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近
世
中
期
の
寺
院
非
時
献
立

栗　

原　

礼　

奈

は
じ
め
に

　

全
国
的
に
世
相
が
安
定
し
た
近
世
は
、
経
済
活
動
や
商
業
が
一
定
の
地
域
と
い
う
枠
を
超
え
て
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
発
展

し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
発
展
し
た
経
済
が
生
み
出
す
余
剰
分
は
文
化
面
に
も
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
現
在
「
日
本
食
」
と
し
て

世
界
で
持
て
囃
さ
れ
て
い
る
寿
司
や
、
高
級
料
理
店
も
近
世
に
姿
を
現
し
て
い
る
。「
食
」
へ
の
関
心
が
、
一
定
度
の
身
分
的
地
位
を
持
っ

た
者
達
か
ら
、
広
く
一
般
庶
民
に
ま
で
拡
大
し
た
時
期
が
近
世
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
、
近
世
期
に
多
く
の
料
理
書
が
出
版
さ
れ
た

事
実
か
ら
も
窺
い
知
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
近
世
の
食
文
化
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
古
文
書
や
古
記
録
に
残
さ
れ
た
献
立
を
探
る
事
は
、
そ
の
時
代
に
ど
の
よ

う
な
立
場
、
身
分
に
あ
る
人
々
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
食
材
で
ど
の
よ
う
な
料
理
を
口
に
し
た
の
か
を
端
的
に
語
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
席
で
あ
っ
た
の
か
が
分
れ
ば
、
生
活
の
一
端
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
。
献
立
を
使
用
し
た
先
行
研
究
で
は
、
濱
田
明
美
氏
と

林
淳
一
氏
に
よ
っ
て
幕
府
の
接
待
料
理
を
対
象
に
、
饗
応
時
の
膳
組
の
格
式
を
分
け
る
要
素
に
つ
い
て
の
報
告ⅰ

が
あ
り
、
ま
た
高
正
晴
子

氏
に
よ
っ
て
将
軍
が
食
べ
る
献
立
の
特
色
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
るⅱ

。
同
じ
く
身
分
・
職
種
に
関
し
て
で
は
、
国
外
と
の
窓
口
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で
あ
っ
た
長
崎
奉
行
所
の
献
立
に
つ
い
て
、
外
来
の
食
文
化
の
伝
来
や
肉
食
な
ど
、
豊
富
に
残
さ
れ
た
献
立
を
使
用
し
現
在
に
残
る
食
文
化

に
つ
い
て
探
っ
て
い
る
研
究
書
が
出
版
さ
れ
て
い
るⅲ

。だ
が
、そ
れ
ら
研
究
の
対
象
は
全
て
身
分
的
に
は
上
級
に
位
置
付
け
ら
れ
る
人
（々
も

し
く
は
政
治
組
織
）
が
、
同
じ
く
上
級
身
分
の
人
々
（
同
じ
く
政
治
組
織
）
に
向
け
て
行
わ
れ
る
饗
応
や
食
事
形
態
を
分
析
し
て
い
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
一
般
庶
民
が
同
じ
く
一
般
庶
民
に
対
し
て
振
舞
う
饗
応
料
理
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
主
に
名
主
層
で
は
あ
る
が
、

香
川
県
域
の
庶
民
の
供
応
に
つ
い
て
、
江
戸
期
か
ら
昭
和
初
期
に
至
る
長
期
の
仏
事
献
立
を
分
析
し
検
討
し
て
い
る
報
告
が
秋
山
照
子
氏
よ

り
な
さ
れ
て
い
るⅳ
。

　

本
報
告
で
は
滋
賀
県
甲
賀
市
水
口
町
蓮
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
古
文
書
の
中
か
ら
『
献
立
記
』
と
表
題
の
つ
い
た
一
冊
の
縦
帳
を
中
心

に
据
え
、
近
世
中
期
の
寺
院
で
食
さ
れ
た
非
時
や
ハ
レ
、
そ
し
て
茶
会
の
献
立
を
検
討
し
、
宿
場
町
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
中
小
規
模
の

寺
院
に
お
け
る
饗
応
の
食
文
化
の
一
事
例
を
示
す
事
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

献
立
と
食
材

（
一
）

　

滋
賀
県
甲
賀
市
水
口
町
に
所
在
す
る
水
口
山
蓮
華
寺
は
、
聖
徳
太
子
の
創
立
伝
説
を
持
ち
、
足
利
義
政
に
よ
る
再
建
と
消
失
を
経
て
、
天

正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
に
僧
恵
常
に
よ
る
太
子
堂
再
建
を
待
つ
。
太
子
講
十
三
名
は
蓮
華
寺
境
内
と
称
し
、
近
世
に
は
夫
役
助
郷
を
免
ぜ

ら
れ
て
い
たⅴ

。
創
立
当
初
は
天
台
宗
で
あ
っ
た
が
、
天
正
年
中
に
改
宗
し
真
言
宗
高
田
派
と
な
っ
た
。
近
世
に
は
高
田
派
の
末
寺
で
あ
り
、

ま
た
本
山
専
修
寺
の
掛
所
と
し
て
繁
栄
し
た
寺
院
で
あ
る
。

　

近
世
の
水
口
は
東
海
道
第
五
十
番
目
の
宿
場
町
と
し
て
発
展
し
、
ま
た
水
口
宿
内
で
東
海
道
が
三
筋
に
分
か
れ
、
水
口
宿
を
過
ぎ
る
と
ま

た
合
流
す
る
と
い
う
特
異
な
形
を
有
し
て
い
た
。
寛
永
十
（
一
六
三
三
）
年
に
は
水
口
城
と
将
軍
御
殿
が
作
事
奉
行
小
堀
遠
州
に
よ
っ
て
造
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作
さ
れ
る
。
現
存
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
蓮
華
寺
の
庭
も
小
堀
遠
州
が
造
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
水
口
藩
は
近
世
を
通
じ
て
二
万
～

二
万
五
千
石
で
あ
り
、
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
に
加
藤
明
友
が
藩
主
と
な
る
が
、
二
代
目
の
明
英
の
時
代
に
下
野
国
壬
生
城
の
鳥
居
忠
秀

と
領
地
替
え
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
十
八
年
後
の
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
に
再
び
加
藤
氏
は
水
口
藩
主
と
な
り
、
以
後
幕
末
ま
で
加
藤
氏

が
水
口
を
支
配
す
る
事
と
な
っ
た
。
ま
た
、
御
殿
は
維
持
費
問
題
で
遅
く
と
も
正
徳
五
年
ま
で
に
た
た
ま
れ
、
残
り
の
建
物
も
明
治
七
年
に

破
壊
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
玄
関
は
蓮
華
寺
本
堂
に
移
築
さ
れ
て
お
り
、
現
存
し
て
い
る
。

　

そ
の
蓮
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
古
文
書
の
調
査
と
整
理
を
四
年
程
前
か
ら
継
続
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
の
数
は
三
千
点
近
く
に
上
る
。

本
寺
―
末
寺
関
係
の
古
文
書
か
ら
、
掛
所
と
し
て
の
役
割
が
記
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
講
中
の
動
き
を
記
し
た
も
の
ま
で
多
種
多
様
な
古
文

書
類
が
存
在
し
て
お
り
、
近
世
の
中
小
規
模
の
寺
院
の
動
向
を
探
る
上
で
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
こ
の
調
査
で
発
見
さ

