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21世紀へ創造と飛躍を

忌
池本正夫市長

　
市
民
の
皆
さ
ん
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
い
も
の
で
、
私
か
市
長

に
就
任
し
ま
し
て
十
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
問
、
市
議
会
を
は
じ
め

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、

十
七
万
七
千
市
民
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
、
清

潔
に
し
て
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
年
は
、
引
き
続
い
て
の
公
共
下
水
道
や
道
路
建
設
な
ど
の

都
市
基
盤
整
備
の
一
層
の
推
進
、
宇
治
橋
架
け
替
え
の
促
進
、

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
や
新
庁
舎
の
建
設
も
本
格
化
に
向
け
て
全

力
で
取
り
組
む
所
存
で
す
。

　
一
方
、
国
際
交
流
を
は
じ
め
紫
式
部
文
学
賞
の
創
設
な
ど
の

文
化
を
創
造
す
る
た
め
の
施
策
、
高
齢
化
社
会
に
備
え
て
の
老

人
福
祉
施
策
、
そ
し
て
障
害
者
福
祉
施
策
の
推
進
な
ど
も
積
極

的
に
展
開
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
引
き
続
き
厳
し
い
行
財
政
環
境
で
は
あ
り
ま
す
が
、
行
政
の

近
代
化
、
効
率
化
を
は
か
り
な
が
ら
、
本
市
の
恵
ま
れ
た
自
然

と
文
化
・
歴
史
を
生
か
し
た
夢
と
ロ
マ
ン
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

忿
辰

-±ゴ

1=1藤加藤吉辰市議会議長

　
市
民
の
皆
さ
ん
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
二
年
の
輝
か
し
い
新

春
を
迎
え
、
市
議
会
を
代
表
し
、
謹
ん
で
新

年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
市
が
着
実
に
発
展
し
て
お
り
ま
す
の
も
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
暖
か
い
ご
理
解
と
ご
協
力

の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
、
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
お
か
け
を
も
ち
ま
し
て
、
東
宇
治
公
共
下
水
道
に
続

き
、
昨
年
に
は
洛
南
処
理
区
の
供
用
開
始
や
、
水
資
源
の
有
効

活
用
・
安
定
供
給
の
た
め
の
西
小
倉
浄
水
場
の
完
成
な
ど
、
快

適
な
市
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
生
活
環
境
の
整
備
が
、
一
段
と

進
展
い
た
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ふ
る
さ
と
宇
治
市
創
生
の
た
め
ア
イ
デ
ア
募
集
が
行

わ
れ
、
「
紫
式
部
文
学
賞
」
の
創
設
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
多

く
の
皆
さ
ん
か
ら
の
責
重
な
作
品
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
今
後

の
施
策
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
二
年
は
急
速
な
高
齢
化
、
国
際
化
、
情
報
化
が
予
測
さ

れ
、
そ
れ
に
伴
う
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
が
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
期
待
に
こ
た
え
る
よ
う
新
た
な
決
意
で
臨
み
ま
す
の

で
、
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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1990年（平成2年）１月１日発行（2）
S（だよ　り

源氏物語のフィナ

ーレ地・宇治
　紫式部が『源氏物語』の最後の舞台として選んだ地が宇治であると

いうことを、皆さんはご存じでしょうか。

　市では、二十一世紀に向けて｢夢とロマン｣のあるまちづくりを進め

るなか。昨年、ふるさと創生事業として｢紫式部文学賞｣の創設に向け

て取り組むことを決定。この賞は。すぐれた女流作家の作品に贈られ

るもので、平成における｢紫式部｣の出現を願うとともに。文化高く。

誇りの持てるふるさと・宇治を、との思いが込められています。

　私たちが何気なく日々の生活を営んでいるこの地は、古米より、た

びたび歴史の舞台に登場しています。この機会にもう一度､ふるさと・

宇治を見つめ直してみませんか。

宇
治
十
帖
は
エ
ン
ド
レ
ス

川
の
ほ
と
り
に
さ
り
げ
な
く

　
平
安
京
の
貴
族
た
ち
は
、
四
季
の
風
光
に
恵
ま
れ

た
名
所
・
宇
治
を
別
荘
地
に
さ
だ
め
、
雅
び
で
華
や

か
な
生
活
を
こ
こ
に
営
み
ま
し
た
。
紫
式
部
も
、
そ

ん
な
宇
治
の
風
土
が
長
編
小
説
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
平
安
文
学

