
蛸薬師堂の大根炊き（写真提供：京都旅屋）

京
都
の
冬
は
寒
い
。
夏
の
暑
さ
は
有

名
だ
が
、
冬
の
寒
さ
も
な
か
な
か
の
も

の
だ
。
む
ろ
ん
、
数
字
上
は
北
海
道
な

ど
北
日
本
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
大
し
た

こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
京
都
の
寒
さ
は

独
特
の
も
の
と
さ
れ
る
。
言
葉
で
表
現

す
れ
ば
「
底
冷
え
」
で
あ
ろ
う
か
。
強

い
風
が
吹
く
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
大
雪

が
降
る
わ
け
で
も
な
く
、
下
の
ほ
う
か

ら
じ
わ
っ
と
冷
え
て
く
る
。
と
い
う
わ

け
で
、
体
を
温
め
る
食
べ
物
が
冬
の
最

高
の
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。

工
夫
の
一
つ
が
あ
ん
か
け
で
あ
る
。

葛
粉
を
水
で
溶
い
て
煮
立
っ
た
汁
に
流

し
込
む
。
あ
ん
の
か
か
っ
た
う
ど
ん
や

蒸
し
物
を
ふ
う
ふ
う
い
い
な
が
ら
食
べ

る
。
あ
ん
は
と
ろ
み
が
あ
る
の
で
汁
に

対
流
が
起
き
ず
、
そ
れ
で
冷
め
に
く
い

の
だ
そ
う
だ
。
分
厚
い
丼
も
保
温
に
は

都
合
が
よ
い
。
よ
く
で
き
て
い
る
。

同
じ
理
由
か
ら
鍋
も
よ
く
見
か
け
る
。

坂
本
龍
馬
も
通
っ
た
と
い
う
老
舗
の
鶏
料

理
屋
の
水
炊
き
は
冬
に
ぴ
っ
た
り
だ
し
、

市
街
中
心
部
の
と
あ
る
料
理
屋
で
出
さ
れ

る
フ
カ
ヒ
レ
と
ゴ
マ
豆
腐
の
炊
き
合
わ
せ

は
逸
品
で
あ
る
。
や
や
特
殊
な
食
べ
物
に

な
る
が
、
冬
の
京
都
と
い
え
ば
「
す
っ
ぽ

ん
」
を
思
い
出
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
グ

ロ
テ
ス
ク
な
容
姿
に
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
が
、
ち
ゃ
ん
と
下
ご
し
ら
え
し
て
、

あ
く
を
て
い
ね
い
に
す
く
い
取
り
な
が
ら

高
温
で
長
い
時
間
煮
る
と
、
び
っ
く
り
す

る
く
ら
い
あ
っ
さ
り
し
た
、
そ
れ
で
い
て

濃
厚
な
だ
し
が
と
れ
る
。
こ
れ
で
作
っ
た
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お
じ
や
は
飲
ん
だ
後
の
締し

