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関
西
で
は
ま
か
な
い
料
理
と
し
て
知
ら
れ
る

「う
ず
み
豆
腐
」
は
、
さ
つ
ば
り
と
し
て
、
胃
に
負
担

•‘ 

が
か
か
ら
な
い
の
で
、
夜
食
に
も
お
勧
め
。
「
柚
子
釜
」
は
｀
懐
石
料
理
で
は
お
馴
染
み
の

一
品
。

-
＊
 

「精追甲理の甚本は家庭料理」と

語る高畠瑞鋒師 （｛が目繭繭栖）

な

が

精

進

理

R
本
人
の
「
食
」
の
原
点
と
も
い
え
る
梢
進
料
理
。
そ
の
心
と
伝
統
を
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。

か

わ

料

お
釈
迦
さ
ま
の
「
智
慧
」
を
食
卓
に

精
進
料
理
と
い
う
と
、
肉
や
魚
介
な
ど
の

牛
ぐ
さ
も
の
を
い
っ
さ
い
使
わ
な
い
、
禅
寺

で
の
特
別
な
料
理
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
よ
う
で
す
が
、
本
当
は

．
般
の
家
庭
の
食

卓
に
こ
そ
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「精
進
努
力
」
と
い
う
言
葉
に
も
あ
る
よ
う

物

語

表
紙
写
真
／
鎌
会

「鉢
の
木
」
の
精
進

料
理
よ
り
。
一
塁
表
紙
／
鎌
倉

「光
明
寺
」

の
精
進
料
理
の

一
品。

に
、
「
精
進
」
と
は
、
精
魂
こ
め
て
作
っ
た

も
の
を
人
さ
ま
に
お
勧
め
す
る
と
い
ヽ
ユ
品
味

が
あ
り
ま
す
。

四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
身
近
な
食
材
を
組
み
合

わ
せ
て
、
煮
た
り
、
焼
い
た
り
、
和
え
た
り

し
て
、
器
に
盛
り
合
わ
せ
て
、
「
さ
あ
、
ど

「
家
庭
の
食
卓
に
は
ヒ
ら
な
い
料
理
で
す
が
、
簡
単

な
の
で
、
ぜ
ひ
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
の
こ
と
。

調
理
・
高
晶
瑞
峰
師

i
う
ず
み
豆
腐
ー

索
材
(
4人
前
）◆
木
綿
豆
腐
1
丁
／
ご
飯
2
0

0

 

g
／
昆
布
だ
し
50cc
／
薄
口
菩
油
大
げ

3
i

4
／
塩
少
々
／
酢
小
げ
ー
／
片
栗
粉
大
げ

1

/

柚
子
適
量

作
り
方
◆
①
豆
腐
は
よ
く
水
切
り
し
、
細
長
く
切

歪

②
水
に
昆
布
だ
し
｀
醤
油
、
酢
｀
塩
で
味
つ

け
し
、
水
で
溶
い
た
片
栗
粉
を
加
え
｀
葛
引
き
仕

立
て
に
す
る
。
③
ご
飯
は
熱
湯
で
洗
い
、
ぬ
め
り

を
取
る
。
④
お
碗
に
豆
腐
｀
ご
飯
を
盛
り
、
②
の

汁
を
注
ぎ
、
柚
子
の
皮
の
千
切
り
を
散
ら
す
。

ー
柚
子
袷
i

索
材
(4
人
前
）♦
柚
子
4

個
／
か
ぶ
1

0
0
 g
/
 

人
参

2
0
g／
酢
大
げ
ー
／
器
油
大
げ
ー
／
だ
し

汁

量

／
塩
少
々

作
り
方
◆
ハ↓証
四子
は
ヘ
タ
と
実
が
3
分
7
分
の
割

合
で
横
に
切
り
、
実
を
く
り
ぬ
く
。

②
か
ぶ
、
人

参
は
乱
切
り
に
し
て
塩
を
ふ
り
、
軽
く
も
み
、
し

ば
ら
く
置
い
て
水
洗
い
す
る
。

③
酢
と
菩
油
を
1

対
ー
、
だ
し
汁
を
適
誠
加
え
二
杯
酢
を
作
り
、
別

の
ボ
ー
ル
に
み
じ
ん
切
り
し
た
柚
子
皮
と
く
り
ぬ

い
た
中
身
を
絞
り
、
く
り
ぬ
い
た
実
の
部
分
に
盛

り
、
蓋
を
す
る
。

高
畠
瑞
峰

3
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お
さ
め
る

（調）

お
さ
め
る

め
い
さ
つ

名
刹
で
知
る
精
進
料
理
の
心
。

野
菜
ひ
ど
き
れ
に
も
感
謝
し
、

と
と
の
え

こ
と
が
大
切
な
の

う
ぞ
」
と
勧
め
る
。
そ
の
積
み
重
ね
は
人
生

そ
の
も
の
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ど
う
げ
ん
ぜ
ん

じ

て

ん

ぞ

道
元
禅
師
が
典
座
（
禅
寺
で
食
事
を
作
る

役
職
）
の
た
め
に
著
し
た

「典
座
教
訓
』
の

中
に

「す
べ
て
の
調
理
に
あ
た
っ
て
は
凡
人

の
目
や
心
で
見
て
は
い
け
な
い
。一

根

一
サ早

に
も
平
等
の
価
値
が
あ
る
」
と
い
、
？
惹
味
の

教
え
が
あ
り
ま
す
。
大
根
や
人
参
の
切
れ
端

も
無
駄
に
せ
ず
、
調
理
し
な
さ
い
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
こ
こ
で
禅
師
は
、