の
傑
作
『
源
氏
物
語
』
は
、
「
橋
姫
」
に
は
じ
ま
り

「
夢
の
浮
橋
」
に
終
わ
る
宇
治
十
帖
で
そ
の
幕
を
閉
じ

ま
す
。

　
宇
治
川
の
ほ
と
り
に
は
、
平
等
院
や
宇
治
上
神
社

を
は
じ
め
、
平
安
時
代
を
中
心
と
す
る
貴
重
な
文
化

遺
産
が
数
多
く
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
歴
史

と
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
空
間
に
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か

宇
治
十
帖
の
章
名
を
刻
ん
だ
「
古
跡
」
が
配
置
さ
れ

ま
し
た
。

　
古
跡
は
、
宇
治
橋
西
詰
の
橘
姫
神
社
を
ス
タ
ー
ト

に
、
橋
を
渡
り
、
「
東
屋
」
≒
鴫
瞰
」
な
ど
は
親
し
み

深
い
石
仏
の
愛
称
と
も
な
り
、
最
終
章
の
「
夢
の
浮

橋
」
は
再
び
西
詰
に
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
設
定
さ
れ

ま
し
た
。
か
つ
て
極
楽
浄
土
に
な
ぞ
ら
え
た
宇
治
の

風
土
に
ち
な
ん
で
、
宇
治
十
帖
の
古
跡
も
「
永
遠
」
と

「
再
生
」
を
さ
り
げ
な
く
演
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
宇
治
川
の
流
れ
を
右
に
左
に
。
一
味
違
っ
た
文
学

碑
め
ぐ
り
と
宇
治
の
文
化
財
散
歩
は
い
か
が
で
す
か
。

一
口
紹
介

紫
式
部
・
源
氏
物
語

紫
式
部

　
ｙ
安
時
代
中
期
の
作
家
・
歌

人
で
生
没
年
は
不
詳
。
天
延
元

年
（
九
じ
二
前
後
に
生
ま
れ
。

長
和
三
年
（
。
０
一
四
か
ら
寛

仁
比
年
｛
一
〇
二
〇
｝
ご
ろ
に
没

し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
紫
式
部
は
藤
原
為
時
の
娘
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
為
時
の

家
系
か
ら
は
代
々
す
ぐ
れ
た
歌

人
や
学
者
が
出
て
お
り
。
そ
の

血
を
受
け
継
い
だ
式
部
も
。
幼

い
こ
ろ
か
ら
文
才
に
た
け
て
い

ま
し
た
。
兄
が
£
ぎ
（
中
国

の
歴
史
書
）
を
読
ん
で
い
た
の

を
聞
き
党
え
。
兄
の
忘
れ
た
と

こ
ろ
を
す
ら
す
ら
と
口
に
出
し
。

父
か
ら
「
こ
の
ｆ
が
肌
一
だ
っ
た

ら
」
と
残
念
が
ら
れ
た
と
い
う

の
は
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

す
。

　
幼
く
し
て
母
を
亡
く
し
、
少

～
氏
物
語
』
を
＆
き
始
め
た
の

は
。
こ
の
夫
と
の
死
別
後
だ
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
物
謡
は