め

に
も
ぴ
っ
た
り

で
あ
る
。

師
走
の
声
を
聞
く
と
、
京
の
街
も
慌

た
だ
し
く
な
る
。
行
事
も
重
な
り
、
寒

さ
の
な
か
を
出
か
け
る
機
会
も
増
え
る
。

市
内
の
寺
に
は
炊
い
た
大
根
を
参
拝
客

に
ふ
る
ま
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
大だ

い

根こ

炊だ

き
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
で
、
寺
に
よ
っ

て
は
梵
字
を
書
い
た
1
0
0
0
本
を

超
え
る
大
根
を
使
う
と
い
う
。
皮
を
む

き
、
ざ
っ
く
り
と
切
っ
て
大
き
な
釜
で

調
理
す
る
。
薄
あ
げ
を
一
緒
に
炊
く
の

も
各
寺
共
通
の
よ
う
だ
。
大
根
は
、
今

は
「
青
首
大
根
」
と
呼
ば
れ
る
最
も
よ

く
流
通
し
て
い
る
品
種
を
使
う
と
こ

ろ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
伝
統
的
に
は
丸

大
根
の
「
聖
護
院
だ
い
こ
ん
」
が
使
わ

れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
大
み
そ
か
も
夜
が
更
け
た

頃
、
多
く
の
人
々
が
初
詣
に
出
か
け

る
。
四
条
通
の
東
端
に
あ
る
八
坂
神
社

で
、「
を
け
ら
火
」
を
も
ら
っ
て
持
ち

帰
る
人
も
以
前
は
多
か
っ
た
。
神
聖

な
火
で
あ
る
を
け
ら
火
を
火
縄
に
受

け
、
火
が
消
え
な
い
よ
う
に
く
る
く
る

回
し
な
が
ら
持
ち
帰
り
、
元
旦
の
雑

煮
作
り
に
使
う
の
で
あ
る
。
京
の
雑

煮
と
い
え
ば
、
伝
統
的
に
白
み
そ
に
丸

餅
。
入
れ
る
具
は
家
に
よ
り
ま
ち
ま
ち

だ
が
、「
金
時
に
ん
じ
ん
」
や
「
祝い

わ
い

だ

い
こ
ん
」
の
輪
切
り
は
ど
の
家
も
共
通

だ
ろ
う
か
。
金
時
に
ん
じ
ん
は
赤
み
の

強
い
こ
の
時
期
特
有
の
に
ん
じ
ん
で
あ

る
。
祝
だ
い
こ
ん
も
こ
の
時
期
だ
け
出

回
る
、
直
径
3
㌢
㍍
ほ
ど
の
細
身
の
大

根
だ
。
普
通
の
大
根
の
間
引
き
な
ど
で

は
な
く
、
雑
煮
専
用
の
大
根
で
あ
る
。

「
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
細
身
に
？
」
聞
け

ば
、「
正
月
早
々
、
角
の
立
つ
の
は
か
な

わ
ん
か
ら
」。
青
首
の
よ
う
な
大
根
は

椀
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
ら
イ
チ
ョ
ウ

形
に
切
る
こ
と
に
な
り
、
角
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
祝
だ
い
こ
ん
は
輪
切

り
に
す
る
と
、
切
り
口
が
真
ん
丸
に
な

る
と
い
う
わ
け
だ
。
餅
は
丸
餅
と
い
う

の
が
一
番
か
た
く
な
な
点
で
あ
る
。
硬

く
な
っ
た
丸
餅
は
、
軽
く
ゆ
で
る
な
ど

し
て
椀
に
入
れ
、
上
か
ら
汁
を
注
ぐ
。

焼
い
た
餅
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
白
み
そ
仕
立
て
で
せ
っ
か
く
白
く

仕
上
が
っ
た
雑
煮
に
、
焦
げ
色
の
つ
い

た
餅
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
ら
し
い
。
食
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
人
の
動
き
が
激
し
い
今
で
も
、
こ
の

雑
煮
の
風
習
を
大
切
に
引
き
継
い
で
い

る
家
庭
が
多
い
。
こ
の
こ
と
が
、
和
食

が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
大
き
な
理
由
な
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
ま
で
６
回
に
わ
た
っ
て
京
の
食

の
一
端
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
私
の
筆

力
の
乏
し
さ
も
あ
っ
て
全
容
を
紹
介
す

る
に
は
程
遠
か
っ
た
。
残
り
は
機
会
が

あ
れ
ば
改
め
て
、
と
い
う
こ
と
に
し

て
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
お
く
。
古

都
に
息
づ
く
食
の
文
化
は
奥
深
い
。
和

ば
か
り
か
洋
や
中
華
も
あ
り
、
ハ
レ
の

食
も
ケ
の
食
も
そ
ろ
っ
て
い
る
。
パ
ン

や
コ
ー
ヒ
ー
の
文
化
も
広
ま
り
を
見
せ

る
。
京
の
食
の
奥
深
さ
に
気
付
い
て
く

だ
さ
る
読
者
が
お
ら
れ
た
と
す
る
な
ら

望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
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