
　今の区役所の役割 , 区長の役割というのは地域を繋ぐ

ことだと思います。昔は「親方日の丸」と言われていま

したが , 地方分権が進められる中で , 一番大きなきっか

けになったのは阪神淡路大震災です。「行政は当てにな

らない」と言われ ,「ボランティア元年」と呼ばれるく

らい , 地域の方の中で「地域のことは地域で守らなあか

ん」という動きが出てきました。その中で , 区役所の役

割も徐々に変わってきたという実感があります。私は区

の行政に関わる期間が長かったので ,20 年前と今とを

比較してみて , 変化を感じています。今の区役所には ,

区長の顔が地域で見えるように , 地域の活動を支援 , お

手伝いするという役割があると思います。

　京都市政がスタートしたのは明治 22年ですが , その

10 年前の明治 12年には上京区と下京区が設置され ,

その時から区長がおりました。そのまた10年前の明治

2年に , 番組小学校
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という日本初の公立の学校が , 地域

の人たちの手によってつくられました。その歴史が上京

区には , いまだに根付いています。なので , 他の区より

も行政に頼らないというか , 自分たちの学区を中心に自

分たちで活動するという精神が根付いています。

歴史の長い上京区と下京区の中でも , 特に上京区の堀

川より東側には , 御所があり , 相国寺があるという誇り

を地域の方は持っておられます。堀川の西側は , 聚楽

第がありつつも , 畑を中心としていて , 東側とは文化が

全然違います。それぞれの成り立ちによって , 印象が異

なります。どんな場所にでも地域性があって , 町づくり

に関わる以上は , その地域性を押さえなくてはいけませ

ん。私が上京区長に就任した時 , 区の方に地域性につい

てお聞きしたんです。すると「堀川通から西と東」とお

っしゃるんです。堀川通から西と東で地域性が違う ,と。

面白かったのは ,「災害が起こったら , みんな東へ逃げ

たらいい」っておっしゃるんです。「御所があるから絶対,

物資が早く届く」って。「順番で言うたら絶対東」と誰

かがおっしゃって笑いましたね。

今 , 上京区の魅力を発信していくために , 段々衰退し

てきている西陣地域をもう1回アピールしようと , 逆に

「東陣」にスポットを当てて動いています。「西陣という

のは , 東陣があっての西陣や」と言われて , 私も目から

鱗でした。応仁の乱では堀川通を挟んで , この狭いとこ

ろで 11年間戦っていたんです。「なんで西陣の名前が

残って , 東陣の名前がないんですか」と素朴に聞くと ,

西陣には乱が終わった後,織屋さんがみんな帰ってきて,

様中谷　香
上京区長

京都御苑ずきの御近所さん京京都御京京都御御苑ずずきの御御苑ずずきの御御近所所さん御近所近所さんんん第13回

上京区長の仕事について教えてください。



機織りをしだしたそうなんです。そこで , それをどう打

ち出そうかという時に ,「西の陣やから西陣織」となった。

ですが , 住所には西陣の名前は残ってないんですよ。太

秦や西ノ京などは町名に残っていますが , 西陣は西陣郵

便局や西陣織といったところにしかその名は残ってなく

て , 住所にはない。では東陣は何故なくなったかという

と ,「貴族やお公家さんばっかりが住んではったとこや

から , 別にあえて西陣のように名前を残す必要がなかっ

た」という話を聞きました。

　そういった歴史の話は上京に長年住んでいる人でもあ

まりご存じなくて , 昨年の 2月に開催した歴史シンポジ

ウムは大変な盛況ぶりでした。昨年は , 参加者があれほ

ど集まるとは思ってなかったこともあって , 当日の受付

で大変なことになったので , 今年は ,「京都いつでもコ

ール」
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で申し込めるようにしました。申込受付初日の半

日で応募が 300 人を超える程で , みなさんすごい関心

がおありなんですよ。

　そういう意味で , 地域から発信される「こんなことが

したい」という思いを , どう上手く行政が一緒になって

実現していくかが重要です。地域の人の活動は , 行政が

後援したり支援したりすることで ,「あ , この団体は行

政と一緒に活動してるんや」というように , 周りから見

られ , 信頼感が生まれるんです。今の区役所にはそうい

った役割がある。一方で , 窓口に来られるお客さんのた

めに , 福祉の分野や保健センターの充実といった側面も

もちろんあります。

