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出
合
い
花　
（
２
）　

　
　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

先
月
号
で
２
本
だ
け
で
い
け
る
「
出
合
い
花
」

を
い
け
て
み
よ
う
！
と
書
い
た
が
、
是
非
み
な

さ
ん
も
い
け
て
み
て
も
ら
い
た
い
。

　

あ
ま
り
考
え
す
ぎ
ず
、
直
感
を
た
よ
り
に
し

て
手
に
し
た
花
を
い
け
て
み
る
。

　

花
材
に
も
よ
る
が
、
普
段
の
稽
古
用
の
器
で

は
な
く
て
、
い
つ
も
は
そ
の
ま
ま
棚
に
飾
っ
て

い
る
よ
う
な
小
ぶ
り
の
器
に
、
小
さ
め
に
い
け

て
み
て
ほ
し
い
。
は
じ
め
か
ら
小
さ
く
い
け
る

の
は
勇
気
が
い
る
け
れ
ど
、
小
さ
く
し
て
こ
そ

生
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

黄
金
色
の
薄
の
穂
に
、
鉢
植
か
ら
切
っ
た
秋

明
菊
を
添
え
て
、
小
さ
な
口
の
丸
い
器
に
い
け

た
。
こ
の
器
の
胴
は
え
く
ぼ
の
よ
う
に
へ
こ
ん

で
い
る
。

　

お
月
様
へ
の
お
供
え
の
イ
メ
ー
ジ
。

　

花
材　

薄
の
穂
（
稲
科
）

　
　
　
　

秋
明
菊
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
扁
壺

喜
樹　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

数
十
年
ぶ
り
蔵
や
花
器
置
場
を
整
理
し
て
久

し
く
使
っ
て
い
な
い
花
器
が
沢
山
出
て
来
た
。

９
月
号
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
順
番
に
花
を
い
け
て

い
る
。

　

こ
の
三
彩
の
壺
は
祖
父
も
母
も
好
ん
で
使
っ

て
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
い
け
に
く
い
の
か
、

い
つ
も
奥
に
仕
舞
わ
れ
て
し
ま
っ
て
中
々
出
て

こ
な
い
。
剣
山
も
入
ら
な
い
く
ら
い
口
が
小
さ

い
の
に
水
盤
の
よ
う
に
浅
く
平
た
い
。
大
き
な

枝
の
か
ん
れ
ん
ぼ
く
を
い
け
る
の
は
難
し
か
っ
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た
。
し
か
し
い
け
終
え
て
み
る
と
、
二
種
の
枝

も
の
と
大
輪
の
薔
薇
に
負
け
な
い
強
い
壺
だ
な

と
感
じ
る
。
口
が
小
さ
く
て
も
少
し
だ
け
花
を

い
け
て
満
足
す
る
性
分
で
は
な
い
の
で
困
る
と

こ
ろ
だ
が
。

　

中
国
原
産
の
カ
ン
レ
ン
ボ
ク
は
秋
に
な
る
と

ミ
ニ
バ
ナ
ナ
を
つ
け
た
よ
う
な
球
形
の
集
合
果

と
な
る
。

　

果
実
、
根
、
茎
葉
に
抗
癌
効
果
が
あ
り
、
薬

用
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
英
名
は
ｃ
ａ
ｎ
ｓ

ｅ
ｒ　

ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
と
か
ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｙ　

ｔ
ｒ
ｅ

ｅ
と
い
う
の
だ
。
中
国
で
は
実
の
形
か
ら
子
孫

繁
栄
を
表
す
喜
び
の
木
と
い
う
こ
と
で
喜
樹
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
意
味
は
違
っ
て
も
希
望
を
与

え
て
く
れ
る
木
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

花
材　

旱か
ん
れ
ん
ぼ
く

蓮
木
（
沼
水
木
科
）

　
　
　
　

丸
葉
の
木
（
満
作
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
扁
平
壺

ト
ゲ
の
な
い
薔
薇

　
　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

今
年
の
鈴
薔
薇
の
実
は
野
薔
薇
の
実
よ
り
も

早
く
出
回
っ
た
の
で
、
花
会
や
お
稽
古
に
何
度

も
い
け
さ
せ
て
も
ら
え
た
。
野
生
の
薔
薇
の
実

な
の
に
年
々
棘
が
減
っ
て
、
扱
い
や
す
く
な
っ

て
く
る
の
は
有
り
難
い
事
。

　

木
苺
は
同
じ
バ
ラ
科
の
植
物
。
鈴
薔
薇
の
葉

は
取
ら
れ
て
い
る
の
で
必
ず
艶
や
か
な
緑
を
添

え
た
い
。
ネ
リ
ネ
の
花
も
茎
も
瑞
々
し
さ
を
与

え
て
く
れ
る
。

　

花
材　

鈴
薔
薇
の
実
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

木
苺
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ネ
リ
ネ
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

あ
け
び
籠
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ア
ブ
ラ
ド
ウ
ダ
ン
の
立
花　

　
　
　

 　
　
　
　

  

仙
溪

　

こ
の
立
花
の
真
と
請
に
使
っ
た
枝
は
、

こ
こ
数
年
、
ア
ブ
ラ
ド
ウ
ダ
ン
の
名
前
で

出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
葉
の
表

面
に
微
か
な
光
沢
が
あ
り
、
互
生
す
る
葉

は
枝
先
に
集
ま
る
の
で
輪
生
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
細
い
枝
で
あ
る
が
、
水
揚

げ
が
よ
く
、
色
づ
い
た
葉
は
二
週
間
た
っ

た
今
も
元
気
で
あ
る
。

　

夏
頃
の
稽
古
で
い
け
た
時
に
は
花
が
咲

い
て
い
た
が
、
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
の
花
に

は
似
て
い
な
い
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
バ
イ
カ
ツ
ツ

ジ
で
あ
る
ら
し
い
。
バ
イ
カ
ツ
ツ
ジ
が
ア

ブ
ラ
ド
ウ
ダ
ン
の
名
前
で
流
通
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

バ
イ
カ
ツ
ツ
ジ
は
躑つ

つ
じ躅

科
・
躑
躅
属

の
落
葉
低
木
で
（
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は

灯ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

台
躑
躅
属
）、
山
地
の
林
縁
に
生
育
す

る
。
水
揚
げ
が
よ
く
、
葉
に
油
を
塗
っ
た

よ
う
な
照
り
が
あ
る
の
で
、
花
材
と
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。
き
っ
と
こ
れ
か
ら
花
材
と

し
て
定
着
す
る
と
思
う
。

　

細
枝
は
慎
重
に
撓
め
な
い
と
折
れ
て
し

ま
う
の
で
注
意
し
た
い
。

バイカツツジの花

参考（http://blog.

livedoor.jp/tada170302/

archives/5701634.html）
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流
祖
の
時
代
よ
り

近
松
門
左
衛
門

「
聖
徳
太
子
繪
傳
記
」

　

近
松
門
左
衛
門
は
、
江
戸
時
代
に
上
方

（
京
都
・
大
坂
）
で
活
躍
し
た
人
形
浄
瑠

璃
の
作
者
で
あ
る
。承
応
二
年（
一
六
五
三

年
）
か
ら
享
保
九
年
（
一
七
二
四
年
）
ま

で
の
七
十
二
年
の
生
涯
で
、
百
作
以
上
の

浄
瑠
璃
を
執
筆
し
、
歌
舞
伎
に
も
作
品
を

残
し
て
い
る
。

　

浄
瑠
璃
の
一
つ
に「
聖
徳
太
子
繪
傳
記
」

と
い
う
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
立
花
が
出

て
く
る
。
話
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
な

も
の
だ
。

　

用
明
天
皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
た
聖

徳
太
子
は
仏
法
に
帰
依
し
、
排
斥
派
の
物

部
守
屋
の
母
が
仏
法
を
の
の
し
っ
た
時
も

不
思
議
を
見
せ
、
改
心
さ
せ
る
。
母
は
自

害
し
て
守
屋
を
仏
法
に
入
る
よ
う
に
勧
め

る
が
、
守
屋
は
拒
絶
し
て
反
逆
し
、
太
子

方
と
争
う
。
帝
や
北
の
方
を
奪
い
幽
閉

な
ど
し
た
守
屋
を
、
太
子
は
河
内
国
稲
村

城
に
攻
め
て
、
こ
れ
を
滅
ぼ
す
。（
以
上
、

廣ひ
ろ
た
 
た
か
お

田
隼
夫
氏
の
Ｈ
Ｐ
「
近
松
門
左
衛
門
で

ご
ざ
ー
い
」
よ
り
転
載
）

　

さ
て
、
立
花
の
く
だ
り
は
、
物
部
守
屋

の
母
が
、
息
子
の
守
屋
に
自
分
の
仏
法
へ

の
改
心
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
方
法
と
し

て
、
聖
徳
太
子
か
ら
「
毎
月
六
齋
日
、
草

木
の
花
を
瓶か

め

に
活
け
、
諸
天
に
祭
り
供
養

せ
よ
、
凡お

よ

そ
立
花
の
功
徳
に
は
、
草
木
成

仏
の
因
縁
花
散
り
葉
落
る
に
も
聲

し
ょ
う
も
ん
む
じ
ょ
う

聞
無
常

の
悟
あ
り
、
粧

よ
そ
お

ひ
立
て
色
々
に
咲
き
匂
ふ

花
を
見
る
時
は
、
濁
る
心
も
清き

よ

や
か
に

怒
り
な
く
恨
み
な
く
天
人
の
歓か

ん
ら
く
か

楽
花
に
あ

り
、
い
か
に
放ほ

う
い
つ逸

の
守
屋
も
花
に
は
心
や

は
ら
ぐ
べ
し
、そ
の
時
出し

ゅ
っ
け家

の
姿
を
見
せ
、

仏
道
に
誘
引
せ
よ
」
と
教
え
ら
れ
、
は
た

し
て
守
屋
は
立
花
の
会
の
よ
う
な
も
の
を

催
す
こ
と
と
な
る
の
だ
が
‥
‥
。

　

そ
こ
で
の
立
花
の
描
写
を
抜
き
出
し

て
、
こ
こ
に
書
き
写
し
て
み
る
。

　

あ
し
の
心
、
柳
の
副
、
前
置
に
寒
菊
、

正
眞
の
鶏
頭
に
少
し
色
を
持
た
せ
て
し

や
れ
、
木
の
取
合
せ
、

　

南
天
の
心
、
正
眞
の
し
を
ん
、
り
ん

ど
う
の
あ
し
ら
ひ
、
胴
に
い
ぶ
き
の
う

つ
り
の
よ
さ
、

　

松
の
心
、
正
眞
の
燕
子
花
、
枇
杷
の

葉
を
つ
か
ふ
た
り
、
控
の
柏
梅
戻
の
受
、

見
越
の
檜
葉
、

　

青
葉
ま
じ
り
の
紅
葉
の
心
、
な
か
し

控
の
取
合
、
正
真
の
菊
、
ど
れ
も
ど
れ

も
よ
う
出
来
た
と
ほ
め
囃
す
、

　

そ
し
て
「
眞
の
立
花
」
と
題
し
て
次
の

よ
う
な
描
写
を
し
て
い
る
。

　

