
暖簾の「源水」の字はお父上、襖絵は絵の師匠である赤松 燎画伯から開店時に頂いたも
の。「時を経て本領を発揮する」という師の言葉通り、真っ白だった襖が経年で色づき、
見事に白鷺が浮かび上がった。

女将の知子さんがプロデュースする有職
織物の小物たち。平安の雅を暮らしに取
り入れられるアイテムとして人気を集め
ています。

出が暮らした頃のまま残る客間には、
実父と交流のあった勝海舟による「美
意延年」の書額も。

『広辞苑』第二版の改訂作業時のおび
ただしい付箋。作業の緻密さとハード
さが窺えます。

　

今
か
今
か
と
花
の
見
頃
を
待
ち
遠
し
く
思

う
気
持
ち
が
桜
の
魅
力
を
よ
り
増
す
よ
う
に
、

こ
の
時
季
だ
け
の
和
菓
子
の
花
が
京
都
の
春
を

いっ
そ
う
味
わ
い
深
く
し
て
く
れ
ま
す
。

　

紫
野
源
水
の「
桜
の
有あ
る

平へ
い

糖と
う

」も
ま
た
、そ
ん

な
銘
品
の
一
つ
。ほ
ん
の
り
と
桜
色
に
輝
く
５
枚

の
花
び
ら
は
奥
が
透
け
て
見
え
る
ほ
ど
に
薄
く

透
明
感
が
あ
り
、優
雅
な
光
沢
を
ま
と
う
姿
は

ま
る
で
繊
細
な
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
で
す
。造
形

の
美
し
さ
を
惜
し
み
つ
つ
、そ
っ
と
口
に
含
み
軽

く
歯
を
当
て
る
と
、ペ
リ
ン
と
硬
質
な
音
と
共
に

す
っ
き
り
と
し
た
飴
の
風
味
が
広
が
り
ま
す
。

茶
席
の
干
菓
子
と
し
て
も
愛
さ
れ
て
い
る
品
だ

け
に
、口
中
で
儚は
か
な

く
消
え
る
上
品
な
甘
み
が
身

上
で
す
。

　

季
節
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
有
平

糖
の
中
で
も
、と
り
わ
け
人
気
が
高
い
の
が
桜
の

花
。上
質
の
白し
ろ

双ざ
ら

糖と
う

と
水
、少
し
の
水
飴
を
銅
鍋

で
煮
詰
め
て
彩
色
し
、熱
い
う
ち
に
練
り
上
げ

て
か
ら
細
工
を
施
し
ま
す
。製
法
は
シ
ン
プ
ル
で

す
が
、誰
に
も
真
似
で
き
な
い
の
が
そ
の
ガ
ラ
ス

細
工
の
よ
う
な
薄
さ
と
艶
。「
飴
は
触
る
ほ
ど
光

沢
が
無
く
な
り
ま
す
の
で
と
に
か
く
手
早
く
。

手
の
感
覚
が
覚
え
て
い
る〝
え
え
温
度
〟と
、一

瞬
で
薄
く
伸
ば
す
技
が
大
事
で
す
」と
ご
主
人

の
井
上 

茂
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

火
傷
を
防
ぐ
た
め
の
手
袋
を
し
て
い
て
は
こ

の
薄
さ
は
出
せ
な
い
た
め
、製
造
工
程
は
す
べ
て

素
手
で
行
い
ま
す
。シ
ー
ズ
ン
と
な
る
2
月
中
旬

か
ら
4
月
末
ま
で
３
万
個
あ
ま
り
の
桜
を
作
る

間
、指
の
先
は
常
に
低
温
火
傷
の
状
態
が
続
く

の
だ
と
か
。さ
ら
に
、そ
ば
を
人
が
通
る
だ
け
で

風
圧
で
固
ま
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
繊
細
な
飴
の
温

度
管
理
の
た
め
、強
い
光
を
発
す
る
ラ
ン
プ
を
当

て
て
の
作
業
──
高
い
集
中
力
を
要
す
る
と
と

も
に
、非
常
に
目
を
酷
使
し
ま
す
。最
盛
期
に
は

1
日
18
時
間
も
同
じ
姿
勢
で
作
り
続
け
る
と
い

い
ま
す
か
ら
、並
大
抵
の
苦
労
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。そ
ん
な
過
酷
さ
に
加
え
、「
飴
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
ま
で
10
〜
20
年
は
か
か
る
」と
い
う
事