れ
た
史
料
を
使
用
す
る
。

（
二
）

　
『
献
立
記
』
に
は
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
か
ら
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
ま
で
の
十
二
年
間
計
九
回
に
亘
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
レ
」

の
日
の
献
立
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
献
立
の
中
で
、
振
舞
わ
れ
た
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
花
見
会
・
非
時
食
・
使
者
へ
の

振
る
舞
い
・
年
忌
法
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
「
使
者
」
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
蓮
華
寺
が
本
山
専
修
寺
の
掛
所
で
あ
っ
た
事
、

ま
た
蓮
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
古
文
書
調
査
を
通
し
て
、
幾
度
も
専
修
寺
と
蓮
華
寺
の
間
で
使
僧
が
行
き
来
し
て
い
る
事
が
判
明
し
て
い

る
た
め
、「
使
者
」
は
本
山
専
修
寺
か
ら
の
使
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
振
舞
う
相
手
で
あ
る
が
、
右
で
述
べ
た

使
者
の
外
に
は
、
寛
延
三
年
三
月
十
四
・
十
五
日
の
非
時
に
お
い
て
、
蓮
華
寺
の
男
講
中
な
ら
び
に
大
工
二
名
、
蓮
華
寺
近
辺
に
所
在
す
る

寺
関
係
者
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
事
が
分
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
献
立
は
、
変
則
的
な
部
分
も
多
い
が
懐
石
料
理
と
本
膳
料
理
に
分
類
さ
れ
る
膳
立
て
だ
と
思
わ
れ
る
。
懐
石
料
理

と
は
、
僧
侶
が
温
石
を
懐
に
抱
い
て
空
腹
を
し
の
ぐ
よ
う
に
腹
を
温
め
る
だ
け
の
食
事
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
本
来
は
簡
素
な
食
事
を
指
す
。
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一
汁
三
菜
（
向
付
・
煮
物
・
焼
物
）
に
吸
物
・
八
寸
・
強
肴
（
取
肴
）・
香
の
物
・
湯
の
形
が
基
本
と
な
る
。
向
付
は
主
に
刺
身
や
な
ま
す

が
多
く
、
強
肴
は
酒
に
合
う
料
理
が
多
い
。
茶
の
湯
の
発
展
と
と
も
に
懐
石
料
理
も
発
展
し
、
茶
の
湯
の
「
も
て
な
す
」
と
い
う
精
神
か
ら
、

本
膳
料
理
と
は
異
な
り
、
温
か
い
料
理
は
温
か
い
内
に
、
冷
た
い
料
理
は
冷
た
い
内
に
と
配
膳
の
時
期
に
気
を
配
る
。
一
方
で
、
本
膳
料
理

は
正
式
な
日
本
料
理
の
膳
立
て
で
あ
り
、
室
町
時
代
に
武
家
の
礼
法
と
と
も
に
確
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
近
世
期
に
入
る
と
更
に
発
達

し
内
容
や
形
式
が
豊
か
に
な
り
、
同
時
に
作
法
に
多
く
の
規
定
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
本
膳
・
二
の
膳
以
下
、
二
汁
五
菜
、
三
汁
七
菜
な

ど
の
料
理
の
数
に
合
わ
せ
て
三
の
膳
・
与
の
膳
（
焼
物
）・
五
の
膳
（
台
引
）
と
膳
の
数
が
増
加
し
、
見
た
目
の
豪
華
さ
を
誇
示
す
る
面
が

強
いⅵ

。

（
三
）

　
『
献
立
記
』
の
中
に
は
八
五
種
類
の
食
材
が
記
さ
れ
て
お
り
、
記
さ
れ
て
い
る
食
材
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
に
ま
と
め
た
も
の

が
付
表
で
あ
る
。
ま
ず
全
体
を
見
る
と
、
使
用
回
数
が
最
も
多
い
食
材
は
こ
ん
に
ゃ
く
で
あ
り
、
そ
の
回
数
は
十
一
回
を
数
え
る
。
次
に
回

数
が
多
い
食
材
と
し
て
松
茸
（
八
回
）、
麩
（
八
回
）、
大
根
（
七
回
）
と
続
く
。
こ
ん
に
ゃ
く
は
、
酢
で
あ
え
た
も
の
、
つ
と
こ
ん
に
ゃ
く
、

氷
こ
ん
に
ゃ
く
、
糸
こ
ん
に
ゃ
く
、
あ
げ
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
、「
こ
ん
に
ゃ
く
」
と
し
て
何
の
説
明
も
無
い
ま
ま
献
立
に
記
載
さ
れ
て
い
る

方
が
珍
し
く
、
種
類
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
と
言
え
る
。
麩
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
指
摘
可
能
で
あ
り
、「
麩
」
と
し
て
よ
り
も
「
揚

麩
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
回
数
が
多
い
。
使
用
回
数
が
六
回
の
豆
腐
も
、「
豆
腐
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
く
、
必
ず
揚
げ
豆

腐
や
つ
と
豆
腐
な
ど
と
い
っ
た
調
理
方
法
や
盛
り
付
け
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
豆
腐
に
関
し
て
は
、
蓮
華
寺
の
古
文
書
調
査
に
お
い
て
蓮

華
寺
が
普
段
食
と
し
て
購
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
食
材
の
代
金
覚
書
を
多
数
整
理
し
た
が
、
そ
の
際
に
必
ず
と
言
っ
て
良
い
程
「
豆
腐
」
が

購
入
さ
れ
て
お
り
、
更
に
は
数
丁
か
ら
数
十
丁
と
い
う
か
な
り
の
量
ま
で
書
か
れ
た
覚
書
も
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
豆
腐
は
寺
院
に
と
っ
て

欠
か
せ
な
い
食
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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あ 青のり ⑦ なすび ⑥⑥⑦
あまのり ②③④④⑤ 根芋 ⑤⑦
鮎 ⑥ ねぎ ⑥
鮑 ⑤水 のり ②す⑥⑦しろ⑧浅草
岩たけ ⑤ は はえ ⑥
うこぎ ①⑨ 花かつお ⑤
うど ③④白ぬたあえ④酢味噌⑧青あえ⑧⑨ はんぺん ⑦
うば ④ 麩 ②あげ③③④あげ⑦あげ⑧あげ
うみぞうめん ③⑦ ⑧酒⑨あげ
梅干 ④⑧⑨ ふき ②④
おこ ⑦ ぶり ⑥
かや ⑨ ま 干だら ①

か からし ⑦ 松茸 ①塩②③④⑦⑦⑧⑨
かわたけ ③④⑦ 三つ葉 ①②⑧
寒天 ③⑨色 みのくろ ③⑨
かんぴょう ② みょうが ④⑦子
菊葉 ⑦あげ⑧⑨ みる ③
きくらげ ④⑦ めざし ⑤⑥
ぎんなん ②⑦⑧ や もずく ②⑦
くこ ④ やきさゆ ⑤たて酢
くし貝 ⑤⑥ 山葵 ⑦青な塩
葛 ⑦切⑦あん⑧大⑨大 山の芋 ①③⑤⑧⑨
くらげ ④ 柚 ⑦吸口⑧けん
栗 ③⑧⑨ ら ゆば ⑨
くわい ②③③④④あげ⑨ わ ゆびし ④
胡椒 ④⑦ 蓮根 ③④⑦⑧⑨
ごぼう ④皮⑥⑦たたき⑧うみ⑨うみ わかめ ①
こんにゃく ①酢②②氷②酢③あげ③あげ④糸⑤氷 わさび ④いり酒