是
々
御
覧
ぜ
、
是
ぞ
此こ

の
か
み神

に
手
向
の

眞
の
花
の
数
、
ゆ
が
ま
ず
直

す
な
お

な
る
心
の

竹
を
立
初
る
一
二
の
枝
の
房
や
か
に
、

茂
る
葉
が
さ
ね
呉
竹
の
世
々
を
重
ぬ
る

例た
め
し

也
、
正
眞
は
水
仙
に
、
陰
と
陽
と

の
つ
が
ひ
葉
は
、
こ
こ
に
口
傳
と
岩
戸

を
表
し
、
め
ぐ
み
の
露
を
貝か

い
こ
う口

に
う
け

て
、
諸
願
も
成
就
の
神
、
影え

こ
う向

の
枝
と

か
や
受
そ
へ
は
、
殘の

こ

ん
の
菊
籬ま

が
きの

も
と

に
手た

お折
り
て
、
ゆ
う
ゆ
う
と
し
て
南
山

を
、
見
し
は
唐も

ろ
こ
し土

日
の
本
の
、
朝
日
の

て
り
葉
、
は
ま
き
し
て
、
君
が
た
め
鐵か

ね

し
つ
は
り
と
撓た

わ

め
る
露
に
戀こ

ひ

を
も
つ
、

し
ぐ
れ
も
霜
も
降
ら
ば
降
れ
、
な
が
し

の
松
は
深
緑
、
じ
つ
と
控
の
若
緑
、
見

せ
ば
や
鶴
も
我
宿
と
、
千
代
に
八
千
代

に
苔
衣
、
哀
れ
の
枯こ

ぼ
く木

を
胴
つ
く
り
、

雪
を
出
た
る
早
咲
の
梅
こ
そ
谷
の
う
つ

り
に
て
、
水
際
き
よ
き
花
の
影
、
何
に

譬た
と

へ
ん
唐か

ら
え絵

の
屏
風
よ
、
な
ぜ
な
ぜ
た

て
て
見
た
れ
ば
面
白
や
、
木
立
枝
ふ
り

つ
り
も
よ
く
、
峰
を
見
こ
し
の
松
の
葉

に
月
を
も
宿
す
景
色
あ
り
、
木
々
も
草

葉
も
縁
切
れ
ず
、
夫
婦
の
縁
も
結
び
合

ひ
、
長
う
そ
へ
と
や
副そ

へ
し
た下

に
ま
く
ら
か

り
葉
の
し
や
が
は
ね
よ
げ
の
あ
い
し
ら

ひ
、
お
な
じ
青
葉
も
濃
き
薄
き
、
わ
け

て
浅あ

さ
ぎ黄

と
紺
こ
ん
る
り
の
葉
が
く
れ

に
、
珊
瑚
の
玉
を
も
り
上
ぐ
る
、
お
も

と
は
三
が
の
ま
へ
お
き
に
、
口
傳
あ
る

ぞ
と
し
ら
玉
椿
、
八
千せ

ん
し
う秋

を
祝
ひ
こ
め
、

野
菊
澤
菊
さ
し
混
ぜ
て
左
草
と
め
右
木

と
め
、
雨
露
の
そ
め
葉
の
芳

か
ん
ば

し
く
、
造

花
の
手て

わ
ざ業

仇あ
だ

な
ら
ず
、
お
の
づ
か
ら
な

る
風
情
に
は
、
見
あ
ぐ
る
山
の
陰か

げ

繁し
げ

み
、

見
お
ろ
す
谷
の
奥
深
く
、
浅
澤
小
野
の

水
わ
け
て
、
千
代
を
見
せ
た
る
竹
の
節
、

非
常
も
心
あ
り
顔
に
、
さ
し
か
こ
ひ
た

る
立
花
の
作
意
、
天
も
納
受
人ひ

と
た
の
し

楽
み
よ

う
え
ん
風
流
の
も
て
あ
そ
び
、
月つ

き
は
な花

わ

か
ぬ
も
の
迄
も
、
あ
つ
と
感
じ
て
詠な

が

め

け
り
、

　

な
ん
と
素
晴
ら
し
い
描
写
だ
ろ
う
。
少

し
意
味
の
わ
か
り
か
ね
る
と
こ
ろ
も
あ
る

が
、
立
花
に
対
し
て
造
詣
が
深
く
な
い
と

描
け
な
い
文
章
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
の
時

代
は
ま
だ
立
花
は
生
ま
れ
て
い
な
い
は
ず

な
の
で
、
近
松
の
創
作
と
し
て
歴
史
の
中

に
立
花
を
道
具
と
し
て
組
み
込
ん
だ
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
詳

し
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　

流
祖
、冨
春
軒
仙
溪
の
「
立
花
時
勢
粧
」

が
世
に
出
た
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
年
）

に
は
、
近
松
三
十
五
歳
。
同
じ
京
都
の
地

で
仙
溪
も
近
松
も
過
ご
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　

そ
の
頃
、
立
花
の
会
が
競
う
よ
う
に
催

さ
れ
て
、
そ
の
評
判
を
反
映
し
て
近
松
は

立
花
を
話
に
組
み
込
ん
だ
の
だ
と
思
う
。

「
立
花
時
勢
粧
」
も
お
そ
ら
く
参
考
に
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

人
形
浄
瑠
璃
の
演
目
に
立
花
に
つ
い
て

見
事
な
言
い
回
し
が
あ
れ
ば
、
観
客
も

立
花
に
さ
ら
に
興
味
を
持
っ
た
に
違
い
な

い
。
立
花
の
功
徳
を
聖
徳
太
子
に
語
ら
せ

て
い
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
た
い
。

　
　

参
考

真

見
越
（
後
方
）

請
（
や
や
後
方
）

副
（
や
や
後
方
）

控
枝
（
や
や
後
方
）

流
枝
（
や
や
前
方
）

正
真

胴

前
置
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⑨
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ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
版

「
生
き
残
り
の
し
く
み
」
⑥

　

１
９
５
１
年
、
千
葉
県
に
あ
る
落
合
遺

跡
（
縄
文
時
代
の
船
だ
ま
り
と
推
測
さ
れ

る
）
か
ら
ハ
ス
の
花
托
が
出
土
し
、
植
物

学
者
の
大
賀
一
郎
博
士
に
よ
っ
て
ハ
ス
の

タ
ネ
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
地
下
６
ｍ

の
泥
炭
層
か
ら
ハ
ス
の
タ
ネ
３
個
が
見
つ

か
っ
た
。

　

二
千
年
前
の
弥
生
時
代
の
ハ
ス
の
タ
ネ

は
、
そ
の
年
発
芽
し
て
、
翌
年
に
は
美
し

い
桃
色
の
花
を
咲
か
せ
た
。

　

植
物
の
生
命
力
の
強
さ
に
脱
帽
で
あ

る
。

　

先
月
に
つ
づ
い
て
「
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー

日
本
版

212
号
」
よ
り
、
生
物
学
者
田
中

修
氏
に
よ
る
植
物
の
あ
れ
こ
れ
を
紹
介
す

る
。
最
終
回
。

　
命
を
次
代
に
つ
な
ぐ
多
様
な
工
夫

　
二
千
年
の
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
「
大

賀
ハ
ス
」
の
ほ
か
に
も
、
ツ
タ
ン
カ
ー
メ

ン
の
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る

「
エ
ン
ド
ウ
マ
メ
」。
弥
生
時
代
の
遺
跡
で

見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
る
「
古
代
コ
ブ
シ
」。

室
町
時
代
の
遺
跡
か
ら
見
つ
か
っ
た
「
ツ

バ
キ
」
や
「
シ
ラ
カ
シ
」
な
ど
が
息
を
吹

き
返
し
て
い
る
。
植
物
の
人
生
計
画
は
無

限
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
「
タ
ネ
は
発
芽
に
も
の
す
ご
く
用
心
深

い
ん
で
す
。
発
芽
に
は
、
温
度
・
水
・
酸

素
の
３
条
件
が
揃
わ
な
い
と
ダ
メ
だ
け
れ

ど
、
そ
れ
に
加
え
て
70
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
タ
ネ
の
発
芽
に
は
光
も
必
要
。
太
陽
の

光
の
中
で
も
光
合
成
が
し
や
す
い
赤
色
の

光
が
当
た
る
の
を
、
ち
ゃ
ん
と
感
じ
て
か

ら
発
芽
し
ま
す
。
タ
ネ
は
慎
重
に
、
す
ご

い
能
力
を
背
負
い
な
が
ら
命
を
つ
な
い
で

き
た
ん
で
す
。」

　

タ
ネ
以
外
に
も
植
物
は
工
夫
を
し
て
い

る
。「
交
配
す
る
た
め
に
虫
に
来
て
も
ら

う
に
は
、
密
や
香
り
を
つ
く
る
コ
ス
ト
が

か
か
り
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
も
子

孫
を
残
せ
る
よ
う
、
保
険
を
か
け
る
よ
う

に
進
化
し
た
の
が
『
自
家
受
精
』
で
き
る

植
物
で
す
。
例
え
ば
ス
ミ
レ
に
は
花
が
開

か
な
い
蕾
が
あ
っ
て
、
中
で
は
い
つ
の
ま

に
か
タ
ネ
が
い
っ
ぱ
い
で
き
て
い
る
。
私

た
ち
が
食
べ
て
い
る
お
米
や
麦
、
大
豆
も

そ
う
し
た
自
家
受
精
の
性
質
を
利
用
し
て

品
種
改
良
し
た
か
ら
、
籾も

み

や
莢さ

や

が
で
き
る

と
空
っ
ぽ
と
い
う
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。」

　

ほ
か
に
も
熱
帯
地
方
の
マ
ザ
ー
・
リ
ー

フ
は
、
葉
っ
ぱ
の
縁
に
あ
る
ギ
ザ
ギ
ザ
か

ら
根
や
芽
を
生
や
し
、『
ハ
カ
ラ
メ
』
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。」

　

植
物
に
と
っ
て
一
番
安
心
な
生
き
方
と

も
言
え
る
の
が
、
地
下
茎
を
も
つ
こ
と
。

ヒ
ル
ガ
オ
、
ワ
ラ
ビ
、
タ
ケ
ノ
コ
な
ど
だ
。

「
土
の
中
に
潜
っ
て
い
た
ら
温
度
も
そ
ん

な
に
変
動
し
な
い
し
、
地
上
で
芽
を
出
し

て
う
ま
い
こ
と
育
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ

れ
で
い
い
。」

　
「
最
近
ツ
ク
シ
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。

ビ
ル
や
道
路
の
建
設
で
土
を
掘
り
起
こ
し

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
土
ご
と
掘
り
起
こ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
地
下
茎
を
生
や
し

て
い
て
も
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。」

　

植
物
は
約
４
億
年
前
か
ら
陸
上
に
い

て
、
人
間
が
現
れ
た
の
は
た
か
だ
か
何
十

〜
百
万
年
前
。
そ
れ
な
の
に
地
球
を
自
分

た
ち
の
土
地
み
た
い
に
し
て
い
な
い
か
。

私
た
ち
は
こ
こ
で
箸
を
置
き
、
目
の
前
の

ニ
ン
ジ
ン
や
キ
ャ
ベ
ツ
に
も
感
謝
の
気
持

ち
を
つ
た
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
植
物
は
、
水
と
二
酸
化
炭
素
と
太
陽

の
光
で
、
自
分
た
ち
の
食
べ
物
を
ち
ゃ
ん

と
つ
く
っ
て
、
本
当
に
き
れ
い
な
生
き
方

を
し
て
る
。
動
物
は
食
べ
物
や
配
偶
者
を

探
し
て
う
ろ
う
ろ
動
き
回
る
け
れ
ど
、
も

し
植
物
が
動
い
て
、
本
気
で
逃
げ
回
っ
た

ら
、、、。
私
た
ち
動
物
は
い
き
て
い
け
な

い
だ
ろ
う
ね
え
。」

　