情
も
あ
っ
て
、志
願
者
は
多
い
も
の
の
弟
子
は
と

ら
ず
、後
に
も
先
に
も
こ
の
技
を
持
つ
の
は
井
上

さ
ん
た
だ
一
人
で
す
。

　

お
父
上
の
元
で
修
行
を
さ
れ
て
い
た
時
代
か

ら
作
っ
て
き
た
桜
の
有
平
糖
は
、

33
歳
で
独
立
後
に
徐
々
に
薄
く

な
り
、い
つ
し
か
今
の
姿
に
な
っ
た

と
か
。「
よ
く『
こ
の
桜
の
品
種
は

何
？
』と
尋
ね
ら
れ
ま
す
が
、自
分

の
中
の〝
昔
な
が
ら
の
日
本
の
桜
〟

を
映
し
た
も
の
で
、特
に
モ
デ
ル
は

な
い
ん
で
す
」。花
と
葉
を
取
り

合
わ
せ
て
販
売
す
る
た
め
か
、山

桜
と
言
う
人
も
い
れ
ば
大
島
桜

だ
と
思
う
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

「
お
客
様
が
決
め
て
く
だ
さ
れ
ば

い
い
で
す
ね
」。井
上
さ
ん
が
咲
か

せ
る
桜
が
今
年
も
ま
た
、多
く
の

人
の
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
桜
の
思
い

出
を
紡
い
で
い
き
ま
す
。

　

都
大
路
に
爽
や
か
な
初
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る

「
葵
祭
」で
は
、平
安
装
束
を
身
に
ま
と
っ
た
行

列
が
都
大
路
を
練
り
歩
き
、王
朝
の
雅
を
私
た

ち
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。こ
う
し
た
祭
礼
を
支

え
る〝
裏
方
〟と
し
て
、供ぐ

奉ぶ

す
る
人
々
や
神
官

の
装
束
を
一
手
に
担
う「
装
束
司
」の
存
在
が

あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　

京
都
御
苑
の
南
側
、堺
町
御
門
前
に
あ
る

「
黒
田
装
束
店
」は
、江
戸
時
代
初
期
よ
り
祭

事
や
神
事
で
使
用
す
る
装
束
を
調
進
し
て
き
た

老
舗
。葵
祭
や
時
代
祭
、吉
田
神
社
の
追つ
い

儺な

式し
き

の
装
束
の
ほ
か
、神
社
の
御
内
陣
に
納
め
る
神
具

類
な
ど
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。「
う
ち
で
は
、装

束
の
製
作
か
ら
着
付
け
、修
理・修
復
、小
物
を

手
が
け
る
職
方
へ
の
発
注
ま
で
を
一
貫
し
て
執

り
行
っ
て
い
ま
す
。装
束
司
と
は
、祭
事
や
神
事

の
衣
装
全
般
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
職
種
と
考

え
て
い
た
だ
く
と
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
」と
語

る
の
は
、19
代
目
当
主
で
装
束
司
の
黒
田
幸
也

さ
ん
。

　

取
材
時
は
、吉
田
神
社
追
儺
式
で
着
用
さ
れ

る
装
束
の
仕
上
げ
作
業
中
。特
別
に
あ
つ
ら
え

た
針
を
使
い
、ひ
と
針
ず
つ
丁
寧
に
縫
い
上
げ
る

様
子
は
、ま
る
で
神
事
の
よ
う
に
厳
か
で
凛
々
し

く
も
あ
り
ま
す
。「
作
り
手
と
し
て
の
技
術
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、装
束
司
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