　区長の顔が一番見えるという意味では , 各学区の敬老

会や成人式 , 夏祭りを回ることも , 大切な仕事です。特

に上京区は ,「区長 , 区長」っておっしゃってくれます。

私が勤めた区ではそこまで区長に拘りはありませんでし

たし , 副区長をしていた洛西でも , ちゃんと区長と仕事

の分担をして ,「防災訓練や敬老会は副区長」というよ

うにしていました。ですが , 上京区に来てからは , 秋口

などは十何箇所も掛け持ちで回って , 駆け足でも「来て

欲しい」って言われますね。もう , 有難いやら何やらで。

地域の人にしたら ,「区長が来てくれはった」っていう

だけで , 特別に感じてくれて , そこが他の区とは本当に

違います。みなさん大事にしてくださるので , 有難いで

すね。

　そういう部分は「ザ・京都」だと思います。文化庁が

京都に移転してくるのが決まりましたが ,「文化とは何

か」と改めて考えると , なかなか掴みどころがないじゃ

ないですか。市長がいろんなところで御挨拶される中で,

「文化は市民生活の中にある」というふうにおっしゃっ

ています。上京区なんてまさにそのものだと思います。

お抹茶を飲む習慣にしても , 日常的に抹茶を点てるとい

う習慣がどこに行ってもあって,運動会の激励に回ると,

お抹茶とお菓子を出してくださいます。小学校では地域

の方がお抹茶を教えたり,他にも生け花や浴衣の着付け,

機織りを教えたりしている人がいます。上京区の人を見

ていると , 自分のお子さんがいようがいまいが , 小学校

のために地域の方々が力を惜しまないというふうに感じ

ます。

　上京区では特に小学校の学区単位が重視されていて ,

自治会活動は小学校が統合されても元学区単位で動いて

います。西陣中央小学校は 4つの学区が統合されてい

ますが , 校長先生は全部の学区の夏祭りに行かれたり ,3

つの学区が統合されている新町小学校区は , 少年補導の

支部がみんなで連携して , いろんな事業を 3支部 ,4 支

部合同でされていたりします。以前 , お餅つきの行事が

あった際に , 合同でしようとしていたはずが ,「お餅つ

きのやり方が違うから , 一緒にできひん」となり , 日に

ちだけ統合してやっていました。私も3箇所 , 餅つきに

回りましたよ。「文化の多様性」って言いますけど , 面

白いですね。「なんで餅つき一緒にしはらへんのですか」

って聞いたら ,「やろうとしたけど」っておっしゃって

笑いました。餅のつき方とか見てたら , 確かに微妙に違

うんだと思います。拘りがあるんでしょうね。

　一番驚いたのは , 地域の人との何気ない会話の中で ,

「中学生の娘がお茶点ててくれるようになってん」とか ,

「大学行って家から出た息子に ,『母さん , みんなお抹茶

飲まはらへんで』って言われたわ」とか , そういう話が

出てくるんです。「そうやろなぁ」と思うんですけど ,

上京区の人は気づいてないんです。

　だいぶ少なくなっていますが , まだ元旦に町内の角々

で集まって , お屠蘇を飲みながら年始の挨拶をされるん



です。私もある学区に呼ばれて ,2 年続けて参加しまし

た。元旦の 11時に , 小学校のコミュニティーホールに

各種団体の長さんをはじめとした30人くらいが集まっ

て , お屠蘇を呼ばれながら , 団体長が今年の抱負を言っ

て , みんなで写真を撮るという1時間くらいの集まりな

んです。また , 今では唯一乾
けんりゅう

隆小学校だけですが , 元旦

に子どもが登校しているのを知って , 驚きました。京極

学区や待
たいけん

賢学区 , 仁
に ん な

和学区では , 学区の成人式がありま

す。ずっと当たり前のようにやられていて , 小学校卒業

から8年後に , 担任の先生と卒業生が集まるんです。や

はり先生が一番喜ばれますね。「地域の子どもは , 地域

で育てる」というふうに行政は謳い文句としてよく言う

んですけど , 上京区は既に実践されています。

　やっぱり 137 年続く上京区では , 地域自治のあり方

が他とは違うんですよ。上京区長になって , 何が他と違

うのか考えた時に , 自分たちが学校をつくったという思

いが連綿と受け継がれている点だという結論に辿り着き

ました。学校には西陣織の糸人形が飾ってあって , 前世

紀のものに触れる機会がいっぱいあります。几帳なんか

も上京区では上京税務署だったり , 小学校だったり , あ

ちこちにある。そういうものがあちこちにあることも ,

上京区の人は普通だと思っています。区役所にも山口安

次郎
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さんという , 能装束を織られた唐織で有名な方の作