「料
理
」
で

は
な
く
、

「調
理
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

食
べ
も
の
を
つ
く
る
こ
と
を
、
一

般
的
に
は

「料
理
」
と
い
い
ま
す
が
、
は
か
り
（
料
）

（
理
）
で
は
な
く
、

（理）
合
掌
゜

で
す
ね
。

か
た

食
べ
る
方
の
気
持
ち
ゃ
健
康
を
気
づ
か
っ

て
、
素
材
を
調
え
、

T
夫
を
凝
ら
し
て
調
理

す
る
こ
と
は
、
俗
人
の

「知
恵
」
を
超
え
た

お
釈
迦
様
の

「智
慧
」
を
い
た
だ
く
こ
と
で

す
か
ら
、
い
た
だ
く
方
も
、
感
謝
を
し
て
、

よ
く
噛
ん
で
、
味
わ
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
か
は
た
け
・
ず
い
ほ
う
●
昭
和
11年
生
ま
れ
。
京
都
南
禅
寺

で
修
行
の
後
、
円
覚
寺
塔
頭
佛
日
庵
住
職
に
。
朝
日
カ
ル
チ
ャ

ー
セ
ン
タ
ー
で
精
進
料
理
の
講
師
を
務
め
る
な
ど
、
精
進
料
理

の
普
及
に
尽
力
。
現
在
、

佛
日
岡
閑
栖
住
聡

0

寃
元
元
年
(
―
二

四
三
）
創
建
の
光
明

寺
は
、
七
百
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
浄
士
宗

大
本
山
で
す
。
総
門
を
抜
け
て
日
本
有
数
と

い
う
壮
大
な
山
門
を
く
ぐ
る
と
、
左
手
に
開

5
 

山
堂
が
あ
り
ま
す
。
平
成
十
四
年
に
開
山
八

百
年
を
記
念
し
て
再
建
さ
れ
た
御
堂
で
、
こ

ち
ら
の
お
部
屋
や
書
院
で
精
進
料
理
を
い
た

だ
け
ま
す
。

精
進
料
理
は
、
古
く
は
奈
良
時
代
に
仏
門

に
帰
依
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
普
及
し
、
禅

宗
を
は
じ
め
、
各
宗
派
の
寺
々
で
独
自
な
発

●
光
硼
寺

浄土宗の教えを

表した「三尊五

祖石庭」。

志畠師の著書 「智

慧を食すJ(かま

くら春秋社刊）

ヰ
·•·· 

左／円覚寺山門。上／円覚寺塔頭佛日庵。境内に川端履

成 「千羽鶴Jの舞台となった茶室 （姻足軒）があります。

9時-17時 (11月-3月は-16時）／拝観料100円、抹

茶 （拝観料含む）500円／鎌倉市山ノ内434

4
 



左／弘化4年(1847)に

建立された山門。

右／夏には古代蓮が咲

き誇る「記主庭園」。

展
を
遂
げ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
基
本

は
同
じ
、
肉
・
魚
と
い
っ
た
生
ぐ
さ
も

ニ
ン
ニ
ク
、
ネ
ギ
な
ど
の

の
や
ニ
ラ
、

刺
激
物
を
使
わ
ず
、
野
菜
、
山
菜
、
穀

類
、
海
藻
類
な
ど
植
物
性
の
素
材
を
駆

使
し
た
調
理
法
。
そ
こ
に
は
、

「野
菜

ひ
と
き
れ
に
も
命
が
あ
り
、
そ
の
命
を

無
駄
に
せ
ず
、
大
切
に
す
る
」
と
い
う

教
え
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
作
り
手
が

心
を
尽
く
し
て
調
理
し
た
も
の
を
、
い

た
だ
く
方
は
、
感
謝
の
気
持
ち
を
こ
め

て
、
合
掌
し
、

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と

言
っ
て
、
食
事
を
受
け
ま
す
。

こ

ま
胡
麻
豆
腐
、
さ
つ
ま
汁
、
野
菜
の
煮

も
の
、
揚
げ
も
の
、
和
え
も
の
、
生
湯

“。菓
、
精
進
揚
げ
等
々
が
並
び
ま
す
。
あ

っ
さ
り
と
し
た
も
の
、
甘
い
も
の
、
辛

み
の
あ
る
も
の
、
や
や
濃
犀
な
も
の
な

ど
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
味
わ
い
で
す
。

し
か
も
、
