
松
花
堂
弁
当

農
家
の
種
入
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て

松
花
堂
庭
園
・
美
術
館

　

お
に
ぎ
り
、
海
苔
巻
き
、
稲
荷
寿
司
、
幕
の
内
…
…
。
花
見
や
レ
ジ
ャ
ー
、
芝
居
見
物
な
ど
で
食
べ
る
弁
当
は
、

普
段
の
食
事
よ
り
も
楽
し
く
て
お
い
し
く
感
じ
る
も
の
だ
。
日
本
人
は
古
く
は
五
世
紀
頃
か
ら
タ
カ
狩
の
タ
カ
の

餌
袋
を
弁
当
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
平
安
時
代
に
は
猟
や
農
作
業
、
戦
な
ど
に
出
か
け
る
と
き
、
外
で
簡

単
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
握
り
飯
や
干ほ
し

飯い
い

を
持
参
し
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
庶
民
は
街
道
を
歩
い
て
旅
を
し
た
り
、
芝
居
見
物
を
楽
し
む
な
ど
娯
楽
に
い
そ
し
む
よ

う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
お
供
に
弁
当
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
芝
居
見
物
で
食
べ
る
幕
の
内
弁
当
は
、
芝
居
の
幕ま
く

間あ
い

に
食
べ
る
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、ひ
と
口
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
飯
を
俵
形
に
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
を
こ
ら
し
て
あ
る
。

　

い
ま
で
は
全
国
に
普
及
し
て
、
ち
ょ
っ
と
豪
華
な
弁
当
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
松し
ょ
う
か花

堂ど
う

弁
当
」
で
あ

る
。
黒
塗
り
の
木
の
四
角
い
弁
当
箱
の
中
に
十
字
形
の
仕
切
り
が
あ
り
、
縁
の
高
い
か
ぶ
せ
蓋
が
あ
る
。
仕
切
り

の
中
に
、
向
む
こ
う

付づ
け

、
御お

か
ず菜
、
煮
物
、
飯
な
ど
を
見
た
目
も
美
し
く
盛
り
付
け
る
。
仕
切
り
は
十
字
形
の
四
仕
切
り
が
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さくら近隣公園

もみじ寺

大芝・松花堂前

松花堂庭園・
美術館

さくら小

東
高
野
街
道

至 京阪樟葉駅

八角堂

松
花
堂
弁
当
。
機
能
と
美
し
さ
を
併
せ

持
つ
器
に
盛
り
付
け
ら
れ
る

草
庵
茶
屋「
松
花
堂
」。
松
花
堂
昭
乗

が
寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
に
建

て
た

【松花堂庭園・美術館へのアクセス】
京阪「八幡市」「樟葉」駅、ＪＲ片町
線「松井山手」駅から、京阪バスに
て「大芝・松花堂前」下車すぐ。



の
麓
に
あ
っ
た
泉
坊
の
近
く
に
「
松
花
堂
」
と
い
う
草
庵
を
建
て
て
侘
び
住
ま
い
に
入
っ
た
。
こ
の
松
花
堂
が
現

在
の
松
花
堂
庭
園
・
美
術
館
の
前
身
で
あ
る
。
見
事
な
庭
園
は
京
都
府
の
指
定
文
化
財
に
な
り
、
四
季
折
々
の
花

や
木
々
は
訪
れ
る
た
び
に
そ
の
美
し
さ
を
堪
能
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

さ
て
、
昭
乗
が
絵
の
具
箱
に
し
た
物
入
れ
が
松
花
堂
弁
当
に
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
百
年
後
の
昭
和
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

　

昭
和
の
は
じ
め
、
後
に
日
本
屈
指
の
名
料
亭
𠮷き
っ

兆ち
ょ
うの

創
業
者
と
な
る
湯ゆ

木き

貞て
い

一い
ち

が
、
八
幡
を
訪
れ
た
際
に
、
昭

乗
が
愛
用
し
て
い
た
四
仕
切
り
の
箱
を
見
て
ひ
ら
め
い
た
。
こ
の
物
入
れ
に
ひ
と
工
夫
し
て
弁
当
箱
に
し
よ
う
と