品があったり , 冨岡鉄斎
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の書があったりします。他には

ない , 値段の付けられないような宝が上京にはあります

ね。

　私は , 市の職員になって , 区役所行政の担当が長かっ

たこともあり , 市民と直接接する仕事がしたいなと思い

ながらずっとやってきました。

　洛西では「生物多様性の保全」に関わっていました。

大原野のブランド戦略で , 藤袴
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や休耕田を使ったヒマワ

リ畑を農家さんと一緒になってつくっていました。洛西

ニュータウンに対する市長の思い入れが強くて ,「京都

市内で生物多様性の町と言えば洛西ニュータウン」とい

うくらいでした。40年間 , 拘って街路樹を植えてきた

ので , その中に新たな生態系ができて , 生物多様性の町

として打ち出しました。街路樹の種類が通りごとに違っ

て , すごく綺麗なんです。なので , 洛西ニュータウンに

住んでいる人も街路樹に拘られるんですよ。街路樹の切

り方や時期についても , 葉っぱが落ちてきて足元が滑る

ことよりも木の方を大事にするくらい , 住民は意識が高

いんです。洛西では「みなさんが日常的にしている保全

活動が , 生物多様性に繋がるんですよ」とすごく発信し

ていました。ニュータウンだけの「洛西ケーブルテレビ」

があって , そこでどんどん情報発信しているんです。子

どもたちも学校で町の生態系について学び , それらを生

物多様性保全という視点で取材・発信されています。京

都市の中でも , 洛西が一番生物多様性を身近に感じても

らえる地域だったので , そこに関わることは楽しい仕事

でした。

　町づくりを展開してきた中で , 一番印象に残っている

のは , 課長をしていた伏見区深草支所の時です。深草に

は野焼きなどで環境問題になった地域があり , その南側

に不法投棄されたゴミで溢れていた大岩山があります。

藤森神社が南にあって井戸水を使うから ,「山がこのま

ま放置されたら伏見の水が汚れて困る」というように ,

地域の方の関心がものすごく高かったです。それまでも

不法投棄があったら地域の方が区役所に通報してくれて

いたんですが , 行政としては「京都市の市道に出してく

れたら取れますけど , 民地にあるゴミは取れません」と

いう , ずっとそういう対応を過去にしてきてたんでしょ

うね。その通りではあるんですが , 言われたゴミだけ取

って終わりになってしまっていて , いろんなものが大量

に捨ててある状態でした。

　大岩山のすぐ近くに京
みやこ

エコロジーセンター
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があって ,

そこに環境サポーターという地域の方がたくさんおら

れました。また , 他にもこのゴミの山をなんとかしたい

と思って活動されていたグループもあり , その方たちが

筆頭になって地図に写真を貼り付けて , 区役所へ持って

こられました。これがきっかけで , ゴミの山 , 大岩山の

一斉清掃活動が始まりました。そのお蔭で , 今では , 大

岩山には展望台ができて , 町歩きのマップまでできてい

中谷区長はこれまでどのような仕事を
手掛けられてこられましたか?