お
わ
り

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
は
手
足
の
先
が
白
い
。

畳
の
上
を
歩
い
て
い
て
も
、
白
足た

び袋
を
は

い
て
い
る
み
た
い
で
、
上
品
に
見
え
る
。

花
を
い
け
て
い
る
と
、
と
き
ど
き
手
元
を

覗
き
に
来
る
。「
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
に
指
導

し
て
も
ら
っ
て
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
櫻

子
が
い
う
。
た
し
か
に
庭
の
草
木
に
は
造

詣
が
深
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。



9

檜
扇　

寒
菊　

　

仙
溪　

　

万
葉
集
に
「
ぬ
ば
た
ま
」
の
名
前
で
詠

ま
れ
て
い
る
檜
扇
の
実
は
、
夏
の
終
わ
り

頃
に
緑
色
の
莢さ

や

が
ふ
く
ら
み
、
秋
に
は
茶

色
く
な
っ
て
割
れ
る
と
中
か
ら
漆
黒
の
種

子
が
顔
を
出
す
。

　

今
年
は
め
ず
ら
し
く
葉
株
ご
と
売
ら
れ

て
い
た
の
で
、
寒
菊
を
と
り
合
わ
せ
て
、

生
花
で
い
け
て
み
た
。

　

数
日
後
に
寒
菊
を
は
ず
し
て
、
胴
の
檜

扇
を
留
に
使
い
、
副
の
檜
扇
は
花
茎
を
撓

め
て
副
流
し
の
動
き
の
あ
る
花
型
に
い
け

か
え
て
み
た
。

　

少
し
大
き
い
感
じ
は
す
る
が
、
こ
れ
か

ら
先
、
葉
株
で
檜
扇
の
実
を
い
け
る
機
会

が
増
え
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

真

副

留

胴

控
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浜
辺
葡
萄

　

櫻
子　

　

写
真
の
団
扇
の
よ
う
な
丸
い
葉
は
シ
ー

グ
レ
ー
プ
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
リ
ダ
州
南
部

か
ら
西
イ
ン
ド
諸
島
、
南
ア
メ
リ
カ
に
分

布
す
る
常
緑
小
高
木
。
海
岸
や
砂
丘
に
生

え
る
の
で
、和
名
を
ハ
マ
ベ
ブ
ド
ウ
と
い
う
。

芳
香
の
あ
る
小
さ
な
白
い
花
を
咲
か
せ
、
葡

萄
に
似
た
果
実
は
濃
赤
色
に
熟
し
食
用
に

な
る
そ
う
だ
。

　

昔
か
ら
こ
の
葉
は
よ
く
い
け
ら
れ
て
き

た
。
祖
父
も
両
親
も
シ
ー
グ
レ
ー
プ
が
あ
る

と
目
の
色
が
変
わ
っ
て
い
た
。

　

特
に
紅
葉
が
綺
麗
で
大
き
な
木
の
ま
ま

で
鮮
や
か
な
色
の
花
と
取
り
合
わ
せ
て
き

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
珍
し
く
て
固
い
丸
葉

だ
が
、
向
き
を
工
夫
す
れ
ば
花
器
と
花
と
の

接
点
を
上
手
く
繋
げ
て
強
く
ま
と
ま
る
。

　

い
け
ば
な
は
何
で
も
よ
い
か
ら
足
元
を

緑
で
隠
し
て
と
い
う
発
想
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
た
い
と
思
う
。
安
易
に
花
器
の
口

元
に
突
っ
込
ま
れ
た
葉
を
見
て
そ
う
思
う
。

と
て
も
大
切
な
場
所
な
の
に
と
。

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
も
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
も

あ
り
き
た
り
な
花
で
、
す
で
に
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
。
で
も
取
り
合
わ
せ
や
器
や
敷
板

で
と
て
も
良
い
花
と
な
る
。
私
に
と
っ
て
は

良
い
か
悪
い
か
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
花
な

の
で
、
よ
ほ
ど
良
い
花
に
出
会
っ
た
時
し
か

取
り
合
わ
せ
し
な
い
。
そ
ん
な
想
い
も
あ
っ

て
良
い
か
な
。

　

花
材　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
（
ヤ
マ
モ
ガ

シ
科
）

　

シ
ー
グ
レ
ー
プ
（
蓼
科
）

　

花
器　

金
属
花
器
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独こ

ま楽
の
よ
う
な
器

仙
溪

　

花
器
棚
の
奥
か
ら
、
巨
大
な
独
楽
が
く
る

く
る
と
回
転
し
て
い
る
よ
う
な
器
が
で
て

き
た
。
棚
か
ら
ぼ
た
餅
で
は
な
く
、
瓢
箪

か
ら
駒
で
も
な
く
、
棚
の
奥
か
ら
独
楽
で

あ
る
。
い
や
、
独
楽
の
よ
う
な
器
だ
。
持

と
う
と
す
る
と
、
腰
が
抜
け
そ
う
に
重
い
。

底
は
小
さ
い
け
れ
ど
、
水
を
い
っ
ぱ
い
に

入
れ
る
と
、
か
な
り
安
定
の
い
い
器
で
あ

る
。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
器
が
で
て
き
た
時
に
、
花

屋
で
ア
ダ
ン
の
実
を
見
つ
け
た
。
ア
ダ
ン

の
実
は
め
っ
た
に
花
屋
で
売
ら
れ
て
い
な

い
。
た
ま
た
ま
売
ら
れ
て
い
た
の
で
、
独

楽
の
よ
う
な
器
に
い
け
て
み
た
。

ア
ダ
ン
の
実
も
腕
が
折
れ
そ
う
な
く
ら

い
重
た
い
。
腰
が
抜
け
そ
う
な
器
だ
か
ら
、

腕
が
折
れ
そ
う
な
ア
ダ
ン
の
実
も
、
す
ん

な
り
と
お
さ
ま
っ
て
く
れ
た
。
こ
ん
な
に

底
が
小
さ
い
の
に
だ
。
器
と
花
の
相
性
と

は
な
か
な
か
面
白
い
。

　

黒
に
近
い
ほ
ど
濃
い
緑
色
の
ア
ン
ス
リ

ウ
ム
の
葉
と
、
華
や
い
だ
色
彩
の
赤
紫
色

の
バ
ン
ダ
で
、
南
国
の
と
り
合
わ
せ
に
し

た
。ア

ダ
ン
（
阿
壇
）
は
蛸
の
木
科
の
常
緑

小
高
木
で
、
亜
熱
帯
か
ら
熱
帯
の
海
岸
近

く
に
群
生
す
る
。
葉
に
は
す
る
ど
い
棘
が

あ
る
。

　

花
材　

ア
ダ
ン
（
蛸
の
木
科
）

　

バ
ン
ダ
（
蘭
科
）

　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
の
葉

　

花
器　

陶
扁
壺

浜
辺
葡
萄

櫻
子

写
真
の
団
扇
の
よ
う
な
丸
い
葉
は
シ
ー

グ
レ
ー
プ
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
リ
ダ
州
南
部

か
ら
西
イ
ン
ド
諸
島
、
南
ア
メ
リ
カ
に
分

布
す
る
常
緑
小
高
木
。
海
岸
や
砂
丘
に
生

え
る
の
で
、和
名
を
ハ
マ
ベ
ブ
ド
ウ
と
い
う
。

芳
香
の
あ
る
小
さ
な
白
い
花
を
咲
か
せ
、
葡

萄
に
似
た
果
実
は
濃
赤
色
に
熟
し
食
用
に

な
る
そ
う
だ
。

昔
か
ら
こ
の
葉
は
よ
く
い
け
ら
れ
て
き

た
。
祖
父
も
両
親
も
シ
ー
グ
レ
ー
プ
が
あ
る

と
目
の
色
が
変
わ
っ
て
い
た
。

特
に
紅
葉
が
綺
麗
で
大
き
な
木
の
ま
ま

で
鮮
や
か
な
色
の
花
と
取
り
合
わ
せ
て
き

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
珍
し
く
て
固
い
丸
葉

だ
が
、
向
き
を
工
夫
す
れ
ば
花
器
と
花
と
の

接
点
を
上
手
く
繋
げ
て
強
く
ま
と
ま
る
。

い
け
ば
な
は
何
で
も
よ
い
か
ら
足
元
を

緑
で
隠
し
て
と
い
う
発
想
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
た
い
と
思
う
。
安
易
に
花
器
の
口

元
に
突
っ
込
ま
れ
た
葉
を
見
て
そ
う
思
う
。

と
て
も
大
切
な
場
所
な
の
に
と
。

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
も
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
も

あ
り
き
た
り
な
花
で
、
す
で
に
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
。
で
も
取
り
合
わ
せ
や
器
や
敷
板

で
と
て
も
良
い
花
と
な
る
。
私
に
と
っ
て
は

良
い
か
悪
い
か
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
花
な

の
で
、
よ
ほ
ど
良
い
花
に
出
会
っ
た
時
し
か

取
り
合
わ
せ
し
な
い
。
そ
ん
な
想
い
も
あ
っ

て
良
い
か
な
。

花
材

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
（
ヤ
マ
モ
ガ

シ
科
）

シ
ー
グ
レ
ー
プ
（
蓼
科
）

花
器

金
属
花
器
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落
ち
な
い
実　

　

櫻
子　

　

秋
に
な
る
と
色
ん
な
実
を
い
け
る
が
、

赤
い
実
で
特
に
好
き
な
も
の
は
、
梅
も
ど

き
や
七
竈
、
ガ
マ
ズ
ミ
だ
。

　

日
本
に
は
十
五
種
類
ほ
ど
の
ガ
マ
ズ
ミ

が
あ
る
（
ガ
マ
ズ
ミ
、ミ
ヤ
マ
ガ
マ
ズ
ミ
、

コ
バ
ノ
ガ
マ
ズ
ミ
な
ど
）。
葉
は
丸
葉
で

実
よ
り
遅
く
紅
葉
す
る
も
の
も
あ
る
。

　

梅
も
ど
き
の
よ
う
に
小
葉
を
全
部
取
り

去
っ
て
か
ら
出
荷
さ
れ
る
実
も
多
い
が
、

ガ
マ
ズ
ミ
は
虫
食
い
葉
も
残
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
素
朴
で
可
愛
ら
し
く
実
の
赤
さ
を

一
層
引
き
立
て
て
く
れ
る
。

　

山
で
は
二
メ
ー
ト
ル
位
の
低
い
木
な
の

で
日
頃
は
目
立
た
な
い
が
、
実
の
季
節
に

は
見
つ
け
る
事
が
出
来
る
。

　

ガ
マ
ズ
ミ
で
果
実
酒
を
作
る
と
赤
い
お

酒
に
な
る
ら
し
い
。
昔
か
ら
天
然
の
着
色

料
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
く
ら
い
、
赤

い
実
の
色
は
鮮
や
か
で
透
明
感
が
あ
る
。

　

ガ
マ
ズ
ミ
の
語
源
は
噛
み
酢
実
と
か
神

ツ
実
（
神
の
実
）
が
転
化
し
た
も
の
と
言

わ
れ
る
。
古
く
か
ら
日
本
の
山
に
育
っ
て

い
て
、
寒
く
な
る
と
甘
み
を
増
す
甘
酸
っ

ぱ
い
実
で
豊
か
な
山
の
幸
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

い
け
て
い
て
も
、
実
は
落
ち
な
い
し
、

甘
く
な
る
ま
で
は
し
っ
か
り
と
実
の
っ
て

い
て
く
れ
た
。
そ
ん
な
力
強
い
実
り
に
上

品
な
糸
菊
を
添
え
た
。

　