考
え
た
の
だ
。
そ
こ
で
試
行
錯
誤
の
う
え
、
寸
法
な
ど
に
手
を
加
え
て
懐
石
料
理
を
盛
り
付
け
た
。
こ
れ
を
弁
当

と
し
て
世
に
広
め
た
の
が
松
花
堂
弁
当
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

　

湯
木
貞
一
は
弁
当
箱
の
中
に
十
字
形
の
仕
切
り
が
あ
る
こ
と
で
、
料
理
の
味
や
匂
い
が
他
の
料
理
に
移
ら
な
い

と
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
見
た
目
も
美
し
い
。
食
べ
る
人
を
大
切
に
す
る
湯
木
の
ア
イ
デ
ア
は
大
い
に
受

け
て
松
花
堂
弁
当
は
全
国
の
料
理
屋
で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

現
在
、
𠮷
兆
は
松
花
堂
庭
園
・
美
術
館
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
松
花
堂
弁
当
を
提
供
し
て
い
る
。
風
雅
な
松
花
堂

庭
園
を
眺
め
な
が
ら
、
名
料
亭
𠮷
兆
の
松
花
堂
弁
当
を
味
わ
い
つ
く
す
の
は
、
何
と
贅ぜ
い

沢た
く

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
松

花
堂
弁
当
は
、
京
都
の
文
化
人
・
松
花
堂
昭
乗
と
、
京
都
の
名
料
理
人
湯
木
貞
一
の
二
人
の
コ
ラ
ボ
か
ら
生
ま
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

基
本
だ
が
、
今
で
は
六
仕
切
り
、
九
仕
切
り
、
さ
ら
に
も
っ
と
多
い
仕
切
り
も
あ
る
。

　

弁
当
と
い
え
ど
も
刺
身
、
魚
の
焼
き
物
、
煮
物
な
ど
少
量
ず
つ
だ
が
、
豪
華
な
和
食
が
楽
し
め
る
。

　

一
見
す
る
と
幕
の
内
弁
当
に
似
て
い
る
が
、
幕
の
内
弁
当
は
江
戸
時
代
の
本
膳
料
理
を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
松
花
堂
弁
当
は
懐
石
料
理
の
流
れ
を
く
み
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
松
花
堂
弁
当
と
い
う
名
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
、
京
都
府
八や
わ
た幡
市
に
あ
る
石い

わ

清し

水み
ず

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

の
社
僧
で

あ
っ
た
松
し
ょ
う
か
ど
う
し
ょ
う
じ
ょ
う

花
堂
昭
乗
の
名
前
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
松
花
堂
昭
乗
は
、
近
所
の
農
家
が
農
作
業
の
と
き
、
作

物
の
種
入
れ
に
十
字
形
に
仕
切
っ
た
箱
を
使
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
は
便
利
だ
と
思
い
、
こ
れ
と
同
様
、
四

角
い
入
れ
物
の
中
を
十
字
形
に
仕
切
り
、
絵
の
具
箱
や
た
ば
こ
盆
、
小
物
入
れ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
っ
て

い
た
と
い
う
。

　

江
戸
時
代
初
期
の
こ
の
頃
、
京
都
で
は
公
家
、
武
士
、
僧
侶
、
庶
民
な
ど
の
間
に
優
れ
た
日
本
の
芸
術
文
化
が

花
開
い
た
。
昭
乗
は
書
道
、
絵
画
、
茶
道
に
優
れ
、
京
都
の
文
化
発
展
に
本ほ
ん

阿あ

弥み

光こ
う

悦え
つ

ら
と
と
も
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
。

　

昭
乗
は
風
雅
を
愛
で
、
多
く
の
優
れ
た
絵
画
や
書
な
ど
の
作
品
を
残
し
、
ま
た
茶
の
湯
で
は
、
小こ

堀ぼ
り

遠え
ん

州し
ゅ
うを

は

じ
め
と
す
る
一
流
の
茶
人
た
ち
が
集
う
茶
会
を
開
き
、
彼
が
愛
用
し
た
茶
道
具
は
今
も
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