　
一
部
の
人
々
の
間
で
評
判
と
な

　
り
。
そ
れ
を
と
き
の
左
大
臣
-
ｍ

　
原
道
長
が
耳
に
し
た
の
で
し
ょ

　
う
か
。
式
部
は
道
長
の
娘
で
一

　
条
天
皇
の
中
宮
―
き
さ
き
で
あ

　
る
彰
子
の
女
房
と
し
て
宮
什
え

　
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

闘
も
物
語
は
ｃ
；
き
続
け
ら
れ
ま

し
た
が
、
寛
弘
凡
年
こ
Ｏ
Ｏ

八
）
ご
ろ
に
は
完
成
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
完
成
後
も

数
年
問
彰
子
に
仕
え
。
そ
の
後

実
家
に
戻
っ
て
。
式
部
は
他
界

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
余
り
に
も
有
配
‥
な
紫

式
部
と
い
う
名
前
は
。
実
は
本

名
で
は
な
く
。
本
名
は
不
明
。

紫
の
上
と
い
う
女
主
人
公
が
登

場
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
ゆ

え
。
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
心

で
し
ょ
う
。

奪。。ふぶｙ。、

源
氏
物
語
と
宇
治
十
帖

結
婚
。
一
人
娘
２

け
た
も
の
の
。
宣
孝
と
ら
結
婚

後
こ
年
程
で
死
に
別
れ
ま
す
。

か
レ

　
「
源
氏
物
汐
は
、
光
源
氏
を

七
人
公
と
す
る
令
編
I
E
‐
四
帖

の
長
編
小
説
。

　平等院a.。紫式部が仕えていた彰子の父・藤原道長

が。宇治の地に、もともと別荘として建てたもの。式

部もこのmに幾度か足を踏み入れたことでしょう。

　
物
語
の
前
平
で
鴎
帝
の
子

に
生
ま
れ
。
美
ぼ
う
と
才
能
に

恵
ま
れ
た
光
源
氏
包
様
々
な

恋
愛
遍
歴
を
重
ね
栄
華
を
手
に

し
な
が
ら
も
。
人
の
此
や
愛
の

は
か
な
さ
に
悩
む
姿
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　
源
氏
刀
死
は
と
こ
に
も
楠
か

れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
。
後
半
は

彼
万
死
後
に
話
が
移
り
。
子
ｅ

酸
一
や
没
落
し
た
貴
族
の
娘
た
ち

の
悲
劇
を
綴
っ
て
終
わ
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
源
氏
物
語
の
最
後
の
十

編
雌
美
し
く
も
の
悲
し
い
宇

治
を
主
な
舞
台
と
し
て
い
る
た

め
。
特
に
「
宇
治
ト
帖
!
･
こ
呼
ば

れ
て
い
る
万
で
す
。
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宇治市ｊ第868号(3)