歴
史
的・民
俗
学
的
知
識
も
必
要
な
ん
で
す
」

と
黒
田
さ
ん
。装
束
や
調
度
品
、祭
具
な
ど
は

大
学
や
研
究
機
関
の
学
者
に
よ
る
時
代
考
証

の
も
と
、厳
正
な
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

か
。「
織
物
の
種
類
、色
、紋
様
な
ど
の
選
択
は

有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ
に
則の
っ
とっ
て
決
め
、製
作
を
進
め
ま
す
。

祭
り
の
行
列
に
参
加
さ
れ
る
方
や
、お
社や
し
ろの
神

官
さ
ん
の
装
束
に
つい
て
の
ご
相
談
に
も
応
じ
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」と
も
。装
束
の
歴
史

を
大
切
に
思
い
、本
物
に
こ
だ
わ
る
黒
田
さ
ん
の

心
意
気
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
取
り
組

み
も
積
極
的
に
挑
戦
。幸
也
さ
ん
は
、講
演
会

で
伝
統
を
後
世
に
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。女
将
の
知
子
さ
ん
は
、紋
様
が
持
つ
意
味

な
ど
を
披
露
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
開
催
の
ほ

か
、有
職
織
物
を
用
い
た
小
物
ブ
ラ
ン
ド
の
立

ち
上
げ
と
運
営
を
。息
子
の
基
起
さ
ん
は
、若

手
作
家
ら
に
よ
る
伝
統
工
芸
の
イ
ベ
ン
ト
に
関

わ
る
な
ど
、ご
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
伝
統
の

豊
か
さ
と
深
さ
を
発
信
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

受
け
継
が
れ
て
き
た
装
束
文
化
を
忠
実
に
守

り
、生
き
た
伝
統
と
し
て
次
代
へ
繋
い
で
い
く
。匠

た
ち
の
思
い
が
織
り
成
す
美
し
い
装
束
は
、今
年

も
京
の
四
季
を
艶
や
か
に
彩
り
ま
す
。

K Y O T O  H I G A S H I Y A M A     K E N B U N R O K U

桜

　

春
は
入
学
や
進
級
の
季
節
。真
新
し
い
辞
書

を
手
に
し
、ペ
ー
ジ
を
開
く
時
に
漂
う
紙
と
イ
ン

ク
の
匂
い
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
─
─
な
ん
て
思
い
出

を
お
持
ち
の
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。日
本
に
数
あ
る
辞
書
の
中
で
も
、ち
ょっ

と
特
別
な
存
在
と
い
え
る
の
が『
広
辞
苑
』。多

く
の
文
豪
が
机
上
の
友
と
し
、第
六
版
ま
で
で

実
に
１
１
９
０
万
部
以
上
を
売
り
上
げ
る
こ
の

〝
国
民
的
辞
書
〟の
編
者
、新し
ん

村む
ら 

出い
づ
る

は
、明
治

か
ら
昭
和
の
激
動
期
を
生
き
た
、近
代
日
本
を

代
表
す
る
言
語
学
者
で
す
。

　

新
村 

出（
以
下「
出い
づ
る」）は
明
治
９
年
の
生
ま

れ
で
、東
京
帝
国
大
学（
現・東
京
大
学
）を
卒

業
後
、3３
歳
で
京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授

に
な
る
な
ど
若
く
し
て
日
本
の
言
語
学・国
語

学
を
牽
引
す
る
地
位
を
確
立
。学
問
的
探
究
を

深
め
る
と
と
も
に
、そ
の
深
く
広
い
知
見
で『
広

辞
苑
』編
纂
事
業
を
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
支

え
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
出
が
住
ま
い
と
し
た
邸
宅
が「
重
ち
ょ
う

山ざ
ん

文
庫
」と
し
て
公
開
さ
れ
、氏
の
偉
業
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。

　

紫
明
通
か
ら
細
い
路
地
を
入
っ
て
いっ
た
と
こ

ろ
に
門
を
構
え

る
重
山
文
庫

を
訪
ね
る
と
、出
の
孫
に
あ
た
る
新
村 

恭や
す
しさ
ん

が
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
こ
の
建
物
は
、出
と
縁
の
あ
っ
た
木き