精
進
も
の
で
は
不
足
し
が
ち

な
た
ん
ば
く
質
や
脂
肪
を
、
ご
ま
や
大

豆
で
補
う
な
ど
、
栄
養
価
の
底
い
献
立

が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
米

一
粒
も
余
さ
ず
い
た
だ
い
た
後
は
、
や

は
り
合
掌
し
、
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と

言
っ

て
、
食
事
を
終
え
ま
す
。

春
は
桜
が
美
し
く
、
初
夏
に
は
古
代

蓮
が
鮮
や
か
な
花
を
咲
か
せ
る
庭
園
が

あ
り
、
季
節
の
彩
り
が
料
理
を
い
っ
そ

、
つ
盛
り
立
て
て
く
れ
ま
す
。

枕木座海岸 . . 光明寺

光明寺前

■

浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺

記
主
御
膳
5
、
0
0
0
円
、
蓮
月
御

膳
4
、0
0
0円

（各
税
込
み
）／
2

名
以
上
で
要
予
約

（予
約
は
2
カ
月

前
か
ら
3
日
前
ま
で）
／
11時
30分

1
1
3時
／
無
休

6
0
4
6
7
1
2
2
_
0
6
0
3
 

鎌
倉
市
材
木
座

6_17_
19

J
R
鎌
貪
駅
か
ら
京
急
バ

ス
小
坪
経

由
逗
子
行
き
で
光
明
寺
前
下
車
す
ぐ

[
 

[
―

笞

江

生娃を甘辛く尭

込んだ「精進し

ぐれ」。750円。

' l• ごぜ人

～記主御膳～ ．

木Jll1一黒豆、
光明寺精追 しぐればか

平ー東寺ゆば、里芋、
ひすヽ 茄ヽ子、迷、絹さやなど

木Jll1一生ゆば胡瓜巻ほか

木JJll一精追揚げ

（さつま芋 ・茄子・椎茸ほか）

汁盃ー和え物又は煮びた L

坪一胡麻豆腐（山葵・割り酋油）

飯器一御飯

菜器一時の物

汁器ー さつま汁（さつま芋・
大根・人参• こんにゃくはか）

氷菓子ーメロン
"・ し,,

甘味一光明寺万頭

※料理内容は季節に

よって異なり iす。

7
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席につくと、食前に白ワイン入りの梅果実酒をいただく。膳、八寸、柚子釜、

揚げものなど、問合いを見はからって出されます。味も彩りもみごとです。， 

～季節の特別料理一

膳（左上から）
煮物椀（射込かぶら ・菊菜ほか）、
延命湯紫、汲み湯葉、胡麻豆宮、

法蓮草哉辺巻

その左一八寸

（生魅の志ぐれ煮・ 擬製豆富 ・酢
蓬根・徒田楽 ・全生菜寿司ほか）

その下一匂和え
（利休鯰・人参 ・蒻嘉・椎茸ほか）

左下一梅果実酒

左J:.—舞茸御叛ど呑の物五程
（そ の下左から）ゆかり昆布、

かぶら蒸 L(銀杏 ・未算入り、
建長汁、柚子釜豆宮、揚物

（松茸• 海老芋・ しし唐辛子）

右上一水菓子 （林検 ・苺）

上中央一抹茶と市松羊羮
（粟 ・小豆）

※献立は季節によって変わり iす。
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胡
麻
―
同
腐
は
、
香
ば
し
い
ご
ま
の

香
り
と
な
め
ら
か
な
舌
ざ
わ
り
を
楽

し
む
料
理
で
す
。
材
料
は
ご
ま
と
葛

の
み
の
シ
ン
プ
ル
な
料
理
だ
け
に
、

奥
が
深
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
す
り
鉢
に
入
れ
た
ご
ま
を
、
と
も

か
く
休
ま
ず
に
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
ペ
ー
ス
ト
状
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
少
し
ず
つ
水
を
加
え
、
葛
を
加
え

て
ゆ
き
ま
す
が
、
練
り
加
減
、
水
加

減
が
難
し
く
て
、
出
来
上
が
っ
て
、

初
め
て
ホ
ッ
ト
し
ま
す
」

●
千

~ 
g
 

古
都
に
誕
生
し
た
胡
麻
豆
腐
の
専
門
店
。

嘉ガ谷

必岱

(
>
 

万街

屋

年

国
．

ノコ’】ヽ

t
．
鎌

O 100m 
I I I 

店
ま
の
武
内
邦
生
さ
ん
。

t
 

と
X
)
;

＂"