花
材　

莢が
ま
ず
み蒾

の
実
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

糸
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

濃
紫
色
陶
花
瓶

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
605
号　

2013
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
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山
野
草
の
紅こ

う
よ
う葉

　
　

　
　
　
　
　  

∧
表
紙
の
花
∨
　
櫻
子

　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
葉
は
バ
ラ
バ
ラ
で
間
が
空
い

て
い
け
に
く
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
見
事

に
茂
っ
て
し
か
も
色
づ
い
て
い
る
。
２
本

花
瓶
に
い
け
た
だ
け
で
も
充
分
迫
力
が
あ

る
。
長
く
は
持
た
な
い
が
、
一い

っ
と
き時

で
も
山

の
命
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
幸
せ
。
山

採
り
か
栽
培
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
採
る

人
や
育
て
る
人
に
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ

て
、
大
切
に
花
を
い
け
た
い
。

　

特
別
な
花
材
に
は
、
い
い
器
を
。
蔵
の

奥
か
ら
大
き
な
花
器
を
出
し
て
き
て
、
山

芍
薬
を
い
け
る
と
ぴ
た
り
と
お
さ
ま
っ

た
。
鍾し

ょ
う
き
す
い
せ
ん

馗
水
仙
（
リ
コ
リ
ス
）
と
紅
葉
し

た
薄

す
す
きの

葉
は
、
季
節
の
色
と
空
間
の
ひ
ろ

が
り
に
。

　

花
材　

山
芍
薬
の
実
と
葉
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

薄
（
稲
科
）

　
　
　
　

鍾
馗
水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

掛
分
花
瓶
（
清
水
保
孝
作
）

赤
い
実
の
な
る
木
　

　
　
　
　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨  

仙
溪

   

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
赤
い
実
を
い
け

る
こ
と
が
多
い
。
稽
古
に
も
よ
く
使
う
も

の
に
野の

い
ば
ら茨

や
鈴す

ず
ば
ら

薔
薇
、薮や

ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子
が
あ
る
。

少
し
高
価
な
も
の
で
は
七

な
な
か
ま
ど竈

、
飯い

い
ぎ
り桐

、
山さ

ん

帰き
ら
い来

、
ビ
バ
ー
ナ
ム
。
お
正
月
の
南
天
や

千
両
、
万お

も

と
年
青
も
赤
い
実
が
で
き
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
高
価
な
赤
い
実
の
花
材
と
し

て
梅

う
め
も
ど
き擬

が
あ
る
。

　

日
本
の
本
州
、
四
国
、
九
州
に
分
布
す
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る
落
葉
低
木
で
、
葉
と
花
が
梅
に
似
て
い

る
こ
と
か
ら
こ
の
名
前
が
あ
る
。

　

葉
が
自
然
に
落
ち
る
前
に
切
る
の
で
、

出
荷
前
に
葉
を
す
べ
て
落
と
す
の
が
大
変

ら
し
い
。
実
の
大
き
い
「
大
納
言
」
も
見

事
だ
が
、
父
は
作
例
の
よ
う
な
小
粒
の
実

が
ま
ば
ら
に
つ
い
た
野
趣
の
あ
る
枝
の
ほ

う
が
風
情
が
あ
っ
て
好
き
と
云
っ
て
い

た
。
季
節
の
菊
を
合
わ
せ
る
と
凛
と
し
た

空
気
が
た
だ
よ
う
。

　

花
材　

梅
擬
（
黐
の
木
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ポ
ン
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

碧
釉
花
瓶

西
洋
陶
器
に
い
け
る
　

　
　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨  

櫻
子

   

糊の
り
う
つ
ぎ

空
木
の
園
芸
種
「
水み

な
づ
き

無
月
」
は
、
白

い
装
飾
花
が
無
数
に
集
ま
っ
て
大
き
な
花

序
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
外
国
の
香

り
の
す
る
花
な
の
で
、
花
器
に
は
デ
ル
フ

ト
を
選
ん
だ
。
デ
ル
フ
ト
陶
器
は
オ
ラ
ン

ダ
の
焼
き
物
。「
花
ふ
た
り
旅
」
で
は
こ

の
器
に
母
が
二
種
類
の
向
日
葵
を
い
け
て

い
る
。
絵
付
け
に
赤
色
が
入
っ
て
い
る
た

め
か
、
秋
色
の
花
が
似
合
う
。
私
も
母
と

同
じ
色
合
い
を
合
わ
せ
て
い
る
。

　

水
無
月
の
優
し
い
秋
色
は
あ
え
て
後
ろ

に
配
置
し
、
木
苺
の
濃
い
秋
色
を
前
に
重

ね
て
全
体
を
引
き
締
め
た
。
明
る
い
黄
色

の
薔
薇
で
、色
調
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
。

　

花
材　

糊の
り
う
つ
ぎ

空
木
（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

木
苺
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

デ
ル
フ
ト
陶
花
瓶
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蔓
梅
擬
の
立
花
　
　

　
　
　
　
　  

∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

蔓
梅
擬　

油
灯
台
躑
躅　

鶏
頭

　
　
　
　

糸
菊　

竜
胆　

伊
吹　

苔
木

　

花
器　

大
谷
焼
花
器

　

今
月
号
は
掲
載
で
き
な
か
っ
た
が
、「
立

花
時
勢
粧
」
の
内
容
を
通
し
て
、
立
花
に

よ
り
興
味
を
持
た
れ
た
方
も
多
い
と
思

う
。
立
花
に
は
九
つ
の
役
枝
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
一
瓶
の

立
花
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
非
常
に
複
雑

な
い
け
ば
な
だ
が
、
全
体
の
風
情
と
い
う

も
の
を
大
切
に
し
た
い
。
形
に
な
れ
ば
な

ん
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。

真

正
真

副

控
枝

見
越 請

流
枝

胴

前
置
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姫
柾
木  

　
∧
5
頁
の
花
∨  

仙
溪

　

花
型　

草
型　

留
流
し

　

花
器　

竹
筒

　

柾
木
は
錦
木
科
の
常
緑
低
木
あ
る
い
は

小
高
木
で
、
生
垣
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
。

作
例
の
姫
柾
木
や
、
大
き
な
葉
で
斑
入
り

の
鼈べ

っ
こ
う甲

柾
木
が
生せ

い
か花

の
花
材
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
蔓
梅
擬
も
同
じ
錦
木
科
で

あ
る
。

　

姫
柾
木
は
枝
に
ね
ば
り
が
あ
る
の
で
、

生
花
の
稽
古
に
は
も
っ
て
こ
い
で
あ
る
。

草
型
、
留
流
し
に
し
た
が
、
留
の
枝
の
切

り
口
を
工
夫
し
な
い
と
、
枝
先
が
前
へ
来

て
し
ま
う
の
で
注
意
の
こ
と
。

真

副

留

控

胴
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、
ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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多
彩
な
味
わ
い
や

ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅

了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
。「
和

食
〜
京
と
広
島　

世

界
が
認
め
た
自
然
の

恵
み
」
を
テ
ー
マ
に

９
月
20
日
、
広
島
市

中
区
の
中
国
新
聞
ビ

ル
で
「
広
島
・
京
都

文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
１
４
」（
中
国
新

聞
社
、
京
都
新
聞
社

主
催
）
が
開
か
れ
た
。

　

京
料
理
店
の
主
人
、

華
道
副
家
元
の
料
理

研
究
家
、
広
島
の
ベ

テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、

国
連
教
育
科
学
文
化

機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）

の
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
和
食
を

未
来
に
伝
え
て
い
く

ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

パ
ネ
リ
ス
ト

「
魚
三
楼
」
主
人

　

荒
木
稔
雄

華
道
桑
原
専
慶
流
副
家

元
・
料
理
研
究
家

　

桑
原
櫻
子

元
広
島
市
丹
那
漁
協
組

合
長

　

川
上
清

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

中
国
新
聞
社
文
化
部
長

　

渡
辺
拓
道

■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、
京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、
２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、
ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、
ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、
幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、
ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、
半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、
ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、
京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、
ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、
幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、
こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、
２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、
芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、
半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、
だ
し
の
文
化
で
す
。
い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。
驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、
い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。
お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。
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■ 冒 頭 発 言

パ ネ リ ス ト

■

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

京
都
の
伏
見
で
、
魚

う
お

三
さ
ぶ

楼
ろ
う

と
い

う
料
亭
を
営
ん
で
い
ま
す
。
１
７

６
４
年
に
初
代
が
四
国
の
讃
岐

（
香
川
県
）
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
伏
見
と
京
都
は
違
う

町
で
し
た
。
江
戸
、
大
坂
、
京
、

の
三
都
に
次
ぐ
都
市
の
一
つ
で
、

伏
見
港
と
い
う
港
が
あ
り
ま
し

た
。伏

見
は
、
幕
府
の
直
轄
地
で
す
。

参
勤
交
代
で
西
国
の
大
名
は
、
三

十
石
船
に
乗
り
大
坂
湾
か
ら
１
日

が
か
り
で
川
を
上
っ
て
来
た
。
そ

こ
に
藩
邸
が
あ
り
、
休
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中

で
私
ど
も
は
、
で
き
る
だ
け
瀬
戸

内
海
の
魚
を
使
っ
た
料
理
を
提
供

し
よ
う
と
今
も
目
指
し
て
い
ま

す
。タ

イ
と
い
う
魚
は
、
日
本
中
で

珍
重
さ
れ
ま
す
し
、
お
い
し
い
魚

で
す
。
昔
は
、
タ
イ
の
こ
と
を
魚

（
う
お
）
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

高
級
魚
を
表
す
の
が
、
魚
三
楼
の

「
魚
」
で
す
。

京
都
の
料
理
と
は
ど
ん
な
も
の

で
し
ょ
う
。
宮
中
料
理
で
あ
る
有

ゆ
う

職
そ
く

料
理
、
武
家
の
本
膳
料
理
、
京

都
に
は
数
多
い
お
寺
の
精
進
料

理
、
そ
し
て
お
茶
の
懐
石
料
理
。

そ
れ
ら
が
全
て
合
体
し
て
、
町
衆

に
食
べ
や
す
く
し
た
の
が
今
の
京

料
理
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
職

料
理
と
い
っ
て
も
、
食
べ
る
機
会

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
本
膳
料
理
も

今
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
エ
キ
ス
は
京
料
理

に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

京
都
は
、
本
当
に
四
季
が
表
れ

や
す
い
。冬
は
芯
か
ら
冷
え
ま
す
。

春
は
桜
を
楽
し
め
る

夏
は

嫌
と

い
う
ほ
ど
暑
い
で
す
。
秋
に
な
る

と
紅
葉
で
す
ね
。
そ
れ
を
い
か
に

料
理
に
落
と
し
込
み
、
目
で
楽
し

む
か
と
い
う
の
が
、京
料
理
で
す
。

和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

ま
し
た
。
季
節
感
が
あ
り
、
多
彩

な
食
材
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
調

理
法
が
あ
る
の
が
日
本
料
理
で

す
。
正
月
は
一
族
で
祝
い
、
春
は

花
見
で
う
た
げ
を
す
る
。
そ
う
し

た
多
様
な
お
祝
い
や
弔
い
事
が
あ

る
。
家
族
や
知
人
が
集
ま
り
、
会

食
を
す
る
。
そ
う
し
た
役
割
も
文

化
遺
産
に
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ

で
す
。

も
う
一
つ
は
、
口
の
中
で
調
理

す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
一
汁

三
菜
。
白
い
ご
飯
を
食
べ
る
た
め

に
、
お
か
ず
を
食
べ
、
ご
飯
を
食

べ

み
そ
汁
を
す
す
る

い
ろ
ん
な

食
材
を
複
雑
に
食
べ
る
の
は
日
本

人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。
京
料
理

は
そ
う
し
た
和
食
ら
し
さ
を
多
く

含
ん
で
お
り
、
次
の
世
代
に
伝
え

て
い
こ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
京
都
の
真
ん
中
、
中
京

区
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ

京
都
に
は
、
街
中
に
も
町
家
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
、
い
け
ば
な
の
家
に
生
ま