る。お金をかけてゴミを回収することはできますけど ,

そうじゃなくて , 地域の方と一緒にゴミ上げをしたんで

す。まさかここまで地域の人が動かれるとは思わなかっ

たので ,本当に驚きました。竹林の中にいっぱいあった ,

冷蔵庫やテレビ , それからいろんな家庭ゴミを , みんな

が必死になって引っ張り出すんです。きっと家電リサイ

クル法ができてから , 業者も捨てて行ったものだと思い

ます。山盛りのタイヤとか , ペンキ , パチンコ台 , バイ

クなんかもありました。大岩山は山科区から伏見区方面

に車で抜けることができるので , 捨てて行きやすい。警

察とタイアップして , パトロールして検挙してもらった

りもした結果 , 一年半くらいで綺麗になりました。まさ

かと思いましたけどね。100 人くらいで町歩きのワー

クショップをしながら ,「どうしたいですか」って聞いて ,

「ここが展望台になったらええなぁ」とか「お花畑」とか ,

夢を語りながら動き出して , それが実現したんです。

　伏見工業高校の学生さんが啓発の看板をつくって , 藤

森中学校と深草中学校の生徒たちが「投棄ダメ」とか「ス

トップザ温暖化」という絵を描いてくれました。竹林か

ら出してきたゴミは , 土木事務所やまち美化事務所 , 京

エコロジーセンターに声をかけて分類しながら処理しま

した。NPO団体や , 地元の大学生 , 高校生 , 地域住民延

べ1000人が参加し , それで実現できたんです。その後

も年に 2回 , みなさんで清掃活動をしながら , 何かあっ

たら通報したり , 監視カメラを付けたりした効果もあっ

て , 不法投棄はだいぶ減りました。警察のパトロールも

含めて常にいろんな抑止効果があって , やっぱり綺麗に

なったら捨てなくなるでしょう。

　大岩山の土地は民地なので , ゴミを上げることに対す

るハードルがあったんですけど , 環境局から , 住民みん

なの活動で , 地権者の了解が得られるのであれば大丈夫

と言われたので ,50 ～ 60人はいた地権者に呼び掛け ,

協力を依頼しました。展望台にする予定だった一番大き

な土地も , 地権者が地元の方でしたから直接お話しして

了解を得ました。その辺りは行政の仕事としてきっちり

協力を得て進めました。

　たぶん今もそれがずっと続けられていて , どんどん良

くなっています。大岩山には堂本印象
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の鳥居があるんで

すが , 私がいた頃はそこまで手をつけられなかったんで

す。下から鳥居へと上がっていく道が , 今整備されてい

るみたいで , 地域の方が大岩山を深草のシンボリックな

山にしていこうと , すごく積極的に関わってくださって

います。

　環境に関心がある方が多いですし , ゴミを上げるとい

う目的がはっきりしていたので , 当時はいろんな場所か

ら人が集まって来られましたね。「この日に清掃します」

と言うと ,「人伝手に聞いたから」と他都市からも来ら

れて毎回 100 人を超える人が集まってくれ , すごかっ

たですね。地域の農家さんたちもお礼に山の上でみんな

に豚汁を振る舞ってくれました。ゴミを上げるだけじゃ

なくて , それをきっかけに地域の人が繋がって , 町づく

りが進んだという , 大きな動きでした。

　その時 , 伏見稲荷をスタート地点として , 東山を回る

コースが京都一周トレイル
※8

に追加認定されていました。

私はゴミを上げるのと同時に , もうひとつ「深草トレイ

ル」をつくる取り組みをしていて , 稲荷から南に進んで

大岩街道までは竹林が綺麗な道を歩けるので , そこに伏

見工業高校の学生さんと地域の人が協力して , 深草トレ

イルのマップをつくり , トレイルコースには案内板など

を設置しました。これも伏見工業高校の学生さんの手づ

くりです。自分が一緒に取り組んだ成果なので , 最初の

深草トレイルのマップを私は今も大事に持ち歩いていま

す。藤森駅や稲荷駅の公園に , 今も「ぐるりん歩」と書

いてある深草トレイルの看板が立っていると思うんです

けど , 一緒につくったものなので思い出深いですね。私

が伏見区を離れた後も , 大岩山がどんどん綺麗になる度

に「深草トレイル」を南へと進めて , マップを繋げてく

れていたんです。そこでようやく市が「京都一周トレイ

ル」に認定してくれました。

