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京
都
の
伝
統
産
業
の
代
表
的
な
も
の
に
西
陣
織
が
あ
り
ま
す
。
西
陣
織
は
上
京
区
に
職
人

が
集
住
し
、
一
貫
作
業
で
は
な
く
分
業
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
箔
屋
と
い
う

仕
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
お
ら
れ
る
「
箔
屋
野
口
」
四
代
目
ご
主
人
の

野
口
康
さ
ん
に
工
房
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
私
自
身
は
写
真
家
に
な
り
た
く
て
日
大
の
写
真
科
に
入
り
ま
し
た
が
、
学
園
紛
争
の
最
中

に
京
都
に
帰
る
と
、
お
得
意
先
の
ご
主
人
が
「
西
陣
に
は
若
い
人
が
帰
っ
て
こ
な
い
と
あ
か

ん
。」
と
、
そ
ん
な
言
葉
に
ほ
だ
さ
れ
家
業
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
明
治
二
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
「
都
百
種
」
の
金
糸
製
造
の
項
目
に
室
町
仏
光
寺
下
ル
「
野

口
安
之
助
」（
曾
祖
父
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
箔
屋
と
い
う
の
は
、
和
紙
に
漆
で
金
や
銀
の

箔
を
押
す
仕
事
で
、
そ
れ
を
裁
断
師
が
細
く
切
り
、
平
面
の
ま
ま
帯
に
織
り
込
む
「
引ひ
き

箔ば
く

」、

芯
糸
に
巻
き
付
け
る
と
金
銀
糸
に
な
り
ま
す
。
西
陣
で
は
金
銀
だ
け
で
な
く
、
色
漆
や
、
銀

箔
を
硫
黄
で
燻い
ぶ

し
た
り
な
ど
し
て
、
変
化
に
富
ん
だ
引
箔
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
西
陣
の
帯
に
金
箔
が
多
く
使
わ
れ
る
の
は
、
帯
の
図
柄
の
多
く
が
室
町
時
代
に
京
都
で
育

ま
れ
た
金き
ん

碧ぺ
き

画
や
、
俵
屋
宗
達
や
尾
形
光
琳
な
ど
、
琳
派
と
称
さ
れ
る
花
鳥
風
月
、
金
箔
を

背
景
に
し
た
屏
風
絵
な
ど
の
流
れ
を
歴
史
的
、
地
域
的
に
引
き
継
い
で
い
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。

　
漆
に
よ
る
箔
屋
の
箔
押
し
は
四
角
い
箔
を
感
じ
さ
せ
な
い
無
地
金
色
が
「
上
手
」
と
さ
れ

野の

口ぐ
ち

　
康や
す
し

箔
屋上

京
区
元
誓
願
寺
通
大
宮
西
入
元
妙
蓮
寺
町
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ま
す
が
、
膠
に
か
わ
液
で
箔
押
し
を
す
る
金
碧
画
で
は
膠
液
を
刷
毛
塗
り
し
、
金
箔
の
端

を
少
し
重
ね
て
貼
り
並
べ
、
膠
の
乾
燥
を
ま
っ
て
真
綿
で
軽
く
押
し
な
で
ま
す
。

す
る
と
重
な
っ
た
端
の
部
分
が
、
箔
足
と
呼
ば
れ
る
四
角
形
の
積
み
重
ね
文
様
と

な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
金
碧
画
の
金
箔
に
は
、
箔
足
の
中
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
線

が
見
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
金
箔
を
作
れ
と
織
屋
さ
ん
の
ご
主
人
に
言
わ
れ
、
で

き
た
時
は
何
と
20
年
近
く
も
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
更
に
10
年
以
上
も
経
っ
た
こ
ろ
、
光
琳
の
紅
白
梅
図
屏
風
の
金
地
と

流
水
の
制
作
技
法
に
つ
い
て
、
美
術
史
の
学
会
で
論
争
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
き
っ
か
け
と
な
り
金
箔
に
つ
い
て
発
信
す
る
機
会
も
生
ま
れ
、
紅
白
梅
図
の
流

水
部
分
も
、
箔
を
型
紙
と
し
て
使
い
、

箔
そ
の
も
の
は
画
面
に
残
さ
な
い
技

法
に
た
ど
り
着
け
た
の
は
、
職
人
と

し
て
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

　
現
在
の
野
口
さ
ん
の
自
宅
は
美
術

館
と
し
て
作
品
を
常
設
展
示
さ
れ
、

海
外
か
ら
の
お
客
さ
ま
も
数
多
く
訪

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
息
子
さ
ん
も

作
家
と
し
て
箔
画
の
制
作
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
、
も
の
づ
く
り
の
伝
統

が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
楽
し

み
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
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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

を
壁
土
で
目
塗
し
て
い
る
）、
家
内
の

形
付
け
同
上
。
先
ず
軽
く
家
司
へ
格
別

の
忠
孝
の
旨
を
申
し
述
べ
る
（
忠
孝
を

ほ
め
た
）。

　

右
家
内
無
事
の
事
、又
皮
箱
の
笈お
い（
避

難
用
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
）滞
り
無
く
、

皆
明
寺
へ
持
ち
退
き
候
旨
等
、
委く
わ

し
く

承
り
、
猶
々
安
心
。

　

し
か
し
、
誠
に
大
火
、
殊
に
変へ
ん

な
る

火
故
、
若も
し

又
飛
来
候
節
は
、
近
く
相
成

り
候
時
、文
庫
の
内
に
も
心
掛が
か

り
は（
文

庫
の
内
が
気
に
な
る
の
で
）
こ
れ
在
る

如
く
、
一
応
開
き
手
早
に
、
観
音
尊
像
、

京
極
殿
（
定
家
）
古
来
の
御
影
（
肖
像

画
、
礼
拝
の
た
め
の
も
の
）、
並
び
に

　