れ
、
夫
が

世
家
元
を
務
め
て
い

ま
す
。

玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
細
い

路
地
が
あ
り
、
長
さ
は

㍍
あ
り

ま
す
。
路
地
を
入
っ
て
く
る
皆
さ

ん
は
、
最
初
は
緊
張
し
て
来
ら
れ

る
の
で
す
が
、水
を
打
っ
て
あ
り
、

季
節
の
花
を
飾
っ
て
い
る
の
で
、

ほ
っ
と
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん

な
思
い
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、

い
つ
も
打
ち
水
を
し
て
い
ま
す
。

家
の
至
る
所
に
花
が
あ
り
、
稽

古
で
残
っ
た
花
は
、
玄
関
や
高
卓

の
上
に
飾
り
、
も
ち
ろ
ん
床
の
間

に
も
あ
り
ま
す
。
中
庭
に
は
白
川

砂
を
敷
き
、
季
節
の
木
、
花
を
植

え
て
い
ま
す
。

う
ち
の
流
派
を
始
め
た
桑

く
わ

原
は
ら

冨
ふ

春
し
ゅ
ん

軒け
ん

仙せ
ん

溪
け
い

は
、
立

り
っ

花
か

の
名
手
で
し

た
。
自
然
を
う
ま
く
取
り
入
れ
た

花
を
立
て
た
人
で
す
。
立
花
は
、

い
け
ば
な
の
元
の
姿
。
お
寺
の
本

堂
や
仏
壇
の
供
花
な
ど
で
、
こ
れ

に
近
い
形
を
ご
覧
に
な
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
立
花
は
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
、
も
う
少
し
生
け
や

す
い
生

せ
い

花
か

と
い
う
形
に
な
り
ま
し

た
。

私
は
、こ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
、

小
さ
い
時
か
ら
花
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。
一
見
、
優
雅
な

よ
う
で
す
が
、
花
器
の
出
し
入
れ

や
花
を
挿
し
た
り
抜
い
た
り
と
、

休
み
な
し
。
何
て
大
変
な
ん
だ
ろ

う
、と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
毎
日
の
ご
飯
を
私
が

ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
あ
げ
た
ら
、
き

っ
と
み
ん
な
も
っ
と
健
康
に
な
れ

る
し
、
重
た
い
も
の
も
担
げ
る
の

で
は
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て

自
然
に
料
理
の
道
に
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
ご
飯
を
作
っ
て
も
ら

い
、
昔
な
が
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
を

食
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
あ
ま

り
好
き
で
は
な
く
て
。で
も
今
は
、

常
備
菜
に
も
な
り
毎
日
の
食
事
に

う
ま
く
取
り
入
れ
た
い
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。

何
で
も
な
い
普
段
の
ご
飯
を
作

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
。
い
け

ば
な
も
本
職
で
大
切
な
仕
事
で
す

が
、
私
は
数
カ
月
に
１
回
、
料
理

サ
ロ
ン
と
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人

に
料
理
の
魅
力
を
伝
え
る
教
室
を

開
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
楽

し
く
な
る
よ
う
な
料
理
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
自
分
で
は
か
っ
ぽ
う

着
姿
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
１
番

似
合
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
島
の
海
の
魚
介
類
で
１
番
に

挙
げ
ら
れ
る
の
が
カ
キ
。
養
殖
の

始
ま
り
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
、

広
島
に
移

い

封
ほ
う

さ
れ
た
浅あ

さ

野の

長な
が

晟
あ
き
ら

が
紀
伊
（
和
歌
山
県
）
か
ら
持
ち

込
ん
だ
と
さ
れ
る
。
石
に
種
を
付

け
て
沖
に
ま
い
て
大
き
く
す
る
の

で
、
家
で
食
べ
る
く
ら
い
し
か
採

れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
浅
瀬
に

置
い
た
竹
や
細
い
枝
に
幼
生
を
付

着
さ
せ
て
育
て
る
「
ひ
び
建
」
が

導
入
さ
れ
て
発
展
し
た
。

私
が
長
年
暮
ら
し
て
き
た
広
島

市
南
東
部
の
丹
那
地
域
で
は
、
１

７
８
０
年
ご
ろ
に
ひ
び
建
が
で
き

た
よ
う
で
す
。
南
風
を
受
け
る
広

島
湾
で
は
地
域
ご
と
に
建
て
方
が

違
い
ま
す
。

今
の
若
い
人
に
は
想
像
で
き
ん

で
し
ょ
う
が
、
私
が
子
ど
も
の
こ

ろ
は
丹
那
沖
に
も
広
々
し
た
干
潟

が
あ
り
、
す
ご
い
数
の
生
き
物
が

す
ん
で
い
た
。
波
止
場
を
抜
け
て

一
歩
外
へ
出
る
と
、
も
う
シ
ャ
ク

（
ア
ナ
ジ
ャ
コ
）
の
穴
が
あ
る
。

匹
、

匹
と
釣
っ
て
、
天
ぷ
ら

に
し
て
も
ら
う
。
そ
の
う
ま
い
こ

と
。今
の
若
い
人
は
魚
離
れ
し
て
、

海
の
も
の
に
見
向
き
も
せ
ん
よ
う

な
け
ど
、
そ
う
い
う
人
に
食
べ
さ

せ
て
あ
げ
た
ら
、
す
ぐ
海
に
戻
っ

て
来
る
。
絶
対
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

お
い
し
か
っ
た
。

じ
っ
ち
ゃ
ん
と
櫓

ろ

を
こ
い
で
島

に
渡
り
、
ガ
ザ
ミ
と
い
う
ワ
タ
リ

ガ
ニ
を
捕
る
。
前
の
晩
に
仕
掛
け

て
朝
に
揚
げ
る
と
、

匹
も

匹

も
捕
れ
た
。

貝
も
オ
オ
ノ
ガ
イ
、
マ
テ
ガ
イ

な
ど
。
こ
れ
ら
も
天
ぷ
ら
が
う
ま

か
っ
た
。
タ
コ
で
も
マ
ダ
コ
や
手

長
ダ
コ
が
お
っ
て
、
ウ
ナ
ギ
も
よ

う
か
か
っ
た
。

広
島
湾
の
魚
介
類
で
１
番
目
が

カ
キ
な
ら
、２
番
目
は
小
イ
ワ
シ
。

刺
し
身
、
天
ぷ
ら
が
う
ま
い
。
３

番
目
は
チ
ヌ
（
ク
ロ
ダ
イ
）
。
独

特
の
に
お
い
が
す
る
が
、
調
理
し

て
そ
れ
を
除
け
ば
味
そ
の
も
の
は

タ
イ
よ
り
う
ま
い
と
思
う
。
チ
ヌ

飯
と
い
う
丹
那
に
伝
わ
る
伝
統
的

な
炊
き
込
み
ご
飯
も
あ
る
。

私
は
広
島
湾
北
側
を
「
箱
庭
の

海
」
と
名
付
け
た
。
カ
レ
イ
や
ア

イ
ナ
メ
、ア
ナ
ゴ
、ウ
ミ
タ
ナ
ゴ
、

ギ
ザ
ミ
、
キ
ス
と
、
い
ろ
い
ろ
な

魚
が
カ
キ
い
か
だ
の
周
り
に
い

る
。
近
年
は
ア
マ
モ
場
が
少
な
く

な
り
、
メ
バ
ル
や
カ
レ
イ
、
カ
ワ

ハ
ギ
が
減
っ
て
き
た
。
箱
庭
の
海

で
取
れ
た
地
物
の
魚
は
最
近
、
広

島
の
市
場
で
も
ご
く
わ
ず
か
。
近

海
物
と
い
っ
て
も
、
山
口
や
岡
山

な
ど
か
ら
来
る
。
私
た
ち
漁
師
に

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
面
も
あ
り

ま
す
ね
。

祝いや弔事の場に不可欠 荒木さん

普段のご飯作りを大切に 桑原さん

広島湾北側は 箱庭の海 川上さん

【材料（４人分）】

タイ…½匹、小カブ…２個、シュンギク…½束、

ユズ…少々

たいスープ…500㍉㍑（酒500㍉㍑、水500㍉㍑

にタイのアラを入れてスープを取る）

だし…500㍉㍑（水18㍑に、昆布 ㌘、かつお

節 ㌘を順に入れる）

しょうゆ… ㍉㍑、みりん… ㍉㍑

【作り方】

①下処理したタイを三枚におろし、骨などでス

ープを取る

②カブは¼に切った後、水にさらして上げてお

く

③①のスープとだしを１対１で合わせ、しょう

ゆとみりんを加えて②のカブを煮る

④カブが７割煮上がってきたら、その中に、切

って霜降り（魚の表面を熱湯に軽くくぐらせ

る）しておいたタイの上身を加えて煮る

⑤煮上がったら器に盛り付け、シュンギクとユ

ズを添える

鯛
た
い

蕪
か
ぶ
ら

は
、
京
都
で
昔
か
ら
あ
る
出
合

い
物
と
い
う
料
理
の
合
わ
せ
方
で
す
。

山
と
海
の
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
。
ぶ

り
大
根
、に
し
ん
な
す
、芋
棒
も
そ
う
。

素
材
の
う
ま
さ
が
相
ま
っ
て
、
よ
り
お

い
し
く
な
る
。

広
島
と
い
え
ば
瀬
戸
内
海
。
今
回
は

タ
イ
で
ス
ー
プ
を
取
り
ま
す
。
酒
と
水

は
１
対
１
。
冷
た
い
う
ち
に
ア
ラ
を
入

れ
、
煮
て
い
く
と
う
ま
味
が
出
る
。
あ

く
を
取
り
、
で
き
た
と
い
う
時
は
、
す

っ
と
透
き
通
り
ま
す
。

タ
イ
の
ス
ー
プ
に
カ
ツ
オ
の
だ
し
を

同
じ
割
合
で
加
え
ま
す
。
昆
布
か
ら
だ

し
を
取
る
場
合
は
、
時
間
を
か
け
て
。

家
庭
で
は
、
昆
布
の
だ
し
が
出
な
い
と

よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
昆
布
の
う

ま
味
が
出
る
前
に
沸
騰
さ
せ
て
い
る
か

ら
。
昆
布
は

度
を
超
す
と
表
面
に
膜

が
で
き
、
う
ま
味
が
出
ま
せ
ん
。
水
温

度
ぐ
ら
い
の
中
に
１
時
間
ほ
ど
入
れ

て
お
く
か
、
前
の
晩
か
ら
漬
け
て
お
け

ば
い
い
。

昆
布
を
取
り
出
し
、
か
つ
お
節
を
加

え
て
煮
て
い
く
。
両
方
合
わ
さ
る
こ
と

で
、
う
ま
味
が
ぐ
っ
と
出
る
の
で
す
。

京
都
で
は
カ
ブ
ラ
と
呼
ぶ
カ
ブ
は
、

皮
を
厚
く
む
い
て
ポ
ン
ポ
ン
と
割
る
。

面
取
り
は
プ
ロ
の
職
人
さ
ん
が
す
れ
ば

い
い
。
生
の
ま
ま
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
炊

き
ま
す
。
体
を
温
め
る
大
根
と
違
い
、

カ
ブ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
体
を
冷
や

す
。
温
か
い
だ
し
と
一
緒
に
す
れ
ば
お

い
し
い
。

カ
ブ
に
あ
る
程
度
火
が
通
っ
た
ら
、

火
を
止
め
、
半
日
ぐ
ら
い
放
っ
て
お
く
。

根
菜
は
、
炊
き
続
け
て
も
だ
し
が
染
み

込
ま
な
い
。
冷
め
る
う
ち
に
味
が
入
っ

て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
の
上
身
を
入
れ
て
火
が
通
っ
た

ら
出
来
上
が
り
。
盛
り
付
け
に
ユ
ズ
の

細
切
り
を
た
っ
ぷ
り
載
せ
る
。
色
目
を

き
れ
い
に
出
す
の
が
京
料
理
で
す
。

■ 料 理 実 演

素材のうま味を引き出すこつなどを紹介し

ながら、鯛蕪の料理を実演する荒木さん

あ
ら
き
・
し
げ
お

１
９
６
０
年
京

都
市
生
ま
れ
。
愛
知
学
院
大
中
退
。
伊

勢
長
帝
国
ホ
テ
ル
店
を
経
て
、

年
、

料
亭
・
魚
三
楼
入
社
。
２
０
０
８
年
か

ら
魚
三
楼
代
表
取
締
役
。
日
本
料
理

ア
カ
デ
ミ
ー
総
務
委
員
長
、
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
協
会
理
事
、
京
都
料
理
組
合