⑦糸⑧つと⑨ わしのめ ③
こんぶ ②あげ④平④⑧平
座禅豆 ①

さ 鯖 ⑤水 香の物 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
山椒 ⑦青⑦わり
椎茸 ②④⑧⑨ 菓子類 せんべい ⑦
しそ ⑥⑦ 干菓子 ⑧
しめじ ③⑦⑧ 真瓜 ⑦
じゅんさい ④青み⑦ まんじゅう ⑦
しょうが ⑦⑦⑧⑨ 餅 ⑧
自然薯 ⑥⑦とろろ 葛蕷 ⑦塩煮
しろ ④
すいせん ④ 酒 ①④⑧⑧⑧⑨
すし ④ 中酒 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
するめ ⑥堂
ぜんまい ②⑦⑧生⑨ 醤油
空豆 ④ 味噌
鯛 ⑥塩子

た 大根 ②干②④④もみ⑧⑧干⑨
大豆 ⑧折 すし・茶漬け・麦飯・やき飯 ④
竹の子 ②③④ 鮒寿司 ⑥
たで ④⑤⑥⑥⑦
たまご ①⑤わり⑦もどき ①元文4年3月20日②？③4月④4月28日⑤7月25日
ちしゃ ⑨ ⑥延享元年6月8日⑦6月17日⑧寛延3年3月14日⑨同3月15日
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こ
れ
ら
の
食
材
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
季
節
を
問
わ
ず
食
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
麩
と
大
根
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
膾
か
ら
煮
物
、

汁
物
な
ど
多
岐
に
亘
る
料
理
に
使
用
さ
れ
、
種
類
・
調
理
方
法
が
豊
富
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
旬
に
気
を
使
う
こ
と
な

く
一
年
中
あ
ら
ゆ
る
食
材
を
口
に
出
来
る
現
代
と
は
違
い
、
近
世
で
は
こ
う
し
た
饗
応
の
場
に
お
い
て
、
旬
の
食
材
を
そ
れ
に
最
も
相
応
し

い
調
理
方
法
で
振
舞
う
こ
と
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
う
し
た
饗
応
の
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
旬
の
食
材
を
相
手
に
出

す
こ
と
と
同
時
に
季
節
に
左
右
さ
れ
な
い
食
材
を
使
用
し
た
料
理
も
饗
応
側
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、

飽
き
さ
せ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
饗
応
側
と
料
理
人
に
と
っ
て
は
神
経
を
使
う
食
材
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

更
に
、
冷
蔵
庫
や
冷
凍
庫
が
生
活
必
需
品
と
な
っ
て
い
る
現
代
で
は
食
材
を
長
期
に
亘
り
家
庭
内
で
も
た
や
す
く
保
管
で
き
る
が
、
江
戸

時
代
は
勿
論
不
可
能
で
あ
り
、
ま
し
て
琵
琶
湖
の
舟
運
を
使
用
し
た
と
し
て
も
内
陸
で
あ
る
水
口
宿
で
は
、
海
由
来
の
も
の
を
新
鮮
な
ま
ま

食
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、『
献
立
記
』
に
記
さ
れ
た
鮑
や
サ
バ
、
鯛
と
い
っ
た
食
材
は
塩
漬
け
に
さ
れ
た

も
の
や
干
し
た
も
の
な
ど
、
長
距
離
輸
送
に
耐
え
う
る
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
海
由
来
の
食
材
で
は
唯
一
、

海
藻
類
が
種
類
、
回
数
共
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
青
の
り
か
ら
、
あ
ま
の
り
、
う
み
ぞ
う
め
ん
、
昆
布
、
と
つ
さ
か
（
と
さ
か
の
り
か
）、

も
ず
く
、
わ
か
め
な
ど
多
く
の
名
前
が
見
ら
れ
た
。
同
じ
く
、
茸
類
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
献
立
記
』
に
登
場
す
る

茸
類
は
、
岩
た
け
、
か
わ
た
け
、
き
く
ら
げ
、
椎
茸
、
し
め
じ
、
松
茸
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
海
藻
類
や
茸
類
と
い
っ
た
食
材
は
、

そ
の
種
類
や
回
数
か
ら
『
献
立
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
ハ
レ
」
の
日
以
外
で
も
、
当
時
の
料
理
、
そ
し
て
食
事
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し

て
日
常
的
に
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

ま
た
、
伊
勢
御
師
の
商
業
的
活
動
の
ひ
と
つ
に
、
檀
家
廻
り
の
際
の
音
物
と
し
て
伊
勢
土
産
の
伊
勢
暦
と
一
緒
に
海
苔
を
持
参
し
て
い
た

話
は
有
名
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
海
藻
類
と
茸
類
は
乾
燥
さ
せ
て
長
期
保
存
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
か
、『
献
立
記
』
の
中
で
は
季
節

を
問
わ
ず
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
松
茸
で
あ
っ
て
も
『
献
立
記
』
の
中
で
は
季
節
を
問
わ
ず
献
立
の
中
に
出
て
お
り
、
現
代
で
は
松
茸

は
秋
に
食
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
食
に
関
し
て
現
代
と
の
違
い
が
分
か
る
一
例
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

次
に
、
献
立
に
欠
か
せ
な
い
平
皿
・
汁
・
吸
い
物
・
そ
の
他
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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・
平
皿

　

平
皿
は
饗
応
の
際
の
メ
イ
ン
料
理
と
な
る
た
め
、
使
用
さ
れ
て
い
る
食
材
も
一
番
多
い
。『
献
立
記
』
に
登
場
す
る
八
五
種
類
の
内
三
三

種
類
が
平
皿
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
献
立
記
』
に
お
い
て
、
栗
な
ど
は
平
皿
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。
献
立
一
回
を
取
っ
て
も
、

殆
ど
の
献
立
で
平
皿
の
下
部
に
書
か
れ
て
い
る
食
材
数
が
最
も
多
い
。
メ
イ
ン
料
理
と
い
う
こ
と
は
即
ち
平
皿
が
一
番
目
に
付
く
料
理
で
あ

る
た
め
、
彩
り
や
味
に
最
も
気
を
使
う
と
考
え
ら
れ
、
先
に
挙
げ
た
栗
は
恐
ら
く
彩
り
を
添
え
る
食
材
と
し
て
平
皿
に
盛
り
付
け
ら
れ
た
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
、
た
で
・
は
じ
か
み
（
生
姜
・
山
椒
の
古
称
）・
唐
辛
子
・
し
そ
・
生
姜
と
い
っ
た
薬
味
類
も
平
皿
に
多
く
使

用
さ
れ
て
お
り
、
味
付
け
の
際
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
こ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
麩
や
豆
腐
が
平
皿
で
饗
さ
れ
る
際
に
は
揚
げ
麩
、
揚
げ
豆
腐
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、「
揚
げ
る
」
と
い
う
ひ
と
手
間
か

け
た
料
理
が
出
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。『
献
立
記
』
は
寺
院
関
係
の
献
立
料
理
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
生
臭
」
も
の
は
あ
ま
り
使

用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
使
用
さ
れ
る
際
に
は
、
平
皿
に
お
い
て
生
臭
も
の
が
饗
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
平
皿
に
最
も
力

を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

・
汁
　
吸
い
物

　