と
り
敢
え
ず
文
庫
、
も
っ
と
も
下
よ

り
、
家
内
の
無
事
立
ち
退
き
、
余よ

（
為

理
の
こ
と
）
も
無
事
供
奉
、
類
焼
免
れ

候
の
御
礼
を
申
す
。

　
（
文
庫
と
い
う
の
は
、
冷
泉
家
の
最

も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
蔵
の
こ
と
。
一

階
に
先
祖
の
俊
成
卿
以
来
の
本
が
納
め

ら
れ
て
い
て
、
二
階
に
は
観
世
音
像
を

は
じ
め
、
和
歌
神
や
祖
先
神
が
ま
つ
ら

れ
て
い
る
。
冷
泉
家
で
は
、
こ
の
蔵
を

神
殿
と
し
て
、
今
日
も
な
お
、
朝
夕
拝

礼
す
る
。
現
在
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
建
物
で
あ
る
。）

　

所
々
文
庫
を
見
る
に
、
土
戸
の
辺
、

目め

塗ぬ
り

、
甚
し
く
行
き
届
き
（
火
が
蔵
の

中
に
入
ら
な
い
よ
う
に
、
土
戸
の
周
囲

御
三
代
（
俊
成
・
定
家
・
為
家
）
の
古

来
の
御
影
、朱
印
、系
図
、祖
父
公
（
為

則
）
の
御
残
金
の
箱
等
、
持
ち
退
く
べ

く
申
し
付
け
置
く
。

　

直
ち
に
又
聖
護
院
宮
へ
参
向
の
事
。

此
頃
火
、
上か
み

（
北
）
は
大
略
静
か
。
兎

角
西
下
（
西
南
）
へ
方
図
無
く
（
限
り

な
く
）焼
け
行
く
の
様
子
。
天
の
赤
色
、

日
の
出
の
如
き
よ
り
も
増
す
。

　

途
中
に
て
山
科
三
位
に
行
き
会
ふ
。

非
番
の
者
は
勝
手
に
退
出
去
り
候
旨
、

語
ら
れ
候
へ
ど
も
、
届
け
無
し
の
退
出

の
事
故
、
矢
張
り
参
じ
候
処
、
其
旨
表

向
承
り
、
即
ち
退
出
。（
道
で
出
会
っ

た
山
科
三
位
は
、
非
番
の
者
は
勝
手
に

退
出
し
て
も
よ
い
と
言
っ
た
が
、
一
応

再
び
聖
護
院
に
行
き
届
け
て
退
出
し

た
。）

　

其
頃
、
始
め
て
千
本
の
鐘
の
音
、
耳

に
入
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
な
か
〳
〵
聞

こ
え
ず
（
鎮
火
を
知
ら
せ
る
鐘
が
千
本

に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
）。

　

枕
を
取
り
候
へ
ど
も
、
一
向
臥ね
む
ら

ず
。

西
の
方
、
火
は
如
何
と
毎
度
見
れ
共
、

前
と
同
上
。

　

三
反
ば
か
り
も
、
神
像
、
観
世
音
、

先
祖
を
文
庫
下
よ
り
拝
す
。
又
愛
宕
、

　

今
か
ら
百
六
十
年
前
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
四
月
六
日
、
上
京
は
御
所
か
ら
出
火

し
た
火
事
に
類
焼
し
、
北
は
寺
之
内
通
、
西
は
千
本
通
、
南
は
椹
木
町
通
に
囲
ま
れ
る

大
部
分
が
焼
け
た
。
嘉
永
の
大
火
と
い
う
。

　

冷
泉
為た

め

理た
だ

は
、
天
皇
に
供ぐ

奉ぶ

（
お
供
）
し
、
下
鴨
神
社
か
ら
聖
護
院
へ
と
避
難
す
る
。

　

供
奉
し
つ
つ
も
為
理
は
、家
の
事
を
心
配
し
て
い
る
。
そ
こ
に
家け

い

司し

（
家
来
）
が
や
っ

て
来
て
、
家
内
の
無
事
を
告
げ
た
。
薄
暮
の
頃
、
ま
だ
燃
え
続
け
る
火
を
見
な
が
ら
一

応
家
に
戻
っ
た
。
そ
こ
か
ら
為
理
卿
記
を
今
回
は
始
め
る
。
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冷泉家　御文庫

　

こ
う
し
て
上
京
を
焼
き
つ
く
し
た
嘉

永
七
年
（
一
八
五
四
）
四
月
六
日
の
昼

下
が
り
よ
り
翌
朝
に
か
け
て
の
冷
泉
為

理
の
日
記
の
記
事
は
終
わ
る
。
こ
の
後

も
関
連
記
事
は
続
く
が
、
二
日
後
四
月

八
日
に
は
、
こ
ん
な
記
録
が
見
え
る
。

一
、
今
日
当
り
、
段
々
一
昨
日
の
事
を

承
る
に
、
も
は
や
陽
明
家
（
近
衛
家
、

今
出
川
通
を
は
さ
み
、
冷
泉
家
の
南
側

に
あ
っ
た
摂
家
）焼
亡
に
成
り
か
か
り
、

よ
ほ
ど
あ
や
う
し
と
思
ふ
頃
、不
思
議
、

北
風
烈
し
く
吹
く
。
其
風
に
連
火
西
に

移
り
候
由
。
全
く
文
庫
の
方
よ
り
吹
き

来
り
候
風
。

　

観
世
音
の
御
蔭
と
恐
れ
仰
せ
奉
る
、

有
難
き
事
共
也
。

　

子
々
孫
に
至
り
、
此
の
御
恵
み
、
必

ず
必
ず
忘
る
る
可
か
ら
ず
。
実
に
有
難

き
事
也
。

　