桃山御陵前からスタートするコースは最新のもので

す。2年くらい前に , そこまで伸ばすことが認められま

した。始めた頃から思うと夢のような話です。私たちは

最初「大岩山をコースに含めるのは絶対無理やし , 大岩

街道から北側だけで深草トレイルをつくろう」と話して

いましたが , 実行委員会の委員長になってもらっていた

京都教育大の先生が「そんなんあかん。この大岩山も含



めて大きなコースをつくらなあかん」とすごく大きな夢

を語っていらして , その時はただただ感心するばかりで

したが , 実現できたんです。

　あまり気づいていなかったのですが , 大岩山を歩く人

が思っていたよりもたくさんいたんです。あのゴミの山

ですから , 歩く度にみんながっかりしていたみたいでし

た。そういう思いのある人がたくさんおられたというこ

とです。私が印象に残ったのは「やっと行政が動いてく

れた」と言われたことです。「行政が旗を振ってくれた

から , みんなが関われた」って言ってくださったことが ,

嬉しかったですね。任意団体が動いても人はなかなか集

まりませんが , 行政が旗を振って「みんなとやりましょ

う」って言うと , たくさんの人が集まってくれて ,「自

分たちの町を綺麗にしよう」と声を上げてくれる。

　上京区で「東陣」と言って魅力を発信していくことも

同じだと思うんです。まずは気づいてもらって,「やろう」

と言ったら関心のある人が集まってくれる。口コミで広

がるということがすごく大きいです。大岩山にしても「ゴ

ミの山を綺麗にするんや」という口コミで多くの人に広

がりました。「東陣」でも昨年参加できなかった人たち

から ,「次はいつですか ?」とか ,「入れへんかったわ」

とか言われて , 口コミの広がりを実感しています。

　上京区の人は , 観光客が来ることを当たり前のように

思っていますが , 上京区の人に改めて上京区の魅力を語

ってもらうことで , より上京区の魅力を多くの方に知っ

て頂けるんじゃないかと思っています。みなさん自分の

学区を中心に地域を大事にされているので , 今まであえ

て語ってこなかったと思うんです。この「東陣」をき

っかけに新たな魅力を知ってもらって , 外向けの発信で

はなく , 上京区の人同士で話していって欲しいと思いま

す。そうしたら , また口コミで広がって , さらに新しい

魅力が広がっていく。この気運を上手く盛り上げていき

たいと思っています。

　やはり本当に「人」が大事なんです。地域のキーマン

の方と話すと , 話が広がっていく。そういう人が地域に

いなかったら動かないですね。「行政が言うさかい , し

ゃあないからやるんや」となってしまってはダメなんで

す。

　そういう意味では , キーマンに接しながら地域と一体

になって動いていくことも区長の魅力かもしれません。

どこの地域にもそういう人がいますが , 私は熱い思いを

持っている人に会うのが好きです。

　地域の人が環境という切り口で取り組んだ訳ではない

のですが , 藤袴を地域で守ろうとする取り組みがありま

す。私にとっても不思議な縁なんですが , 深草でも上京

の話とは別に ,「藤袴を深草の花にしたい」と言われた

ことがありました。大岩山が綺麗になったことがきっか

けで , そこに秋の七草を植えたいと地域のみなさんが言

い出したんです。「秋の七草といえば藤袴やな」と思っ

ていた時に ,KBS京都
※9

が源氏物語千年紀を契機に「守ろ

う !　藤袴プロジェクト」というキャンペーンをしてい

て , 訪ねたところ「ぜひ植えてほしい」と言われて , タ

イミングの良さに驚きましたね。深草のみなさんにも喜

ばれました。

　その3年後に , 私が洛西の副区長になったんです。藤

袴が大原野で見つかったということは聞いてはいたんで

すが , まさか自分が大原野 , 洛西に勤務することになる

とは思ってもいませんでした。大原野で見つかった藤袴

なので , さぞかし洛西でもみなさんご存じだろうと思っ

ていったら , ほとんど誰も知らない。「これはあかん」

と思って ,3 年間で上手くみなさんに気づいてもらって ,

盛り上げていきました。

　上京区に来て , もうさすがに藤袴との縁もないだろう

と思っていたら , 春日学区のみなさんが何かで藤袴のこ

とを知って ,「春日にこそ藤袴」と思われて , いろいろ

調べていくうちに深草で活動している人に繋がったみた

いです。それで深草の方が , 私が上京区長になったとい