　

寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）、
昭
乗
は
隠
居
し
て
瀧
本
坊
の
住
職
を
弟
子
に
譲
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
あ
る
男
山
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さ
ら
に
こ
こ
は
、
平
安
京
と
若
狭
湾
を
結
ぶ
若
狭
街
道
の
中
継
地
点

で
あ
っ
た
。
こ
の
若わ
か

狭さ

街
道
は
、
平
安
京
以
来
の
古
道
で
、
若
狭
で
と

れ
た
魚
を
京
の
都
に
運
ぶ
魚
街
道
、
鯖さ
ば

街
道
と
い
わ
れ
た
。

　

大
原
の
一
帯
は
冬
は
雪
が
深
く
寒
さ
が
厳
し
い
。
物
資
輸
送
の
メ
イ

ン
ル
ー
ト
の
魚
街
道
は
、
冬
に
な
る
と
行
き
来
が
途
絶
え
た
。
食
糧
も

手
に
入
り
に
く
く
な
る
。
そ
の
た
め
大
原
の
里
人
た
ち
は
、
夏
の
間
に

と
れ
た
野
菜
を
特
産
の
赤
シ
ソ
で
漬
け
こ
ん
で
保
存
食
と
し
て
冬
に
備

え
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
平
安
京
以
前
か
ら
里
人
た
ち
が
暮
ら
し
の

知
恵
と
し
て
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

平
安
時
代
末
期
の
元げ
ん

暦り
ゃ
く二

年
（
一
一
八
五
）、
源
平
合
戦
の
末
、
平
家

が
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
滅
亡
す
る
と
、
平
清
盛
の
娘
で
安
徳
天
皇
の
母
で

あ
っ
た
建け
ん

礼れ
い

門も
ん

院い
ん

は
、
壇
ノ
浦
で
入じ

ゅ

水す
い

し
た
が
源
氏
に
助
け
ら
れ
て
京

都
に
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
出
家
し
、
わ
ず
か
な
女
官
だ
け
を
つ
れ
て
大

原
の
寂
じ
ゃ
っ

光こ
う

院い
ん

に
入
り
、
平
家
一
門
の
菩ぼ

提だ
い

を
弔
い
な
が
ら
生
涯
を
送
っ

た
。

　

当
時
、
大
原
の
里
は
深
い
山
と
木
々
に
囲
ま
れ
、
人
も
訪
れ
な
い
寂

漬
物

「
京
都
三
大
漬
物
」
を
生
ん
だ
自
然
と
歴
史

寂
光
院
／
聖
護
院
／
上
賀
茂
神
社

●
し
ば
漬

　

し
ば
漬
（
柴
漬
け
）
は
、
な
す
を
刻
ん
だ
赤
シ
ソ
の
葉
で
塩
漬
け
に
し
て
発
酵
さ
せ
た
漬
物
で
、
シ
ソ
の
赤
紫

色
が
鮮
や
か
で
酸
味
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
人
気
の
漬
物
で
全
国
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
し
ば
漬
の
発
祥

地
は
も
ち
ろ
ん
京
都
。
京
都
の
北
東
部
、比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
ふ
も
と
に
広
が
る
大お

お

原は
ら

の
里
で
つ
く
ら
れ
る
特
産
品
で
あ
る
。

　

伝
統
的
な
漬
物
が
多
い
京
都
に
お
い
て
も
、
し
ば
漬
は
代
表
的
な
漬
物
で
、
す
ぐ
き
漬
け
、
千
枚
漬
と
並
ん
で

「
京
都
三
大
漬
物
」
と
い
わ
れ
る
。

　

最
近
で
は
、全
国
各
地
で
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
せ
い
か
、な
す
の
ほ
か
に
み
ょ
う
が
や
き
ゅ
う
り
を
入
れ
た
り
、