此
家
を
煙
と
な
さ
ぬ
観
世
音

　
　

め
ぐ
み
の
風
の
吹
き
し
か
し
こ
さ

　

仰
ぐ
可
し
〳
〵
。余
り
の
有
難
さ
に
、

思
は
ず
一
首
を
思
出
し
、こ
れ
を
書
く
。

秋
葉
山
（
両
神
と
も
火
伏
せ
の
神
）
等

を
拝
し
、
御
礼
を
申
す
。
其
の
内
鶏
鳴

（
鶏
が
鳴
く
。
す
な
わ
ち
夜
明
け
）。

　

鳥
鳴
き
て
、
東
の
空
明
け
渡
る
。
西

の
空
、
赤
み
退
き
、
煙
の
色
に
成
る
。

卯
刻
（
午
前
六
時
頃
）
過
き
頃
、
漸
く

全
く
鎮
火
す
。

　

上
（
北
）
は
寺
の
内
辺
り
、
西
は
千

本
、
下
（
南
）
は
椹
木
町
迄
也
。
軒
数

知
ら
ず
。
消
鐘
の
音
を
聞
く
。
大
い
に

安
心
す
。

　

誠
に
天
明
（
天
明
八
年
・
一
七
八
八
）

此こ

の
方
の
大
火
也
。

　

時
至
る
と
は
雖
ど
も
、
恐
る
可
し

〳
〵
事
共
也
。

為理卿記
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今
回
は
五
辻
通
と
そ
の
北
に
あ
る
紋
屋
図
子
と
を
合
わ

せ
て
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

上
京
区
内
は
図
子
の
多
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
ま
す
が
、

中
京
区
あ
た
り
の
都
心
部
の
図
子
と
微
妙
な
違
い
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
上
京
区
の
図
子
は
平
安
京
の
北
端

で
あ
る
一
条
大
路
よ
り
北
部
に
、
そ
の
特
色
を
あ
ら
わ
に

し
て
お
り
、そ
れ
が
迷
路
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

余
談
で
す
が
、
上
京
区
の
あ
る
企
業
組
合
の
専
務
理
事

を
な
さ
っ
て
い
た
方
が
、
終
戦
直
後
に
京
都
市
に
入
り
、

上
京
区
役
所
で
滞
納
さ
れ
て
い
る
税
金
を
徴
収
す
る
の
に

自
転
車
で
一
軒
一
軒
た
ず
ね
歩
く
う
ち
に
迷
子
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
昔
語
り
を
聞
き
、
今
の
よ
う
な
道
路
地

図
や
カ
ー
ナ
ビ
の
な
い
時
代
は
大
変
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
　

　

紋
屋
図
子
は
大
宮
通
か
ら
智
恵
光
院
の

間
で
、
上
立
売
通
と
五
辻
通
に
挟
ま
れ
た

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
短
い
道
で
す
が
、
西

陣
の
産
業
を
凝
縮
し
た
よ
う
な
地
域
と
い
え

そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
時
代
の
書
誌

や
文
書
に
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
中
期
、
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）に
刊

行
さ
れ
た『
京き
ょ
う

雀す
ず
め

跡あ
と

追お
い

』に
、「
ね
り
し
ま（
練

縞
）
を（
織
）る
と
こ
ろ
上
立
売
も
ん
や（
紋

屋
）の
づ
し（
図
子
）」と
あ
っ
て
、
こ
の
こ
ろ

既
に
高
級
絹
織
物
で
あ
る
練
物
の
主
産
地
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

図
子
は
初
め
か
ら
突
き
抜
け
て
い
た
の
で
は
な
く
、

町
家
の
裏
に
あ
る
空
地
に
通
さ
れ
た
袋
小
路
に
始
ま
る

と
考
え
ら
れ
、
も
と
は
通
り
抜
け
で
き
な
い
道
で
あ
っ

た
の
で
す
。
紋
屋
図
子
も
そ
の
一
例
で
、『
聖
天
図
子
文

書
・
西
陣
天
狗
筆
記
』と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
そ
れ

ま
で「
聖し
ょ
う

天て
ん

の
図
子
」と
呼
ば
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
住
ん

で
い
た
御ご

寮り
ょ
う

織お
り

物も
の

司つ
か
さ

の
井
関
七
右
衛
門
宗
麟
が
、
図
子

の
東
に
あ
っ
た
家
を
買
い
上
げ
て
大
宮
通
へ
抜
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
紋
屋
」
は
宗

麟
の
家
号
で
、そ
れ
ま
で
は
北
に
あ
っ
た
西
陣
聖
天
（
雨

宝
院
）
か
ら
と
っ
た「
聖
天
図
子
」の
名
を
宗
麟
の
功
績

に
あ
や
か
り「
紋
屋
図
子
」と
改
め
た
と
い
い
ま
す
。
そ

れ
は
天
正
十
五
年（
一
五
八
七
）の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
か
ら
、
西
陣
の
高
級
織
物
が
普
及
す
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

も
と
も
と
御
寮
織
物
司
は
宮
中
の
役
所
で
あ
る
、
内く

蔵ら

寮り
ょ
う

か
ら
任
命
さ
れ
て
装
束
を
織
っ
た
家
で
、
旧
例

の
絶
え
た
応
仁
の
乱
後
も
、
大
宮
通
を
中
心
に
機
業
を

復
興
し
、
高
級
織
物
の
産
地
と
し
て
の
西
陣
の
中
核
と

な
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
今
も
紋
屋
図
子
に
は
数
件
の

紋
屋
が
残
り
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
残
し
て
い
ま
す
。

上京の史蹟　その 29

紋屋図子・五辻通

おおじ こうじおおじ こうじ

も ん や の ず し 　  　いつつじ

紋屋図子

紋
屋
図
子
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紋
屋
図
子
の
一
筋
南
を
大
宮
通
か
ら

