
　
新
し
い
年
も
明
け
、
は
や
梅

の
便
り
も
聞
か
れ
始
め
る
頃
と

な
り
ま
し
た
。
今
回
は
京
都
に

ま
つ
わ
る
梅
の
さ
ま
ざ
ま
を
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
梅
と
い
え
ば
天
神
さ
ん
の

梅
花
祭
が
お
な
じ
み
で
す
が
、

こ
の
祭
は
も
と
も
と
は
菜
種

で
し
た
。
道
真
の
命
日
は
旧
暦

二
月
二
十
五
日
で
梅
の
盛
り

は
過
ぎ
て
お
り
、
怨
霊
と
な
っ

た
道
真
を
「
な
だ
め
る
」
意
で

菜
種
を
お
供
え
し
た
の
が
始
ま

り
。
た
だ
し
神
と
な
っ
た
道
真

が
梅
を
愛
し
た
こ
と
は
事
実

で
、「
神
は
此
木
ご
と
の
花
の

主
か
な
」と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
木
ご
と
」
は
「
木
毎
」、
つ
ま
り

「
梅
」
を
指
し
ま
す
。
単
純
な

文
字
遊
び
で
す
が
優
雅
で
す
。

　
京
都
御
所
紫
宸
殿
の
左
近
の

桜
も
も
と
は
梅
。
梅
を
愛
し
た

嵯
峨
天
皇
ゆ
か
り
の
大
覚
寺
で

は
い
ま
も
左
近
の
梅
の
ま
ま
で
す
。

　
紀
貫
之
の
娘
・
紀
内
侍
ゆ
か

り
の
鶯
宿
梅
、
和
泉
式
部
ゆ
か

り
の
軒
端
の
梅
な
ど
歴
史
あ
る

名
梅
に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
が
、

珍
し
い
と
い
え
ば
新
京
極
・

長
仙
院
の
未
開
紅
で
し
ょ
う
。

こ
の
梅
、
蕾
の
時
は
紅
色
で
花

が
開
く
と
真
っ
白
に
な
る
と
い

う
珍
品
。
都
人
は
こ
ぞ
っ
て
こ

の
蕾
を
愛
で
た
と
言
い
ま
す
。

　
岡
崎
の
東
本
願
寺
別
院
に
は

八
房
の
梅
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

の
花
か
ら
な
ん
と
八
個
の
梅
が

採
れ
る
と
い
う
代
物
。
効
率
が

い
い
と
は
こ
の
こ
と
で
す
ね
。

下
御
霊
神
社
の
萼
緑
梅
は
白
梅

の
萼
が
鮮
や
か
な
緑
色
を
し
て

お
り
色
の
対
照
が
き
れ
い
で
す
。

　
花
で
な
く
と
も
右
京
区
山
ノ

内
の
山
王
神
社
に
あ
る
夫
婦
岩

は
、
岩
の
く
ぼ
み
に
梅
干
を
埋

め
る
と
子
宝
に
恵
ま
れ
る
、あ
る

い
は
初
宮
参
り
の
時
、
梅
干
し

で
鼻
を
つ
ま
む
と
長
生
き
す
る

な
ど
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
梅
は「
埋
め
」
と
「
産
め
」の

両
方
に
通
じ
、
死
と
誕
生
を
合

わ
せ
持
つ
神
秘
的
な
花
で
す
。

こ
の
春
は
馥
郁
と
し
た
香
り
と

と
も
に
梅
の
持
つ
神
性
、
力
も

是
非
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
京
都
学
園
大
学
非
常
勤
講
師
　
堤 

勇
二
）

都
の
珍
梅
、
梅
伝
説

こ
れ

の
き
ば

ち
ょ
う
せ
ん
い
ん

み
か
い
こ
う

さ
ん
の
う

や
つ
ふ
さ

し
も
ご
り
ょ
う

が
く
り
ょ
く
ば
い

き
の
な
い
し

お
う
し
ゅ
く
ば
い

い
ず
み
し
き
ぶ

長仙院・未開紅   蕾は赤だが……

東本願寺岡崎別院・八房の梅

八房の梅の実

下御霊神社・萼緑梅   鮮やかな緑色がきれい

山王神社・夫婦岩   左の女岩のくぼみに納める

夫婦岩   納められた梅干   上からお神酒を注ぐ
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