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会
議
報
告

令
和
２
年
10
月
1
日
よ
り
令
和
3
年
3
月
31
日
ま
で

◆
第
23
回
理
事
会

第
23
回
理
事
会
は
、国
が
発
出
し
た
緊
急
事
態
宣
言
が
3

月
7
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、会
議
形
式
を
取
り

や
め
書
面
決
議
に
て
実
施
し
ま
し
た
。

決
議
事
項

：

①
自
令
和
２
年
4
月
1
日
至
令
和
3
年
3
月
31
日

　

事
業
年
度
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
の
件

②
自
令
和
３
年
4
月
1
日
至
令
和
４
年
3
月
31
日

　

事
業
年
度
に
係
る
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
件

③
資
金
調
達
及
び
設
備
投
資
の
見
込
み
の
件

④
会
員
規
程
変
更
の
件

報
告
事
項

：

①
役
員
退
任
の
報
告

②
職
務
執
行
の
報
告　

③
会
員
数
の
報
告

※
役
員
名
簿
は
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
員
数
報
告（
令
和
３
年
３
月
1
日
現
在
） 

賛
助
会
員 

1
０
７
件

団
体
・
法
人
会
員（
特
別
・
正
） 

8
7
件

個
人
会
員 

1,
１
１
6
名

合
計 

1,
３
1
0
件

事
務
局
だ
よ
り

下
鴨
神
社
だ
よ
り

　

多
く
の
方
に
世
界
遺
産
糺
の
森
の
環
境
保
全
と
下
鴨
神
社

の
文
化
財
保
護
に
ご
理
解
い
た
だ
き
、新
入
会
員
の
ご
誘
致
に

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。糺
の
森
財
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の「
入
会
申
込
フ
ォ
ー
ム
」か
ら
お
申
込
み
い
た
だ
け

ま
す
。ま
た
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば「
入
会
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
」を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
も
多
く
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き
、糺
の
森
に
関

す
る
数
々
の
保
存
整
備
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。令
和
3
年
度
も
引
き
続
き
ご
支

援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。ご
寄
附
は
同
封
の
振
替

用
紙
を
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、「
糺
の
森
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」の
寄
付
申
込
フ
ォ
ー
ム

か
ら
も
お
申
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

新
入
会
員
ご
誘
致
の
お
願
い

　

昨
年
よ
り
ご
報
告
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
通
り
、令
和
3
年

4
月
か
ら
個
人
年
会
費
は
、一
口
3,
0
0
0
円
に
改
定
さ
れ

ま
す
。同
封
の
払
込
取
扱
票
に
て
お
振
り
込
み
さ
れ
る
際
に
ご

留
意
く
だ
さ
い
。会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、ご
理
解
ご

協
力
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

個
人
年
会
費
の
変
更
に
つ
い
て

ご
寄
附
の
お
願
い

当財団は平成29年8月10日付で内閣府より税額控除に係る
証明書を取得いたしました。これにより、個人の当財団への寄
附金・会費について、領収書及び税額控除に係る証明書を添
付の上、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、
左に示す算式により算出された額が所得税額から控除されます。

　一昨年の消費税増税や昨今の事業経費の高騰などにより、糺の森財団の前身の「財団法人糺の森顕彰会」が発足
した昭和５７年当時から据え置きの個人年会費の金額を、令和３年度より現行の２，０００円から３，０００円に変更さ
せていただくことになりました。会員の皆様方には、ご理解を賜り、引き続きご支援とご協力をお願い申し上げます。

寄附金に税額控除制度が適用されます

※1 「その年中に支払った公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額」については、
　　その年分の総所得金額等の40％相当額を限度とされます。
※2 寄附金特別控除額は所得税額の25％相当額が限度となります。

寄附金
特別
控除額

2,000円 40％= － ×
その年中に支払った
公益社団法人等に対する
寄附金の額の合計額（※1） （※2）

算
式

祭事日程

令
和
3
年

４
月
29
日
 

市
民
植
樹
祭

５
月
３
日
 

流
鏑
馬
神
事

５
月
12
日
 

御
蔭
祭

５
月
15
日
 

賀
茂
祭（
葵
祭
）

６
月
12
日
 

蛍
火
の
茶
会

７
月
22
日
〜
８
月
１
日

 

み
た
ら
し
祭

８
月
６
日
 

矢
取
神
事

９
月
21
日
 

名
月
管
絃
祭

ニュース

年会費に関するお知らせ

各行事の開催有無については、下鴨神社の
ホームページにてご確認ください。
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事
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藤
　
好
文

（
京
阪
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社　

　

代
表
取
締
役
会
長 

C
E
O 

取
締
役
会
議
長
）糺

の
森
財
団 

理
事　

荒
巻　

禎
一

令
和
二
年
一
月
に
初
感
染
者
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、今
も
猛
威
を
振
る
う
コロ
ナ
禍
は
同