御
前
通
ま
で
貫
い
て
い
る
の
が
五
辻
通

で
す
。
起
点
と
な
る
の
が
五
辻
町
で
、
平

安
時
代
の
末
期
以
来
、
藤
原
成な
り

親ち
か

の
五

辻
第て
い

や
頌し
ょ
う

子し

内
親
王
の
五
辻
第
斎さ
い

院い
ん

な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。
頌
子
内
親
王
は
鳥

羽
天
皇
の
皇
女
で
賀
茂
社
の
斎
院
を
つ

と
め
ま
し
た
。
ま
た
後
鳥
羽
上
皇
の
五

辻
殿
が
あ
っ
た
の
で
通
り
名
と
な
っ
た

と
い
う
説
も
あ
り
、
大
宮
あ
た
り
に
あ
っ

た
邸
宅
を
代
々
受
け
継
い
で
き
た
名
残

り
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

智
恵
光
院
通
を
越
え
る
と
北
側
に
本

隆
寺
と
そ
の
塔
頭
が
一
廓
を
占
め
て
い

ま
す
。
法
華
宗
真
門
流
の
総
本
山
で
慧え

光こ
う

無む

量り
ょ
う

山さ
ん

本ほ
ん

妙み
ょ
う

興こ
う

隆り
ゅ
う

寺じ

と
号
し
、
略
し

て
慧え

光こ
う

山ざ
ん

本
隆
寺
と
い
い
ま
す
。
長
享
二

年（
一
四
八
八
）に
妙
顕
寺
日に
ち

真し
ん

が
分
派

し
て
四
条
坊
城
の
地
に
寺
を
建
立
し
た

の
が
始
ま
り
で
、
天
文
五
年（
一
五
三
六
）

の
天
文
法
華
の
乱
で
焼
亡
し
、
一
時
泉
州

堺
に
逃
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
京
都
に
戻

り
、
天
正
十
二
年（
一
五
八
四
）に
豊
臣

秀
吉
の
市
街
地
改
造
に
よ
っ
て
現
在
地

に
移
り
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

承
応
二
年（
一
六
五
三
）の
火
災
に
遭
い

ま
す
が
、
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）に
本
堂

が
再
建
さ
れ
、
や
や
後
れ
て
完
成
し
た
祖

師
堂
と
と
も
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
享
保

十
五
年（
一
七
三
〇
）の
西
陣
焼
け（
享
保

の
大
火
）や
天
明
八
年（
一
七
八
八
）の
団ど
ん

栗ぐ
り

焼
け
（
天
明
の
大
火
）
に
も
焼
け
残
っ

た
の
で
「
焼
け
ず
の
寺
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
一
月
に
重
要
文

化
財
の
指
定
を
受
け
、
春
の
非
公
開
文
化

財
の
特
別
公
開
事
業
で
内
部
が
一
般
公

開
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
堂
は
桁け
た

行ゆ
き

七
間
、
梁は
り

間ま

七
間
、
入
母

屋
造
本
瓦
葺
で
、
禅ぜ
ん

宗し
ゅ
う

様よ
う

の
組く
み

物も
の

を
基

調
と
し
な
が
ら
も
、
日
蓮
諸
宗
の
仏
堂
の

平
面
の
特
徴
を
よ
く
示
す
本
格
的
な
七

面
堂
の
形
式
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

祖そ

師し

堂ど
う

は
桁
行
三
間
、
梁
間
四
間
、
寄

棟
造
本
瓦
葺
で
、
屋
根
は
錣し
こ
ろ

状
に
段
差

を
付
け
て
い
ま
す
。
内な
い

陣じ
ん

の
宮く
う

殿で
ん

に
は
日

蓮
の
ほ
か
日に
ち

像ぞ
う

・
日に
ち

朗ろ
う

の
坐
像
を
安
置

し
、
内
陣
の
格ご
う

天て
ん

井じ
ょ
う

に
は
極
彩
色
で
花

が
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
も
見
所
の

一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
地
は
無む

外げ

如に
ょ

大だ
い

尼に（
千
代
野
姫
）

の
開
創
に
な
る
景
愛
寺
の
旧
地
で
、
千
代

野
姫
が
満
月
の
夜
、
井
戸
の
水
を
汲
ん
で

本隆寺本堂

五辻殿社

五
　辻
　通
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い
た
と
こ
ろ
、
桶
の
底
が
抜
け
て
月
影
が

水
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
を
見

て
仏
道
に
入
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
本
堂
前
に
あ
る
井
戸
枠
を「
千
代

の
井
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
由

緒
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
祖
師
堂
前
に
あ
る「
夜よ

泣な
き

止ど
め

の

松
」は
、
第
五
世
の
日に
っ

諦た
い

が
、
一
婦
人
か

ら
養
育
を
頼
ま
れ
た
幼
児
の
夜
泣
に
困

り
題
目
を
唱
え
な
が
ら
松
の
木
を
廻
る

と
夜
泣
が
止
ん
だ
と
い
う
話
か
ら
、
こ
の

松
の
皮
や
松
葉
を
枕
の
下
に
敷
く
と
幼

児
の
夜
泣
に
利
く
と
い
う
俗
信
仰
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
墓
地
に
は
黒
川
道ど
う

