
田の字地区年間12万部配布＋FAX＋WEB発行VOL. 号1日令和七年

NPO法人京都高瀬川繁栄会ホームページ　https://www.sakizo.or.jp

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
京
都
高
瀬
川
繁
栄
会
会
報

編
集
人　

田
村
佐
起
三

〒
六
〇
四　

八
〇
二
三

京
都
市
中
京
区
蛸
薬
師
通
河
原
町
東
入

電
話
（
〇
七
五
）二
五
三
・
〇
七
〇
七

2826月

《
6
月
レ
シ
ピ
》

夏
野
菜
が
出
回
っ
て
く
る
季
節
！

ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル
た
っ
ぷ
り
の
夏
野
菜
で
栄
養

補
給
を
！

オ
ク
ラ
は
食
物
繊
維
が
豊
富
で
、ね
ば
ね
ば
と
し
た

食
感
の
正
体
で
も
あ
り
ま
す
。

『
オ
ク
ラ
と
長
芋
ネ
バ
ネ
バ
お
か
か
和
え
』（
２
人
分
）

オ
ク
ラ
４
本
、長
芋
３
セ
ン
チ
ほ
ど

カ
ツ
オ
節
ひ
と
つ
み
、白
だ
し
大
さ
じ
１
・
１
／
２

①
オ
ク
ラ
は
ゆ
が
い
て
、１
セ
ン
チ
幅
ぐ
ら
い
に
カ

ッ
ト
。

②
長
芋
は
皮
を
剥
い
て
、サ
イ
コ
ロ
状
に
切
る
。

③
ボ
ー
ル
に
①
と
②
を
入
れ
て
、カ
ツ
オ
節
、白
だ

し
を
入
れ
て
、和
え
る
。

健
康
レ
シ
ピ　
　
　
　
　

 

栄
養
士 

國
松
美
也
子

　

日
本
で
は
今
ま
で
中
国
製
餃
子
・
う
な
ぎ
等
の
毒
物
混

入
や
飛
騨
牛
・
米
の
産
地
偽
装
が
、メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ

不
安
を
掻
き
立
て
て
来
ま
し
た
。
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
で
も
チ

ー
ズ
か
ら
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
検
出
さ
れ
る
な
ど
食
品
は
も
ち

ろ
ん
、ワ
イ
ン
に
つ
い
て
は
１
９
８
６
年
に
工
業
用
ア
ル
コ
ー
ル

添
加
が
発
覚
。
１９
名
の
死
亡
を
含
む
多
数
の
被
害
者
を
出

し
世
界
中
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
問
題
は
こ
れ
が
個
人
経

営
者
単
独
で
は
な
く
、大
が
か
り
な
規
模
で
行
わ
れ
て
お
り
、

マ
フ
ィ
ア
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

日
本
イ
タ
リ
ア
を
問
わ
ず
偽
装
を
生
む
背
景
の一つ
に
過

剰
な
価
格
競
争
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
少
し
で
も
安
い
価
格
の

商
品
に
消
費
者
が
集
ま
る
限
り
、不
法
と
承
知
な
が
ら
利

益
の
た
め
に
偽
装
を
行
う
。
自
分
だ
け
で
は
な
い
と
の
思
い
に
、

徐
々
に
罪
悪
感
は
薄
れ
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
消
費
者
も
低

価
格
に
踊
ら
さ
る
こ
と
な
く「
本
物
」を
理
解
し
、安
心
し
て

食
を
楽
し
め
る
社
会
を
作
り
た
い
も
の
で
す
。

常
楽
臺
住
職  

今
小
路 

覚
真

《
ワ
イ
ン
偽
装
問
題
》 　

 

イ
タ
シ
ョ
ク
　
福
村
直

《
「
教
育
」
の
あ
り
方
》

　

浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
は
、
九
才
で
青
蓮
院
に

入
り
、
僧
侶
の
道
を
進
み
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
宇
治
近
く
の
日
野
、
法
界
寺
近
く
で
日
野
有
範

の
長
子
と
し
て
誕
生
さ
れ
ま
し
た
が
、
家
督
を
継
が
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
も
同
じ
で
、
現
在
で
い
え

ば
小
学
校
低
学
年
の
年
齢
で
僧
侶
の
道
に
進
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
限
ら
ず
、
自
ら
の
意
思
を
も
っ
て
僧
侶
の
道
に

進
ま
れ
た
人
は
ど
れ
ほ
ど
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
貴
族
と
い

わ
ず
皇
族
と
い
わ
ず
、
い
わ
ば
行
き
場
の
な
く
な
っ
た
人
が
多

く
僧
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
僧
の
世
界
に
入
っ
て
、
先
師
の
教
え
を
受
け
、
環
境

に
馴
染
ん
で
い
く
に
つ
れ
自
ら
の
立
ち
場
を
確
立
さ
れ
て
、
あ

る
人
は
開
祖
と
な
り
、
あ
る
人
は
比
叡
山
で
名
僧
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