年
四
月
か
ら
の
第
一
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
後
、一
旦
収
束
し
た
か
に
見
え
ま
し
た
が
、こ

の
冬
に
は
三
回
目
の
大
き
な
波
と
な
り
ま
し
た
。海
の
向
こ
う
か
ら
の
疫
病
が
瞬
く
間
に
広
ま

る
事
態
は
、今
も
昔
も
同
様
で
あ
り
ま
し
た
。

「
続
日
本
紀
」に
記
録
が
残
る
大
き
な
疫
病
と
し
て
、遣
唐
使
か
ら
九
州
に
も
た
ら
さ
れ
た

と
も
言
わ
れ
る
天
然
痘
は
、そ
の
後
遠
く
奈
良
の
都
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。七
三
五
年
か

ら
七
三
七
年
に
か
け
て
猖
獗
を
極
め
、朝
廷
の
政
務
が
滞
り
、国
政
を
担
っ
て
い
た
藤
原
氏
四

兄
弟
を
も
死
に
至
ら
し
め
ま
し
た
。七
三
八
年
に
は
一
旦
収
束
し
ま
す
が
、幕
末
に
種
痘
と

言
わ
れ
る
ワ
ク
チ
ン
が
普
及
す
る
ま
で
、繰
り
返
し
流
行
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
や
明
治
時
代
に
は
、三
日
コロ
リ
と
恐
れ
ら
れ
た
コレ
ラ
が
流
行
し
ま
し
た
。ま
た
、

A
型
イ
ン
フ
ルエ
ン
ザ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
スペ
イ
ン
風
邪
は
大
正
時
代
に
、三
回
の
流
行
の
波

が
あ
り
収
束
ま
で
二
年
を
要
し
、日
本
人
の
死
者
だ
け
で
も
四
十
万
人
近
く
に
達
し
ま
し
た
。

ど
の
疫
病
も
一
旦
収
束
し
ま
た
再
流
行
を
繰
り
返
し
、ど
の
時
代
の
人
々
も
皆
が
恐
れ
苦

し
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。政
治
、経
済
、文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
京
の
都
で
は
、皇
族
や
貴
族
、

庶
民
が
こ
ぞ
っ
て
賀
茂
の
大
神
様
に
疫
病
退
散
や
世
の
平
穏
無
事
の
祈
り
を
捧
げ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

滾
々
と
泉
が
湧
き
清
ら
か
な
小
川
が
流
れ
、涼
風
が
吹
き
わ
た
り
緑
の
木
々
が
茂
る
糺
の

森
に
、人
々
は
足
を
踏
み
入
れ
神
々
や
自
然
の
大
い
な
る
力
を
感
じ
、心
身
と
も
に
束
の
間
の

癒
し
を
得
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。糺
の
森
は
今
も
昔
も
、静
か
な
中
に
も
揺
る
が
ぬ
凛
と

し
た
佇
ま
い
で
多
く
の
参
詣
者
を
出
迎
え
、全
て
の
も
の
を
包
み
込
ん
で
く
れ
ま
す
。

糺
の
森
財
団
は
こ
の
古
か
ら
の
人
々
の
あ
ま
た
の
祈
り
に
満
ち
た
大
切
な
森
を
守
る
た
め
の

保
全
活
動
に
全
力
を
尽
く
す
所
存
で
す
。こ
の
会
報
を
お
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様

に
、糺
の
森
を
守
る
た
め
の
活
動
を一
人
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、お
力
添
え
を

賜
り
た
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

2 1

ご
あ
い
さ
つ

　

私
と
糺
の
森
財
団
と
の
か
か
わ
り
は
、

「
里
山
」を
提
唱
し
た
こ
と
で
有
名
な
元

京
都
府
立
大
学
学
長
の
四
手
井
綱
英
博

士
と
の
ご
縁
が
始
ま
り
で
し
た
。森
林
生

態
学
の
先
駆
者
で
あ
る
博
士
は
糺
の
森

財
団
の
学
術
顧
問
の
立
場
か
ら
、糺
の
森

を
府
市
民
の
森
を
代
表
す
る
森
と
し
て
、

そ
の
保
存
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。当

時
、京
都
府
知
事
で
あ
っ
た
私
は
、神
社

仏
閣
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
財
を
内
包

す
る
山
紫
水
明
の
都
は
、京
都
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
全
国
民
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
千
年
の
都
と
い
う
思
い
か
ら
、「
京

