
平
安
京
遷
都
か
ら
明
治
維
新
ま
で
の
千

余
年
に
わ
た
る
王
城
の
地
と
し
て
、

京
都
は
日
本
の
政
治
・
文
化
の
中
心
地
で
あ

っ
た
。
京
都
の
町
衆
は
神
仏
へ
の
信
仰
と
宮

廷
を
中
心
と
す
る
公
家
の
人
々
と
の
関
わ
り

合
い
を
背
景
に
文
化
を
育
み
、
そ
れ
は
生
活

の
要
で
あ
る
食
事
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た

ら
し
、
京
料
理
と
い
う
食
文
化
を
生
ん
だ
。

京
料
理
展
示
大
会
に
見
た
お
ば
ん
ざ
い

昨
年
12
月
、
京
都
市
勧
業
館
「
み
や
こ
め

っ
せ
」
で
毎
年
恒
例
の
「
京
料
理
展
示
大
会
」

が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
京
料
理
組

合
創
立
２
６
０
周
年
と
大
会
１
０
０
回
記
念

と
い
う
節
目
で
あ
り
、
京
文
化
の
ひ
と
つ
で

あ
る
京
料
理
の
今
と
そ
の
歩
み
が
、
日
本
料

理
の
歴
史
背
景
を
含
め
て
展
示
披
露
さ
れ
た
。

老
舗
の
料
亭
、
料
理
店
１
０
１
店
の
名
物
料

理
と
京
懐
石
料
理
が
展
示
さ
れ
る
様
子
は
壮

観
で
、
包
丁
の
技
と
彩
り
豊
か
な
盛
り
つ
け

の
美
し
さ
は
、
ま
さ
に
日
本
の
料
理
文
化
の

精
粋
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
長
い
年
月
、

こ
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
き
た
京
都
の
料
理

人
の
研
鑽
と
努
力
に
、
同
じ
京
都
人
と
し
て

胸
を
打
た
れ
る
思
い
が
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
特
に
興
味
が
引
か
れ
た
の

が
京
の
お
ば
ん
ざ
い
を
テ
ー
マ
に
、
10
品
ほ

ど
の
展
示
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
今
で
こ
そ
、
お
ば
ん
ざ
い
は
京
都
の
み

な
ら
ず
、
東
京
の
街
中
は
い
う
に
お
よ
ば
ず

全
国
で
お
馴
染
み
の
料
理
と
な
っ
た
が
、
そ

も
そ
も
は
、
家
庭
の
総
菜
ま
た
は
お
か
ず
で
あ

っ
て
、
料
理
屋
で
お
金
を
払
っ
て
食
べ
る
類
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
お
ば
ん
ざ
い
が
、

京
料
理
を
日
本
を
象
徴
す
る
ひ
と
つ
の
文
化

と
し
て
位
置
づ
け
紹
介
す
る
こ
の
展
示
大
会

の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
料
理
形
式
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
た

の
は
私
だ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

京
都
の
庶
民
が
育
ん
だ
食
文
化

京
料
理
を
い
う
と
き
、
そ
れ
は
日
本
料
理

の
歴
史
的
な
料
理
形
式
の
成
立
の
流
れ
、
す

な
わ
ち
中
世
に
お
け
る
食
生
活
の
変
遷
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
形
式
は
４
つ
に
大
別

さ
れ
る
。
宮
中
で
の
公
家
文
化
に
基
づ
く
大た

い

饗き
ょ
う
料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
寺
院
の
精
進

料
理
、
そ
し
て
茶
の
湯
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

た
懐
石
料
理
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
京
料

理
は
、
こ
の
４
つ
に
お
ば
ん
ざ
い
を
加
え
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

振
り
返
れ
ば
、
平
安
京
の
建
都
、
仏
教
、

茶
の
湯
、
す
べ
て
中
国
の
思
想
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
我

が
国
と
中
国
と
の
密
接
な
関
わ
り
あ
い
が
あ

り
、
日
本
の
歴
史
が
両
国
の
文
化
交
流
な
く

し
て
は
築
き
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
、
眼
前
に
並
ぶ
京
料
理
を
眺
め
な

が
ら
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

京
都
は
海
か
ら
も
遠
く
、
鮮
魚
が
手
に
入

り
に
く
い
土
地
で
あ
り
日
本
料
理
の
見
地
か

ら
言
え
ば
非
常
に
不
利
な
土
地
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
が
か
え
っ
て
鯖
や
甘
鯛
に
代
表
さ
れ
る

若
狭
の
一
塩

ひ
と
し
お

も
の
を
上
手
に
利
用
す
る
知
恵

と
工
夫
を
生
み
、
豊
か
な
地
下
水
に
恵
ま
れ

た
こ
と
が
、
京
野
菜
や
豆
腐
、
湯
葉
、
麩
、

白
味
噌
、
酒
な
ど
の
特
産
品
を
生
み
出
し
た
。

お
ば
ん
ざ
い
は
、
こ
う
い
っ
た
風
土
に
暮
ら

遠近　10

５番目の
京料理になった
おばんざい
杉本
す ぎ も と

節
せ つ

子
こ

料理研究家

すぎもと せつこ●京都市生まれ。大阪
あべの辻調理師専門学校卒業。生家は
明治3年（1870年）棟上、京都市指定
有形文化財「杉本家住宅」。財団法人奈
良屋記念杉本家保存会事務局長、京都
造形芸術大学歴史遺産コース特別講師。
著書に『京町家の四季』『京都のおばん
ざい12か月』（共著）。現在、小学館
WEBサイト「散歩好きの京都　節子の
番菜覚」を連載中
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す
庶
民
が
、
宮
廷
や
文
化
的
階
級
の
生
活
へ