祐ゆ
う

の
墓

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
江
戸
初
期
の
儒

医
で
し
た
が
、遠お
ん

碧ぺ
き

軒け
ん

と
号
し
、『
日ひ

次な
み

記

事
』・『
雍よ
う

州し
ゅ
う

府
志
』・『
近
畿
歴
覧
記
』
等

の
地
誌
を
著
わ
し
、
今
も
江
戸
時
代
の
京

都
を
調
べ
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
地

誌
と
し
て
、
い
ず
れ
も『
京
都
叢
書
』に

収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
西
へ
進
み
ま
す
と
、
や
が
て

嘉
楽
中
学
校
の
校
舎
が
見
え
て
き
ま

す
。
こ
の
一
画
は
般は
ん

舟し
ゅ
う

三ざ
ん

昧ま
い

院い
ん

の
跡
地

で
す
。
今
出
川
通
に
面
し
て「
禁
裏
道
場

蹟
」と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
あ
り
、
側
面
に

は
そ
の
由
来
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
も

と
は
応
仁
の
乱
後
に
後
土
御
門
天
皇
に

よ
っ
て
伏
見
指し

月げ
つ

の
里
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
が
伏
見
城
を
築
く

た
め
に
現
在
地
に
移
り
、
禁
裏
道
場
と
し

て
皇
室
歴
代
の
尊
牌
を
安
置
し
、
周
辺
に

は
皇
室
関
係
の
陵
墓
や
分
骨
所
も
あ
り

ま
し
た
が
、
明
治
に
な
っ
て
尊
牌
は
泉
涌

寺
に
移
し
、
一
隅
に
は
般
舟
院
陵
と
し
て

残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
に
は
嘉
楽
小

学
校
が
開
設
さ
れ
、
そ
の
仏
堂
は
校
舎
と

し
て
転
用
さ
れ
、
関
東
大
震
災
の
あ
と
引

き
取
ら
れ
て
行
っ
た
と
い
う
話
も
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

千
本
通
を
越
え
る
と
北
側
に「
長
谷
川

杼
製
作
所
」と
書
か
れ
杼
を
は
め
こ
ん
だ

風
雅
な
看
板
が
目
を
引
き
ま
す
。
こ
こ
は

本
誌
二
五
号（
平
成
十
五
年
八
月
発
行
）

の「
美
を
創
る
」に
登
場
し
て
い
た
だ
い

た
長
谷
川
淳
一
氏
の
工
房
で
す
。
西
陣
の

織
屋
に
欠
か
せ
な
い
織
機
に
緯よ
こ

糸い
と

を
通

す
た
め
の「
杼ひ

」の
製
作
を
唯
一
人
継
承

さ
れ
て
い
る
名
工
で
、
国
選
定
の
文
化

財
保
存
技
術
者
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
十
年
を
経
た
今
日
も
お
元
気
で
黙
々

と
杼
の
製
作
を
続
け
て
お
ら
れ
る
こ
と

に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

大
報
恩
寺（
千
本
釈
迦
堂
）の
前
を
過

ぎ
る
と
、
や
が
て
北
野
天
満
宮
の
東
門

の
前
へ
出
ま
す
。
こ
こ
ま
で
一
・
二
キ
ロ
、

西
陣
の
昔
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で

き
る
五
辻
通
で
し
た
。

（
出
雲
路
敬
直
）

千代の井

長谷川杼製作所　看板
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京
都
御
所
の
西
側
、
烏
丸
通
中
立
売

の
北
の
町
を
薬
院
町
と
い
っ
た
。
そ
の

昔
東
側
に
は
施せ

薬や
く

院い
ん

が
あ
っ
た
の
で
か

く
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
中
立

売
か
ら
南
へ
上
長
者
町
迄
を
炉ろ

庵あ
ん

町ち
ょ
う

と

称
し
た
。
更
に
上
長
者
町
か
ら
下
長
者

町
迄
を
川
端
町
と
い
っ
た
が
、
こ
の
三
ヶ

町
は
明
治
初
年
皇
居
の
前
に
あ
る
と
い

う
意
味
か
ら
龍た
つ

前ま
え

町ち
ょ
う

と
改
名
さ
れ
た
。

　

施
薬
院
は
平
安
京
の
頃
か
ら
あ
っ
た

よ
う
で
、
施
薬
院
の
北
裏
に
は
大
き
な

薬
草
畑
が
あ
り
、
種
々
の
薬
草
が
栽
培

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

施
薬
院
と
は
病
人
を
治
療
す
る
救
済

施
設
で
は
あ
る
が
、
庶
民
と
は
無
縁
の

も
の
で
貴
族
の
療
養
を
目
的
と
し
た
特

殊
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
四
百
年
程

昔
の
永
禄
の
頃
施
薬
院
の
筋
向
に
和
気

炉
庵
と
い
う
医
師
が
住
居
を
構
え
た
。

和
気
氏
の
先
祖
は
護
王
神
社
の
祭
神
和

気
清
麻
呂
公
で
あ
る
。
そ
の
名
門
の
流

を
汲
む
和
気
氏
は
そ
の
頃
和
漢
の
医
術

に
通
じ
、
典て
ん

薬や
く

頭の
か
み

と
な
っ
て
貴
族
の
間

に
信
任
を
得
、
内だ
い

裏り

に
出
仕
し
て
い
た
。

　