汁
は
平
皿
の
次
に
使
用
食
材
が
多
い
料
理
で
あ
る
。
ま
た
、
汁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
食
材
は
全
九
回
の
献
立
で
一
回
の
み
使
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
食
材
が
多
い
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
吸
い
物
は
汁
と
は
逆
に
、
同
じ
食
材
が
何
度
も
繰
り
か
え
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
。
し
め
じ
等
は
吸
い
物
の
み
に
使
わ
れ
て
い
る
し
、
松
茸
も
吸
い
物
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
松
茸
の
吸
い
物
は
現
代
で
も

良
く
見
ら
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
現
代
へ
繋
が
る
食
文
化
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
一
方
で
、
め
ざ
し
も
吸
い
物
に
の
み
使
わ
れ

て
い
る
。
だ
し
を
と
る
た
め
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
め
ざ
し
を
吸
い
物
に
使
用
す
る
と
い
う
献
立
は
現
代
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
献
立
が
近
世
で
は
当
た
り
前
の
献
立
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
現
代
の
過
渡
期
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
水
口
周
辺
地
域
、
も
し
く
は
近
畿
や
西
日
本
と
い
う
広
範
な
地
域
で
見
ら
れ
た
料
理
方
法
で
あ
っ
た
の
か
は
こ
れ
か
ら
の
献

立
関
係
の
研
究
に
よ
っ
て
類
推
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
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・
そ
の
他

　

当
た
り
前
で
あ
る
が
、
ご
飯
は
必
ず
出
さ
れ
る
料
理
で
あ
る
。『
献
立
記
』
の
場
合
、
単
な
る
白
飯
と
思
わ
れ
る
「
飯
」
と
の
み
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
麦
飯
や
寿
司
、
や
き
飯
の
茶
漬
け
と
い
っ
た
一
工
夫
を
凝
ら
し
た
ご
飯
物
も
『
献
立

記
』
の
中
に
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
全
九
食
中
一
食
の
み
で
は
あ
る
が
、「
鮒
す
し
」
と
書
か
れ
た
献
立
が
あ
り
、
言
う
ま
で

も
な
く
鮒
寿
司
は
近
江
地
方
の
名
産
品
と
し
て
名
高
い
。こ
の
献
立
が
振
舞
わ
れ
た
相
手
は
残
念
な
が
ら
分
ら
な
い
も
の
の
、遠
方
か
ら
や
っ

て
来
た
相
手
に
振
舞
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
饗
応
料
理
と
し
て
地
域
の
名
産
や
特
産
品
が
好
ん
で
選
ば
れ
る
と
い
う
の
は
、
現
代
で
も
近
世

で
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

記
載
さ
れ
て
い
る
回
数
は
少
な
い
が
、
味
噌
や
醤
油
と
い
っ
た
調
味
料
も
顔
を
出
し
て
い
る
。
味
噌
に
関
し
て
は
味
噌
和
え
や
味
噌
汁
と

し
て
、
我
々
に
も
容
易
に
想
像
で
き
る
形
で
顔
を
見
せ
て
い
る
し
、
醤
油
に
関
し
て
は
近
世
期
に
近
江
の
日
野
で
醤
油
が
生
産
さ
れ
て
お

り
、
日
野
産
の
醤
油
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
平
皿
の
際
に
も
書
い
た
が
、
タ
デ
や
カ
ラ

シ
、
山
椒
、
胡
椒
、
唐
辛
子
、
柚
、
わ
さ
び
な
ど
の
味
付
け
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
る
調
味
料
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
献
立
記
』

で
は
特
に
タ
デ
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
タ
デ
は
水
鯖
や
鮎
、
鮒
寿
司
と
い
っ
た
生
臭
も
の
と
一
緒
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
薬
味

と
し
て
普
及
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
調
味
料
や
薬
味
を
使
用
し
た
味
付
け
が
、
饗
応
さ
れ
る
人
々
の
舌
を
楽
し
ま
せ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
膳
料
理
の
五
の
膳
は
台
引
と
言
っ
て
、
土
産
物
と
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
台
引
と
し
て
、『
献
立
記
』
の
中
に
は

饅
頭
や
落
雁
と
い
っ
た
お
菓
子
類
が
見
ら
れ
る
。
他
に
は
せ
ん
べ
い
や
干
菓
子
も
あ
れ
ば
、
比
較
的
入
手
が
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
餅

や
真
瓜
な
ど
も
こ
の
台
引
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
近
世
期
に
爆
発
的
に
発
達
し
た
経
済
や
文
化
に
支
え
ら
れ
、
農
村
部
に
ま
で
砂
糖
を
使

用
し
た
お
菓
子
類
が
浸
透
し
は
じ
め
る
の
は
十
九
世
紀
頃
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
一
大
消
費
都
市
で
あ
る
京
都
に
近
く
、
し
か
も
宿
場
町
で

あ
っ
た
水
口
に
所
在
す
る
蓮
華
寺
に
お
い
て
は
、
一
七
四
〇
年
頃
に
す
で
に
饗
応
の
際
に
お
菓
子
類
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
も
不
思
議
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
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以
上
、
各
皿
や
料
理
内
で
の
特
徴
を
述
べ
て
き
た
が
、『
献
立
記
』
全
九
回
の
献
立
の
内
、
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
六
月
八
日
の
献
立

は
少
々
他
と
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
蓮
華
寺
『
献
立
記
』
は
寺
院
が
振
舞
っ
た
饗
応
食
で
あ
る
た
め
、
生
臭
も
の
の
使
用
頻
度
は
や
は
り

低
い
。
そ
の
中
で
、
延
享
元
年
六
月
八
日
の
献
立
に
は
、
鮎
、
焼
き
は
え
、
塩
子
鯛
、
く
し
貝
、
鮒
寿
司
、
堂
す
る
め
と
い
っ
た
、
生
臭
も

の
に
分
類
出
来
る
で
あ
ろ
う
食
材
や
料
理
が
一
度
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
事
に
こ
れ
ら
の
献
立
が
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由

に
お
い
て
、
ど
う
い
っ
た
人
物
に
振
舞
わ
れ
た
の
か
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
献
立
は
寺
院
関
係
者
で
は
な
い
人
物
、
例

え
ば
極
々
個
人
的
な
相
手
で
あ
る
と
か
、
水
口
の
宿
場
関
係
、
あ
る
い
は
藩
関
係
の
人
物
に
振
舞
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
想
像
す
る
に
止

ま
る
が
、
寺
院
が
接
待
側
で
あ
っ
て
も
臨
機
応
変
に
あ
ら
ゆ
る
食
材
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
献
立
で
あ
る
。

（
四
）

　
『
献
立
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
年
号
の
一
年
前
、
元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
の
年
号
を
持
っ
た
『
本
山
證
拠
如
来
御
寄
輿
録
』

と
い
う
縦
帳
が
あ
る
。
こ
の
中
に
、
二
月
十
七
日
の
晩
と
翌
日
の
朝
、
そ
し
て
六
月
二
十
四
日
の
夕
と
翌
日
の
朝
の
計
四
食
の
献
立
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
縦
帳
の
表
題
か
ら
推
測
す
る
に
、
恐
ら
く
下
野
国
に
あ
る
本
寺
専
修
寺
の
本
尊
で
あ
る
一
光
三
尊
仏
が
下
野
国
か
ら
京
都

に
出
開
帳
を
す
る
際
に
、
掛
所
で
あ
る
蓮
華
寺
に
止
宿
し
た
際
の
献
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
光
三
尊
仏
が
京
都
で
幾
度
も
出
開