都
府
緑
と
文
化
の
基
金
」を
創
設
し
ま

し
た
。幸
い
に
し
て
、当
時
は
財
政
状
態

も
良
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、全
国
最
大
規

模
の
百
億
円
の
基
金
を
創
設
す
る
こ
と

が
で
き
、そ
の
第
一
号
に「
糺
の
森
の
保
全

整
備
事
業
」へ
の
助
成
を
致
し
ま
し
た
。

百
万
都
市
で
あ
る
京
都
の
市
街
地
に
奇

跡
的
に
残
さ
れ
、神
の
森
と
し
て
信
仰
の

対
象
と
な
る
と
と
も
に
、府
市
民
憩
い
の

森
と
し
て
後
世
に
引
き
継
ぐ
べ
き
森
と

判
断
さ
れ
た
か
ら
で
す
。そ
の
こ
ろ
の
糺

の
森
は
、地
下
水
位
の
低
下
か
ら
、瀬
見
の

小
川
や
奈
良
の
小
川
の
水
は
枯
れ
、森
の

乾
燥
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。平

成
二
年
度
に
は
じ
ま
っ
た「
糺
の
森
の
保

全
整
備
事
業
」に
よ
っ
て
、地
下
水
利
用
の

た
め
に
井
戸
を
掘
削
し
、失
わ
れ
て
い
た

せ
せ
ら
ぎ
は
旧
に
復
し
ま
し
た
。ま
た
土

壌
の
改
良
、樹
木
の
調
査
や
保
護
、ま
た

発
掘
調
査
を
通
じ
て
古
代
の
祭
祀
遺
構

も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。以
降
、糺
の
森
の

保
全
整
備
事
業
は
国
庫
補
助
事
業
と
し

て
今
日
ま
で
継
続
し
、平
安
期
流
路
の
復

元
や
、神
宮
寺
跡
の
発
掘
調
査
、台
風
被

害
の
復
興
な
ど
を
含
め
、糺
の
森
の
保
存

京
都
府
市
民
の
森
　

　
憩
い
の
自
然
「
糺
の
森
」

と
活
用
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、京
都
府
や
京
都
市
の
条
例
の
前

文
な
ど
に
は
、「
京
都
は
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
て
お
り
」と
か「
山
紫
水
明
と
形

容
さ
れ
る
優
れ
た
自
然
風
景
の
中
で
」な

ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。実
際
に
比
叡
山

に
登
り
京
都
盆
地
を
眺
め
て
み
る
と
、た

し
か
に
右
手
に
北
山
、手
前
に
東
山
、奥

に
西
山
と
三
方
を
緑
豊
か
な
山
に
囲
ま

れ
、南
に
開
い
た
古
代
都
城
制
の
立
地
と

し
て
絶
好
の
地
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。た
だ
、緑
地
と
い
う
観

点
で
見
て
い
く
と
、京
都
御
所
と
二
条
城
、

そ
し
て
鴨
川
と
糺
の
森
く
ら
い
し
か
目

立
っ
た
緑
地
が
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
付

か
さ
れ
ま
す
。江
戸
時
代
の
京
都
御
所
や

二
条
城
の
地
図
を
み
れ
ば
、屋
敷
や
町
屋

で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
お
り
、現
在
の
よ
う

な
緑
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

大
都
市
京
都
に
あ
っ
て
、平
野
部
は
開
発

さ
れ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う

な
中
、糺
の
森
が
森
と
し
て
存
在
し
続
け

た
の
は
、平
安
京
の
守
護
神
の
鎮
ま
れ
る

社
と
し
て
の
信
仰
の
聖
地
で
あ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

京
都
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
幾
度

か
住
居
を
か
え
ま
し
た
が
、い
ず
れ
も
左

京
区
で
糺
の
森
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
、初
詣
な
ど
折
に
触
れ
て
下

鴨
神
社
を
参
拝
し
て
い
ま
す
。以
前
に

「
胸
張
り
て　

吸
う
息
す
が
し　

神
の
森
」

と
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
参
道
と
そ
れ
を
覆

う
樹
林
、遠
く
に
見
え
隠
れ
す
る
朱
の
鳥

居
を
望
ん
で
糺
の
森
に
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、い
つ
も
気
持
ち
が
落
ち
着
き
、気

が
満
ち
て
く
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

人
間
は
森
か
ら
出
た
サ
ル
だ
、と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、こ
の
神
域
で
あ
る
森
に
入

る
と
古
か
ら
の
血
の
記
憶
と
い
う
か
、血

に
潜
む
太
古
の
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ

る
よ
う
な
気
持
が
す
る
の
は
私
だ
け
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、下
鴨
神
社
に
関
係
す
る
歴

史
上
の
人
物
に
、三
大
随
筆
の
一
つ『
方

丈
記
』を
著
し
た
鴨
長
明
と
い
う
人
が
い

ま
す
。平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

初
期
に
生
き
た
長
明
は
下
鴨
神
社
の
神

職
の
家
に
生
ま
れ
、新
古
今
和
歌
集
な
ど

の
勅
撰
集
に
和
歌
が
入
集
さ
れ
る
な
ど
、

歌
人
と
し
て
後
鳥
羽
院
に
寵
愛
さ
れ
ま

し
た
。長
明
が
生
き
た
十
二
世
紀
末
か

ら
十
三
世
紀
初
頭
は
、源
平
合
戦
と
い
う

内
乱
を
経
て
東
国
で
鎌
倉
幕
府
が
樹
立

さ
れ
た
激
動
の
時
代
で
、『
方
丈
記
』に
は

大
火
災
や
竜
巻
、飢
饉
や
大
地
震
な
ど

多
く
の
天
変
地
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
も
い
え
る
記
述
を
も
っ