　宇治僑東話から府道を

北へす<.'。彼方神社横

源氏の世界えをたずねて

～源氏物語を学ぶサークル～

源
氏
物
騒
を
よ
む
会

　
　
　
　
　
　
　
宇
治
公
民
館

　
昭
和
四
ト
五
年
に
発
足
し
た

「
源
氏
物
語
を
学
ぶ
会
」
が
変
遷

を
重
り
現
在
の
「
よ
む
＜
ａ
ｊ
に

重
っ
て
い
ま
す
。
会
輿
は
市
内

外
の
主
婦
ゴ
ー
十
二
人
。

　
‥
″
二
回
集
ま
っ
て
「
源
氏
物

語
」
の
解
釈
奮
す
る
の
が
Ｅ
な

活
動
で
す
が
。
依
頼
が
あ
れ
ば

宇
治
十
帖
の
古
跡
を
案
内
す
る

こ
と
も
。
こ
れ
ま
で
物
語
に
ま

っ
わ
る
ス
ラ
イ
ｉ
Ｌ
.
*
冊
子
。
こ

ま
札
な
ど
を
手
掛
け
。
咋
年
は

か
る
た
を
製
作
し
ま
し
た
８
現

在
新
し
い
講
師
を
探
し
て
お
り
。

決
ま
れ
ば
メ
ン
バ
ー
を
増
や
し

た
い
と
の
こ
と
。

　
代
表
４
高
先
は
辻
盈
子
さ

ん
(
６
ｃ
２
１
２
１
．

　『源氏物語』ゆかりの地・宇治には今も。そ

の世界に憧れ、学び、知ろうとする多くの人

がいますっ

　市内の公民館で｢源氏物語」を学んでいるサ

ークルをご紹介しましょう。

源
氏
の
つ
ど
い

　
　
　
　
　
　
宇
治
公
民
館

　
原
文
解
読
の
冊
子
と
。
扇
の

製
作
な
ど
。

　
代
参
連
絡
先
は
越
村
壽
枝

さ
ん
｢
Ｂ
０
４
０
７
２
Ｖ

古
典
文
学
サ
ー
ク
ル

　
　
　
　
　
　
小
介
公
民
館

　
夕
霧
」
の
巻
か
ら
の
原
文
解

ぢ　
代
表
’
連
絡
先
は
村
上
允
子

さ
ん
（
ｔ
3
i
)
Ｍ
０
２
７
)
･
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1990年（平成２年）1月１日発行（4）宇治市政だより第868号

宇治で見つけた

うま年ファミリー

　田村さん一家　伊勢田町南遊田

私たちはうま年三世代の七人家族です

　
お
じ
い
さ
ん
の
一
彦
さ
ん
（
五
九
）
、
お

母
さ
ん
の
圭
子
さ
ん
（
三
五
）
、
長
男
の
政

俊
君
（
二
）
が
う
ま
年
生
ま
れ
と
い
う
、

１

－

『

山
口
さ
ん
一
家
五
ヶ
庄
寺
界
道

　
僕
た
ち
双
子
兄
弟
と

　
　
お
母
さ
ん
が
う
ま
年
で
す

　
「
う
ち
は
一
言
で
言
っ
て
。
に
ぎ
や
か

家
族
”
で
す
」
と
い
う
山
口
さ
ん
。
お
互

い
の
こ
と
を
「
き
ら
い
」
と
言
い
合
い
な

う
ま
年
三
世
代
家
族
・
田
村
さ
ん
。
「
い

つ
も
近
所
の
子
が
遊
び
に
来
る
に
ぎ
や

か
な
う
ち
で
す
」
と
お
ば
あ
さ
ん
の
ス

ガ
エ
さ
ん
（
五
八
）
。

　
お
父
さ
ん
の
俊
秀
さ
ん
（
二
ご
、
お
じ

い
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
お
仕
事
を
さ
れ

て
い
て
忙
し
い
毎
日
で
す
が
。
「
休
日
に

は
よ
く
、
お
弁
当
と
ボ
ー
ル
を
持
っ
て

み
ん
な
で
太
陽
が
丘
ヘ
サ
イ
ク
リ
ン
グ

し
ま
す
」
と
。
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の

は
家
族
の
ふ
れ
あ
い
。
少
年
野
球
に
熱

中
し
て
い
る
政
俊
君
、
手
芸
や
絵
が
得

意
な
香
織
ち
ゃ
ん
（
八
）
、
プ
ラ
モ
デ
ル

作
り
が
大
好
き
で
元
気
な
章
浩
ち
ゃ
ん

（
六
）
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
光
る
、
は
つ

ら
つ
と
し
た
ご
家
庭
で
す
。
十
二
年
間

住
ん
で
き
た
宇
治
市
に
は
、
「
駅
や
市
役

所
へ
行
く
交
通
の
便
が
悪
い
の
が
難
点
。

で
も
自
然
が
い
っ
ぱ
い
で
遊
ぶ
と
こ
ろ

が
多
い
の
が
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
感

想
を
持
っ
て
い
ら
｀
つ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
　
「
今
年
の
抱
負
は
み
ん
な
健
康
で
過

ご
す
こ
と
」
と
い
う
田
村
さ
ん
、
今
年

一
年
も
イ
キ
イ
キ
元
気
な
ご
家
族
で
／
・

が
ら
も
、
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で

い
る
双
子
の
正
喜
君
（
二
）
〈
写
真
＝
右

端
〉
・
溥
太
郎
君
（
ご
）
を
中
心
に
、
け
ん

か
も
笑
い
も
絶
え
な
い
明
る
い
ご
家
族

で
す
。

　
　
「
時
間
が
あ
れ
ば
、
家
族
み
ん
な
で

犬
の
ポ
チ
を
連
れ
て
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を

し
て
い
ま
す
」
と
お
父
さ
ん
の
博
司
さ

ん
（
三
六
）
。
休
み
の
日
に
は
、
一
時
間
半

ほ
ど
か
け
て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
す
る
こ
と

も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
　
「
そ
れ
か
ら
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
も
み