帳
を
行
い
そ
の
度
に
蓮
華
寺
に
止
宿
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
そ
の
際
の
蓮
華
寺
講
中
の
動
き
な
ど
が
蓮
華
寺
の
古
文
書
に
記
録
が
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。

　

二
月
十
七
日
に
は
「
念
佛
講
中
初
参
会
」
と
書
か
れ
、
晩
と
翌
日
の
朝
の
献
立
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
晩
の
献
立
と
し
て
は
、
向
付
だ

と
考
え
ら
れ
る
場
所
に
ご
ま
酢
の
和
え
物
と
し
て
、
海
月
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
大
根
・
く
り
・
し
ょ
う
が
、
汁
に
干
大
根
・
ぜ
ん
ま
い
・
ち
し
ゃ

（
レ
タ
ス
の
一
種
）・
ふ
き
が
書
か
れ
、
香
の
物
と
飯
が
あ
り
、
和
え
物
に
れ
ん
こ
ん
・
に
ん
じ
ん
・
く
わ
い
、
更
に
膳
を
引
い
た
後
に
も
う

一
度
平
皿
が
出
さ
れ
、
揚
げ
豆
腐
・
皮
牛
蒡
・
平
昆
布
・
か
ん
ぴ
ょ
う
・
う
こ
ぎ
、
そ
し
て
漬
物
（
本
文
中
に
は
浸
物
）
と
肴
に
煮
し
め
こ

ん
に
ゃ
く
・
酒
麩
が
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
朝
に
は
、
同
じ
く
向
付
と
思
わ
れ
る
場
所
に
和
え
物
の
大
根
・
く
り
・
か
ら
し
・
菜
が
書
か
れ
、
汁
、
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香
の
物
、
飯
が
あ
り
、
煮
物
に
牛
蒡
と
こ
ん
に
ゃ
く
、
膳
を
引
い
た
後
に
平
皿
に
焼
き
豆
腐
・
山
芋
・
椎
茸
・
わ
ら
び
、
和
え
物
に
う
ど
・

か
わ
た
け
、
肴
は
漬
物
（
浸
物
）
と
し
て
み
つ
ば
と
千
切
り
大
根
が
出
さ
れ
た
。

　

六
月
二
十
四
日
の
献
立
に
は
「
御
霊
宝
御
止
宿
」
と
始
め
に
書
か
れ
て
お
り
、
如
来
像
と
同
じ
よ
う
に
高
田
派
の
寺
宝
が
掛
所
で
あ
る
蓮

華
寺
を
経
由
し
た
際
の
献
立
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
前
日
に
旦
那
中
が
惣
掃
除
を
し
た
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
掛
所
と
旦
那
中
と
の
役
割
の

一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
問
題
の
献
立
は
、
夕
に
酢
の
和
え
物
と
し
て
浅
う
り
・
た
で
・
し
う
（
紫
芋
。
唐
芋
の
こ
と
）・
き
く

ら
げ
、
汁
に
は
み
ょ
う
が
・
た
ぬ
き
・
ご
ぼ
う
、
香
の
物
と
飯
が
出
さ
れ
、
羹
に
は
か
ん
ぴ
ょ
う
と
黒
豆
、
膳
を
引
い
た
後
に
平
皿
で
な
す

び
・
く
ず
あ
ん
・
か
ら
し
、
猪
口
に
和
え
物
の
さ
さ
げ
、
最
後
に
白
や
き
の
豆
腐
と
た
で
酢
が
出
さ
れ
た
。
翌
朝
に
は
、
う
り
も
み
、
汁
に

は
丸
な
す
び
・
し
う
ま
き
、
香
の
物
と
飯
が
出
さ
れ
、
羹
に
は
こ
ん
に
ゃ
く
と
か
ん
ぴ
ょ
う
、
膳
を
引
い
た
後
、
平
皿
に
揚
げ
豆
腐
・
ぜ
ん

ま
い
、
猪
口
に
和
え
物
の
み
ょ
う
が
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
四
食
分
の
献
立
を
見
る
限
り
、
基
本
的
に
『
献
立
記
』
に
記
さ
れ
た
献
立
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
事
が
分
か
る
。
献
立
が
書
か
れ

た
年
が
非
常
に
近
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
寺
院
が
振
舞
う
料
理
に
お
け
る
、
あ
る
程
度
の
形
式
と
い
う
も
の

が
こ
の
献
立
や
『
献
立
記
』
か
ら
窺
い
知
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
元
文
三
年
の
史
料
に
は
非
常
に
面
白
い
こ
と
に
最
後

に
「
料
理
人
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
料
理
を
作
っ
た
人
物
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
料
理
を
作
っ
た
の
は
、
魚
屋
町
の

弥
右
衛
門
、
札
辻
の
市
兵
衛
、
鍵
町
の
惣
七
で
あ
る
と
い
う
。
魚
屋
町
・
札
辻
・
鍵
町
は
全
て
水
口
宿
に
存
在
し
て
い
た
（
現
在
で
も
存
在

し
て
い
る
）
地
名
で
あ
り
、
そ
こ
に
居
住
す
る
彼
ら
三
名
が
腕
を
振
る
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
が
果
た
し
て
料
理
人
と
し
て
師
弟
関
係

に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
三
名
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
料
理
人
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
関
係
性
や
、
料
理
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
彼
ら
が
蓮
華
寺
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
判
然
と
し
な
い
が
、
水
口
が
東
海
道
の
宿
場
町
と
し

て
繁
栄
し
て
い
た
限
り
、宿
屋
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、そ
こ
に
は
料
理
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。『
献
立
記
』

の
料
理
が
果
た
し
て
誰
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、彼
ら
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
蓮
華
寺
所
蔵
の
古
文
書
に
、
年
欠
が
殆
ど
で
は
あ
る
が
水
口
宿
内
の
大
池
町
の
八
百
屋
か
ら
揚
を
買
っ
た
覚
で
あ
る
と
か
、
同
じ
く
大
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池
町
の
野
上
屋
で
揚
・
豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
の
購
入
記
録
、
他
の
店
で
も
切
干
や
椎
茸
を
購
入
し
て
い
る
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た

宿
場
内
の
店
で
手
に
入
る
食
材
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
饗
応
料
理
が
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
五
）

　

寺
院
に
お
け
る
非
時
献
立
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
が
、
蓮
華
寺
文
書
の
中
に
は
、
蓮
華
寺
が
参
加
し
た
茶
事
に
つ
い
て
の
古
文
書
が
非
常

に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
年
を
欠
い
て
お
り
、
い
つ
行
わ
れ
た
茶
会
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
年
号
を
備
え
た
古
文
書

を
見
る
限
り
で
は
、
古
く
て
も
寛
政
期
ま
で
で
、
多
く
が
文
化
・
文
政
頃
の
茶
会
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
年
号

が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
一
ヶ
月
の
間
に
二
回
も
茶
会
が
行
わ
れ
て
い
る
時
も
あ
り
、
茶
会
が
頻
繁
に
催
さ
れ
て
い

た
事
が
分
か
る
史
料
で
あ
る
。
史
料
の
問
題
も
あ
る
が
、
文
化
・
文
政
期
に
茶
会
史
料
が
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
考
察
の
余
地
を
残
す
も

