
ィ
仁
丹
町
Ｚ
看
板
を
た
ず
ね
て

畢
春
の
洛
ヤ
を
ゆ
く
。

ふ

し

た

　

し

ん

さ

く

０
」案
内
役
／
藤
田

員
作
さ
ん

人
工
か
ら
昭
か
に
か
け
、
数
多
く
設
置
さ
狡
た
仁
丹
マ
ー
ク
入
り

の
町
Ｚ
看
板
。

今
な
お
そ
の
％
残
を
と
ど
め
る
古
都
を
そ
ぞ
ろ
サ
け
ば
、
は
る
か
昔
に
迎
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
党
に
包
ま
薇
ま
す
。

底
今
え
の
季
節
が
過
ぎ
、
春
の
気
配
が
漂

い
始
め
た
人
路
小
路
を
藤

口
具
作
さ
ん
に
ご
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

か
。
謡
曲

「鉄
輪
」
の
題
材
に
も
な
り
、水
が
涸
れ

た
今
で
は
隠
れ
た
観
光
ス
ポ
ッ
ト
な
の
で
す
。

ｔ

あ

ヘ

」「・
「・ヽ
．

万
寿
寺
通
と
富
小
路
通
が
交
差
す
る
四
つ
辻

に
は
、ふ
た
つ
の
町
名
看
板
が
。
北
西
に
あ
る
看
板

と

ム

の
こ
う

し

ど

お

り

ま

ん
じ

ゅ
し

あ

が

る
も

と

か
入

し

ん
め

い
ち

ょ
う

は
「富
小
路
通
高
壽
寺
上
ル
本
上
神
明
町
」
、南

東
側
は
「高
壽
寺
通
富
小
路
東
入
本
神
明
町
」

と
い
つ
表
示
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「碁
盤
の
目
状
に

な
っ
た
京
都
の
町
は
、
南
北
と
東
西
の
通
り
の
名

は
る
か
時
代
の
両
ル
を

路
地
に
残
す
．

「今
回
は
、鳥
丸
通
よ
り
も
東
側
の
エ
リ
ア
を

歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
」
。
藤
田
さ
ん
の
提
案
に
し
た

が
っ
て
、
ま
ず
は
万
寿
寺
通
を
東
へ
と
向
か
う
こ

と
に
。
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
建
ち
並
ぶ
大
通
り
か
ら

一

歩
離
れ
る
と
、
辺
り
は
古
く
か
ら
の
民
家
が
静
か

に
軒
を
連
ね
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
藤
田
さ
ん
は
狭

い
路
地
へ
。
後
に
付
い
て
い
く
と
、ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
仁
丹
看
板
に
出
会
い
ま
し
た
。
材
質
は
木
製
。

表
示
を
見
る
と

「乱
飩
乱
拠
廂
肇
尾
酢
規
楡
町

・

｀

ヽ
|う

寺
町
」
と
あ
り
、町
名
が
大
き
く
表
示
さ
れ
て
い

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
町
名
よ
り
も
通
り
名
を
大

き
く
扱
う
ホ
ウ
ロ
ウ
製
と
は
ま
た
違
っ
た
印
象
で

す
。
「木
製
の
看
板
は
、
数
少
な
い
貴
重
な
も
の
で

す
」
と
藤
田
さ
ん
。
か
す
れ
た
文
字
に
も
、そ
の
歴

史
が
う
か
が
え
ま
す
。

町
並
み
の
風
情
を
味
わ
い
な
が
ら
歩
い
て
い
る

と
、△
フ
度
は
何
や
ら
怪
し
げ
な
入
り
口
を
発
見
。
一

見
普
通
の
民
家
の
よ
う
な
門
を
く
ぐ
っ
て
進
ん
だ

先
に
は
、地
域
の
氏
神
で
あ
る
命
婦
稲
荷
社
と
と

も
に
、古
び
た
井
戸
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
「鉄
輪

ノ
井
」
と
呼
ば
れ
る
井
戸
に
は
伝
説
が
あ
り
、
フ」

の
水
を
飲
ま
せ
た
相
手
と
は
悪
縁
が
切
れ
る
と

'「
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●藤田 員作 (ふじたしんさく)