酢
漬
け
に
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
大
原
で
つ
く
ら
れ
る
本
来
の
し
ば
漬
は
、
な
す
と
赤
シ
ソ
を
塩
だ
け
で

漬
け
て
乳
酸
発
酵
さ
せ
た
も
の
で
、
本
来
の
つ
く
り
方
で
は
熟
成
に
ほ
ぼ
一
年
か
か
る
と
い
う
。

　

で
は
、
大
原
で
な
ぜ
し
ば
漬
が
生
ま
れ
た
の
か
。
大
原
の
里
は
山
々
に
囲
ま
れ
て
清
ら
か
な
水
に
恵
ま
れ
、
古

来
野
菜
は
も
ち
ろ
ん
、
し
ば
漬
に
必
要
な
良
質
の
赤
シ
ソ
が
よ
く
育
っ
た
。
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大原中

神明神社

寂光院★
卍桂徳院

108

H

H
大原

しば漬。建礼門院ゆかりの京都を代表す
る漬物

【寂光院へのアクセス】
市バスで「大原」下車、徒
歩約15分。



●
千
枚
漬

「
は
ん
な
り
」
と
い
う
京
言
葉
が
あ
る
。
明
る
く
華
や
か
だ
が
上
品

さ
と
気
品
を
兼
ね
備
え
て
い
る
さ
ま
を
表
す
言
葉
で
、
ま
さ
に
千せ
ん

枚ま
い

漬づ
け

こ
そ
、
は
ん
な
り
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

し
っ
と
り
と
き
め
細
や
か
な
白
い
カ
ブ
に
緑
鮮
や
か
な
壬み

生ぶ

菜な

と

昆
布
が
添
え
ら
れ
た
、
見
た
目
も
美
し
く
上
品
な
京
都
を
代
表
す
る

漬
物
で
あ
る
。

　

京
都
名
産
の
聖し
ょ
う
ご護
院い

ん

カ
ブ
を
薄
く
切
っ
て
塩
漬
け
に
し
て
余
分
な

水
分
を
取
り
除
き
、
そ
の
後
良
質
な
昆
布
だ
け
で
本
漬
け
を
行
う
。

乳
酸
発
酵
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
カ
ブ
本
来
の
甘
み
と
昆
布
の
旨
み
を

引
き
出
し
、
バ
ラ
ン
ス
よ
い
風
味
に
仕
上
げ
た
カ
ブ
の
浅
漬
け
で
、

京
都
土
産
と
し
て
も
人
気
が
高
い
。

　

聖
護
院
カ
ブ
は
一
般
的
な
カ
ブ
よ
り
も
大
き
く
て
太
い
球
形
を
し

て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
京
野
菜
に
聖
護
院
大
根
が
あ
る
が
、
千
枚
漬

は
聖
護
院
カ
ブ
で
つ
く
る
。
聖
護
院
カ
ブ
を
薄
く
切
っ
て
一
つ
の
樽

に
漬
け
こ
む
枚
数
が
千
枚
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
千
枚
漬
」
と
呼
ば

し
い
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
栄
華
を
き
わ
め
た
暮
ら
し
を
続
け
て
き
た
建
礼
門
院
に
と
っ
て
、
慣
れ
な
い
地
で

の
暮
ら
し
は
ど
ん
な
に
わ
び
し
く
つ
ら
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
村
人
た
ち
は
、
建
礼
門
院
を
慰
め
る
た
め
に
、

得
意
の
漬
物
を
献
上
し
た
と
い
う
。

　

村
人
た
ち
の
温
か
な
思
い
や
り
と
鮮
や
か
な
赤
紫
色
の
漬
物
を
、
建
礼
門
院
は
非
常
に
喜
ば
れ
て
、
こ
の
漬
物

に
「
む
ら
さ
き
は
づ
け
（
紫
葉
漬
け
）」
と
い
う
名
を
つ
け
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
漬
物
の
名
が
「
し
ば
づ
け
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
村
人
た
ち
が
献
上
し
た
野
菜
を
、
建
礼
門
院
が
保
存
食
と
し
て
村
人
た
ち
に
塩
漬
け
に
さ
せ
た
の
が
は