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
茶
会
に
つ
い
て
の
史
料
は
、ま
ず
何
時
、ど
こ
で
、誰
を
主
と
し
誰
を
客
と
し
て
茶
会
が
催
さ
れ
る
の
か
、次
に
床
、軸
、茶
器
、花
、

香
合
、
釜
、
茶
杓
、
茶
入
、
水
差
、
そ
し
て
茶
器
な
ど
に
何
を
使
用
す
る
の
か
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
井
戸
形
茶
碗
や
、
青
磁
、
信
楽
、

瀬
戸
物
、
仁
清
と
い
っ
た
名
が
連
ね
ら
れ
、
飾
ら
れ
る
軸
に
書
か
れ
て
い
る
文
言
す
ら
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
茶
会
に
つ
い
て

の
古
文
書
の
最
後
に
は
必
ず
茶
懐
石
で
出
さ
れ
た
料
理
献
立
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
食
文
化
を
知
る
上
で
大
変
興
味
深
い
史
料
と
言

え
る
。
今
回
は
、
蓮
華
寺
の
茶
会
史
料
の
中
か
ら
比
較
的
古
い
と
思
わ
れ
る
文
化
己
巳
（
一
八
〇
九
）
年
十
月
の
茶
会
と
、
茶
会
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
る
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
四
月
二
十
七
日
の
献
立
を
紹
介
し
た
い
。

　

文
化
六
年
の
茶
懐
石
で
は
、
向
付
と
し
て
大
根
の
お
ろ
し
煮
、
汁
に
な
め
た
け
、
飯
の
後
に
、
猪
口
に
せ
い
ご
・
う
ど
、
引
重
に
西
瓜
奈

良
漬
・
鯛
の
切
り
身
雲
丹
焼
き
、
吸
い
物
に
ふ
き
の
と
う
、
取
肴
に
甘
露
杏
・
鮎
糖
漬
、
強
肴
に
塩
鯛
造
り
身
、
菓
子
に
幾
夜
餅
と
惣
菓
子

と
し
て
大
あ
る
へ
い
糖
が
出
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
文
政
三
年
の
茶
懐
石
に
は
、
向
付
と
し
て
塩
鯛
・
み
ょ
う
が
・
し
そ
、
汁
は
赤
味
噌
で

人
参
菜
・
か
や
、
平
皿
に
鱧
の
崩
し
身
・
松
茸
・
割
あ
ら
め
、
吸
い
物
に
干
ふ
ぐ
、
吸
い
口
に
は
湯
の
花
が
使
わ
れ
、
取
肴
は
蓮
寿
司
・
つ
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く
ば
ね
、
強
肴
に
玉
子
崩
し
・
か
ま
ぼ
こ
・
お
ろ
し
醤
油
、
香
の
物
に
き
ゅ
う
り
・
大
根
、
菓
子
に
栗
よ
う
か
ん
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
茶
懐
石
の
献
立
と
『
献
立
記
』
に
記
さ
れ
た
献
立
と
の
間
で
決
定
的
に
相
違
す
る
点
と
し
て
、
生
臭
も
の
の
多
さ
を
挙
げ
る
事
が

出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
年
号
が
分
か
ら
な
い
茶
懐
石
の
献
立
を
含
め
て
も
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
に
魚
の
名
前
が
一
回
は
記

さ
れ
て
お
り
、
茶
懐
石
に
お
い
て
は
魚
料
理
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
更
に
、
魚
の
中
で
は
鯛
、
そ
し
て
海
老
を
出
す

傾
向
が
あ
り
、「
も
て
な
し
」
を
重
要
視
す
る
茶
懐
石
で
は
鯛
と
海
老
が
最
も
そ
れ
に
相
応
し
い
魚
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
現
代
の
茶
懐
石
に
お
い
て
は
鮪
な
ど
が
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
蓮
華
寺
文
書
の
茶
懐
石
の
献
立
で
は
ス
ズ
キ
、
サ
ワ
ラ
、

ボ
ラ
、
キ
ス
な
ど
鯛
以
外
の
魚
が
出
さ
れ
る
場
合
で
も
必
ず
白
身
魚
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
赤
身
魚
よ
り
白
身
魚
の
方
が
格
上
と
考
え
ら
れ

て
い
た
近
世
に
お
い
て
饗
応
料
理
に
ふ
さ
わ
し
い
献
立
と
な
っ
て
い
る
。

　

調
理
方
法
に
関
し
て
も
、
寺
院
関
係
の
『
献
立
記
』
や
『
本
山
證
拠
如
来
御
寄
輿
録
』
で
は
和
え
物
が
多
か
っ
た
が
、
一
転
し
て
茶
懐
石

で
は
和
え
物
が
少
な
く
な
り
、
手
間
隙
を
か
け
た
料
理
が
出
さ
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
ま
た
、
茶
懐
石
で
は
菓
子
や
果
物
類
も
『
献
立
記
』

に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
種
類
が
豊
富
で
あ
る
。茶
懐
石
の
古
文
書
は
十
九
世
紀
の
も
の
で
あ
る
た
め
、砂
糖
が
入
手
し
易
い
環
境
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
先
に
紹
介
し
た
文
化
六
年
の
茶
懐
石
で
は
「
あ
る
へ
い
糖
」
が
出
さ
れ
て
い
る
し
、「
敷
砂
糖
」
と
い
う
文
字
も
度
々

見
ら
れ
、
砂
糖
を
使
っ
た
も
の
が
多
い
。
果
物
で
も
梨
、
柿
、
み
か
ん
、
ぶ
ど
う
の
名
前
が
見
ら
れ
、『
献
立
記
』
の
中
で
は
「
せ
ん
べ
い
」

と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
せ
ん
べ
い
も
、
白
せ
ん
べ
い
、
せ
ん
べ
い
敷
砂
糖
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
茶
懐
石
の
場
で
は
通
常
の
せ

ん
べ
い
と
は
異
な
る
高
級
な
も
の
が
出
さ
れ
て
い
た
か
、
時
代
が
下
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
食
文
化
の
繁
栄
を
映
し
出
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
茶
懐
石
の
献
立
は
明
ら
か
に
寺
院
で
出
さ
れ
る
饗
応
食
と
は
違
い
、
贅
を
尽
く
し
た
献
立
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
下
る

こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
茶
会
の
場
に
蓮
華
寺
が
参
加
し
、
こ
れ
ら
の
料
理
を
食
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
近

世
の
寺
院
に
お
け
る
献
立
と
は
少
々
異
な
る
が
、
寺
院
が
参
加
し
て
い
る
茶
懐
石
の
献
立
料
理
に
つ
い
て
も
、
単
に
「
ハ
レ
」
の
食
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
近
世
の
寺
院
の
生
活
実
態
を
探
る
た
め
に
更
な
る
研
究
考
察
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
近
世
中
期
の
献
立
が
記
さ
れ
た
『
献
立
記
』
を
中
心
に
据
え
、
中
小
規
模
の
寺
院
に
お
け
る
非
時
食
の
一
事
例
を
示
し
た
。
食

文
化
が
花
開
い
た
と
言
わ
れ
る
近
世
期
で
は
あ
る
が
、
寺
院
に
お
い
て
も
非
常
に
多
様
な
食
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
、

こ
ん
に
ゃ
く
や
麩
、
大
根
、
豆
腐
と
い
っ
た
蓮
華
寺
で
恐
ら
く
普
段
か
ら
口
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
食
材
を
使
用
し
つ
つ
、
一
工
夫
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
十
分
に
饗
応
料
理
と
し
て
通
用
す
る
献
立
が
記
さ
れ
て
い
た
。『
献
立
記
』に
記
さ
れ
た
食
材
は
一
目
で
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
、