北
条
時
頼
が
建
立
し
た
建
長
寺
の
門

前
に
昭
和
三
十
九
年
、
開
業
。
店
名
は
、

謡
曲
「
鉢
の
木
」
で
も
知
ら
れ
る
故
事

に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

旅
の
途
中
、
大
雪
で
足
を
と
ら
れ
た

さ

の
の
げ
ん

時
頻
に

一
夜
の
宿
を
請
わ
れ
た
佐
野
源

さ

え

も
ん
つ
れ

よ

左
衛
門
常
枇
の
夫
婦
が
、
大
切
に
し
て

い
た
梅
、
松
、
桜
の
鉢
の
木
を
焚
い
て

も
て
な
し
た
と
い
う
話
で
す
。

「
も
と
も
と
は
建
長
寺
の
参
拝
客
に
お

に
ぎ
り
を
出
す
た
め
に
栂
が
始
め
た
店

で
し
た
。
母
は
岩
手
の
山
奥
の
出
身
で

す
の
で
、
野
菜
や
穀
物
に
は
通
じ
て
い

ま
し
た
し
、
米

一
粒
も
大
切
に
と
い
う
、

昔
の
人
間
な
ら
当
た
り
前
の
、
そ
ん
な

扇ガ谷

で
包
み
、

い
ま
す
。

0
 

o 500m 
I I I 

語:~内↑
建長寺
卍

•木店

「
母
親
の
料
理
が
私
の
原
点
」
と
語
る

藤
川
譲
治
社
長
，
左
は
、
北
鎌
倉
店
。

思
い
が
精
進
料
理
に
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

と
、
二
代
目
の
藤
川
譲
治
さ
ん
。
心

尽
く
し
の
も
て
な
し
と
、

自
然
の
恵
み

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
原
点
。

ー
よ
、

.
l
 

イ
ス
を
お
聞
き
し
て
、

成
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
」
。

モ
ッ
ト

「お
客
さ
ま
の
好
み
や
ア
ド
バ

愚
直
に
丁
寧
に

精
進
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
料
理
に
完

名
物
「
延
命
湯
葉
」
も
、
こ
の
よ
う

な
姿
勢
か
ら
作
り
だ
さ
れ
た
も
の
。
七、

八
種
類
の
季
節
の
素
材
の
具
を
生
湯
葉

油
で
揚
げ
た
料
理
で
、

店
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
て

「千」

は
、
昨
年
十
二
月
に
開
店
し

た
、
胡
麻
豆
腐
の
専
門
店
。
店
主
は

お
う
ば
く
し
ゅ
う

ち
ょ
う
こ
う
ざ
ん
し、：
う
だ
い

じ

黄
辟
未
宗
の
お
寺
（
長
興
山
紹
太
寺
）

に
育
ち
、
少
年
時
代
か
ら
両
親
と
と

も
に
精
進
料
理
を
作
り
つ
づ
け
て
い

る
う
ち
に
、
胡
麻
豆
腐
だ
け
を
食
べ

た
い
と
い
う
人
が
多
い
こ
と
を
知
り
、

一
日
数
量
限
定
で
始
め
ま
し
た
。

「初
め
て
食
べ
た
人
は
、
び
っ
く
り

し
ま
す
よ
。
浪
原
な
ご
ま
の
味
わ
い

と
、
ほ
の
か
な
甘
み
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
す
」
。

■

千
胡
麻
豆
腐
と
煎
茶
（
ま
た
は
、
ほ
う

じ
茶
）
の
セ
ッ
ト
8
0
0円
の
み
／

10時
30分
ー
タ
方
（
数
量
限
定
、持
ち

帰
り
可
）／
火
曜
と
第
2
月
曜
休
／

C
0
4
6
7ー

61ー

2
4
0
1／
鎌
倉

市
扇
力
谷
1ー

8ー

6
小
黒
ビ
ル
B

1

F
／
鎌
会
駅
西
口
か
ら
徒
歩
5
分

t
北
鎌
倉

■

鋳
の
木

北
鎌
倉
店

昼
3
、0
0
0
円
1
1
0
、0
0
0
円、

夜
4
、
0
0
0円
1
1
0
、
0
0
0
円

/
11時
1
1
4時
30分
（土
・日
・
祝
日

は

1
1
5時
30
分）
、
17時
1
1
9時
／

水
曜
休
6
0
4
6
7ー

23ー

3
7
2
2

http://w
w
w
.h
a
c
h
in
o
k
i
.e
o
.jp
/
 

／
錢
倉
市
山
ノ
内
3
5
0／
北
鎌
倉

駅
か
ら
徒
歩
4分

松 ・季節の特別料

理には、抹茶とお

菓子がつきます。
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高
野
山
は
、
弘
法
大
師
空
海
が
真
言
密
教

の
修
行
道
場
と
し
て
開
い
た
日
本
最
大
の
霊

場
で
、
最
盛
期
に
は
大
小
数
百
の
寺
院
が
建

ち
並
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
寺

院
で
法
要
行
事
を
す
る
際
に
行
事
食
が
出
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
本
膳
、
弐
ノ
膳

が
調
え
ら
れ
、
現
在
の
よ
う
な
形
式
に
落
ち

着
い
た
と
の
こ
と
。
こ
こ
弘
明
寺
も
、
か
つ

て
は
法
事
の
時
に
し
か
作
ら
な
か
っ
た
そ
う

で
す
が
、
昭
和
四
十
二
年
か
ら
本
格
的
に
精

進
料
理
を
始
め
て
、
一
般
に
も
供
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

「残さず食べていただけるのが何より

うれしいですね」と美松さん。

※
料
理
は
ニ
カ
月
ご
ど
に
変
わ
リ

i
す
。

た
ん

み

淡
味
を
大
切
に
。
旬
の
素
材
の
持
ち
味
を
引
き
出
す
こ
ど
。

「
最
初
は
母
と
一
緒
に
始
め
た
の
で
す
が
、

と
ま
ど
う
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
高
野
山
の

方
の
ご
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
な
ん
と
か
や

っ
て
こ
れ
ま
し
た
。
幸
い
料
理
を
作
る
こ
と

が
好
き
で
し
た
し
、
お
客
様
の
満
足
し
て
い

た
だ
け
た
顔
を
見
る
と
う
れ
し
く
て
、
そ
れ

で
頑
張
っ
て
こ
れ
た
ん
で
す
ね
」

奥
様
の
美
松
洋
子
さ
ん
は
控
え
め
に
、
と

.＇|ー
'’'
ー＇ー
"r

本
膳
、
弐
之
膳
を
い
た
だ
く
と
、
黒
豆
ご
飯
が
出
さ
れ
ま

す
。
お
豆
腐
と
み
つ
ば
の
味
噌
汁
と
自
家
製
の
ぬ
か
漬
け

も
お
い
し
く
て、

つ
い
お
代
わ
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ー
木
膳

i

（
左
か
ら
右
へ
）

＂了^
し
、`
＂＇

御
平
—

胡
麻
豆
腹
・
木
山
葵

向
皿
梅
千

L

の
天
魅
韮
•
も
ろ
き
ゅ
う

・

録

杏
白
和
え
・
胡
桃
・
は
じ
か
み

小
皿
—

夭
茄
子
・
L

し
ど
う

お
つ
ぼ
ー
と
ゆ
ば
・
え
の
き

・
な
め
こ

・
椎
茸

・
人
参
・
紅
葉
迷

中
ら
ょ
こ
|
も
っ
て
の
ほ
か

・
菊
花
・
呑
菊

・

紅
匁

ー
武
え
膳
ー

揚
げ
物
ー
粟
誌
・
紅
生
姜
・
大
豆
・
菊
花
ほ
か

鉢
の
物
~
芋
・
人
参
・
ご
ぼ
う
•
生
湯
葉
・

ぜ
ん
ま
い
・
き
ん
ち
ゃ
く

13 
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もゃふこい

茶嗽台に並べられた、鮮やかな大皿料理の薮々。

． 
し

ょ

う

だ

、

じ

紹
太
寺

華
や
か
な
食
卓
を
囲
ん
で

和
気
あ
い
あ
い
ど
楽
し
む
料
理
。

弘
明
寺
の
本
堂
（
右
）
と
聖
天
堂
（
左
）
。

平
安
時
代
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
で
｀
坂
東

三
十
三
カ
所
観
音
第
十
四
札
所

3

4
.
 