じ
ま
り
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
大
原
に
は
、
昔
か
ら
こ
の
里
で
と
れ
た
薪
炭
や
食
糧
を
頭
に
乗
せ
、
独
特
の
着
物
姿
で
京
の
都
ま

で
売
り
に
歩
い
た
「
大お

原は
ら

女め

」
と
い
う
女
性
行
商
人
が
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
じ
つ
は
建
礼
門
院
に
従
っ
て

き
た
わ
ず
か
な
女
官
た
ち
が
、
こ
の
大
原
女
の
起
源
だ
と
も
い
う
。

　

平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）、
建
礼
門
院
八
〇
〇
年
忌き

法
要
が
寂
光
院
で
行
わ
れ
た
が
、
し
ば
漬
と
大
原
女
発
祥

の
地
の
石
碑
も
寂
光
院
前
に
建
て
ら
れ
て
披
露
さ
れ
た
。
今
で
も
大
原
の
人
た
ち
は
、
し
ば
漬
の
漬
け
こ
み
を
年

中
行
事
と
し
て
欠
か
さ
な
い
と
い
う
。
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丸太町通

京
都
大
学
病
院

東
大
路
通

熊
野
神
社 平安神宮

★聖護院

N

熊野神社前

卍

千枚漬。見た目も美しく上品で京土産と
しても大人気

【聖護院へのアクセス】
市バスで「熊野神社前」
下車、徒歩３分。または
京阪「神宮丸太町」駅下
車、東に徒歩約９分。



は
ん
な
り
と
繊
細
な
味
わ
い
で
、
天
皇
は
も
と
よ
り
、
京
の
都
人
た
ち
の
絶
賛
を
浴
び
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
宮
中
勤
め
を
退
き
、「
大だ
い

藤と
う

」
と
い
う
屋
号
の
店
を
出
し
て
千
枚
漬
を
売
り
出
し
た
。
大
き
な
丸
い
カ

ブ
を
御
所
仕
込
み
の
ワ
ザ
で
薄
く
削
ぎ
切
り
漬
け
こ
ん
で
ゆ
く
店
頭
の
風
景
は
、
都
の
人
た
ち
の
人
気
と
な
り
、

人
だ
か
り
が
で
き
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
新
鮮
な
漬
物
の
味
は
京
の
町
衆
に
も
一
気
に
広
ま
っ
た
。
他
の

漬
物
屋
も
こ
ぞ
っ
て
つ
く
り
始
め
た
た
め
、
千
枚
漬
は
京
の
代
表
的
な
漬
物
に
な
っ
て
い
く
。

　

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
は
、
京
都
で
開
か
れ
た
全
国
博
覧
会
で
全
国
名
物
番
付
に
入
選
し
、
京
都
大
藤

の
千
枚
漬
は
一
気
に
全
国
に
も
広
ま
っ
た
。

　

漬
物
屋
「
大
藤
」
は
、
現
在
も
京
都
市
中
京
区
麩ふ

屋や
ち
ょ
う町
通
錦
小
路
下
ル
に
の
れ
ん
を
出
し
、
創
業
時
の
つ
く
り

方
を
か
た
く
な
に
守
っ
て
営
業
を
続
け
て
い
る
。

●
す
ぐ
き
漬
け

　

す
ぐ
き
漬
け
は
、
し
ば
漬
、
千
枚
漬
と
並
び
、
京
都
の
冬
の
代
表
的
な
漬
物
で
あ
る
。
カ
ブ
の
一
種
で
あ
る
酸す

茎ぐ
き

菜な

を
塩
だ
け
で
漬
け
こ
ん
だ
後
、
乳
酸
発
酵
さ
せ
酸
味
が
強
い
の
が
特
徴
の
味
わ
い
深
い
漬
物
で
あ
る
。

　