1944(昭和19)年 北九州市生まれ。京都大学工学
部の学生・助手時代を京都で暮らす。富士写真フイ
ルム(株 )足柄研究所勤務の後、京都工芸繊維大

学教授。研究教育のかたわら、和菓子を求めて京都
市内をウォーキングするうちに仁丹の町名看板に興
味をもつ。現在は、湘南情報数理化学研究所
(httpノ/xymtex com)を 主宰。
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0萬壽寺通富小路東入 0富小路通高壽寺上ル
本神明町の町名看板  本上神明町の町名看板
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向
１１１
日

１１１
日

国
剛
□
日
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月

硫

‘
一

骨

目

一な

『

■
ヽ

称
を
組
み
合
わ
せ
て
場
所
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
フ」

の
時
、
「通
」
を
つ
け
た
道
筋
に
該
当
の
場
所
が
あ

る
こ
と
に
ｃ
ま
た
、
「通
」
を
つ
け
た
通
り
を
、東
西
・

南
北
に
か
か
わ
ら
ず
先
に
書
く
の
で
す
」
。
な
る
ほ

ど
、
よ
く
似
た
地
名
で
あ
っ
て
も
正
し
い
位
置
を

把
握
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
表
示
方
法
。
「上

ル
は
北
へ
、
下
ル
は
南
へ
。
入
ル
で
東
西
の
方
向
を

示
し
ま
す
」
。
藤
田
さ
ん
の
説
明
に
、人
口
理
的
と
い

わ
れ
る
京
都
人
の
一
面
を
垣
間
見
た
思
い
で
す
。
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次
に
向
か
っ
た
の
は
、松
原
通
な
屋
町
角
に
あ

る
「明
王
院
不
動
寺
」
。
五
色
の
垂
れ
幕
が
な
け

れ
ば
行
き
過
ご
し
て
し
ま
う
よ
う
な
構
え
な
が
ら

こ
の
寺
の
開
基
は
今
か
ら
１
３
０
０
年
以
上
も
昔

と
か
。

「桓
武
天
皇
が
平
安
京
守
護
の
た
め
、経
典
を

お
さ
め
た
と
さ
れ
る
四
磐
座
の
つ
ち
の
南
岩
倉
と

今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
」
。
細
い
通
り
に
区
切
ら

れ
た
町
中
に
、壮
大
な
歴
史
が
ひ
っ
そ
り
と
溶
け

込
ん
で
い
る
の
が
、京
都
の
奥
深
さ
と
い
え
ま
す
ｃ

さ
ら
に
、
町
歩
き
に
感
動
を
添
え
る
の
は
、
京

都
な
ら
で
は
の
モ
ノ
と
の
出
会
い
で
す
。
ふ
と
日
に

と
ま
っ
た
京
町
家
。
木
の
引
き
戸
を
開
け
る
と
、

そ
こ
に
は
手
づ
く
り
の
温
も
り
に
あ
ふ
れ
た
個
性

派
バ
ッ
グ
が
３
一
方
、現
代
建
築
の
モ
ダ
ン
な
外
観
の

シ
ョ
ッ
プ
に
は
、伝
統
を
誇
る
漆
器
の
数
々
が
並
ん

で
い
ま
し
た
。
古
き
よ
き
も
の
と
新
し
さ
を
み
ご

と
に
融
合
さ
せ
る
千
年
の
都
。
に
丹
の
町
名
看
板

が
昔
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
理
由
は
、
フ」ん
な
と

こ
ろ
に
も
あ
る
よ
う
で
す
。
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こ祭本為

OYOUKO KABAN
築 100年 という町家の風
情を活かした店内には、オ
ーナーの小林洋子さんが

心を込めてつくるオリジナ
ルバッグが所狭じと並ぶ。
好みに応じたデザインやサ
イズなど、オーダーメイドで
の製作も可能。
TEL//075-3511755
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こ

漆器の専門店として180

_ 余年の歴史を持つ井助商
店。文政年間の創業以来、

漆の精製・販売を手がけ
るとともに、伝統工芸とし
ての漆の美しさや新しいス

タイルの漆器の楽しみ方
を提案している。
TEL//075-361-5281

0明工院不動寺
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