和
気
炉
庵
は
こ
の
地
に
定
住
し
子

孫
亦ま
た

代
々
医
を
以
て
家
業
と
し
た
の

で
、
い
つ
し
か
こ
の
町
は
炉
庵
町
と
名

付
け
ら
れ
た
。
炉
庵
の
屋
敷
内
に
は
大

き
な
井
戸
が
あ
っ
た
。
こ
の
井
戸
水
は

四
季
絶
え
る
こ
と
な
く
常
に
清
洌
な
水

が
水
晶
の
よ
う
に
澄
み
き
っ
て
、
こ
ん

こ
ん
と
涌
き
で
て
い
た
。
平
安
期
の
頃

に
は
烏
丸
通
に
は
烏
丸
川
が
流
れ
て
い

た
。
勿
論
上
流
は
加
茂
川
で
そ
の
分
流

で
あ
っ
た
が
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）

閏
四
月
、
烏
丸
川
は
大
洪
水
と
な
っ
て

附
近
の
住
宅
に
大
被
害
を
与
え
た
記
録

が
あ
る
。
応
仁
の
乱
の
後
、
烏
丸
川
は

埋
め
た
て
ら
れ
川
は
な
く
な
っ
た
が
、

地
下
の
水
脈
は
豊
か
で
名
水
の
井
戸
も

数
多
く
こ
の
近
辺
に
あ
っ
た
。
炉
庵
の

井
戸
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
炉
庵
の
井

戸
水
は
薬
草
の
処
理
や
製
薬
に
は
重
要

な
役
割
を
も
っ
て
つ
か
わ
れ
た
。
自
然

が
恵
む
霊
水
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
井

戸
水
は
又
炉
庵
家
に
働
く
多
く
の
人
達

の
日
用
の
飲
料
水
と
し
て
も
大
切
な
水

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
井
戸
の
真
中

に
板
じ
き
り
を
し
半
分
は
製
薬
用
に
半

分
は
家
の
炊
事
用
と
し
て
用
い
た
。
井

戸
を
半
分
ず
つ
仕
切
っ
て
使
う
の
で
半な
か
ら

井い

で
あ
る
。
人
々
は
半
井
の
井
戸
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
和
気
氏
の
名
前

も
い
つ
の
頃
に
か
半
井
と
い
わ
れ
、
半

井
の
炉
庵
先
生
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
元
禄
期
の
古
地
図
に
は

半
井
炉
庵
の
家
は
名
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
い
つ
し
か
九
条
家
の
別
邸
と
な

り
、
後
更
に
寛
保
頃
の
京
絵
図
で
は
旧

華
族
醍
醐
家
の
屋
敷
と
変
わ
り
、
明
治

上
京
の
昔
ば
な
し
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以
後
は
民
家
に
な
っ
た
。
現
在
は
ホ
テ

ル
平
安
に
変
貌
し
た
が
、
有
名
な
半
井

抜
き
を
つ
け
た
絵
馬
が

ギ
ッ
シ
リ
と
張
り
詰
め

て
あ
る
。
こ
れ
は
諸
病

平
癒
を
祈
願
し
た
人
達

が
お
礼
の
し
る
し
に
供

え
た
奉
納
の
絵
馬
で
あ

る
。
こ
の
変
わ
っ
た
釘

抜
絵
馬
は
地
蔵
菩
薩
の

功
徳
に
よ
っ
て
、
も
ろ

も
ろ
の
苦
を
抜
く
と
い

う
苦く

抜ぬ
き

地
蔵
の
霊
験
を

た
た
え
た
も
の
だ
が
、

釘
抜
地
蔵
と
し
て
釘
抜

絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
こ

と
に
は
寺
に
伝
わ
る
古

い
物
語
が
あ
る
。

　

今
か
ら
凡お
よ

そ
四
百
年

も
昔
、
京
に
紀
国
屋
道

林
と
い
う
商
人
が
い
た
。

あ
る
日
突
然
両
手
に
激

痛
を
起
こ
し
、
早
速
医

師
の
治
療
を
う
け
た
が
、

更
に
効
め
が
な
く
尋
常

一
様
の
痛
み
で
は
な
い
。

苦
し
い
時
の
神
だ
の
み

の
井
戸
も
い
つ
の
頃
に
か
消
え
て
し

ま
っ
た
。

　　

昔
か
ら
“
釘
抜
さ
ん
”

と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き

た
お
地
蔵
さ
ん
は
千
本
通

上
立
売
の
東
側
、
家
隆
山

石し
ゃ
く

像ぞ
う

寺じ

と
い
う
お
寺
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
向
い
側

に
は
閻え
ん

魔ま

大
王
を
安
置
し

た
引い
ん

接じ
ょ
う

寺じ

、
俗
に
千
本
閻

魔
堂
が
あ
っ
て
、
共
に
庶

民
の
厚
い
信
仰
で
賑
わ
っ

て
き
た
。
石
像
寺
の
お
堂

に
は
大
き
な
石
の
地
蔵
尊

像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

石
像
寺
の
名
の
起
こ
り
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
寺
の

伝
来
で
は
空
海
の
作
と
伝

え
ら
れ
る
。

　

お
堂
の
周
囲
の
板
壁
に

は
透
き
間
も
な
く
釘
と
釘

  
話
十
第

　
く
ぎ
ぬ
き
じ
ぞ
う

釘
抜
地
蔵
の
由
来

─ 11 ─ ─ 10 ─



で
遂
に
石
像
寺
の
地
蔵
様
に
願が
ん

か
け
し
て

病
気
の
平
癒
を
お
祈
り
し
た
。
そ
う
し
て

七
日
の
満
願
の
日
が
き
た
。
道
林
が
病
悪

に
疲
れ
て
、
う
と
う
と
と
ま
ど
ろ
む
夢
の

　

昔
か
ら
北
野
の
天
神
さ
ん
は
多
く
の
人

達
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
毎
月
の

二
十
五
日
の
縁
日
に
は
終
日
境
内
は
善
男

善
女
で
賑
う
。
一
の
鳥
居
か
ら
表
参
道
の

石
畳
を
進
む
と
両
側
に
は
数
多
く
の
石
燈

篭
が
並
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
天
神
信
仰

の
庶
民
が
神
へ
の
願
望
と
感
謝
を
こ
め
て

奉
納
し
た
献
燈
で
あ
る
。
本
殿
前
の
三
光

門
の
右
側
に
あ
る
廻
廊
の
前
に
、
献
燈
の

石
燈
篭
と
は
違
っ
た
形
の
庭
園
な
ど
で
見

か
け
る
石
燈
篭
が
一
基
立
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
一
般
に
は
織お
り