決
し
て
物
珍
し
い
食
材
を
使
用
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
蓮
華
寺
や
水
口
宿
、
ひ
い
て
は
こ
の
時
期
の
一
般
庶
民
が
口
に
し
て
い
た
食
材
を

使
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
料
理
を
作
っ
た
料
理
人
も
宿
場
町
に
居
住
し
て
い
る
人
々
で
あ
り
、「
寺
院
」
と
い
う
特
殊
な

立
場
で
あ
る
も
の
の
、
食
文
化
や
食
生
活
に
至
っ
て
も
地
域
に
密
接
に
関
わ
っ
て
存
在
し
う
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

一
方
で
、
茶
懐
石
の
場
で
は
豪
華
と
言
え
る
食
材
を
使
用
し
た
料
理
を
食
し
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
誰
も
が
口
に
出
来
た

食
材
や
料
理
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
蓮
華
寺
の
古
文
書
に
よ
っ
て
、
地
域
と
一
体
で
あ
る
寺
院
の
姿
と
、
本
末
関
係
や
知
識
人
、
教
養
人

と
し
て
の
寺
院
の
姿
と
い
う
二
通
り
の
姿
が
「
献
立
」
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

幕
府
に
関
係
す
る
献
立
の
研
究
が
進
む
中
で
、
一
般
民
衆
の
食
文
化
研
究
も
よ
り
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
懐
石
料
理
と
は
本

来
、
寺
院
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
食
文
化
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
食
文
化
の
始
点
と
も
言
え
る
寺
院
に
お
い

て
振
舞
わ
れ
た
懐
石
料
理
の
献
立
を
通
し
て
、
近
世
の
食
文
化
を
探
ろ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
か
ら
更
に
、
蓮
華
寺
と
同
じ
中
小
規
模
の
寺
院

に
お
け
る
献
立
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、村
や
町
と
い
っ
た
一
般
民
衆
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
食
文
化
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、

「
寺
院
」
と
い
う
特
殊
な
立
場
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
食
に
関
す
る
文
化
や
特
異
点
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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ⅰ
　

 
濱
田
明
美
・
林
淳
一
「
江
戸
幕
府
の
接
待
に
み
ら
れ
る
江
戸
中
期
か
ら
後
期
の
饗
応
の
形
態
」『
日
本
家
政
学
会
誌 

40
』（
一
九
八
九
）　

同
第
２
報
（
一
九
九
〇
）

ⅱ

　

 
高
正
晴
子
「
将
軍
の
献
立
に
つ
い
て
―
11
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
献
立
に
み
る
特
色
―
」『
日
本
家
政
学
会
誌 

45
』（
一
九
九
四
）

ⅲ

　

 

江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
―
南
蛮
食
べ
も
の
百
科
』
吉
川
弘
文
館
（
二
〇
一
一
）

ⅳ

　

 

秋
山
照
子
「
香
川
県
域
・
江
戸
時
代
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
仏
事
献
立
の
変
容
（
第
１
報
） 

皿
の
食
品
お
よ
び
料
理
の
動
向
を
事
例
と
し
て
」　

同
第
２

報
『
日
本
家
政
学
会
誌 

49
』（
一
九
九
八
）

　
　

同「
香
川
県
域
・
江
戸
時
代
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
仏
事
献
立
―
小
食
・
茶
漬
・
夕
永
・
非
時
他
に
お
け
る
地
域
性
―
」『
日
本
家
政
学
会
誌 

51
』（
二
〇
〇
〇
）

ⅴ

　

 『
水
口
町
史
』

ⅵ

　

 

串
岡
慶
子
『
懐
石
料
理
の
知
恵
』
ち
く
ま
新
書
（
一
九
九
八
）
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献
立
記 

  

元
文
四
己

未

三
月
廿
日
花
見
ノ

会 

 
 
 
 

落
着 

一
御
酒 

 
 
 
 

 

一
取
肴 
わ
か
め

干
だ
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
座
禅
豆 

一
平
皿 

て
ん
が
く 

 

一
吸
物
椀 

山
の
い
も

み

つ

ば
ノ 

一
香
乃
物 

 
 
 

皿
は
す 

 
 

一和
会

ち物

よ
く 

う
こ
ぎ 

 
 

一
中
酒 

 
 

一
肴 

た
た
き 

一
吸
物 

塩
松
た
け

た

ま

ご 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
さ
か
な 

酢
ご
ん
に
や
く 

  
 
 

心
光
寺
入
院
振
舞 

 
 
 
 

 

香
の
物 

 
 

汁  

 

酢 

 

皿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食 

 
 
 

 

羹
さ
ま
し 

   
 
 

 

平
皿 

わ
け
た
う
ふ

ぜ
ん
ま
い 

 
 
 

 

和
会
物 

く
わ
い 

 
 
 

 

中
酒 

 
 
 

 

挨 

酢
こ
ん
に
や
く 

 
 
 

 

吸
物 

み
つ
ば 

ぎ
ん
な
ん 

 
 
 

 

挨 

あ
げ
こ
ん
ぶ

あ
ま
の
り 

 
 
 

 

吸
物 

松
た
け 

 
 
 

 

挨 

も
づ
く 

  
 
 

四
月
非
時 

 

う
ハ
お
き 

味
噌
汁 

干
大
こ
ん 

ふ
き 

大
こ
ん 

あ
け
ふ 

こ
ん
に
や
く

竹
の
子 

氷
こ
ん
に
や
く 

し
い
た
け 

か
ん
ひ
や
う 

青
ぬ
た 
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皿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汁 

 

坪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食 

 
 
 
 
 

香
の
物 

 
 
 
 
 

皿 

 
 
 
 

さ
し
味 

れ
ん
こ
ん 

 
 
 
 
 
 
 

 

か
ん
て
ん 

 
 
 
 
 
 
 

 

か
わ
た
け 

 
 
 
 
 
 
 

 

あ
け
こ
ん
に
や
く 

 
 
 
 
 
 
 

 

う
ミ
ぞ
う
め
ん 

 
 
 
 

中
酒 

 

ミ
る 

 
 

す
の
り 

 
 
 
 

挨 

長
い
も 

 
 
 
 

吸
物 

し
め
じ 

 
 
 
 

挨 

 
 

台
引
挨 

わ
し
の
め

あ
ま
の
り 

  
 

四
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
ま
し 

手
塩
皿 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
汁 

  

こ
く
セ
う 

 

坪 
 
 
 
 
 
 
 
 

麦
飯 

  
 
 

香
の
物 

  

羹
さ
ま
し 

  

い
り
酒
わ
さ
び 

 

さ
し
味 

    
ち
よ
く 

白
ぬ
た
あ
へ 

 
 
 
 
 
 
 

う
ど 

 

中
酒 

う
ど 

と
つ
さ
か 

あ
げ
こ
ん
に
や
く 

く
り 

山
の
い
も 

く
わ
ひ 

ミ
の
く
ろ 

竹
の
こ 

ふ 松
た
け 

ふ く
わ
ひ 

海
月 

あ
ま
の
り 

と
う
か
ら
し 

大
こ
ん 

し
ろ 

た
で

空
豆 

き
く
ら
げ 

皮
牛
房 

竹
の
子 

し
い
竹 

平
こ
ん
ぶ 

く
わ
ひ 

梅
干 

糸
こ
ん
に
や
く 

あ
げ
ふ 

れ
ん
こ
ん 

す
い
せ
ん 

青
ミ
し
ゆ
ん
さ
い 
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挨 
あ
け
く
わ
ひ

か
わ
た
け 

吸
物 
松
た
け 

 