戸ど

孝た
か

允よ
し
の

旧
宅
を
も
ら
い
受
け
て
移
築
し
た
も
の
で
す
。

出
は
48
歳
か
ら
享
年
92
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉

じ
る
ま
で
、こ
の
家
で
暮
ら
し
ま
し
た
」と
語
る

恭
さ
ん
は
、出
と
二
人
三
脚
で『
広
辞
苑
』編
纂

に
あ
た
っ
た
次
男・猛
の
息
子
で
出
に
と
っ
て
は

末
の
孫
。ご
自
身
も
３
歳
ま
で
、こ
の
家
で
同
居

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

玄
関
を
入
る
と
、ま
ず
目
に
入
る
の
は
、出
が

探
究
の
日
々
を
過
ご
し
た
と
い
う
書
斎
。そ
し
て

廊
下
を
進
む
と
、『
広
辞
苑
』の
初
版
か
ら
第
七

版
に
至
る
ま
で
の
全
版
が
書
棚
に
並
ぶ
一
室
へ
。

書
棚
の
前
に
は
往
時
の
校
正
履
歴
が
展
示
さ

れ
、活
版
印
刷
時
代
に
２０
万
語
も
の
言
葉
を
収

録
し
た
辞
書
を
編
む
困
難
さ
と
情
熱
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

昔
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
客
間
に
は
、『
広

辞
苑
』初
版
出
版
後
に
受
章
し
た
文
化
勲
章

を
本
人
が
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
や
、趣
味
で
集
め

た
松
ぼっ
く
り
の
コ
レ
ク
シ
ョン
、大

フ
ァ
ン
だ
っ
た
高
峰
秀
子
と
の
ほ
ほ

え
ま
し
い
交
流
を
偲
ば
せ
る
遺
品

な
ど
が
随
所
に
飾
ら
れ
、秀
才
が

併
せ
持
つ
可
愛
ら
し
い
一
面
に
和

む
場
面
も
。「
京
都
に
こ
う
い
う

学
者
が
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

一
人
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い

た
だ
き
、言
葉
や
言
語
学
に
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い

で
す
ね
」。

　

そ
ん
な
恭
さ
ん
は
、元
岩
波
書

店
の
編
集
者
。言
葉
と
向
き
合
い

続
け
る
新
村
イ
ズ
ム
は
、後
世
へ
確

か
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

M
urasakino Gensui

Chozan Bunko

K
uroda Shozokuten

春
が
来
る
た
び
愛
で
た
い

紫
野
に
咲
く
有
平
糖
の
桜

国
民
的
辞
書『
広
辞
苑
』の
編
者

新
村 

出
の
旧
宅
を
訪
ね
て

歴
史
を
忠
実
に
守
り
、再
現
す
る

匠
の
技
と
心
が
生
む
優
美
な
装
束

辞

装

紫
野
源
水 ..................................................
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銘菓「ときわ木」で知られた
二条城『源水』（2018年３月
に閉店）で父を師に15年修
行した後、1984年に独立。
「自分が作りたいお菓子で
認めていただけたら嬉しい」。
そんな開店時と変わらぬ思
いで創作される上生菓子に
も定評があります。

紫野源水　当主

上品な甘さは純度の高い白双糖だからこそ。
有平糖の色ごとに鍋を変えて作る。

有平糖専用のハサミとご主人お手製の桜の花用の
木の道具。棒の先端で飴を成形する。

桜の有平糖は3〜4月に予約販売。このほ
か春の時季には、スミレやワラビなどの可
憐な草花の有平糖がお目見えします。

黒
田
装
束
店 ...............................................
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「千年以上受け継がれてき
た仕事に、携われることは、
幸せなことだと思います。
伝統を“変えずに守る”ため
には創意工夫が必要。これ
からも一家で力を合わせ
て、千年先までこの技を伝
えていきたいと思います」

「出の父が山形から山口
に転勤になる際に生まれ
たので、山を二つ重ねて
『出』と名付けられたそう
です。そんな由来から、出
が雅号を『重山』としたこ
とにちなんで、館の名前に
しました。月曜と金曜に開
館していますので、ぜひ気
軽にお立ち寄りください」