の
憧
れ
を
こ
め
な
が
ら
、
食
を
合
理
的
に
捉

え
る
こ
と
を
基
本
に
し
つ
つ
、
さ
さ
や
か
な

豊
か
さ
を
求
め
て
編
み
出
し
た
料
理
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
お
か
ず
」
そ
し
て
「
お
ば
ん
ざ
い
」

最
後
に
、
お
ば
ん
ざ
い
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
、
個
人
的
な
生
活
に
お
け
る
ひ
と
つ
の

例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
私
の
生
家

は
寛
保
３
年
（
１
７
４
３
年
）
に
創
業
し
た
呉

服
商
で
祖
父
ま
で
が
商
売
を
続
け
て
い
た
。

祇
園
祭
に
は
伯は

く

牙が

山や
ま

と
い
う
山
を
出
す
い
わ

ゆ
る
山や

ま

鉾ぼ
こ

町
ち
ょ
う

（
下
京
区
）
に
初
代
よ
り
居
を

構
え
２
３
９
年
に
な
る
。
江
戸
期
の
京
商
家

に
は
年
中
の
ハ
レ
の
行
事
や
生
活
に
つ
い
て
、

毎
年
滞
り
な
く
過
ご
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
備

忘
録
が
伝
え
ら
れ
る
習
慣
が
あ
り
、
当
家
で

は
「
歳さ

い

中
ち
ゅ
う

覚
お
ぼ
え

」
と
い
う
帳
面
に
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
に
は
、
年
中
行
事
ご
と
の
室
礼

と
献
立
、
平
生
の
食
事
に
つ
い
て
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
「
番
菜
」
ま
た
は

「
ば
ん
ざ
い
」
と
い
う
表
記
は
一
度
も
出
て

こ
な
い
。
料
理
の
内
容
も
、
現
在
見
る
こ
と

の
で
き
る
出
版
物
に
あ
る
お
ば
ん
ざ
い
の
例

に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
一
致
し

て
は
い
な
い
。

嘉
永
２
年
（
１
８
４
９
年
）
に
出
版
さ
れ

た
『
年ね

ん

中
ち
ゅ
う

番
菜
録

ば
ん
ざ
い
ろ
く

』
は
お
ば
ん
ざ
い
と
い
う

も
の
を
今
に
伝
え
る
江
戸
期
の
資
料
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
ば
ん
ざ

い
と
い
う
言
葉
は
、
私
の
知
る
限
り
、
極
め

て
狭
い
範
囲
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
で
は
あ
る
が
、

下
京
・
中
京
あ
た
り
の
山
鉾
町
の
商
家
で
日

常
的
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。

中
学
生
の
こ
ろ
、
明
治
40
年
（
１
９
０
７
年
）

生
ま
れ
の
祖
母
に
「
う
ち
で
は
お
ば
ん
ざ
い

と
い
う
言
葉
は
使
わ
へ
ん
の
」
と
た
ず
ね
た

こ
と
が
あ
っ
た
。「
お
か
ず
と
言
う
て
る
え
、

昔
か
ら
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
こ
と
を

思
い
出
す
。
ま
た
、
中
京
区
の
山
鉾
町
で
白
生

地
商
を
営
ん
で
い
た
親
戚
の
家
で
も
「
聞
き
慣

れ
ん
言
葉
や
な
あ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
日
お
ば
ん
ざ
い
と
い
う
言
葉
が
一
般
に

ひ
ろ
ま
っ
た
の
に
は
昭
和
50
年
代
に
相
次
い

で
出
さ
れ
た
お
ば
ん
ざ
い
を
題
し
た
本
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
京
都

の
商
家
で
日
常
食
べ
ら
れ
て
き
た
質
素
倹
約

の
精
神
に
基
づ
く
、
き
ど
ら
な
い
お
か
ず
が
、

京
都
の
ひ
と
つ
の
文
化
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
で
あ
ろ
う
。

お
ば
ん
ざ
い
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
、

個
人
的
に
は
今
も
っ
て
多
少
の
よ
そ
よ
そ
し

さ
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
京
料
理

展
示
大
会
」
を
通
し
て
、
「
歳
中
覚
」
に
あ

る
折
節
の
料
理
を
ひ
と
言
で
わ
か
り
や
す
く

言
う
の
に
は
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
の
が
自

然
で
あ
り
相
応
し
い
と
思
え
た
。
生
家
の
京

町
家
は
平
成
４
年
（
１
９
９
２
年
）
か
ら
財

団
と
し
て
維
持
運
営
し
て
い
る
が
、
当
家
に

伝
わ
る
食
文
化
を
通
し
て
京
の
町
家
文
化
を

伝
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。a
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