部べ

形
あ
る
い
は
織
部
燈

篭
と
称
し
て
い
る
。
織
部
燈
篭
と
は
茶
人

に
し
て
大
名
で
あ
っ
た
古
田
織
部
が
造
形

し
た
の
で
こ
の
名
称
が
つ
い
た
と
い
う
。

こ
の
燈
篭
は
火
袋
を
支
え
る
竿
の
部
分
が

変
わ
っ
て
い
る
。
竿
は
丁
字
形
を
呈
し
、

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
石
像
寺
は
山
号
を
家
隆
山
と
い

う
。
こ
の
地
は
王
朝
の
頃
、
藤
原
家
隆
の

居
住
し
た
邸
宅
の
跡
と
い
わ
れ
て
い
る
。

山
号
も
そ
れ
に
因
む
の
で
あ
ろ
う
。
家
隆

は
平
安
朝
の
代
表
的
な
歌
人
で
、
時
の
人

は
万
葉
の
歌
人
柿
本
人
麻
呂
の
再
来
と
評

し
た
程
で
あ
る
。
境
内
に
は
家
隆
や
定
家

の
供
養
塔
が
並
ん
で
い
る
。

竿
の
上
部
が
左
右
に
ふ
く
ら
み
を
持
ち
、

中
程
か
ら
下
の
中
央
部
に
は
地
蔵
菩
薩
の

彫
刻
が
あ
る
。
こ
の
燈
篭
を
又
の
名
を
切

支
丹
燈
篭
と
も
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
竿

の
丁
字
形
が
切
支
丹
の
十
字
架
を
象
徴
す

る
と
し
、
又
地
蔵
菩
薩
を
聖
母
マ
リ
ヤ
像

に
見
た
て
、
そ
う
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

織
田
信
長
が
安
土
や
京
都
に
南
蠻
寺
を

建
て
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
認
め
た
頃
、

諸
大
名
の
中
に
は
熱
心
な
信
仰
者
も
出
来

た
。
こ
れ
が
後
、徳
川
家
康
の
時
代
に
な
っ

て
慶
長
十
八
年
頃
キ
リ
ス
ト
教
は
厳
し
く

禁
止
さ
れ
た
。
以
来
信
仰
の
自
由
を
失
っ

た
教
徒
達
は
役
人
の
目
を
逃
れ
、
地
下
に

も
ぐ
っ
て
信
仰
を
続
け
た
。
彼
等
が
密
か

に
織
部
燈
篭
に
キ
リ
ス
ト
の
啓
示
を
感
じ

て
祈
り
を
捧
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

中
に
不
思
議
や
地
蔵
尊
が
出
現
さ
れ
た
。

地
蔵
様
の
お
手
に
は
八
寸
釘
が
二
本
握
ら

れ
、「
道
林
、
汝
の
手
の
痛
み
は
前
世
に

お
い
て
人
を
怨
み
、
人
形
を
作
っ
て
八
寸

釘
を
打
ち
込
ん
だ
罪

障
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
汝
の
祈

願
に
よ
り
今
こ
そ
罪

障
は
消
滅
し
た
」
と

の
お
告
げ
を
聞
く
と

夢
か
ら
醒
め
た
。
目

覚
め
た
道
林
が
気
づ

く
と
今
ま
で
の
手
の

痛
み
は
け
ろ
り
と
消

え
失
せ
て
い
る
。
あ

ま
り
の
喜
び
に
早
速

道
林
は
石
像
寺
に
馳

せ
参
じ
た
。
見
れ
ば

地
蔵
様
の
前
に
は
血

に
染
っ
た
八
寸
釘
が

二
本
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
霊
験
物
語
は
忽た
ち
ま

ち
京
の
町
々
に
ひ
ろ

が
り
、
釘
抜
地
蔵
様

と
あ
が
め
ら
れ
信
仰

  

話

十
一

第

　

北
野
天
神
の
切
支
丹
燈
篭
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話

十
二

第

　
と
う
ぼ
く
い
ん

東
北
院
の
梅

れ
な
ら
ば
織
部
燈
篭
は
古
田
織
部
が

「
か
く
れ
切
支
丹
」
の
た
め
に
意
識

し
て
こ
の
燈
篭
を
造
形
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
こ
の
謎
は
い
さ
さ
か
解
明

し
難
い
。
し
か
し
織
部
の
娘
が
切
支

丹
大
名
と
し
て
有
名
な
高
山
右
近
の

妻
で
あ
る
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
、

こ
の
謎
は
益
々
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

織
部
は
千
利
休
の
高
弟
と
し
て
茶

道
の
奥
義
を
極
め
、
茶
陶
の
製
作
に

も
鋭
い
感
覚
で
織
部
独
特
の
前
衛
的

な
新
鮮
な
文
様
を
施
し
た
。
し
た

が
っ
て
当
時
の
茶
人
達
に
も
織
部
好

み
の
茶
器
は
大
い
に
喜
ば
れ
た
。
織

部
燈
篭
も
茶
庭
の
点
景
と
し
て
愛
用

さ
れ
て
い
る
。
京
都
で
は
桂
離
宮
の

御
輿
寄
せ
玄
関
の
左
側
に
織
部
燈
篭

が
立
っ
て
い
る
。
そ
の
他
曼
殊
院
門

跡
の
庭
や
清
涼
寺
等
に
も
あ
っ
て
、

織
部
燈
篭
は
数
寄
者
達
の
求
め
に
応

じ
数
多
く
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

北
野
神
社
の
織
部
燈
篭
は
、
社
伝
で

は
古
田
織
部
の
奉
納
し
た
も
の
が
、

い
つ
の
時
代
か
に
失
わ
れ
た
。
そ
れ

が
明
治
の
初
年
に
な
り
他
所
で
発
見

さ
れ
、
京
都
の
茶
商
組
合
の
人
々
の

肝き
も

煎い

り
で
再
び
神
社
に
戻
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　

京
都
御
所
の
東
側
、
寺
町
通
は
今
も
閑
寂
な
町

並
で
京
都
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
は
今
か
ら
お
よ
そ
九
百
五
十
年
程
前

