ
ん
は
な
、

あ
の
世
で
も
新
米
さ

ん
や
さ
か
い
に
、
勝
手

が
よ
う
わ
か
ら
ん
し
、

困
っ
た
時
は
お
地
蔵
さ

ん
に
、
よ
う
面
倒
見
て

貰
わ
ん
と
あ
か
ん
そ
う

や
。
そ
や
か
ら
新
盆
さ

ん
の
出
た
家
は
、
三
年

程
は
六
地
蔵
ま
い
り
を

し
と
か
は
っ
た
方
が
え

え
ら
し
い
よ
。」

「
と
こ
ろ
で
、
お
か
あ
は

ん
。
あ
の
世
っ
て
？
ど

こ
に
あ
ん
の
？
」

「
空
の
ず
っ
と
ず
っ
と
上
や
っ
た
り
、

地
の
底
や
っ
た
り
、
今
う
ち
ら
の
住

ん
で
る
こ
の
世
で
目
に
見
え
へ
ん
世

界
や
っ
た
り
、
五
つ
ほ
ど
あ
る
そ
う

や
。
今
、
わ
て
ら
が
住
ん
で
い
る
人

間
界
を
入
れ
て
、全
部
で
「
六
道
」
っ

て
い
う
そ
う
や
。」

「
六
道
と
い
う
六
つ
の
世
界
を
自
由
に

行
き
来
で
き
る
力
を
持
っ
て
は
る
の

が
、
お
地
蔵
さ
ん
な
ん
や
て
。
そ
や

し
、
普
段
か
ら
お
地
蔵
さ
ん
に
は
よ

う
お
参
り
し
と
か
な
、
あ
か
ん
と
い

う
こ
と
や
な
あ
。」

亡
く
な
っ
て
も
、
自
分
た
ち
を
見
守
っ

て
く
れ
る
「
お
し
ょ
ら
い
さ
ん
」
を
懇

ろ
に
も
て
な
す
、
京
の
盆
。
ま
た
お
返

し
に
お
地
蔵
さ
ん
に
、
お
し
ょ
ら
い
さ

ん
の
あ
の
世
で
後
事
を
託
す
地
蔵
盆
。

時
空
を
超
え
て
、
人
と
人
と
の
縁
、
仏

と
人
の
縁
を
大
事
に
す
る
習
慣
は
こ
れ

か
ら
も
大
事
に
守
っ
て
い
き
た
い
。

鐘つき堂と梵鐘（南北朝時代：京都市指定文化財）

─ 11 ─



上京区新庁舎開庁記念

『みんなで
　　花を植えよう』

上京区新庁舎開庁記念

『みんなで
　　花を植えよう』

上京区新庁舎開庁記念

『みんなで
　　花を植えよう』

「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動の
メンバーと，公募により参加していただいた区
民の皆様が協力して，新庁舎の新しいプランタ
ーに，たくさんの花を植えました。

「みんなで花を咲かそう」ボランティア活動について
　来庁者や道行く人々が季節を感じ、安らげる場をつくろうと、
平成19年度から活動を開始しました。
　年２回（春と秋）に一斉植替え作業を行ったり、日々の水やり
などのお世話を行い、上京区役所前に彩りを添えています。
　一斉植替えは、メンバー全員が集まり、専門家に指導してもら
いながら、草花の植替えなどを和気あいあいと行っています。

参加者からは「前
を通ると、自分で
植えた花が咲いて
いるのが嬉しい」
「区役所により親
しみを持てる」と
の声をいただきま
した。

6月13日には、ボランティアの皆さんによって一斉植替え作業
が行われました。華やかなハイビスカスが、夏の陽射しの下、
元気に咲き誇っています。

1月17日（土）

ゴールドクレ

スト、水仙、

ジュリアン、

パンジーなど

メンバーは

さすがに

手慣れた

様子

みんなで植

え方の説明

を聞きます

いっせいに

作業開始

完成！

子どもたちも

頑張りました

─ 13 ─ ─ 12 ─



上京区新庁舎開庁記念

上京文化絵巻

　桃山時代から約４５０年にわたり、上京区で樂
焼を作り続ける樂家。その当代である樂吉左衞門
氏が、樂焼の発祥から、現在に至るまで、作品を
スライドに写しながらお話をされました。
　琳派と樂焼のつながりや、海外で展示会を行っ
た際の観客の反応など、興味深いお話をたくさん
聞くことが出来ました。