て
な
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
養
和
元
年

（
一
一
八
一
）か
ら
そ
の
あ
く
る
年
に
か

け
て
起
き
た
養
和
の
飢
饉
に
つ
い
て
は
、

「
次
の
年
に
は
飢
饉
か
ら
立
ち
直
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
と
、そ
れ
ば
か
り
か
疫
病

ま
で
加
わ
っ
て
、程
度
が
よ
り
いっ
そ
う
ひ

ど
く
な
っ
た
、」（
※
１
）と
あ
る
よ
う
に
、京

の
都
を
疫
病
が
蔓
延
し
、

四
万
人
以
上
の
死
者
が

あ
っ
た
と
も
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

疫
病
は
い
つ
の
時
代
も
人
々
を
悩
ま
せ

ま
す
が
、古
来
よ
り
わ
が
国
で
は
、人
智

の
及
ば
な
い
災
害
を
か
し
こ
き
も
の
の
仕

業
と
し
て
、そ
の
禍
事
を
鎮
め
退
け
る
べ

く
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。そ

し
て
自
然
の
大
き
な
力
を
神
と
崇
め
、祭

り
を
執
り
行
っ
て
き
ま
し
た
。今
、糺
の

森
に
鎮
ま
る
神
々
に
疫
病
の
鎮
静
化
を

祈
り
、先
人
の
営
み
を
顧
み
て
原
初
の
姿

に
学
ぶ
こ
と
は
意
味
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。世
界
遺
産
で
も
あ
る
糺
の
森
の
存
在

は
、人
と
自
然
が
共
生
す
る
こ
と
の
で
き

る
証
で
あ
り
、そ
し
て
そ
の
歴
史
と
文
化

が
し
っ
か
り
と
現
代
に
定
着
し
て
い
る
こ

と
、そ
れ
ら
を
含
め
京
都
だ
け
で
な
く
日

本
全
国
、い
や
世
界
に
誇
る
べ
く
大
き
な

宝
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
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私
と
糺
の
森
財
団
と
の
か
か
わ
り
は
、

「
里
山
」を
提
唱
し
た
こ
と
で
有
名
な
元

京
都
府
立
大
学
学
長
の
四
手
井
綱
英
博

士
と
の
ご
縁
が
始
ま
り
で
し
た
。森
林
生

態
学
の
先
駆
者
で
あ
る
博
士
は
糺
の
森

財
団
の
学
術
顧
問
の
立
場
か
ら
、糺
の
森

を
府
市
民
の
森
を
代
表
す
る
森
と
し
て
、

そ
の
保
存
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
し
た
。当

時
、京
都
府
知
事
で
あ
っ
た
私
は
、神
社

仏
閣
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
財
を
内
包

す
る
山
紫
水
明
の
都
は
、京
都
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
全
国
民
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
千
年
の
都
と
い
う
思
い
か
ら
、「
京

都
府
緑
と
文
化
の
基
金
」を
創
設
し
ま

し
た
。幸
い
に
し
て
、当
時
は
財
政
状
態

も
良
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、全
国
最
大
規

模
の
百
億
円
の
基
金
を
創
設
す
る
こ
と

が
で
き
、そ
の
第
一
号
に「
糺
の
森
の
保
全

整
備
事
業
」へ
の
助
成
を
致
し
ま
し
た
。

百
万
都
市
で
あ
る
京
都
の
市
街
地
に
奇

跡
的
に
残
さ
れ
、神
の
森
と
し
て
信
仰
の

対
象
と
な
る
と
と
も
に
、府
市
民
憩
い
の

森
と
し
て
後
世
に
引
き
継
ぐ
べ
き
森
と

判
断
さ
れ
た
か
ら
で
す
。そ
の
こ
ろ
の
糺

の
森
は
、地
下
水
位
の
低
下
か
ら
、瀬
見
の

小
川
や
奈
良
の
小
川
の
水
は
枯
れ
、森
の

乾
燥
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。平

成
二
年
度
に
は
じ
ま
っ
た「
糺
の
森
の
保

全
整
備
事
業
」に
よ
っ
て
、地
下
水
利
用
の

た
め
に
井
戸
を
掘
削
し
、失
わ
れ
て
い
た

せ
せ
ら
ぎ
は
旧
に
復
し
ま
し
た
。ま
た
土

壌
の
改
良
、樹
木
の
調
査
や
保
護
、ま
た

発
掘
調
査
を
通
じ
て
古
代
の
祭
祀
遺
構

も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。以
降
、糺
の
森
の

保
全
整
備
事
業
は
国
庫
補
助
事
業
と
し

て
今
日
ま
で
継
続
し
、平
安
期
流
路
の
復

元
や
、神
宮
寺
跡
の
発
掘
調
査
、台
風
被

害
の
復
興
な
ど
を
含
め
、糺
の
森
の
保
存

第２３号　令和３年３月３１日発行

と
活
用
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、京
都
府
や
京
都
市
の
条
例
の
前