遺愛の書斎。ここで語源や由来の探究に没頭した出は、旧仮名遣いを正式のものとして
おり、『広辞苑』の序文を新仮名にするようにいわれて一晩泣き明かしたのだとか。

木戸孝允邸の一部を譲り受けた建物
外観。門前の石柱を目印にお訪ねくだ
さい。

黒田装束店

新村出記念財団
重山文庫

黒
く ろ

田
だ

 幸
ゆ き

也
や

さん（中央）

　　 知
ち か

子
こ

さん（左）

       基
も と  お き

起さん（右）

新
しん　むら

村　恭
やすし

さん　

十二単や神祇装束などに使われる有職織物。平安時代から伝わるその
紋様や色合いは、なんとも華やかで雅な風情です。

装束づくりを支える道具たち。京都の老舗に特注
した針や、装束ごとに使い分けるあつらえの絹糸
など。「道具を作ってくださる職人さんあってこそ
の仕事です」と敬意も忘れません。

井
い の  う え

上 茂
しげる

さん

平
成
と
う
ふ
百
珍〈
六
十
二
〉

南禅寺順正 春の味わい南禅寺順正 春の味わい
桜
か
ら
新
緑
へ
移
ろ
う
季
節
の
岡
崎
界
隈
を

徒
歩
＆
十
石
舟
で
め
ぐ
る
楽
し
み

南
禅
寺
順
正

　サ
ー
ビ
ス
係

植
村 

美
樹

う
え

む
ら

　
み

　
　き

　
私
は
地
下
鉄
で
通
勤
し
て
い
る
の
で
す
が
、春
か
ら
初
夏
の
季
節
は
蹴

上
駅
か
ら
お
店
ま
で
歩
く
道
中
が
楽
し
み
で
な
り
ま
せ
ん
。桜
の
つ
ぼ
み

が
だ
ん
だ
ん
ふ
く
ら
ん
で
、や
が
て
一
斉
に
満
開
を
迎
え
る
様
子
を
毎
日

眺
め
な
が
ら
歩
け
る
こ
の
季
節
が
、一
年
で
一
番
好
き
で
す
。

　
疎
水
べ
り
の
散
策
と
と
も
に
お
勧
め
な
の
が
、舟
か
ら
桜
並
木
の
眺
め

を
堪
能
で
き
る「
十
石
舟
め
ぐ
り
」。南
禅
寺
交
差
点
の
そ
ば
の
舟
溜
ま

り
か
ら
乗
舟
し
て
琵
琶
湖
疎
水
を
下
り
、夷
川
ダ
ム
ま
で
の
往
復
3
km
、

約
25
分
の
水
上
遊
覧
が
楽
し
め
ま
す
。ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
ま
で
運
行

し
て
い
る
の
で
、新
緑
の
季
節
も
素
敵
で
す
。

　
桜
や
新
緑
を
楽
し
ま
れ
た
後
は
、ぜ
ひ
名
物
ゆ
ど
う
ふ
で
ほ
っ
こ
り
し

に
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

コツ
作
り
方

（
２
人
分
）

1.2.3.4.5.6.7.

　
京
都
で
和
食
の
職
人

に
な
り
、40
年
以
上
が
経

ち
ま
す
。ど
ん
な
時
で
も

真
心
を
込
め
て
最
善
を

尽
く
す
こ
と
を
心
に
お
料

理
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
に
と
っ
て
春
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
面
の
菜
の
花
畑
。店
で
は
花
や

葉
の
あ
し
ら
い
で
季
節
感
を
出
す
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、家
庭
な