ん
な
で
集
め
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
見

せ
て
い
た
だ
い
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ア

ル
バ
ム
六
冊
分
。
圧
巻
で
し
た
。

　
　
「
宇
治
は
住
み
や
す
い
ま
ち
、
こ
れ

か
ら
も
ず
っ
と
住
み
た
い
で
す
ね
」

お
母
さ
ん
の
富
喜
子
さ
ん
（
三
五
）
の
意
見

に
は
み
ん
な
賛
成
で
す
が
、
「
隠
元
橋
の

朝
夕
の
渋
滞
は
ど
う
に
か
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
い
う
注
文
も
。

　
な
ん
で
も
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
や
る

仲
よ
し
家
族
・
山
口
さ
ん
に
、
今
年
も

よ
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
／
’

うま年にゅーす

日
本
で
初
め
て

　
馬
に
乗
っ
た
人
た
ち

　
今
、
私
た
ち
が
馬
を
見
る
の

は
、
時
代
劇
や
競
馬
中
継
な
ど

の
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
が
せ
い
ぜ

い
で
す
。
し
か
し
、
馬
に
は
田
畑

を
耕
し
た
り
。
人
や
荷
物
を
背

中
に
乗
せ
た
り
と
、
長
い
間
、

人
と
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
歴

史
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
今

年
の
干
支
（
え
と
）
に
ち
な
ん
で
、

日
本
で
は
じ
め
て
馬
に
乗
っ
た

人
た
ち
の
お
話
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
日
本
に
大
陸
か
ら
乗
馬
の
習

慣
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
約
千
六

百
年
前
、
古
墳
時
代
も
中
ご
ろ

の
こ
と
。
そ
の
時
期
に
な
っ
て

は
じ
め
て
、
豪
族
の
お
墓
で
あ

る
古
墳
か
ら
。
馬
具
や
馬
形
埴

輪
（
は
に
わ
）
が
出
土
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
馬
具
の
ほ

と
ん
ど
が
金
や
文
様
で
飾
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
馬
形
埴
輪

も
頭
か
ら
お
尻
ま
で
、
馬
白
身

に
と
っ
て
は
迷
惑
な
く
ら
い
、

華
や
か
な
馬
具
で
飾
り
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
の
時

代
の
人
た
ち
は
、
馬
を
こ
の
よ

う
に
飾
り
立
て
た
の
で
し
ょ
う
。

　
古
墳
時
代
に
は
じ
め
て
馬
に

乗
っ
た
の
は
、
豪
族
た
ち
で
す
。

彼
ら
は
、
自
分
の
富
と
権
力
を

示
す
た
め
、
馬
を
き
ら
ぴ
や
か

に
飾
り
に
飾
っ
た
Ｉ
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
ろ
の
馬
に
は
、
野
山
を

疾
走
す
る
軽
や
か
な
イ
メ
ー
ジ

は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
に
例
え

れ
ば
、
さ
し
づ
め
、
街
を
ゆ
っ

た
り
と
走
る
超
高
級
車
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
宇
治
市
内
で
も
、
二
子
山
古
墳

や
瓦
塚
古
墳
か
ら
、
多
く
の
副

葬
品
と
共
に
馬
具
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
千
六
百
年
程
前
の
宇

治
で
も
、
き
ら
び
や
か
な
馬
に

ま
た
が
り
、
ゆ
っ
く
り
と
領
地

を
ま
わ
る
豪
族
と
、
そ
れ
を
仰

ぎ
見
る
人
々
の
姿
が
あ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
馬
が
数
多
く
飼
育
さ
れ
、
泥

と
汗
に
ま
み
れ
て
人
と
働
く
よ

う
に
な
る
の
は
、
も
っ
と
も
っ

と
後
の
こ
と
な
の
で
す
。

飾り立てられた馬形埴輪
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