文
な
ど
に
は
、「
京
都
は
豊
か
な
自
然
に

恵
ま
れ
て
お
り
」と
か「
山
紫
水
明
と
形

容
さ
れ
る
優
れ
た
自
然
風
景
の
中
で
」な

ど
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。実
際
に
比
叡
山

に
登
り
京
都
盆
地
を
眺
め
て
み
る
と
、た

し
か
に
右
手
に
北
山
、手
前
に
東
山
、奥

に
西
山
と
三
方
を
緑
豊
か
な
山
に
囲
ま

れ
、南
に
開
い
た
古
代
都
城
制
の
立
地
と

し
て
絶
好
の
地
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。た
だ
、緑
地
と
い
う
観

点
で
見
て
い
く
と
、京
都
御
所
と
二
条
城
、

そ
し
て
鴨
川
と
糺
の
森
く
ら
い
し
か
目

立
っ
た
緑
地
が
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
付

か
さ
れ
ま
す
。江
戸
時
代
の
京
都
御
所
や

二
条
城
の
地
図
を
み
れ
ば
、屋
敷
や
町
屋

で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
お
り
、現
在
の
よ
う

な
緑
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

大
都
市
京
都
に
あ
っ
て
、平
野
部
は
開
発

さ
れ
る
運
命
に
あ
り
ま
し
た
。そ
の
よ
う

な
中
、糺
の
森
が
森
と
し
て
存
在
し
続
け

た
の
は
、平
安
京
の
守
護
神
の
鎮
ま
れ
る

社
と
し
て
の
信
仰
の
聖
地
で
あ
っ
た
か
ら

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

京
都
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
幾
度

か
住
居
を
か
え
ま
し
た
が
、い
ず
れ
も
左

京
区
で
糺
の
森
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
、初
詣
な
ど
折
に
触
れ
て
下

鴨
神
社
を
参
拝
し
て
い
ま
す
。以
前
に

「
胸
張
り
て　

吸
う
息
す
が
し　

神
の
森
」

と
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
参
道
と
そ
れ
を
覆

う
樹
林
、遠
く
に
見
え
隠
れ
す
る
朱
の
鳥

居
を
望
ん
で
糺
の
森
に
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、い
つ
も
気
持
ち
が
落
ち
着
き
、気

が
満
ち
て
く
る
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

人
間
は
森
か
ら
出
た
サ
ル
だ
、と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、こ
の
神
域
で
あ
る
森
に
入

る
と
古
か
ら
の
血
の
記
憶
と
い
う
か
、血

に
潜
む
太
古
の
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ

る
よ
う
な
気
持
が
す
る
の
は
私
だ
け
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、下
鴨
神
社
に
関
係
す
る
歴

史
上
の
人
物
に
、三
大
随
筆
の
一
つ『
方

丈
記
』を
著
し
た
鴨
長
明
と
い
う
人
が
い

ま
す
。平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

初
期
に
生
き
た
長
明
は
下
鴨
神
社
の
神

職
の
家
に
生
ま
れ
、新
古
今
和
歌
集
な
ど

の
勅
撰
集
に
和
歌
が
入
集
さ
れ
る
な
ど
、

歌
人
と
し
て
後
鳥
羽
院
に
寵
愛
さ
れ
ま

し
た
。長
明
が
生
き
た
十
二
世
紀
末
か

ら
十
三
世
紀
初
頭
は
、源
平
合
戦
と
い
う

内
乱
を
経
て
東
国
で
鎌
倉
幕
府
が
樹
立

さ
れ
た
激
動
の
時
代
で
、『
方
丈
記
』に
は

大
火
災
や
竜
巻
、飢
饉
や
大
地
震
な
ど

多
く
の
天
変
地
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
も
い
え
る
記
述
を
も
っ

て
な
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
養
和
元
年

（
一
一
八
一
）か
ら
そ
の
あ
く
る
年
に
か

け
て
起
き
た
養
和
の
飢
饉
に
つ
い
て
は
、

「
次
の
年
に
は
飢
饉
か
ら
立
ち
直
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
と
、そ
れ
ば
か
り
か
疫
病