い
ま
で
は
全
国
に
も
知
ら
れ
て
き
た
が
、
原
料
で
あ
る
す
ぐ
き
菜
自
体
が
京
野
菜
で
あ
る
た
め
、
他
府
県
で
は

味
わ
え
な
い
京
都
な
ら
で
は
の
貴
重
な
漬
物
と
い
え
る
。

　

す
ぐ
き
菜
は
、
古
来
京
都
の
賀
茂
川
と
高
野
川
に
は
さ
ま
れ
た
上か
み

賀が

茂も

一
帯
で
の
栽
培
・
生
産
に
限
定
さ
れ
、

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
、
一
つ
の
カ
ブ
を
千
枚
と
思
え
る
ほ
ど
薄
く
切
っ
て
つ
く
る
た
め
だ
と
も
い
わ
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
上
品
な
漬
物
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
。
千
枚
漬
は
、
い
ま
か
ら
百
数
十
年
前
の

江
戸
時
代
末
期
、
幕
末
動
乱
に
揺
れ
る
京
都
の
宮
中
で
生
ま
れ
た
。

　

当
時
、
孝こ
う

明め
い

天
皇
の
宮
中
大だ

い

膳ぜ
ん

寮り
ょ
うに
仕
え
て
い
た
大お

お

藤ふ
じ

藤と
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

は
、
幕
末
の
不
穏
な
世
に
心
を
痛
め
る
天
皇
を

お
慰
め
し
よ
う
と
、
日
夜
、
天
皇
の
嗜
好
に
合
う
漬
物
を
考
案
し
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
店
の
漬
物
を
食
し
て
ま

わ
り
、
そ
し
て
つ
い
に
縄な
わ

手て

三さ
ん

条じ
ょ
う下
ル
に
あ
っ
た
漬
物
屋
が
尾お

花ば
な

川が
わ

漬づ
け

と
し
て
売
っ
て
い
た
カ
ブ
の
漬
物
に
ひ
ら

め
き
を
得
た
。
宮
中
で
の
料
理
の
経
験
を
活
か
し
て
、
漬
け
方
、
調
味
料
、
風
味
に
こ
だ
わ
り
、
良
質
の
カ
ブ
を

求
め
て
探
し
回
り
、
よ
う
や
く
聖
護
院
カ
ブ
に
出
会
っ
た
と
い
う
。

　

彼
が
考
案
し
た
の
が
、
聖
護
院
カ
ブ
を
薄
く
削
ぎ
、
丸
い
ま
ま
扇
状
に
塩
漬
け
し
た
千
枚
漬
で
あ
る
。
器
に
盛

る
と
き
は
白
い
カ
ブ
に
緑
の
壬
生
菜
、
黒
い
昆
布
を
見
栄
え
よ
く
添
え
る
。

　

白
い
カ
ブ
で
京
都
御
所
の
白
砂
を
。

　

緑
の
壬
生
菜
で
庭
の
松
を
。

　

黒
い
昆
布
で
庭
石
を
。

　

千
枚
漬
で
京
都
御
所
の
瑞ず
い

兆ち
ょ
うを

表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
天
皇
か
ら
た
い
へ
ん
な
お
褒
め
を
賜

っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
漬
物
と
い
え
ば
、
食
糧
が
不
足
し
た
と
き
の
た
め
の
保
存
食
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
時
代
で
、

醬
油
漬
け
や
糠ぬ
か

漬
け
の
く
す
ん
だ
色
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
藤
三
郎
の
つ
く
っ
た
千
枚
漬
は
色
鮮
や
か
で
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ま
た
、
上
賀
茂
の
社
家
が
宮
中
か
ら
す
ぐ
き
菜
の
種
を
賜
っ
て
栽

培
を
始
め
た
の
で
門
外
不
出
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
か
は
諸
説
あ
り
、
後
堀
河
天
皇
の
『
加
茂
日

記
』
に
「
す
ぐ
き
一
桶
」
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に

は
始
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
る
の

は
一
六
世
紀
の
安
土
桃
山
時
代
で
、
社
家
の
屋
敷
内
で
す
ぐ
き
菜
の

栽
培
と
す
ぐ
き
漬
け
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。

　