つ
と
つ
と
話
さ
れ
ま
す
。

精
進
料
理
で
は
、
だ
し
を
取
る
の
が

か
つ
お

大
切
な
ポ
イ
ン
ト
。
鰹
や
煮
干
し
は
使

わ
ず
、
昆
布
を
主
休
に
し
て
、

T
し
椎

茸
や
大
豆
を
一
晩
も
二
晩
も
水
に
浸
け

て
う
ま
み
を
引
き
出
し
ま
す
。
ま
た
、

素
材
の
色
を
大
切
に
す
る
も
の
に
は
、

憐
油
は
控
え
め
に
、

「隠
し
味
」
程
度

に
使
う
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
い
て
、
煮

も
の
も
揚
げ
も
の
も
し
っ
か
り
と
味
が

つ
い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
材
料

一
っ

―
つ
に
下
味
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

素
材
の
本
来
の
味
を
損
な
わ
ず
、
う

ま
み
を
引
き
出
し
、
風
味
を
加
え
、
さ

ら
に
見
た
目
に
も
美
し
く
。

一
て
ん

ぞ

道
元
禅
師
の

「典
座
教
訓
」
の
中
に

は
精
進
料
理
の

「一三
徳
六
味
」
の
教
え

が
あ
り
ま
す
。
「
三
徳
」
と
は
、
軽
観

（
あ
っ
さ
り
と
口
当
た
り
が
よ
い
）
、

じ
ょ
う
け
つ

浄
潔
（
き
れ
い
で
さ
つ
ば
り
と
し
た
）
、

に

t
ほ
う

さ

如
法
作
（
法
に
か
な
っ
た
、
て
い
ね
い

な
調
理
）
で
あ
り
、

「
六
味
」
と
は
、

辛
・
酸
・
苦

・
甘

．
鍼
（
し
お
か
ら

い
）
・
淡
で
す
が
、
中
で
も
、
淡
味
は
精

進
料
理
の
特
徴
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
手

を
加
え
過
ぎ
ず
、
素
材
の
持
ち
味
を
引

き
出
す
こ
と
。

奥
様
も
、
「
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
難
し

い
で
す
ね
。
私
は
、
毎
日
が
修
業
と
思

っ
て
、
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま
す
」
と
。

「まず、目で楽しむのが普茶料理」

と語る武内卿召師。

15 

横浜市営地下鉄
弘明寺釈

営弘南 4可に 05_■ 
~~ 
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← 観音橋 吠降、息歴閃了甘麿,;g寺

明 り 町 1 円観
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精
進
料
理
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
サ
華
や
か