の
平
安
王
朝
の
頃
、
関
白
藤
原
道
長
の
京
極
殿
が

あ
り
、
そ
れ
に
接
し
て
荘
厳
善
美
の
御
堂
を
建
立

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
名
な
法ほ
う
じ
ょ
う
じ

成
寺
で

「
栄
華
物
語
」
や
「
大
鏡
」
な
ど
に
詳
し
く
書
か
れ

て
い
る
。
道
長
は
、
極
楽
往
生
の
本
願
を
求
め
て

現
世
に
浄
土
を
現
わ
そ
う
と
し
て
、
金
堂
、
阿
弥

陀
堂
等
多
く
の
堂
塔
伽
藍
を
建
立
し
た
が
、
彼
の

女む
す
め

一
条
天
皇
の
中
宮
上し
ょ
う

東と
う

門も
ん

院い
ん

も
ま
た
そ
の
東
北

端
に
一
宇
の
御
堂
を
建
て
た
。
こ
れ
が
東
北
院
で

あ
る
。

　

東
北
院
は
寺
町
広
小
路
上
る
盧
山
寺
本
堂
東
側

あ
た
り
が
そ
の
旧
地
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今
そ

こ
に
は
雲く
も

水み
ず

の
井い

と
称
す
る
古
井
戸
の
跡
が
残
っ

て
い
る
。
周
囲
を
大
き
な
自
然
石
で
積
み
重
ね
渦う
ず

巻ま
き

形
に
下
に
三
米
程
お
り
る
。
井
戸
の
入
口
に
は

厚
肉
彫
の
石
仏
が
お
か
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
平
安

朝
様
式
の
古
い
井
戸
で
京
都
に
の
こ
る
唯
一
の
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
井
戸
の
そ
ば
に
は
大
き
な

松
が
生
い
茂
り
、
こ
れ
を
「
㵎か
ん

底て
い

の
松
」
と
い
う
。

　

謡
曲
「
東
北
」
は
こ
の
東
北
院
の
説
話
か
ら

取
材
し
た
世ぜ

阿あ

弥み

の
作
で
あ
る
。
王
朝
の
歌
人

と
し
て
有
名
な
和い
ず
み泉
式し
き

部ぶ

は
、
そ
の
頃
上
東
門

院
に
仕
え
東
北
院
に
い
た
。
彼
女
は
梅
を
愛
し
、

東
北
院
の
庭
に
は
梅
を
植
え
、「
軒の
き

端ば

の
梅
」
と

名
付
け
、
早
春
の
花
咲
く
頃
あ
か
ず
眺
め
て
い

た
と
い
う
。
謡
曲
「
東
北
」
は
、
諸
国
修
行
の

僧
が
東
北
院
を
訪
れ
、
一
人
の
若
い
女
か
ら
和

泉
式
部
の
「
軒
端
の
梅
」
の
名
木
を
教
え
ら
れ

る
。
折
し
も
馥ふ
く

郁い
く

と
香
る
梅
の
花
に
、
僧
は
読

経
し
て
供
養
す
る
と
、
女
は
日
暮
れ
と
共
に
花

の
蔭
に
姿
を
消
す
。
や
が
て
和
泉
式
部
が
在
り

し
日
の
艶
麗
な
姿
を
現
し
て
、
関
白
道
長
の
こ

と
、
あ
る
い
は
東
北
院
の
四
囲
の
景
色
の
美
し

か
っ
た
昔
の
有
様
な
ど
物
語
り
、
方
丈
に
入
る

か
と
思
え
ば
旅
僧
は
夢
か
ら
醒
め
た
と
い
う
物

語
で
あ
る
。

　

東
北
院
は
江
戸
の
中
期
元
禄
頃
、
吉
田
山
の

東
側
真し
ん

如に
ょ

堂ど
う

の
前
に
移
転
さ
れ
た
が
、「
軒
端
の

梅
」
も
そ
の
何
代
目
か
の
老
梅
が
、
荒
れ
た
庭

に
春
と
も
な
れ
ば
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。

（
中
島
泰
之
助
記
）
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　バラをはじめとする季節の草花をプラン
ターに寄せ植えする「バラの寄せかご講習
会」が、３月15日に上京区役所で開催され
ました。
　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
者の皆さんが思い思いに作品を仕上げ、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。

「バラの寄せ
　　　かご講習会」

上京区憲法月間

「映画のつどい」
　５月の憲法月間にあわせ、５月22日、同志社大

学寒梅館において映画「遺体―明日への十日間―」

の上映と、同志社大学・立木教授による講演「高齢

者、障害者と東日本大震災」が行われました。

　今回も、日本語字幕と音声ガイド（クローズド方

式）による場面ごとの説明がついた「ユニバーサル

上映」を行い、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８００名を超える方が

来場され、東日本大震災と人権について理解を深め

ていただく機会となりました。

─ 13 ─



上
京
茶
会

上
京
茶
会
　春の「上京茶会」が、6月15日大徳寺塔頭瑞峯院を
会場に、表千家による懸釜で開催されました。
　茶室での本席と、枯山水の名園「独坐庭（どくざて
い）」を眺めながら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、
心休まるひとときを過ごしていただきました。

「みんなで
　花を咲かそう」

活動活動

　７月12日に、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。
当日は快晴でとても暑かったのですが、
ハイビスカスや七色とうがらしが植えら
れ、夏の陽射しのなか、区役所入口に華
やかな彩りを添えています。
　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、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。

─ 15 ─ ─ 14 ─



「
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
。

あすなろ
￥5,000

￥1,600

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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