上
賀
茂
神
社
の
社
家
は
貴
族
階
級
に
匹
敵
し
、
す
ぐ
き
漬
け
は
市

場
に
出
回
る
こ
と
な
く
自
家
や
貴
族
へ
の
贈
り
物
だ
け
に
使
わ
れ
て

い
た
。

　

す
ぐ
き
菜
の
栽
培
も
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
第
一
一
代
徳
川

家い
え

斉な
り

の
と
き
「
す
ぐ
き
は
他
村
へ
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
ず
」
と
い
う

お
触
書
が
出
さ
れ
た
た
め
、す
ぐ
き
菜
は
門
外
不
出
の
野
菜
と
し
て
、

上
賀
茂
だ
け
で
守
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
ぐ
き
漬
け
は
上
賀
茂

神
社
だ
け
で
つ
く
ら
れ
、
食
さ
れ
て
い
た
こ
の
上
な
く
貴
重
な
贅
沢

品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

栽
培
技
術
も
種
も
他
村
へ
持
ち
出
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
す
ぐ
き
菜
は
古
く
か
ら
い
ま
に
至
る

ま
で
、
上
賀
茂
一
帯
の
特
産
品
と
な
っ
て
き
た
。
カ
ブ
の
変
種
で
根
の
部
分
が
短
い
円え
ん

錐す
い

形
を
し
て
お
り
、
葉
は

肉
厚
で
大
き
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

八
月
末
に
種
ま
き
が
さ
れ
、
一
一
月
下
旬
に
収
穫
さ
れ
、
収
穫
後
に
漬
け
こ
ま
れ
、
約
一
ヵ
月
ほ
ど
で
す
ぐ
き

漬
け
が
完
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
二
月
～
春
頃
が
食
べ
頃
と
い
わ
れ
る
。

　

す
ぐ
き
漬
け
の
製
法
は
独
特
で
、
す
ぐ
き
菜
を
収
穫
し
た
ら
、
表
面
の
皮
を
む
い
た
後
に
大
き
な
樽
に
塩
を
た

っ
ぷ
り
か
け
て
一
昼
夜
漬
け
こ
む
。
こ
れ
が
荒
漬
け
。

　

こ
の
後
、
す
ぐ
き
を
一
本
一
本
、
丁
寧
に
水
洗
い
し
て
塩
で
本
漬
け
を
す
る
。
こ
の
と
き
の
重お
も

石し

が
独
特
の
天て

ん

秤び
ん

押
し
と
い
う
方
法
。
長
さ
四
～
五
メ
ー
ト
ル
の
丸
太
棒
の
一
方
を
固
定
さ
せ
、
も
う
一
方
の
先
に
一
〇
キ
ロ
の

重
石
を
三
つ
下
げ
て
樽
の
ふ
た
を
押
さ
え
る
方
法
。
テ
コ
の
原
理
を
応
用
し
た
も
の
で
、
ふ
た
に
は
重
石
の
一
〇

倍
の
重
さ
が
か
か
る
と
い
う
。

　

塩
漬
け
が
完
了
す
る
と
、四
〇
度
ほ
ど
に
暖
め
た
室む
ろ

の
中
で
発
酵
さ
せ
る
。
一
週
間
ほ
ど
室
に
入
れ
て
お
く
と
、

独
特
の
風
味
を
持
っ
た
す
ぐ
き
漬
け
が
完
成
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
京
都
で
も
貴
重
な
す
ぐ
き
漬
け
は
、
ど
こ
で
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
き
漬
け
は
京
都

の
上
賀
茂
神
社
の
社し
ゃ

家け

（
神
社
に
仕
え
る
氏
族
や
そ
の
家
）
の
ゆ
か
り
の
も
の
と
さ
れ
、
賀
茂
川
の
ほ
と
り
で
見
つ

け
た
カ
ブ
に
似
た
す
ぐ
き
菜
を
持
ち
帰
っ
て
植
え
た
の
が
は
じ
ま
り
と
の
説
が
あ
る
。
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N