な
雰
囲
気
を
も
ち
、
遊
び
心
に
あ
ふ
れ
て
い

ふ

ち

↑

る
の
が
普
茶
料
理
で
す
。

「こ
れ
が
精
進
料
理
で
す
か
！

と
、
び
っ

く
り
さ
れ
る
お
客
様
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
和

気
あ
い
あ
い
と
楽
し
く
食
べ
て
い
た
だ
く
の

が
普
茶
料
理
の
精
神
な
の
で
す
」
と
、
副
住

職
の
武
内
徳
昭
師
。



小
田
原
藩
主
だ
っ
た
稲
葉
氏
一
族
の
菩
提

寺
と
し
て
知
ら
れ
る
紹
太
寺
の
本
堂
。
左

は
稲
葉
氏
＿
族
と
春
日
局
の
菓
所
。

そ
も
そ
も
普
茶
料
理
は
、
江
戸
時
代

み
ん

い
ん
げ
ん
ぜ
ん

じ

初
期
に
明
の
高
僧
•
隠
元
禅
師
に
よ
っ

て
黄
漿
宗
と
と
も
に
中
国
か
ら
伝
え
ら

れ
た
精
進
料
理
。
「
普
茶
」
に
は
、
「
普

＜
茶
を
衆
に
供
す
る
」
と
い
う
意
味
が

あ
り
、
食
卓
を
囲
ん
で
数
人
が
一
緒
に
、

上
下
の
分
け
隔
て
な
く
食
事
を
す
る
の

が
特
色
。
点
心
風
に
四
人
分
を
大
皿
に

盛
り
、
取
り
分
け
な
が
ら
い
た
だ
く
の

が
基
本
と
の
こ
と
。

大
皿
に
盛
ら
れ
た
料
理
は
ど
れ
も
美

し
く
装
い
が
凝
ら
さ
れ
、
禅
寺
の
料
理

で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

普
茶
料
理
の
柱
は
、
「
麻
腐
」
と
呼

ば
れ
る
胡
麻
豆
腐
。
「
等
羮
」
は
、
野

菜
の
煮
も
の
の
大
皿
盛
り
で
、

普
茶
料

う
ん
ぺ
ん

理
の
主
菜
。
「
雲
片
」
は
、
く
ず
野
菜

を
無
駄
な
く
使
っ
た
葛
あ
ん
か
け
で
、

と
く
に
華
や
か
な
の
は
、
「
併
盤
」
と

い
う
野
菜
の
飾
り
盛
り
と
、
「
池
餡
」

と
い
う
味
つ
け
天
迷
羅
の
盛
り
合
わ
せ

で
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
料

理
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
客
自
ら
が
作
る

生
湯
葉
と
お
豆
腐
も
遊
び
心
を
満
た
し

て
く
れ
ま
す
。

「お
客
様
に
説
明
し
な
が
ら
、
料
理
の

反
応
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
勉

強
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
、
食
卓
に

笑
い
声
が
響
い
て
い
る
の
が
何
よ
り
う

れ
し
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

↑ 
紹太寺． 

箱根登山鉄道
入生田駅、

,P 

fo~ 

忽仝ー

そ
t

‘

―
ハ
プ
ク

ご

ロー
東旧

早Ill

0 300m 
I, I, I 

■

長
興
山
紹
太
寺

普
茶
粘
理
5
、0
0
0
円、

7
、0
0

0
円、

9
、
0
0
0
円
／
要
予
約
／

11時
30分
ー
／
無
休

6
0
4
6
5
_
2
2ー

7
7
6
0

小
田
原
市
入
生
田
3
0
3／
箱
根
登

山
鉄
道
入
生
臣
駅
か
ら
徒
歩
5
分

I~ 

境内にある天然記

念物のしだれ桜。

i
五

ー

飯

子

（は
ん
つう）

山
菜
版
（
し
め
じ
・
姫
筍

・
蕨
）

i
-
i
雲
片

（う
ん
ぺ
ん
）

野
菜
葛
懸

（人
参
・
午
奈

・
迅
根
・
筍
・

椎
茸

・
慈
姑
な
ど
）

ー

ニ

ー

等

羹

(L
ゅ
ん
か
ん
）

9

9
1
・J

グ＇

煮
物

（飛
竜
頭
・
茄
子
・
長
芋
・
南
瓜
．

逹
根
・
椎
茸
．
筍
・
蕨
な
ど）

i
三

ー

併

盤

（び
ん
ば
ん）

野
菜
の
飾
り
盛
り

（菊
花
〔
小
蕪
〕
・
粟

痣
．

l
そ
葉
巻

・
夭
寄
せ
な
ど
）

ー

四

ー

羮

杯

（か
ん
ば
い
）

和
え
物
（
胡
瓜

・
筍

・
油
楊

．
独
活
な
ど
）

※
普
茶
菜
単
（
献
立
）
は
、
こ
の
他
に
、
麻

っ
'
‘̂
~

腐

（胡
麻
豆
腐
）、
油
錢
（天
迷
羅
）、
炸
菜

（揚
げ
物
）
他
が
あ
り
、
季
節
に
よ
っ
て

素
材
は
変
わ
り

i
す

C

17 
ー6 



‘ 
平
成
十
二
年
に
、
⑮
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化

振
興
財
団
主
催
の
商
業
従
業
者
海
外
派
遣
団

に
参
加
し
ま
し
た
。
参
加
を
勧
め
て
く
れ
た

の
は
父
で
す
。
こ
う
い
う
研
修
が
あ
る
か
ら
、

ぜ
ひ
行
っ
て
き
た
ら
い
い
と
。
二
十

一
世
紀

に
な
っ
た
ば
か
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て
く

る
よ
い
チ
ャ
ン
ス
だ
か
ら
と
。
そ
れ
で
八
日

間
の

H
程
で
、
ミ
ラ
ノ
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
、
パ
リ
を
視
察
し
て
き
ま
し
た
が
、
本
当

に
楽
し
か
っ
た
し
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

父
に
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
財
団

さ
ん
に
も
。

楽
し
く
て
、
勉
強
に
な
っ
た
海
外
視
察

上／店内では刀剣 ・ナイフ ・彫刻刀から包丁 ・爪切りまで、あらゆる刃物類を販売。

中上／骨董店のような趣の店構え。中下／ 「職人仕事が大好きです」という純平さん。

左は、研ぎ師としての仕事場。社長でもある父親の公明さんと。下 （右から）／バル

グボーゲル社の工場の前で記念捐影。製品の展示コーナー。ミラノのワイン工場で。

― ’ー!..鳥C,

私
の
う
ち
は
刃
物
販
売
店
で
、
父
は
三
代

H
の
研
ぎ
師
、
私
も
跡
を
継
ぐ
た
め
に
修
業

中
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、
視

察
を
す
る
な
ら
、
あ
の
有
名
な
ゾ
ー
リ
ン
ゲ

ン
が
い
い
な
と
。
そ
れ
で
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
に
あ
る
工
場
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
れ
も
、

私
の
希
望
で
比
較
的
小
さ
な
と
こ
ろ
を
選
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
バ
ル
グ
ボ
ー
ゲ
ル
社