ま
で
加
わ
っ
て
、程
度
が
よ
り
いっ
そ
う
ひ

ど
く
な
っ
た
、」（
※
１
）と
あ
る
よ
う
に
、京

の
都
を
疫
病
が
蔓
延
し
、

四
万
人
以
上
の
死
者
が

あ
っ
た
と
も
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

疫
病
は
い
つ
の
時
代
も
人
々
を
悩
ま
せ

ま
す
が
、古
来
よ
り
わ
が
国
で
は
、人
智

の
及
ば
な
い
災
害
を
か
し
こ
き
も
の
の
仕

業
と
し
て
、そ
の
禍
事
を
鎮
め
退
け
る
べ

く
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。そ

し
て
自
然
の
大
き
な
力
を
神
と
崇
め
、祭

り
を
執
り
行
っ
て
き
ま
し
た
。今
、糺
の

森
に
鎮
ま
る
神
々
に
疫
病
の
鎮
静
化
を

祈
り
、先
人
の
営
み
を
顧
み
て
原
初
の
姿

に
学
ぶ
こ
と
は
意
味
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。世
界
遺
産
で
も
あ
る
糺
の
森
の
存
在

は
、人
と
自
然
が
共
生
す
る
こ
と
の
で
き

る
証
で
あ
り
、そ
し
て
そ
の
歴
史
と
文
化

が
し
っ
か
り
と
現
代
に
定
着
し
て
い
る
こ

と
、そ
れ
ら
を
含
め
京
都
だ
け
で
な
く
日

本
全
国
、い
や
世
界
に
誇
る
べ
く
大
き
な

宝
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

ま
が
ご
と

※
１「
明
く
る
年
は
立
ち
直
る
べ
き
か
と
思
ふ
ほ
ど
に
、

　
　

あ
ま
り
さ
へ
疫
癘
う
ち
そ
ひ
て
、ま
さ
ざ
ま
に
あ

　
　

と
か
た
な
し
」『
方
丈
記
』
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『京都学問所紀要』第二号
鴨長明の世界

催事案内 遊び、学ぶ、糺の森のつどいあれこれ

時間  午後１時～午後９時
場所  楼門前

第３０回  蛍火の茶会

「糺の森納涼市」

月日  ４月２９日（木・祝）　時間  午前１０時～正午
会場  糺の森馬場特設会場
山城原野の植生を今に残す「糺の森」を後世に伝えるため、
毎年多くの方にご参加いただいています。

子供も大人もどなたでも参加いただけます。ケヤキ・ムクノキ・エ
ノキ・カツラ・カエデの約５０ｃｍの苗木を糺の森に植樹していた
だきます。密を避けるため、4月29日午後の苗木植樹も受け付
けます。お気軽にご参加ください。

第３１回  糺の森市民植樹祭

● 苗木植樹

参加費  １０００円（１名）　※植樹用スコップと記念花鉢進呈
申込み  当日９時半から会場受付テントにて（午後2時まで）

子供や孫の誕生、結婚周年などの記念に成木を植樹いただけます。
献木成木の植樹は4月29日午後と4月30日も受け付けます。

● 成木植樹

献木料  １５０，０００円（樹齢１０年未満 幹回り１０～１２ｃｍ・高さ３ｍ位）
　　　  ３００，０００円（樹齢１０～１５年 幹回り２０ｃｍ未満・高さ５ｍ位）
　　　  ５００，０００円（樹齢１５～２０年 幹回り３０ｃｍ以上・高さ７ｍ位）
※上記は樹齢及び大きさの目安です。樹種によって異なる場合があります。
　樹種は、ケヤキ・ムクノキ・エノキ・カツラ・カエデからお選びいただけます。

申込み  下鴨神社内糺の森財団事務局
　　　　  TEL：０７５－７８１－００１０　Mail: info@tadasunomori.or.jp

締め切り  ４月１０日（土）

日本酒・京菓子・京漬物・植木など老舗の名店約２０店が出店いたします。

月日  ８月中旬（予定）
場所  下鴨神社
参加  無料（糺の森保存のための募金５００円をお願い致します）

世界遺産糺の森文化講演会
令和3年夏講座

月日  ４月、５月、６月 各月ともに日程は未定
時間  午後２時～午後３時（予定）
会場  河合神社にて開催予定（糺の森南側）　参加  無料（自由）

糺の森コンサート「音の森」

明治の納涼茶席を再興した「蛍火の茶会」です。裏千家淡交会によるお茶席
と森に舞う蛍をお楽しみください。重要文化財「神服殿」では筝曲や十二単姿
の舞がご覧いただけます。
なお、新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合がございますので、
糺の森財団ホームページ、または糺の森財団事務局にお問い合わせください。

糺の森財団会員および招待者のみ参席可能。会員の方に
は５月下旬にご案内をいたしますので参席希望の方はお申
込みください。

月日  ６月１２日（土）
時間  午後４時（予定）～午後９時（閉門）
場所  下鴨神社楼門内

● お茶席

どなたでもご鑑賞いただけます。午後６時頃からお入りいた
だけますが、例年蛍が舞うのは午後８時頃からです。

● 蛍鑑賞（糺の森散策路）

参
加
方
法

同時
開催

糺
の
森
財
団
は
令
和
2
年
度
に
実
施
し
た
糺
の
森
環
境
保

全
事
業
な
ど
に
助
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

葵（
フ
タ
バ
ア
オ
イ
）は
、奥
山
の
林
の
中
に
ひっ

そ
り
と
群
生
し
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。

　