第１巻

『樂焼の歴史』

樂 吉左衞門氏

陶芸家　樂家十五代

第2巻

『江戸時代の
公家街』

冷泉 貴実子氏
冷泉家時雨亭文庫
常務理事

第3巻

『上京界隈の
事々

　　-武者小路通りを中心に－』

千 宗守氏
武者小路千家
第十四代家元

　藤原俊成・定家の父子を祖とし、代々和歌を家
業とする冷泉家。
　「日本人」の季節の感じ方や表現は、古来から受け
継がれていること。例えば「梅に鶯」と聞いて、聞
いた者全員が「春」を感じるというのは、世界的
に見てもまれな文化であることなど、上京のみな
らず、「日本」の源流の一端に触れることが出来
るお話でした。

　千利休からはじまり、現代まで続く茶の湯のこ
とや、京都の歴史と文化について、ユーモアあふ
れる語り口で解説されました。
　世界の魅力ある都市とはどんな都市か。海外で
茶道を教授されることも多いお立場から見た「京
都」という「都」、その中心にある「上京」の身近
な話題について、楽しくお話いただきました。

　上京区内にお住まいの文化人の方々３名をそれぞれ講師としてお招きし、上京の文化や歴史、また、その
魅力についてお話をしていただきました。参加者からは「上京に住んでいることを誇りに思う」「またお話
を聞きたい」と声が寄せられ、大変好評でした。

第１巻：１月３１日（土）
第２巻：２月１４日（土）
第３巻：２月２１日（土）

─ 13 ─



上
京
茶
会

　春
の
「
上
京
茶
会
」
が
、
五
月
三
十
一
日

大
徳
寺
塔
頭
芳
春
院
を
会
場
に
、
表
千
家
に

よ
る
懸
釜
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
金
閣
・
銀

閣
・
飛
雲
閣
と
並
び
京
の
四
閣
と
称
さ
れ
て

い
る
「
呑
湖
閣
（
ど
ん
こ
か
く
）
」
を
間
近

に
見
な
が
ら
の
本
席
と
、
枯
山
水
の
石
庭

「
花
岸
庭
」
を
眺
め
な
が
ら
床
几
に
座
っ
て

い
た
だ
く
副
席
の
二
席
で
お
茶
を
味
わ
い
、

心
安
ら
ぐ
ひ
と
と
き
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
」

　２月７日、新しく開庁したばかりの上京区総合庁舎会
議室において、「知られざる上京の歳時記」をテーマに
「上京区民ふれあい文化大学」が開催されました。講師
である京都観光おもてなし大使の小嶋一郎氏の軽妙なお
話に加えて、楽しいクイズも行われ、なごやかな雰囲気
の中で、参加者は、いにしえから続く上京区の伝統行事
について理解を深めることができました。

　５月２８日、同志社大学寒梅館において、詩人柴
田トヨさんの半生を描いた映画「くじけないで」の
上映と、同志社大学関根教授による講演「１００年
の人生を楽しく生きよう」が行われました。昨年に
引き続き、日本語字幕と音声ガイド（クローズ方
式）による場面ごとの説明がついた「ユニバーサ
ル上映」を今回も実施し、来場された方の誰もが
映画を楽しんでいただける機会となりました。会
場には一部・二部あわせて１０００名を超える方
が来場され、年齢と向き合い前向きに生きること
の大切さを感じていただきました。

上京区民

ふれあい文化大学

●表紙の写真
　今号より上京区在住の写真家である水野克比古先生に表紙の写真を撮影していただくことになりました。水野先生は、
1941年上京区西陣生まれ。上京中学、山城高校、同志社大学文学部卒業。1969年より京都の風景を中心とした写真撮影
に取り組まれ、170冊を越す写真集を出版されています。
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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　　表紙写真／相国寺　蓮　水野克比古

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

●グローバル地域文化学部

同志社大学  広報部  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://www.kitano.ed.jp/

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

602-8056 3-7
Phone: 075 (432) 6161  Facsimile: 075 (432) 6160

8

Banquet 

4,000

Restaurant

11:30 ~ 15:00 (L.O. 14:00)
17:00 ~ 21:00 (L.O. 20:30)
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上京区文化振興会
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。

　いよいよ次号で第50号を迎える冊子「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。

　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/）