御薗橋

上賀茂小
賀
茂
川

府
道
61
号
線

二葉稲荷神社上
賀
茂
神
社
前

すぐき漬け。上賀茂の「秘宝」として
長年にわたり大切に守られてきた

【上賀茂神社へのアクセス】
地下鉄烏丸線「北山」駅か
ら徒歩約25分、または市バ
スで「上賀茂神社前」下車
すぐ。



肉
じ
ゃ
が

誕
生
の
き
っ
か
け
は
ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
!?

舞
鶴
市
海
上
自
衛
隊
総
監
部

　

煮
物
や
味
噌
汁
と
並
び
、「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
の
代
表
と
い
わ
れ
る
の
が
肉
じ
ゃ
が
で
あ
る
。
牛
肉
、
じ
ゃ
が
い

も
、
玉
ね
ぎ
、
糸
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
を
醬
油
、
砂
糖
、
み
り
ん
で
甘
辛
く
煮
た
も
の
で
、
家
庭
料
理
の
惣
菜
で
あ

る
。

　

こ
の
お
ふ
く
ろ
の
味
と
し
て
男
性
が
最
も
好
む
肉
じ
ゃ
が
、
じ
つ
は
発
祥
の
地
が
京
都
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。

明
治
時
代
の
京
都
府
舞ま
い

鶴づ
る

市
だ
と
い
う
の
だ
。

　

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）、
舞
鶴
市
に
海
軍
鎮
守
府
が
置
か
れ
初
代
司
令
長
官
と
し
て
東と

う

郷ご
う

平へ
い

八は
ち

郎ろ
う

が
赴
任
し

た
。
当
時
、
海
軍
で
は
水
兵
の
間
に
脚
気
が
蔓
延
し
、
死
亡
者
が
続
出
し
て
い
た
。
海
軍
軍
医
は
、
水
兵
の
食
事

が
白
米
中
心
で
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、た
ん
ぱ
く
質
が
不
足
す
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
、

海
軍
で
は
食
事
を
た
ん
ぱ
く
質
が
多
い
西
洋
食
に
切
り
替
え
始
め
て
い
た
。

　

東
郷
平
八
郎
は
明
治
四
～
一
一
年
（
一
八
七
一
～
一
八
七
八
）
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
な
ど
に
留
学
し
て

い
た
。
そ
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
で
食
べ
た
ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
が
大
好
物
に
な
り
、
日
本
に
帰
国
し
て
か
ら
も
そ
の
味

　

江
戸
時
代
初
期
か
ら
は
、
上
賀
茂
神
社
の
社
家
で
は
、
上
賀
茂
神
社
の
特
産
品
と
し
て
、
毎
年
初
夏
に
な
る
と

賀
茂
社
家
の
手
に
よ
っ
て
都
の
御
所
や
公
家
、
上
層
階
級
に
贈
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
御
所
や
公
家
で
は
、

夏
の
日
の
珍
味
と
し
て
喜
ば
れ
て
賞
味
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、
飢
饉
が
続
き
、
飢
え
に
苦
し
む
京
の
町
の
難
民
の
た
め
、
社
家
が
製
法

を
公
開
し
た
こ
と
か
ら
、
し
だ
い
に
一
般
の
農
家
で
も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

や
が
て
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
明
治
の
初
め
に
か
け
て
、
一
般
庶
民
に
も
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
贈
答

品
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
も
上
賀
茂
神
社
の
近
く
に
は
大
き
な
門
構
え
の
社
家
と
、
古
く
か
ら
漬
物
を
つ
く
っ
て
き
た
伝
統
あ
る
漬

物
屋
が
何
軒
も
立
ち
並
ぶ
。
い
ま
も
京
都
の
す
ぐ
き
漬
け
は
上
賀
茂
の
「
秘
宝
」
と
も
い
う
べ
き
食
べ
も
の
な
の

で
あ
る
。
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