うことを知って , すぐに連絡をくれました。ここの庁舎

がまさに環境に配慮した「エコ庁舎」で屋上緑化もして

いたので , そこに昨年藤袴を地植えして , 地域の人にま

たすごく喜んでもらえました。

　上京独自の取り組みではないですが ,京都市内の220

上京区の環境保全の取り組みを
紹介してください。



学区を「エコ学区」として認定していて , 学区ごとにて

んぷら油の回収など , 京都市が進めている環境の取り組

みを熱心にやってくださっています。上京は保健協議会

の保健委員さんたちがすごく熱心に活動してくださって

いますね。

　京都市には市全体でゴミの半減を目指す「しまつのこ

ころ条例」がありますが , 上京区では食べものだけでな

く , そのこころが生きているように思います。例えば子

ども祭りでは , いろんなコーナーをつくって子どもたち

を遊ばせるんですが , その中で西陣織の端切れや糸繰り

を利用していろんなものをつくります。展示を見ていた

ら , 西陣織の紋紙（柄を織るための紙）が展示の表装と

して , パネルの後ろに使われていて驚きました。そうい

う西陣で大量に出る廃棄物を上手に使っているんです。

エコという意味では , 生活の中で , 私も意識していな

い ,気づけてないような部分があるかもしれません。「子

どもたちに栞をつくらせるから」といった時に , 大量の

金襴の端切れが簡単に手に入る。「栞に端切れを使おう」

という発想が当たり前で , そんなことがたくさん , 自然

なこととして上京には根付いているんです。

　子どもが小さい時にはよく遊びに連れてきました。西

側に児童公園があって , 蝉採りをしたり , 息子が少年野

球をしだしてからはグラウンドで頻繁に野球をしたりし

ていました。

　自分自身の思い出としては , もう 20年以上前だと思

うのですが ,「松の上に桜が自然にはえた木が御所にあ

る」とニュースがあって見に行ったことがあります。あ

とは紅葉の時期にフラっと立ち寄るのが好きです。

　最近では , 孫を連れて森の中に紙芝居や絵本が置いて

ある「母と子の森」に行きました。孫がその紙芝居を気

に入って , これはいいなぁと思いました。あんまり知ら

れてないと思うので , 勿体ないと思います。今はなかな

か紙芝居に触れる機会がないですけど , ちゃんと紙芝居

のフレームも置いてあって , いい環境だと思いました。

　先日の大雪の時は綺麗でしたね。バスに乗って横を通

っただけで , 行きたいなと思うくらいです。御所は , 四

季が感じられる場所です。やはり秋の紅葉も綺麗ですし,

新緑の時期も歩いていたら気持ちがいいです。紅葉を楽

しんで , それが散った時に地面に広がる色とりどりの落

ち葉を見ていたら , 気持ちが休まるというか , すごく落

ち着きます。

　好きな時期は年齢にも依るんじゃないかと今は思いま

す。昔はそこまで意識していませんでしたが , 子どもを

連れて元気に遊びに行くと「ああ緑が多くていいな , 森

林浴や」と思っていました。子どもが小さい時は , カブ

ト虫を採りに行ったりする遊び場のような場所でした

が , 今では散歩をしながら観賞するようになりました。

梅林も好きで , 以前からあるのは知っていましたが , 実

際に見てみて「こんなに広いのか」と驚きました。前に

市長も「こんなにいいところがあるのに京都の人はあま

り知らない , 勿体ない」とおっしゃっていましたね。

　砂利道と広い空が見えて , 緑があって , 鳥のさえずり

が聞こえて , バードウォッチングができる , あの空間が

いいんですよ。深草も駅から10分ほど進んだら里山に

入るような場所で , 鳥がたくさんいるんです。あの雰囲

気がすごく好きで , 同じような空間が御所にあるという

ことを , 私も全然知りませんでした。なので , もっとア

ピールをした方がいいと思います。

　もっと御所のいいところを , 何かの機会にPRできた

らと思います。すごく閉鎖的な印象はありますね。通年

で開放されたことで少し身近にはなったと思いますけ

ど , 今までは「御所や , 囲われてるし入れへん」といっ

た印象がありました。身近に感じられる接点があまりな

かったのかなと思います。御所の一番素敵な自然の魅力

よりも , グラウンドがあって , テニスして野球してとい

中谷様の思い出の中で , 京都御苑にまつわる
ものはありますでしょうか？

京都御苑で好きな場所 ,
好きな時期などありますか?