ま
た
桂
は
し
ば
し
ば
街
路
樹
に
利
用
さ
れ
て

い
る
た
め
比
較
的
簡
単
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。秋
に
は
黄
色
く
紅
葉
し
そ
の
落
葉
は

甘
い
香
り
が
し
ま
す
。

　

京
都
三
大
祭
の
一
つ
で
あ
る
賀
茂
祭
、通
称 

葵
祭
は
神
事
の
中
で
葵
を
用
い
る
こ
と
か
ら
こ

の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
始
ま
り
は

賀
茂
神
話
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
に
上
ら
れ
た
賀
茂
別
雷
命（
上
賀
茂
神
社 

御

祭
神
）が
、御
祖
神
で
あ
る
祖
父 

賀
茂
建
角
身
命
、

母 

玉
依
媛
命（
下
鴨
神
社 

御
祭
神
二
柱
）の
夢

に
現
れ
、葵
桂
を
飾
り
様
々
な
お
祭
り
を
す
れ

ば
必
ず
帰
っ
て
き
ま
す
、と
告
げ
た
こ
と
か
ら
、

葵
祭（
賀
茂
祭
）で
は
葵
桂
を
行
列
に
加
わ
る

人
々
の
装
束
や
挿
頭（
頭
の
飾
り
）、牛
車
や
神

社
の
建
物
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
飾
り
つ
け
る

た
め
に
用
い
て
い
ま
す
。

助
成
対
象
事
業

●
第
2
期
糺
の
森
整
備
工
事（
神
宮
寺
跡
整
備
工
事
）

　

昭
和
初
期
ま
で
存
在
し
た
糺
の
森
馬
場
西
側
の
竜
ガ
池

　
（
河
合
神
社
北
側
、雑
太
社
西
面
）の
復
元
工
事

　

助
成
額

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
２
，５
０
０
，０
０
０
円

●
御
蔭
祭
保
存
事
業

　

日
本
最
古
の
神
幸
列
と
し
て
古
儀
を
継
承
す
る

　

御
蔭
祭
の
保
存
事
業

　

助
成
額

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
，０
０
０
，０
０
０
円

●
境
内
環
境
保
全
事
業

　

境
内
糺
の
森
内
及
び
周
辺
民
家
に
隣
接
す
る
境
内
境
界
に
至
る

　

範
囲
の
、
参
拝
者
や
通
行
人
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た
、

　

危
険
木
伐
採
や
枝
打
ち
工
事
、
並
び
に
表
参
道
、
楼
門
内
の

　

砂
補
充
敷
き
均
し
工
事

　

助
成
額

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
，０
０
０
，０
０
０
円

●
流
鏑
馬
神
事
の
保
存
と
騎
射
育
成
事
業

　

助
成
額

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

２
５
０
，０
０
０
円

●
世
界
遺
産
糺
の
森「
葵
の
庭
」整
備
工
事

　

助
成
額

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

２
５
０
，０
０
０
円

助
成
総
額 

1
６
，0
0
0
，0
0
0
円

☎075-781-0010なお、新型コロナウイルスの感染状況により、各行事を中止することがありますので、各催事とも詳しくは
糺の森財団ホームページをご確認いただくか、糺の森財団事務局にお問い合わせください。

　

下
鴨
神
社
京
都
学
問
所
は
、明
治
初
年
の
神
社
制
度
改

革
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た「
鴨
社
学
問
所
」を
、平
成
二
十
三

（
二
〇
一
一
）年
に「
日
本
の
伝
統
文
化
の
保
全
と
育
成
」に
貢

献
す
る
こ
と
を
目
的
に
再
興
さ
れ
た
教
育
・
研
究
機
関
で
す
。

　

平
成
二
十
四（
二
〇
一
二
）年
に「
鴨
長
明『
方
丈
記
』完

成
八
〇
〇
年
記
念
事
業
」を
開
催
し
、そ
の
成
果
と
し
て
、

平
成
二
十
六（
二
〇
一
四
）年
に『
方
丈
記
』八
〇
〇
年
記
念

「
写
真
作
品
」・「
歌
と
エ
ッ
セ
イ
」コ
ン
テ
ス
ト
の
受
賞
作
品
や

各
専
門
分
野
の
先
生
方
に
よ
る「
鴨
長
明『
方
丈
記
』八
〇

〇
年
記
念
連
続
文
化
講
座
」の
講
演
録
を
ま
と
め
ま
し
た

『
京
都
学
問
所
紀
要
』創
刊
号
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、長
ら
く
時
間
が
あ
き
ま
し
た
が
、こ
の
度
、『
京