と
い
、
？
会
社
で
す
。

熟
練
の
職
人
の
仕
事
を
見
学
し
て

こ
の
工
場
で
は
、
刃
と
な
る
金
属
部
分

（
プ
レ
ー
ド
）
は
別
の
工
場
に
委
託
し
て
作

ら
せ
て
、
そ
れ
以
後
の
仕
上
げ
を
行
っ
て
い

え

つ

ま
し
た
。
表
面
研
磨
、
柄
付
け
、
刃
付
け
、

洗
浄
、
銘
入
れ
な
ど
で
す
が
、
そ
の
工
程
を

じ
っ
く
り
と
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

と
く
に
刃
付
け
の
工
程
は
印
象
に
残
っ
て

い
ま
す
。
刃
物
の
切
れ
味
を
決
め
る
作
業
だ

け
に
、
も
っ
と
も
神
経
を
使
う
と
こ
ろ
で
す
。

各
メ
ー
カ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る

19

よ
う
で
、
こ
こ
で
の
写
真
撮
影
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
熟
練
し
た
職
人
が
グ
ラ
イ
ン

ダ
ー
で
プ
レ
ー
ド
に
刃
を
付
け
て
ゆ
く
ん
で

す
が
、
黙
々
と
作
業
を
す
る
姿
が
な
ん
と
も

渋
く
て
、
格
好
い
い
ん
で
す
ね
。
父
の
姿
と

ち
ょ
っ
と
、
だ
ぶ
っ
た
り
し
ま
し
た
ね
（
笑

い
）。

18 書
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、
視
察
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
自
分
の
仕

ド
イ
ツ
に
は
昔
か
ら
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
が

あ
り
ま
す
。
マ
イ
ス
タ
ー
の
資
格
を
も
つ
人

が
い
な
い
と
工
場
の
営
業
が
認
可
さ
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
だ
け
に
マ
イ
ス
タ
ー
の
地
位
は
高

い
し
、
葬
敬
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
資
格

を
取
る
費
用
は
国
が
全
額
負
担
し
て
い
ま
す
。

う
ら
や
ま
し
い
話
だ
な
と
思
い
ま
し
た
が
、

最
近
で
は
日
本
で
も
、
職
人
大
学
が
で
き
る

な
ど
、
伝
統
産
業
を
担
う
職
人
た
ち
を
積
極

的
に
保
護
・
育
成
す
る
動
き
が
で
て
き
た
の

が
う
れ
し
い
で
す
ね
。

強
く
な
っ
た
仕
事
へ
の
自
覚

事
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
気
持
ち

が
徐
々
に
強
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
ね
。
結
婚
し
て
新
し
い
家
族
を
も
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
父
が
元
気
な
う
ち
に
教

え
て
も
ら
う
こ
と
が
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

私
は
い
ま
、
包
丁
を
中
心
に
研
い
で
い
ま

す
が
、
包
丁
と
い
っ
て
も
、
ス
テ
ン
レ
ス
製

の
文
化
包
丁
か
ら
パ
ン
切
り
包
丁
、
和
包
丁
、

牛
刀
な
ど
、
何
十
種
類
も
あ
り
ま
す
し
、
和

包
丁
の
場
合
な
ど
は
、
菜
切
り
包
丁
、

出
刃

包
丁
、
刺
身
包
丁
、
ア
ジ
切
り
包
丁
等
々
、

数
え
上
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
ほ
ど
種
類
が
多

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
包
丁
を
必
要
と
す

る
お
客
様
が
い
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
み
な

日
本
の
食
文
化
を
支
え
て
い
る
。
だ
と
す
る

と
、
私
も
そ
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
す
ご
い
こ
と
だ
な
と
（
笑
い
）
。

と
く
に
鎌
倉
は
土
地
柄
で
し
ょ
う
か
、

一

般
家
庭
で
も
出
刃
包
丁
や
刺
身
包
丁
を
使
っ

て
い
る
お
宅
が
多
い
の
が
う
れ
し
い
で
す
ね
。

こ
の
記
事
を
見
て
、

「う
ち
に
は
文
化
包
丁
。2

 

し
か
な
か
っ
た
か
ら
、

刺
身
包
丁
を
買
っ
て

み
よ
う
か
な
」
と
思
わ
れ
た
ら
、
ぜ
ひ
お
い

で
く
だ
さ
い
。
う
ち
で
は
、
お
売
り
す
る
時

に
か
な
ら
ず
手
研
ぎ
を
し
て
お
渡
し
し
て
い

ま
す
。
切
れ
味
が
違
い
ま
す
。
鎌
倉
に
遊
び

に
い
ら
し
た
ら
、
ぜ
ひ
。
（
談
）

閤
菊

一
伊
助
商
店
●
鎌
倉
市
由
比
ガ
浜
1
1
3
1
7
／
鎌
倉

駅
西
口
か
ら
徒
歩
約
10分
／
6
0
4
6
7
1
2
3
1
0
1
2
2、

F
A
X
0
4
6
7
1
2
51
5
9
0
4／
営
業
時
間
9
時

i
1
9

時
／
水
曜
休

菊

一
純
平

（き
く
い
ち
・
じ
ゅ
ん
ぺ
い
）
●
昭
和
46年
、
東
京

都
生
ま
れ
。
工
学
院
大
学
卒
業
後
｀
父
の
経
営
す
る
刀
剣
・
刃

物
専
門
店
・
闇
菊

一伊
助
商
店
に
勤
め
、
現
在
に
至
る
。

※
勁
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
で
は
、
事
業
の

―
つ
の

柱
と
し
て
、
平
成
元
年
よ
り
神
奈
川
県
の
商
業
従
業
者
の
方

を
対
象
に
「神
奈
川
嗅
商
業
従
業
者
海
外
派
遣
事
業
」
を
主
催
。

海
外
の
商
業
文
化
を
視
察
す
る
機
会
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