京都御苑の今後について , 御意見など
ございましたら自由にお聞かせください。



うふうに捉えていましたね。年を重ねてきたら散策して,

バードウォッチングして,となるかもしれないですけど,

若い世代はやっぱり遊ぶ方に行くので , そうした自然の

魅力に気づくところまで辿り着きにくいんじゃないかと

思います。

　歴史も含めてアピールできるかもしれません。上京の

人 , 特に御所周辺の学区は上御霊神社の氏子さんでもあ

るし , すごく古い歴史があって , それが連綿と受け継が

れてきていて ,すごいなぁと思います。地域に浸透して ,

根付いていて , 当たり前のようにみなさん意識をされて

います。

　改めて身近に感じられるようなきっかけが必要だと思

います。今はもう通年になりましたが , 以前は一般公開

の日になったら , ものすごい数の人が周辺を歩かれるの

で ,「あ , 公開してんのかぁ」とそんなふうに眺めてた

りしましたし , 京都人にとっては近くにあって当たり前

の場所で , いつでも行ける感覚があって , 良さを知ると

こまでいかなかったのかもしれません。先日 , 京都御苑

であった講演会に寄せてもらったり ,NPO法人京都観

光文化を考える会・都草の話を聞いたりしていると , 歴

史の好きな方や年配の方は何度も足を運んでおられま

す。子育てを終えて , 気持ちに余裕ができたら行ける場

所なんですかね。

スポーツをしている人にとっては二条城と一緒で御所

は走る場所かもしれません。昔 , 京都市が「元旦ロード

レース」というのを開催していました。元旦に参加者を

募って御所の周りを走っていたんですよ。京都市が主催

で , 地域の体育振興会の役員さんがスタッフになって ,

何年か前になくなってしまったんですけど , 御所の周り

を走るということがすごく定着していました。

　それから , 食堂のおうどんもおいしいって評判です

ね。叔母から「御所言うたらあそこのおうどんがおいし

いから」とよく聞きました。やはり京都はそういう意味

でも食文化が優れていると思います。和食もお酒も , 抜

群だと思います。上京では来年度は食文化にポイントを

当てていくつもりなんですが , お酢やお酒がつくられて

いて , 味噌があって , 和菓子ももちろんあって , いろん

な食文化が上京の中にあるんですよ。今まで気づいてな

かったような , 食文化としての上京をもっとアピールし

ないといけないと思っています。

2017年 2月 3日　インタビュー

聞き手 : 田村省二 , 山本昌世

注釈
※1 明治維新後の京都近代化政策のひとつで ,日本で最初に設
立された64の小学校。住民の自治組織であった「町組」が「番
組」に再編成され , 各番組を学区として , 番組ごとに学区制小
学校が設けられた。
※2 京都市が運営する電話サービス。市政の手続や制度 , イベ
ント , 施設などに関する問い合わせを , 年中無休 , 朝 8時～夜
9時まで受付。
※3 西陣の織匠。1904～ 2010（明治 37～平成 22）。
※ 4 京都生まれの南画家。1836 ～ 1924（天保 7 ～大正
13）。
※5 フジバカマ。キク科ヒヨドリバナ属の植物で , 秋の七草の
一つ。花期は8～ 10月。
※ 6 気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）の開催を記
念して開設された京都市の環境学習と環境保全活動の拠点施設。
※7 京都市生まれの日本の画家。1891～ 1975（明治 24～
昭和 50）。
※ 8 ロングトレイルのひとつ。京都の東南 ,伏見桃山から , 比
叡山 , 大原 , 鞍馬を経て , 高雄 , 嵐山 , 苔寺に至る全長約 83.3
キロのコースと , 豊かな森林や清流 , 田園風景に恵まれた京北
地域をめぐる全長約48.7 キロのコースからなる。京都市をは
じめ ,京都府山岳連盟 ,京阪電気鉄道 ,阪急電鉄 , 西日本ジェイ
アールバス ,京都市交通局 ,京都大阪森林管理事務所 ,京北自治
振興会 ,京都市観光協会からなる「京都一周トレイル会」が整備。
※9 株式会社京都放送。呼称 :KBS京都（Kyoto Broadcasting
System Company Limited）

○中谷 香さまプロフィール○京都市生まれ。1975 年

京都市入庁。2007 年伏見区深草支所まちづくり推進課

長 ,2010年文化市民局男女共同参画推進課長 ,2012年西

京区洛西担当副区長 ,2015年 4月から上京区長。