幼
く
し
て
自
ら
の
志
し
を
も
た
な
く
て
も
、
環
境
と
師
が
揃

え
ば
、
道
が
開
け
て
い
く
、
と
い
う
実
例
と
し
て
み
ら
れ
ま
す
。

　

現
代
教
育
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
愛
情
は
受
け
継
が
れ
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
す
そ
野
は
ど
ん
ど
ん
広
が
って
い
き
ま
す
。

愛
情
も
宣
長
さ
ん
の
考
え
方
で
は
感
情（
う
ご
く
こ
こ
ろ
）の

一つ
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
未
来
へ
向
か
って
存

続
し
て
い
く
の
で
す
。

　

入
院
中
の
Ｒ
さ
ん
は
も
う
孫
を
抱
き
あ
げ
る
力
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
頬
に
触
れ
、
も
み
じ
手
を
見
つ
め
る
こ
と
は
で
き

ま
す
が
。
で
も「
私
の
母
が
ま
た
孫
を
抱
き
あ
げ
て
頬
寄
せ

合
って
手
を
堅
く
握
って
よ
ち
よ
ち
と
歩
か
せ
て
く
れ
る
と
思

い
ま
す
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
間
違
い
な
く
愛
情
は
存
続
し

ま
す
。
愛
情
は
本
能
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｒ
さ
ん
の
母
上
も
同
じ
よ
う
に
や
つ
れ
て
来
て
い
ま
す
。
し

か
し
眼
だ
け
は
生
き
生
き
と
し
て
、
そ
の
光
に
は
凄
み
が
出

て
き
ま
し
た
。Ｒ
さ
ん
の
愛
情
を
受
け
止
め
て
引
き
継
い
で
い

く
に
は
、
そ
れ
相
応
の
覚
悟
と
決
意
が
い
る
よ
う
で
す
。
自

然
と
当
た
り
前
の
よ
う
に
愛
情
が
存
続
し
て
い
く
の
で
は
な

く
、
す
ご
い
力
が
必
要
な
よ
う
で
す
。

《『
揺
れ
る
情（
こ
こ
ろ
）』通
信
㉔
》

稲
荷
山
武
田
病
院
院
長
　
土
屋
宜
之
／
元
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
外
科
部
長

　

京
都
洋
画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
黒
田
重
太
郎
は
、

画
家
で
あ
る
と
同
時
に
多
作
な
文
筆
家
で
も
あ
り
ま

し
た
。そ
の
著
作
は
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
美
術
動
向
を
伝
え
、西
洋
美
術
受
容
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

１
９
４
７
年
に
出
版
さ
れ
た『
京
都
洋
画
の
黎
明

期
』は
、京
都
を
中
心
に
据
え
た
日
本
洋
画
全
体
の
発

展
経
過
が
体
系
的
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、２
０
０
６

年
に
増
補
改
訂
版
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
現
在
に
お
い

て
も
京
都
洋
画
壇
を
語
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
一
冊
で
す
。

　

本
特
集
で
は
黒
田
が
紡
い
だ
京
都
洋
画
壇
の
形
成

過
程
を
所
蔵
品
で
辿
り
紹
介
し
ま
す
。先
覚
と
し
て

登
場
す
る
田
村
宗
立
か
ら
京
都
府
画
学
校
設
立
と
関

西
美
術
会
の
結
成
、そ
し
て
浅
井
忠
の
京
都
来
往
ま

で
、京
都
洋
画
の
発
展
の
礎
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館

《
洋
画
の
夜
明
け
―
黒
田
重
太
郎
に
な
ら
って
》

6
月
20
日
〜
8
月
31
日

　
「
法
華
懺
法
」を
複
雑
な
旋
律
に
よ
っ
て
修
す
る「

声
明
懺
法
」は
主
に
宮
中
御
懺
法
講
に
用
い
ら
れ
た

声
明
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、か
つ
て
は『
妙
法
蓮

華
経
』を
書
写
す
る「
如
法
写
経
会
」に
お
い
て
も
唱

え
ら
れ
て
い
た
。

　

仏
道
修
行
の
実
践
と
し
て
経
典
を
書
写
を
す
る
こ

と
自
体
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、こ
の
写
経
会
は
慈
覚
大
師
円
仁
の
故
事
に
倣
っ

て
修
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
経
会
に
お
い
て
、

写
経
の
前
段
階
と
し
て
修
さ
れ
る
の
が「
如
法
懺
法
」

で
あ
る
。
旋
律
は
御
懺
法
講
の「
声
明
懺
法
」と
同
じ

で
あ
る
が
、次
第
は
よ
り
丁
寧
な
も
の
で
、通
常
は
省

略
し
て
一
反
だ
け
読
む
部
分
を
、三
反
繰
り
返
し
た

り
、五
体
投
地
と
い
う
最
上
級
の
礼
拝
を
用
い
て
儀

式
を
執
行
す
る
。
こ
こ
で
い
う「
如
法
」と
は
、可
能

な
限
り
丁
寧
に
儀
式
を
修
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

《
大
原
流
声
明
雑
話
㉘
》　
實
光
院
住
職 

天
納
玄
雄