理
事
な
ど
を
務
め
る
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０

年
京
都
市
生
ま
れ
。
甲
南
女
子
大
卒
。

両
親
は
華
道
桑
原
専
慶
流
の

世
家
元

夫
妻
。
祖
父
に
い
け
ば
な
の
指
導
を
受

け
、

歳
で
副
家
元
を
襲
名
。
古
典
の

立
花
、
生
花
を
今
に
伝
え
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
き
ょ
う
の
料
理
」
の
講
師
を
務
め
、

家
庭
料
理
の
サ
ロ
ン
も
開
い
て
い
る
。

か
わ
う
え
・
き
よ
し

１
９
３
０
年
広
島

市
生
ま
れ
。
広
島
一
中
（
現
国
泰
寺
高
）
を

卒
業
し
、

年
か
ら
地
元
の
丹
那
町
で
カ
キ

養
殖
を
中
心
に
漁
業
に
従
事
。

年
か
ら
２

０
０
４
年
ま
で
丹
那
漁
協
組
合
長
。
公
民
館

講
座
で
魚
料
理
を
教
え
、
江
戸
時
代
の
「
か

き
コ
ー
ス
料
理
」を
復
元
し
た
。著
書
に
「
箱

庭
の
海
」
「
続
・
箱
庭
の
海
」
な
ど
。

広島や京都の豊かな食材を生かした和食の魅力や継承に

ついて語り合うパネリストたち

広島市中央区の中国新聞ホール

■
幸
せ
な
思
い
出

―
皆
さ
ん
、
食
に
ま
つ
わ
る
幸
せ

な
思
い
出
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
上

歳
か
ら
カ
キ
養
殖
を

し
、
現
在

歳
。
元
気
に
こ
ら
れ
た

の
は
、
ず
っ
と
カ
キ
を
食
べ
て
き
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
大
自
然
の
恵
み
で

あ
る
カ
キ
や
イ
ワ
シ
、
そ
う
い
う
も

の
を
し
っ
か
り
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

十
数
年
前
、
日
本
全
国
か
ら
千
ぐ

ら
い
集
ま
る
魚
料
理
の
コ
ン
ク
ー
ル

に
「
カ
キ
の
３
点
盛
り
」
を
持
っ
て

行
き
、
そ
れ
が
入
賞
し
ま
し
た
。
そ

の
２
年
後
に
は
、
あ
な
ご
丼
で
も
入

賞
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

千
葉
県
の
銚
子
市
長
さ
ん
か
ら
、

小
イ
ワ
シ
料
理
を
教
え
て
ほ
し
い
と

現
地
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
海

流
の
影
響
か
、
大
き
な
イ
ワ
シ
が
捕

れ
な
く
な
っ
て
小
イ
ワ
シ
が
揚
が
る

よ
う
に
な
っ
た
。
で
も
、
食
べ
方
を

知
ら
ん
の
じ
ゃ
い
う
て
。
刺
し
身
に

天
ぷ
ら
、
ぬ
た
…
。
奥
さ
ん
方
に
喜

ば
れ
ま
し
た
。

桑
原

昼
夜
の
い
け
ば
な
の
稽
古

な
ど
で
忙
し
く
、
私
の
小
さ
い
こ
ろ

は
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
で
食
事
を

し
て
帰
っ
て
い
た
。
学
校
か
ら
帰
る

と
誰
も
い
な
く
て
、
寂
し
い
思
い
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
学
生
の
時
、

母
に
代
わ
っ
て
私
が
料
理
を
担
当
し

よ
う
と
決
め
た
ん
で
す
。

初
め
の
う
ち
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や

グ
ラ
タ
ン
し
か
作
れ
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
み
に
し
て
帰
っ
て
来
て
く

れ
る
。
み
ん
な
が
夕
食
の
時
間
に
集

ま
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
。
い
ろ
ん
な

話
が
で
き
、
食
事
の
時
間
は
大
切
な

も
の
な
ん
や
な
、
ほ
ん
ま
に
家
族
の

絆
が
強
ま
る
ん
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
、
料
理
好
き
の
父
か
ら

作
る
楽
し
さ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
こ

と
で
、
今
の
私
が
あ
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

荒
木

私
は
家
内
と
長
男
、長
女
、

次
女
と
５
人
家
族
。
食
に
つ
い
て
し

ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
み
ん
な
が
台
所

に
寄
っ
て
く
る
。
夜
は
、
お
か
み
の

仕
事
を
終
え
て
家
内
が
帰
宅
す
る
こ

ろ
ま
で
に
娘
た
ち
が
何
か
作
っ
て
い

た
り
、
長
男
が
そ
こ
に
帰
っ
て
来
た

り
。
そ
ん
な
光
景
を
見
る
こ
と
が
う

れ
し
い
な
と
。
家
で
は
京
料
理
み
た

い
な
も
の
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
何
か

と
い
う
と
チ
ー
ズ
だ
っ
た
り
ハ
ム
だ

っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
、
家
族
が
和

気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
姿
と
い
う

の
が
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

多
彩
な
味
わ
い
や
ヘ
ル
シ
ー
さ
か
ら
、

海
外
の
人
た
ち
も
魅
了
す
る
和
食
文
化
を

再
発
見
し
よ
う
―
。
「
和
食
〜
京
と
広
島

世
界
が
認
め
た
自
然
の
恵
み
」
を
テ
ー

マ
に
９
月

日
、
広
島
市
中
区
の
中
国
新

聞
ビ
ル
で
「
広
島
・
京
都
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
２
０
１
４
」
（
中
国
新
聞
社
、
京
都
新

聞
主
催
）
が
開
か
れ
た
。
京
料
理
店
の
主

人
、
華
道
副
家
元
の
料
理
研
究
家
、
広
島

の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
が
昨
年
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
無
形
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
和
食
を
未
来
に
伝
え

て
い
く
ヒ
ン
ト
を
探
っ
た
。

魚三楼 主人 荒木 稔雄さん

華道桑原専慶流副家元
料理研究家 桑原 櫻子さん

元広島市丹
たん

那
な

漁協組合長 川上 清さん

コーディネーター

中国新聞社文化部長 渡辺 拓道

主催 中国新聞社、京都新聞 後援 広島県、広島市、京都市観光協会

だ
し
の
う
ま
さ
膨
ら
ま
せ
荒
木
さ
ん

心
こ
め
た
調
理
で
絆
強
め
桑
原
さ
ん

自
分
で
作
っ
た
味
が
最
高
川
上
さ
ん

来場した人たちは 和食の奥深さに

触れ 興味深そうに聞き入った

桑
原
さ
ん
の
創
作
料
理
「
焼

き
栗
ご
飯
と
里
芋
の
田
楽
」

■
食
習
慣
は
い
ま

―
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
当
た
り
前

に
な
る
な
ど
、
日
本
人
の
食
習
慣
が

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
食
文
化
に
つ

い
て
気
に
な
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

荒
木

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

と
い
い
ま
す
か
、
特
に
若
い
人
た
ち

は
走
り
回
っ
て
い
る
よ
う
な
ご
時
世

で
す
。
何
か
を
か
じ
り
な
が
ら
電
車

に
乗
っ
て
い
る
。
行
儀
は
悪
い
け
れ

ど
、
そ
ん
な
時
し
か
食
べ
ら
れ
へ
ん

の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

日
本
食
の
そ
ば
、
天
ぷ
ら
、
す
し

も
、
江
戸
時
代
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

で
す
。ス
ロ
ー
フ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
、

と
い
う
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
し
の
も
と
な
ど
も
、
使
い
よ
う

や
と
思
う
ん
で
す
ね
。
も
し
な
か

っ
た
ら
、
今
の
家
庭
で
お
み
そ
汁

は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
。

だ
し
の
も
と
も
日
本
料
理
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で

す
。た

だ
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
し
な

い
。
え
え
も
ん
を
食
べ
に
行
く
と
き

は
え
え
格
好
し
て
、い
い
雰
囲
気
で
。

忙
し
い
と
き
は
、
牛
丼
店
で
さ
さ
っ

と
か
き
込
ん
で
と
い
う
の
も
あ
り
や

と
思
う
ん
で
す
ね
。
忙
し
い
中
で
も

食
べ
る
と
き
の
楽
し
さ
は
一
緒
。
そ

れ
を
共
有
し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え

て
い
ま
す
。

桑
原

み
ん
な
が
も
っ
と
家
の
味

を
大
切
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

な
と
思
い
ま
す
。
ど
の
都
市
で
も
行

列
が
で
き
る
よ
う
な
お
総
菜
屋
さ
ん

は
、
同
じ
よ
う
な
味
で
す
。
売
れ
て

い
る
分
、
ち
ゃ
ん
と
管
理
さ
れ
て
い

る
と
い
う
か
、
そ
の
土
地
の
特
色
の

味
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
家
庭
を
考

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
卵
焼

き
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
違
う
。
甘
か

っ
た
り
塩
辛
か
っ
た
り
、
形
が
悪
か

っ
た
り
、
軟
ら
か
か
っ
た
り
。

ま
た
、
料
理
は
勘
を
養
っ
て
く
れ

る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
肉
や
魚
の
焼

き
加
減
、
野
菜
の
ゆ
で
加
減
は
、
レ

シ
ピ
で
は
表
記
し
に
く
い
。
大
き
さ

や
量
も
、
そ
の
都
度
変
わ
る
。
自
分

で
料
理
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
外
へ

食
べ
に
行
っ
て
も
、
大
体
の
こ
と
は

分
か
る
ん
で
す
ね
。お
い
し
い
と
か
、

ま
ず
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
料

理
が
、
心
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
が
、
自
分
で
料
理
す
る
一