挨 

あ
ま
の
り
ま
き 

味
噌 

 
 
 
 

す
し 

 

吸
物 

う
ば 

 

み
や
う
が 

 
 

是
迄
ニ

而
膳
を
引 

 
 
 
 
 

御
酒 

 
 
 
 
 
 
 

う
ど 

台
挨 

こ
ん
ぶ

ゆ
び
し 

 

台
挨  

 
 
 
 
 

挨 

く
こ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

台
引 

 
 
 
 
 
 

後
段 

な
が
ら 

 
 

平
皿 

八
ま
い
豆
腐 

 

茶
づ
け 

や
き
飯 

 
 

小
皿 

大
こ
ん
も
ミ 

  

元
文
四

己

未
年
七
月
廿
五
日 

御
使
者
下
〻
共
へ 

 

皿 
 
 

汁 

 
 
 
 

御
食 

 
 
 

香
の
物 

 
 
 

平 
 

  
 

 

た
て
ず 

 
 
 

皿 

や
き
さ
ゆ 

 
 
 
 

中
酒 

さ
か
な 

水
あ
わ
び 

 
 

吸
物 

め
さ
し 

あ
ま
の
り 

 

延
享
元
子

年
六
月
八
日
献
立 

 

膾 
 
 
 
 
 
 
 
 

汁 

  
 
 
 

香
ノ
物 

 
 
 
 

曳
テ 

 
 
 

焼
も
の 

塩
子
鯛 

 
 
 

ひ
ら
皿 

  
 
 
 

中
酒 

 
 
 

さ
か
な 
鮒
す
し

た

て 
く
し
貝 

ち
ね
ん
ち
よ 

な
す
ひ 

ち
よ
く
に
て 

酢
味
噌 

あ
け
ど
う
ふ 

ふ
き 

水
鯖 

花
が
つ
を 

た
で 

ね
い
も 

岩
た
け 

菜
こ
ま
〳
〵 

わ
り
玉
子 

く
し
か
い 

氷
こ
ん
に
や
く 

山
の
い
も 

鮎 ふ
り 

し
そ 

た
て 

焼
は
へ 

ひ
と
も
し 

牛
房 

な
す
ひ 
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吸
物 

め
ざ
し

の

り 

 
 
 

取
肴 

堂
す
る
め 

 

同
十
七
日
寺
院
方
振
舞
献
立 

   
 
 

膾 
 
 
 
 
 
 
 

御
汁 

 

濃
醤 

 

坪
皿 

 
 
 
 
 
 

御
飯 

 
 
 
 

引
而 

御
汁 

 

一
か
う
の
も
の 

一
ひ
ら
皿 

  

一
差
み 

  

羹
酒 

 

 

は
な
塩
山
葵 

一
蓋
茶
碗 

  
 
 

中
酒 

 
 
 

御
さ
か
な 

重
引 

 

一
た
ゝ
き 

牛
房 

 
 
 

吸
物 

 
 

御
さ
か
な 

 

一
美
御
皿 

 
 
 
 

吸
物 

 

台
引 

 

一 

塩
煮
葛
蕷

揚
菊
の
葉 

 
 

銘
々
菓
子 

 
 

惣
菓
子 

真
瓜 

 
三
月
十
四
日 

 

完
長
和
尚
七
回
忌
非
時
之
献
立 

れ
ん 

 

つ
く
は
ね 

し
ろ
の
り 

お
こ 

し
そ 

た
て 

は
し
か
み 

木
海
月 

も
つ
く 

銀
な
ん 

精
樹
茸 

吸
口
柚

根
芋 

め
う
か
子 

皮
茸 

と
ろ
ゝ 

青
の
り 

こ
せ
う 

揚
麩 

松
茸 

茄
子 

せ
ん
ま
い 

 
 
 

青
さ
ん
せ
う 

け
し
ふ
り 

 
 

糸
こ
ん
に
や
く 

 
 

く
す
切 

 
 

海
そ
う
め
ん 

 
 

し
ゆ
ん
さ
ゐ 

 
 

れ
ん
こ
ん 

は
ん
へ
ん 

く
す
あ
ん 

か
ら
し 

す
ま
し 

 

し
め
ぢ 

猪
口
物 

せ
う
か 

す 

玉
子 

 

も
ど
き 

わ
り
さ
ん
し
や
う 

万
頭 

ら
く
か
ん 

せ
ん
へ
い 
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膾 
 
 
 
 
 
 

汁 

   

坪 
 
 
 
 
 
 

飯 

 

引
而
香
之
物 

 
 

ち
よ
口 
う
と 

青
あ
へ 

 

平 
 
 
 
 

中
酒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

挨 

酒
麩

梅
干 

 
 
 

御
酒 

 
 
 
 
 
 
 

吸
物 

し
め
じ

け
ん
柚 

 
 
 

御
酒 

 
 
 
 
 

台
引 

つ
と
こ
ん
に
や
く 

 
 
 
 
 
 

御
酒 

引
菓
子 

餅 
 

干
菓
子 

 
 

硯
蓋 

    
 

三
月
十
五
日
済 

献
立 

 

膾 
 
 
 
 
 
 

 

汁 

  

坪 
 
 
 
 

め
し 

 

引
而
か
う
物 

 
 
 

ち
よ
く 

 
 
 

平 
  
 
 
 

中
酒 

 
 
 
 
 

し
た
し 

う
こ
き

か

や 

吸
物 

松
茸

ゆ

 
 
 
 

御
酒 

 

酒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

硯
蓋 

 
 

台
引 

 

右
三
月
江

執
越
十
四
日
之
非
時
、
男
講
中
振
舞
其
外
世
話
人
中
大
工
兵
左
衛
門
・
孫
兵

衛
、
其
外
時
之
縁
ニ

ま
か
す
る
者
也
。
十
五
日
慶
国
寺
・
西
蓮
寺
・
西
明
寺
女
中
講
其

外
、
境
内
親
之
物
斎
也
。
尤
非
時
ニ

茂
慶
国
寺
被
参
候
。 

 
 
 

寛
延
三
午
ノ

三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

つ
と
豆
ふ 

松
茸 

平
昆
布 

生
せ
ん
ま
い 

し
や
う
か 

く
り 

蓮
こ
ん 

大
こ
ん 

う
と 

あ
け
ふ 

し
い
た
け 

折
大
豆 

干
大
根 

三
ツ
ば 

山
ノ
い
も 

海
牛
房 

き
ん
な
ん 

菊
葉 

大
く
す 

浅
草
の
り

色
か
ん
て
ん 

し
や
う
か 

く
り 

大
こ
ん 

う
と 

あ
け
ふ 

ち
く
わ
豆
ふ 

し
い
た
け 

ち
し
や 

こ
ん
に
や
く 

海
牛
房 

く
わ
い 

蓮
こ
ん 

み
の
く
ろ 

白
あ
へ 

あ
け
た
こ
ふ 

山
ノ
芋 

せ
ん
ま
い 

菊
は 

大
く
す 

梅
干

お
し
く
わ
へ 

ゆ
は