ら
と
考
え
て
、卵
黄
の
黄
色
を
生
か
し
た
あ
ん
か
け
丼
を
作
っ
て
み

ま
し
た
。ご
く
さ
っ
ぱ
り
し
た
味
付
け
な
の
で
、刻
ん
だ
柴
漬
け
を

た
っ
ぷ
り
と
乗
せ
て
お
茶
漬
け
感
覚
で
い
た
だ
く
の
が
お
す
す
め
で

す
。柴
漬
け
と
お
と
う
ふ
っ
て
と
て
も
相
性
が
いい
ん
で
す
よ
。

６
で
の
加
熱
は
卵
黄
が
半
熟
に
な
る
程
度

に
と
ど
め
る
た
め
、豆
腐
は
水
切
り
の
つ
い

で
温
め
る
か
常
温
に
戻
し
て
お
き
ま
す
。

清水順正 おかべ家
調理部

黄川田  茂
き   かわ  だ　    しげる

うららかな日和が春のおとずれを告げ、
生命力に満ちた海の幸、山の幸が
おもてなしのひとときを華やかに彩ります。

うららかな日和が春のおとずれを告げ、
生命力に満ちた海の幸、山の幸が
おもてなしのひとときを華やかに彩ります。

【蒸物】
香ばしく唐揚げにした油目を浅利、プチ
トマト、タラゴンなどと一緒に酒蒸しにし
た油目のアクアパッツァ風。鰹と昆布の
出汁に仄かに漂う白ワインとバター、香
草の香りがアクセントです。

絹
ご
し
と
う
ふ

お
揚
げ（
厚
め
）

菜
の
花

卵
黄（
量
は
お
好
み
で
）　

柴
漬
け

白
味
噌（
味
噌
で
代
用
可
）

だ
し
汁（
ま
た
は
水
）

２
０
０ｇ

１
枚

６
本

２
〜
４
個
分

適
宜

小
さ
じ
２

小
さ
じ
2

ABC

■A
を
鍋
に
入
れ
て
ひ
と
煮
立
ち
さ
せ
て
、■B
の

水
溶
き
葛
を
加
え
て
と
ろ
み
を
つ
け
て
お
く
。

■C
の
汁
で
お
揚
げ
を
さ
っ
と
炊
い
て
、粗
熱
が

取
れ
た
ら
一
口
大
に
切
っ
て
お
く
。

菜
の
花
は
さ
っ
と
茹
で
て
水
気
を
切
り
、
一
口

大
に
切
る
。柴
漬
け
は
み
じ
ん
切
り
に
す
る
。

と
う
ふ
は
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
包
ん
で
電
子

レ
ン
ジ
で
２
分
ほ
ど
加
熱
し
て
水
切
り
し
、木

べ
ら
で
粗
め
に
崩
す
。

卵
黄
を
ボ
ウ
ル
に
入
れ
て
溶
き
ほ
ぐ
し
、白
味

噌
を
だ
し
汁（
ま
た
は
水
）で
の
ば
し
た
も
の

を
加
え
て
混
ぜ
る
。２
の
揚
げ
と
４
の
と
う
ふ

を
加
え
、と
う
ふ
を
崩
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
混

ぜ
る
。

耐
熱
容
器
に
５
を
入
れ
て
ラ
ッ
プ
を
ふ
ん
わ
り

か
け
、電
子
レ
ン
ジ
で
加
熱
す
る
。卵
黄
が
固

ま
り
出
し
た
ら
こ
ろ
合
い
。６
０
０
W
で
１
分

30
秒
前
後
が
目
安
。

丼
に
白
ご
は
ん
を
盛
っ
て
６
を
乗
せ
、熱
々
に

し
た
１
の
あ
ん
を
か
け
る
。菜
の
花
と
柴
漬
け

を
あ
し
ら
っ
て
出
来
上
が
り
。
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砂
糖

【焼物】
桜鯛の兜焼きは、お頭だけでなく、
身もたっぷり召し上がっていただ
く趣向。木の芽を添えた皮付き焼
き筍と新蓮根と共に春を満喫して
いただきます。

【造里】
春を呼ぶサヨリ、赤貝、鳥
貝と、キャビアを添えた伊
勢海老、マグロ、鯛など贅
沢な素材を伊万里の八角
鉢に華やかに盛り込んで。
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cc
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20
cc

20
cc

２階の書庫には、出が遺し
た膨大な資料の一部を保
管。研究者の利用に供して
います。
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※
裏
面
の
地
図
に  

　
マ
ー
ク
で
位
置
を
示
し
て
い
ま
す
。

追儺式で守護の方がまとう
袴を製作中。神官のお付き
にあたる位のため、重厚な
織物ではなく麻布を使用し
ているのだとか。