都
学
問
所
紀
要
』第
二
号
を
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

何
度
も
企
画
し
て
い
ま
し
た
が
、テ
ー
マ
が
第
三
十
四
回
式
年

遷
宮
を
中
心
と
し
た
御
遷
宮
、鴨
社
資
料
館
秀
穂
舎
に
て
企

画
展
を
開
催
し
た
ポ
ン
ソ
ン
ビ
博
士
や
文
久
三
年
の
孝
明
天

皇
の
賀
茂
社
行
幸
な
ど
と
、な
か
な
か
定
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
、

大
幅
に
遅
れ
て
の
刊
行
と
な
り
ま
し
た
。第
二
号
は
、改
め
て
、

「
鴨
長
明
」の
人
物
像
を
テ
ー
マ
と
し「
鴨
長
明
の
世
界
」と

題
し
て
、各
専
門
の
先
生
方
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
、当
学
問
所
理
事
で
京
都
市
歴
史
資
料
館
館
長

で
あ
る
井
上
満
郎
先
生
に
長
明
が
い
た
平
安
時
代
後
期
か
ら

鎌
倉
時
代
初
頭
の
京
都
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
に
、長
明
が
若
か
り
し
頃
の
出
来
事
と
周
囲
の
環
境
に
つ
い

て
、特
に「
恋
情
」と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
、鴨
長
明
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
る
成
蹊
大
学
名
誉
教
授
の
浅
見
和
彦
先
生

に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。続
い
て
、当
学
問
所
常
任
理
事

で
中
世
文
学
や
和
歌
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
京
都
産
業
大
学

教
授
の
小
林
一
彦
先
生
に
長
明
の
著
作
で
あ
る『
無
名
抄
』と

遺
し
た
和
歌
か
ら
み
る
歌
論
・
歌
学
に
つ
い
て
ご
執
筆
い
た
だ
き

ま
し
た
。さ
ら
に
、説
話
文
学
の
立
場
か
ら
中
世
に
お
け
る
神

仏
の
信
仰
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
花
園
大
学
名
誉
教

授
の
新
間
水
緒
先
生
に
、長
明
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
、仏

教
説
話
集
の『
発
心
集
』に
込
め
ら
れ
た「
心
」に
つ
い
て
、ご

執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
し
て
、当
学
問
所
顧
問
で
下
鴨

神
社
の
新
木
直
人
宮
司
が
、長
明
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
と

鴨
氏
の
系
統
に
つ
い
て
執
筆
し
ま
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
お

り
ま
す
。

　
「
鴨
長
明
」と
い
う
人
物
に
興
味
を
抱
か
れ
て
い
る
方
や
こ

の
時
代
の
様
相
を
学
び
た
い
と
い
う
方
に
向
け
て
の
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。下
鴨
神
社
の
西
授
与
所
・
河
合
神
社
授
与

所
・
鴨
社
資
料
館
秀
穂
舎
に
て
お
頒
け
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、河
合
神
社
内
に
あ
り
ま
す
河
合
神
社
・
鴨
長
明
資

料
館
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し
ま
す
。河
合
神
社
西
側
に
あ
り
ま

す
旧
御
料
舎（
明
治
時
代
初
頭
ま
で
神
饌
の
調
進
や
祭
儀

の
準
備
、遷
宮
の
時
は
奉
幣
使
の
控
え
の
間
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
し
た
）が
、河
合
神
社
・
鴨
長
明
資
料
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

展
示
室
の
広
さ
は
七
畳
半
一
間
と
い
う
小
さ
さ
で
す
が
、鴨

長
明
に
特
化
し
た
資
料
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。展
示
内
容
は

梨
木
祐
為
「
蓮
胤
法
師
鴨
長
明
像
」を
は
じ
め
と
す
る
肖

像
画
な
ど
の
常
設
展
示
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
一
角
で
ミ
ニ
企
画
展
と
し
て
、年
間
を
通
し
た
テ
ー
マ

展
示
を
開
催
し
て
い
ま
す
。今
年
は「
鴨
長
明
と
江
戸
時
代
」

と
題
し
、明
暦
の
大
火
以
降
、『
方
丈
記
』と
長
明
は
注
目
を

さ
れ
ま
す
。木
版
印
刷
の
隆
盛
も
あ
り
、様
々
な『
方
丈
記
』が

刷
ら
れ
て
い
き
ま
す
。な
か
に
は
長
明
の
名
前
に
仮
託
し
た
作

品
、す
な
わ
ち
偽
書
な
ど
も
刊
行
さ
れ
ま
す
。こ
れ
ら
の
版
本

を
通
し
て
、江
戸
時
代
の
人
々
が
長
明
や『
方
丈
記
』な
ど
に

対
す
る
思
い
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

下鴨神社境内で葵を見ることができる箇所は環境の変化によって現在では限られており、
一番多く見ることのできる場所は❶河合神社と❷大炊殿（葵の庭）です。
桂は糺の森の中に点々とその姿を見ることが出来ます。❸馬場❹神舘御所

❷

❶
❸

❹

葵
と
桂