fl-銭洗弁天

o 500m 
¥ _,  I 

． 
鎌窟市役所

菊ー伊助商店 逗

---------. Al-~ 
） ゞ

由比ヶ浜駅〇 令 苓

心
． 

和和田塚斗
恙

昆培
駅 滑川

由比ヶ浜

し
一
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年金

•一お知らせ

編集後記

〈
は

ま

ぎ

ん

ホ

ー

ル

ヴ

ィ

ア

マ

ー

レ

〉
か

ら

の

お

知

ら

せ

開
国
1
5
0周
年
記
念
講
演
会
・シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

平
成
16年
度
の
自
主
事
業
と
し
て
、
横
浜
閲
港
記
念
館
と
の

共
他
に
よ
り
溝
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
聞
催
し
ま
す
。

日
時
●
2
0

0

 4
年

5
月
29
日
（
土
）
開
演
13
時
30
分
（
開
場
13
時
）

会
場
●
は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル

ヴ

ィ
ア
マ
ー
レ

出
演
●
第
1
部

・
講

演

会

講

師

平

岩

弓

枝

（作
家
）

第
2
部
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ペ

リ
ー
来
航
の
意
味
を
考
え
る
」

主
催
●
横
浜
開
港
資
料
館

共
催
●
財
団
法
人
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
／
横
浜
市
教
育
委
員
会

入
場
料
●
無
料
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は

「広
報
よ
こ
は
ま
」

4
月
号
、

横
浜
銀
行
各
支
店
に
配
付
さ
れ
る
チ
ラ
シ

（近
日
配
置
予
定
）

等
を
ご
院
く
だ
さ
い
。

＠
は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ

横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
3
|
1
|
1

（横
浜
銀
行
本
店
1
階）

電
話
●
0
4
5
(2
2
5
)
2
1
7
3

交
通
●
J
R
•

横
浜
市
営
地
下
鉄
線
桜
木
町
駅
下
車

、

「動
く
歩
道
」
利
用

5
分
、
み
な
と
み
ら
い
線
み
な
と
み
ら
い
駅
下
車
、
「
ク
イ
ー
ン
ズ
ス

ク
エ
ア
連
絡
口
」
「
け
や
き
通
り
口
」
徒
歩
7
分

〈は
ま
ぎ
ん
〉
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
年
金
」
電
話
相
談
サ
ー
ビ
ス

（無
料
）の
ご
案
内

年
金
制
度
や
年
金
請
求
の
手
続
き
ガ
法
な
ど
、

年
金
に
関
す
る
疑
問
に

何
で
も
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
年
金
に
関
連
し
た
一屈
用
保
険
制
度
、

健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
ご
相
談
や

「
年
金
教
室
」
の
お
申
し
込
み
も
承
り
ま
す
。

お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●

〈
は
ま
ぎ
ん
〉
年
金
デ
ス
ク

リ
ー

グ
イ
ヤ

ル

ミ

ミ

ヨ

リ

パ

ン

ク

臨

o
l
2
o
(
3
3
4
)
0
8
9
 

●
相
談
受
付

8

銀
行
窓
口
営
業
日

●
相
談
受
付
時
間

9
時

ー
17
時

「飽
食
の
時
代
」
と
い
わ
れ
る
現
代
で
す
が
、

そ
の

一
方
で

「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
に
関
心
が
寄

せ
ら
れ
、
日
本
の
伝
統
的
食
生
活
が
再
び
見
直

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
今
回
の
特
集
で
は
、
皆
様
方
の
関
心

が
高
い

「桔
進
料
理
」
を
テ
ー
マ
に
取
り

t
げ

ま
し
て
、
鎌
倉

・
横
浜
・
小
田
原
の
地
に
あ
る

寺
院
と
専
門
料
理
店
の
、
評
判
の
精
進
料
理
を

ご
紹
介
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

皆
様
方
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、
精
進
料
理
は
、

肉
類
や
魚
介
類
を
使
わ
ず
、
野
菜
類
•
投
類
・

海
草
類
を
用
い
て
作
ら
れ
ま
す
。
阿
季
折
々
の

旬
の
素
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
、
栄
養
の

バ
ラ
ン
ス
を
も
考
え
、
さ
ら
に
見
た
目
に
も
気

を
配
っ
た
、
大
変
味
わ
い
深
い
料
理
で
す
。

一
所
懸
命
努
力
す
る
こ
と
を
「
粘
進
す
る
」

と
い
い
ま
す
が
、
丹
精
を
こ
め
て
作
ら
れ
た
料

理
に
は
、
精
進
し
た
心
映
え
が
自
然
と
表
れ
る

も
の
で
、
召
し
上
が
る
方
も

一そ
の
心
」
を
十

分
に
感
じ
ら
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
な
気
づ
か
い
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の

す
べ
て
に
通
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
監
修
を
お
願
い
し
ま
し
た
高
畠
瑞
蜂
師

に
は
、
お
勧
め
の
料
理
を
二
品
調
理
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
レ
シ
ピ
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
自
分
で
お
作
り
い
た
だ
き
、
精

進
料
理
の
心
と
味
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば

2
3
 

と
＃
じ
ま
す
。

2

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
取
材
に
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の
皆
椋
力
に
原
く
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
次
り

「か
な
が
わ
名
工
物
語
」
は
、
六

月
下
旬
刊
行
予
定
で
す
。
引
き
続
き
ご
愛
読
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

財
団
法
人
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
典
財
団

事
務
局
長
消
水
照
雄

みなとみらい駅
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市宮地下餃一

http://www.yokohama-viamare.or.jp/ 
※「マイウェイ」へのご意見・ご要望は

info@yokohama-viamare.or.jp 
へお気軽にお寄せください。
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