番
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

―
冒
頭
で
若
者
の
魚
離
れ
を
指
摘

さ
れ
た
川
上
さ
ん
は
、
か
き
料
理
で

の
創
作
レ
シ
ピ
を
お
持
ち
で
す
。

お
い
し
く
食
べ
る
こ
つ
は
何
で
し
ょ

う
。川

上

公
民
館
で
「
漁
師
の
作
る

魚
料
理
」
の
講
師
を
し
て
い
て
、
カ

キ
も
時
々
や
り
ま
す
。
コ
ン
テ
ス
ト

で
入
賞
し
た
カ
キ
の
３
点
盛
り
の
う

ち
一
番
簡
単
な
の
は
ニ
ン
ニ
ク
オ
イ

ル
炒
め
。
薄
切
り
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク

を
サ
ラ
ダ
油
で
ち
ょ
っ
と
焦
げ
目
が

付
く
ぐ
ら
い
炒
め
る
。
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
次
に
カ
キ
に
小
麦
粉
を
付

け
て
両
面
を
う
っ
す
ら
焼
く
。
中
に

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
か
き
し
ょ

う
ゆ
を
ぱ
っ
と
か
け
、
混
ぜ
て
食
べ

る
。
こ
れ
が
一
番
う
ま
い
。

ど
の
料
理
も
、
カ
ロ
リ
ー
や
栄
養

分
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
作

っ
て
自
分
の
味
で
食
べ
て
ほ
し
い
。

私
は
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
思
い
ま

す
。

■
何
が
で
き
る
か

―
こ
れ
か
ら
の
和
食
文
化
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
ま
た
、
何
が
期
待
さ

れ
、
私
た
ち
市
民
に
は
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
。

荒
木

日
本
料
理
で
一
番
大
事
な

の
は
、だ
し
の
文
化
で
す
。い
り
こ
、

カ
ツ
オ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
フ
グ
…
。
い

ろ
ん
な
だ
し
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

カ
ツ
オ
と
昆
布
の
だ
し
が
と
り
わ
け

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
々
、
か
つ
お
節

を
作
る
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
世
界

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ

フ
は
、
シ
カ
肉
を
使
っ
て
、
し
か
節

を
作
っ
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
サ

ケ
で
節
を
作
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
だ
し
が
世
界
で
も
て
は
や

さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
だ
し
は
ゼ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
健
康
的
で
す
。
だ
し

の
う
ま
味
成
分
は
、
満
腹
中
枢
を
刺

激
す
る
物
質
を
含
ん
で
い
る
。
外
国

人
が
日
本
料
理
を
食
べ
て
い
る
と
、

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
な
い
の
に
、
お

な
か
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
に
な
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

だ
し
は
、
小
さ
い
と
き
か
ら
慣
れ

て
い
な
い
と
、
か
つ
お
節
や
昆
布
の

に
お
い
が
臭
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
だ
し
を
嫌
い

に
な
ら
な
い
よ
う
、
育
て
て
い
く
べ

き
で
す
。ヘ
ル
シ
ー
な
だ
し
を
使
い
、

い
ろ
ん
な
食
生
活
を
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ま
さ
と
い
う
の

が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
い
く
と
思
い

ま
す
。

川
上

若
い
人
に
魚
を
食
べ
る
習

慣
を
ど
う
つ
け
て
も
ら
う
か
。
結
論

は
出
ま
せ
ん
。
戦
時
中
は
米
ぬ
か
と

麦
ぬ
か
を
ベ
ー
ス
に
ヨ
モ
ギ
を
混
ぜ

た
蒸
し
団
子
が
う
ま
か
っ
た
。
戦
後

は
米
も
野
菜
も
な
く
何
で
も
お
い
し

か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
嫌
い
な
も
の

が
な
い
。
今
の
人
は
ぜ
い
た
く
に
慣

れ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
食
べ
物
も
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

桑
原

先
日
出
演
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

「
き
ょ
う
の
料
理
」の
テ
ー
マ
が
「
お

ふ
く
ろ
の
味
」
。
お
に
ぎ
り
、
親
子

丼
、
い
な
り
ず
し
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
皆
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
や
お

手
紙
を
い
た
だ
い
た
。驚
い
た
の
は
、

い
な
り
ず
し
が
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、

お
ふ
く
ろ
の
味
や
と
。
そ
の
家
の
味

が
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
懐

か
し
く
な
り
、
自
分
で
作
っ
て
み
よ

う
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
今
ま

で
、
自
分
の
家
の
味
を
守
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
続
け

な
い
と
い
け
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま

す
。海

外
で
日
本
料
理
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
や
器
用
さ

が
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば

繊
細
さ
か
ら
生
ま
れ
た
松
花
堂
弁
当

は
和
食
の
文
化
や
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
が
、
毎
日
の
食
事
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
く
だ
さ
れ

ば
、
日
本
の
食
文
化
は
ず
っ
と
尊
敬

し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
す
。

第３種郵便物認可 ２０１４年(平成 年)１０月１５日　 水 曜 日 第３種郵便物認可第３種郵便物認可 ２０１４年(平成 年)１０月１５日　 水 曜 日 第３種郵便物認可
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松
一
色
　
∧
9
頁
の
花
∨

仙
溪

　

花
型　

行
の
行

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
の
歴
史
展
示
に

立
て
た
立
花
。
真
の
幹
は
自
然
の
曲
が
り

で
あ
る
。正
真
の
晒
木
が
効
い
て
く
れ
た
。
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第
47
回 

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展

　

テ
ー
マ
「
花
と
い
う
未
来
。」

　

会
期　

10
月
8
日
㈬
〜
13
日
㈪

　

会
場　

大
阪
高
島
屋
７
階

　

１
次
展　

10
月
8
日
㈬
〜
9
日
㈭

　

２
次
展　

10
月
10
日
㈮
〜
11
日
㈯

　

３
次
展　

10
月
12
日
㈰
〜
13
日
㈪
㈷
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
617
号　

2014
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com

出
合
い
花
（
1 4
）　
　
仙
溪

　
秋し

ゅ
う
か
い
ど
う

海
棠

　
上じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
草

　

石
清
水
の
そ
ば
で
し
っ
と
り
と
咲
い
て

い
る
、そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
い
け
て
み
た
。

　

自
分
の
中
で
は
上
臈
杜
鵑
草
も
秋
海
棠

も
そ
の
よ
う
な
場
所
に
生
え
て
い
る
光
景

が
目
に
浮
か
ぶ
。
清
水
の
周
辺
の
空
気
は

湿
り
気
を
お
び
て
、
葉
は
つ
ね
に
潤
っ
て

い
る
。

　

秋
海
棠
は
中
国
原
産
の
多
年
草
。
日
本

に
は
江
戸
時
代
初
期
に
渡
来
し
た
帰
化
植

物
。
ベ
ゴ
ニ
ア
の
仲
間
特
有
の
偏
っ
た
形

の
葉
を
し
て
い
る
。

　

上
臈
杜
鵑
草
は
杜ほ

と
と
ぎ
す

鵑
草
の
仲
間
だ
が
、

花
の
形
が
全
く
違
う
。
名
前
に
つ
け
ら
れ

た
上
臈
は
、
仏
教
用
語
で
年
功
を
多
く
積

ん
だ
高
僧
の
こ
と
を
さ
す
ら
し
い
。

　

ご
つ
ご
つ
と
し
た
土
っ
ぽ
い
花
瓶
に
水

を
満
た
し
て
い
け
る
。
口
の
片
側
に
寄
せ

て
水
面
が
見
え
る
よ
う
に
。
こ
ん
な
素
朴

な
感
じ
の
い
け
ば
な
が
、意
外
と
難
し
い
。

　

花
材　

秋
海
棠
（
秋
海
棠
科
）

　
　

上
臈
杜
鵑
草
（
百
合
科
）

　

花
器　

焼
締
花
瓶
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◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

ぶ
ら
さ
が
る

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

春
に
は
美
し
い
花
の
房
を
下
げ
て
い
た

藤ふ
じ

も
、
秋
に
な
る
と
剽

ひ
ょ
う
き
ん軽

な
長
細
い
実
が

蔓
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
。
藤
棚
で
あ
れ

ば
、
さ
し
ず
め
自
然
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
、

で
は
な
い
に
し
て
も
、
見
て
い
て
楽
し
い

気
分
に
な
る
。

　

と
は
云
え
、
こ
れ
だ
け
沢
山
ぶ
ら
さ

が
っ
た
枝
を
い
け
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
重
量
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
つ
つ
も
、
花

は
前
方
へ
出
す
こ
と
で
、
藤
の
実
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
に
負
け
な
い
奥
行
き
を
つ
く

る
。

　

取
り
合
わ
せ
に
は
４
色
の
ピ
ン
ポ
ン
菊

を
選
び
、
藤
色
の
杜

ほ
と
と
ぎ
す鵑

を
た
し
た
。
藤
の

実
に
カ
ラ
フ
ル
な
ピ
ン
ポ
ン
菊
が
よ
く
似

合
っ
て
い
る
。

　

花
材　

藤
の
実
（
豆
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ポ
ン
菊
４
色
（
菊
科
）

　
　
　
　

杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑

（
百
合
科
）

　

花
器　

市
松
模
様
陶
花
瓶
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◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

赤
芽
柳

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

留
流
し

　

花
器　

耳
付
銅
花
瓶

　

赤
芽
柳
は
別
名
を
フ
リ
ソ
デ
ヤ
ナ
ギ

（
振
袖
柳
）
と
も
呼
ば
れ
、
花
芽
が
大
き

く
な
っ
て
、
赤
い
芽
鱗
片
が
落
ち
た
あ
と

の
花
穂
は
い
か
に
も
春
ら
し
い
。

　

し
か
し
、
生
花
に
い
け
る
な
ら
、
ま
だ

花
芽
が
小
さ
く
て
固
い
初
冬
が
い
い
。

　

日
の
当
た
る
側
、
い
わ
ゆ
る
日ひ

お
も
て表

は
、

枝
肌
も
花
芽
も
赤
み
が
強
い
の
で
、
日
表

の
側
が
手
前
に
な
る
よ
う
に
い
け
る
。

　

本
数
多
く
い
け
る
な
ら
、
銅
器
が
よ
く

似
合
う
。

し
な
り
の
美

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

頭
こ
う
べを

垂
れ
る
稲
穂
を
見
る
と
、
自
然
の

恵
み
に
感
謝
の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
て
、

心
の
中
で
こ
ち
ら
も
頭
を
下
げ
て
い
る
。

今
年
も
新
米
の
季
節
が
や
っ
て
き
た
。

　

こ
の
時
期
、
花
屋
に
も
少
量
の
黒
米
が

売
ら
れ
る
。
赤あ

か
ま
い米

や
黒く

ろ
ま
い米

は
古
代
米
と
名

付
け
ら
れ
て
か
ら
栽
培
が
増
え
て
き
た
そ

う
だ
。
い
け
ば
な
で
も
独
特
の
存
在
感
が

出
せ
る
花
材
だ
と
思
う
。

　

私
達
の
命
の
糧か

て

、
そ
の
元
の
姿
を
愛め

で

る
こ
と
も
ま
た
、
心
の
糧
と
な
っ
て
、
よ

り
深
く
自
然
と
の
関
わ
り
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

相
手
に
は
、
同
じ
く
し
な
る
姿
の
上

じ
ょ
う
ろ
う臈

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
に
、大
輪
の
ピ
ン
ク
の
菊
を
選
ん
だ
。

垢あ
か
ぬ
け抜

け
た
華
や
か
さ
と
可
愛
さ
を
兼
ね
備

え
た
菊
は
、
恵
み
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
。

　

花
材　

上
じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
（
百
合
科
）

　
　
　
　

黒
米
（
稲
科
）

　
　
　
　

菊
「
飛ひ

だ騨
マ
ム
」（
菊
科
）

　

花
器　

籠
花
入
（
桑
原
健
一
郎
作
）

真
（
序
）

副
（
破
）

留
（
急
）
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真
副

留胴

中
間

控

基
本
花
型
に
い
け
る

　

主
材　

紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
（
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　
　
　
　

※
熊く

ま
つ
づ
ら葛

科
か
ら
移
動

　

副
材　

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　　

紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
に
は
枝
が
直
立
す
る
も
の
と
横

へ
伸
び
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
性
質

に
あ
わ
せ
て
花
型
を
考
え
る
。
作
例
の
枝

は
横
へ
し
な
る
よ
う
な
枝
振
り
だ
っ
た
の

で
、
斜
体
型
を
選
ん
だ
。

　

一
本
の
枝
か
ら
に
十
本
以
上
の
長
い
小

枝
が
出
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
大
き
す

ぎ
る
た
め
、
小
枝
を
切
り
離
し
て
い
け
て

い
る
。

　

紫
式
部
の
実
に
は
茂
っ
た
葉
を
合
わ
せ

た
い
。
秋
色
に
色
付
き
は
じ
め
た
木
苺

（
構か

じ

苺い
ち
ご）

は
よ
く
映
る
。
白
色
と
青
紫
色

の
し
ぼ
り
の
竜
胆
で
、
彩
り
を
深
め
た
。

斜
体
副
主
型

◎
剣
山
の
主
要
部
分
の
説
明

　

そ
れ
ぞ
れ
の
役
枝
を
剣
山
に
挿
す
場

合
、
位
置
と
方
向
は
、
お
よ
そ
左
の
図
の

よ
う
に
な
る
。

真

副

留

胴

中
間

控

中
間真副

留

胴
控

中
間

横
か
ら
見
た
と
こ
ろ
。
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①　主材の紫式部の実を、いけあがりを想像して、
副の位置に５本ほどさす。先まで実がない枝は適当
に途中で切り縮めているが、自然な切り方を工夫す
る。

②　真の位置にも紫式部の実を一本立てて奥行きを
つける。胴の位置に木苺を出す。副の伸びを引き立
てつつ、水際を整える。同じく胴に紫式部の実も一
本加えて、奥行きをつくる。

③　中間の位置に竜胆を低めにさす。やや前傾させ
ている。

④　留の位置に木苺を加えたところ。
　中間にもう一本竜胆を立て、竜胆の脇枝と木苺の
下枝を控の位置に加える。（４頁の花）

副

真

胴

中
間

留

真

副

留
胴

中
間

控

中
間

胴

そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
。
主
材
の
長
さ
は
、
花
器
の
幅
と
高
さ

を
足
し
た
長
さ
の
1.5
〜
２
倍
を
目
安
に
し
て
、
水
の
中
の

深
さ
を
加
え
て
切
る
。

水
際

花
器
の
幅
と
高
さ
の
2.2
倍

　

花
材
の
量
感
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
長
さ
を
考
え
る
。

　

花
材
が
細
い
場
合
は
少
し
長
め
に
す
る
。



66

立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑰

立
花
秘
傳
抄　

五　

　
　

立
花
名
目　
並
び
に　

訓
解
（
つ
づ
き
）

　
　
　

正し
ょ
う
し
ん心
の
事

　

直す
ぐ
じ
ん
だ
て

心
立
の
時
は
、
心
の
前
に
立
つ
る
に
よ
り
、
心
か

く
し
と
名
付
く
。
除の

き
じ
ん心

の
時
は
直
な
る
も
の
一
瓶
の
う

ち
こ
れ
よ
り
外
に
あ
ら
ざ
る
に
よ
り
、
正
心
と
名
付
く
。

ま
た
小

し
ょ
う
し
ん心

と
か
く
時
は
直
心
の
大だ

い

に
か
わ
り
て
す
な
お

な
る
を
立
つ
る
心

こ
こ
ろな

り
。

　

正
心
の
高
さ
は
、
松
じ
ん
四
尺
あ
る
時
は
、
禿

か
む
ろ
ま
つ松

二

尺
に
立
つ
べ
し
。
こ
れ
定
法
な
り
。
梅
、
柳
な
ど
の
細

き
物
な
ら
ば
、
高
く
指
す
べ
し
。
ま
た
心し

ん

に
梅
、
柳
な

ど
を
立
つ
る
時
は
、
右
の
格
を
以
て
、
正
心
よ
ろ
し
く

立
つ
べ
き
な
り
。

　

除の
き
じ
ん心

の
正
心
は
心
の
前
よ
り
立
つ
る
流
も
あ
り
。
ま

た
後
ろ
よ
り
立
つ
る
流
も
あ
り
。
前
よ
り
立
つ
る
時
は
、

花
形
丸
く
、後
ろ
よ
り
立
つ
る
時
は
、花
形
ひ
ら
め
な
り
。

さ
れ
ば
花
形
に
し
た
が
い
、
時
に
よ
ろ
し
く
立
つ
べ
き

な
り
。

　

心
少
し
除の

き

た
ら
ば
正
心
ほ
そ
き
も
の
を
用
ゆ
べ
し
。

広
く
の
き
た
ら
ば
、
大
輪
な
る
も
の
を
用
ゆ
べ
し
。
心し

ん

の
幹
ふ
と
き
に
は
柔
ら
か
な
る
も
の
、
草く

さ

の
心し

ん

に
は
草く

さ

を
用
い
、
水
仙
、
杜

か
き
つ
ば
た若

は
花
よ
り
葉
を
高
く
、
紫し

お
ん苑

、

萱か
ん
ぞ
う草

は
下
に
葉
を
あ
し
ら
う
。
南
天
、
わ
く
ら
、
か
な

め
の
正
心
に
は
口
伝
あ
り
。
つ
つ
じ
は
下
へ
つ
か
い
さ

げ
、
引
き
松
は
正
心
に
用
い
ず
。
檜

ひ
の
きは

地ぢ

ば生
え
を
用
い
、

薄
は
穂
を
用
ゆ
。
草
木
に
か
ぎ
ら
ず
出
生
の
直す

ぐ

な
る
も

の
、
み
な
正
心
に
用
ゆ
べ
し
。

　
　
　

副そ
え

の
事

　

副
を
古
代
は
露つ

ゆ
う
け請

と
名
づ
く
。
云い

う
こ
こ
ろ
は
外
の

枝
よ
り
高
く
、
心
の
葉は

か
げ陰

に
の
ぼ
せ
て
、
松
の
雫
を
請う

け

る
と
云
う
心

こ
こ
ろ

な
り
。
然
る
に
中
頃
よ
り
副
と
云
う
。
心し

ん

に
し
た
し
く
副
の
ぼ
す
る
と
云
う
義
な
り
。
た
と
え
ば

大た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
に
副

ふ
く
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
あ
る
が
如
く
、
一
方
の
花
形
を
守
り
、

心
に
勢
い
あ
ら
す
る
は
、
副そ

え

の
役や

く

な
る
べ
し
。

　

副
は
や
わ
ら
か
に
、
し
だ
れ
る
も
の
を
よ
し
と
す
。

心
す
こ
し
の
き
た
ら
ば
、
直す

ぐ
な
る
も
の
を
立
て
副そ

う

べ

し
。
広
く
の
き
た
ら
ば
、
な
び
き
た
る
も
の
、
葉
の
な

き
も
の
に
は
茂し

げ

り
た
る
も
の
、
水
ぎ
わ
の
き
に
は
き
お

い
た
る
も
の
、
幹
狂く

る

い
た
る
に
は
内
副
に
立
つ
べ
し
。

松
の
副
は
細
く
や
わ
ら
か
な
る
を
用
ゆ
べ
し
。
或
は
大

葉
一
枚
に
て
副
を
あ
し
ら
う
も
あ
り
。

　

上
手
の
副
を
付
る
と
云
う
は
、
心し

ん

に
そ
う
べ
き
枝
葉

を
よ
く
見
定
め
、
出
生
の
か
た
ち
に
ま
か
せ
、
念ね

ん
り
ょ慮

を

入
れ
ず
し
て
、
そ
の
ま
ま
副そ

え

る
時
は
、
自
然
の
景
気
う

つ
り
て
お
も
し
ろ
し
。
初
心
の
人
は
草
を
た
め
、
木
を

ゆ
が
め
、
執
着
の
こ
こ
ろ
を
以
て
、
強
い
て
副
う
る
に

よ
り
、
立
て
て
後
ま
で
、
思し

り
ょ
ふ
ん
べ
つ

慮
分
別
の
と
こ
ろ
花
に
あ

ら
わ
れ
て
、
つ
た
な
く
覚
ゆ
る
な
り
。
巧こ

う
し
ゃ者

は
こ
の
域

さ
か
い

を
よ
く
よ
く
工
夫
す
べ
し
。

　

師
語
を
作
り
て
、
副
を
付
る
こ
と
を
教
ゆ
。
副
う
て

副
わ
ざ
れ
、
除
い
て
除
か
ざ
れ
。
誠
に
こ
れ
中
庸
の
道

理
に
し
て
、
添
い
す
ぎ
た
る
時
は
い
や
し
く
、
除
き
す

ぎ
た
る
時
は
、
う
つ
り
あ
し
き
な
り
。
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請う
け

の
事

　

請
と
名
の
る
事
、
心
の
勢
い
を
請う

け

持
つ
と
い
う
義
な

り
。
心し

ん

お
も
き
時
は
請
お
も
く
、
心
か
ろ
き
時
は
請
か

ろ
し
。
副
し
だ
れ
た
る
も
の
な
ら
ば
、
請
は
き
お
い
た

る
も
の
、
副
き
お
い
た
る
物
な
ら
ば
、
請
は
し
だ
れ
た

る
も
の
。
心
、
副
、
直
な
る
も
の
な
ら
ば
、
請
は
風
流

に
狂
い
た
る
も
の
。
竹
の
請
に
は
習
い
あ
り
。

　

請
は
心
に
次
い
で
の
大
枝
に
て
、
専
ら
賞
翫
す
る
枝

な
れ
ば
時
の
珍
花
を
用
ゆ
べ
し
。

　
　
　

見み
こ
し越

の
事

　

見
越
と
名
付
く
る
は
、
山
を
見
越
し
て
高こ

う
ぼ
く木

の
梢
を

眺
め
る
心

こ
こ
ろ

な
り
。
さ
れ
ば
庭
前
に
山
を
作
る
に
、
見
越

あ
る
が
如
し
。
さ
る
に
よ
っ
て
、
小
木
高
草
を
用
い
ず
。

　

見
越
と
前
置
は
前
後
の
釣
り
合
い
に
て
、
前
置
お
も

き
時
は
見
越
お
も
く
、
前
置
短
く
出
る
時
は
、
見
越
も

ま
た
心し

ん

に
そ
え
て
立
つ
べ
し
。

　

除
心
の
見
越
は
、
さ
の
み
左
右
高
下
を
き
ら
は
ず
。

正
心
こ
は
き
も
の
な
ら
ば
見
越
や
わ
ら
か
に
、
正
心
色い

ろ

な
く
細
き
も
の
な
ら
ば
見
越
は
花
や
か
に
、
大
手
な
る

も
の
を
指
す
べ
し
。

　

藤
、
南
天
な
ど
の
し
だ
れ
た
る
も
の
、
見
越
に
用
い

る
時
は
、
兼
ね
て
見
越
所
を
広
く
あ
け
置
き
、
幽ゆ

う
げ
ん
て
い

玄
体

に
な
び
か
し
て
指
す
べ
し
。
梅
、
水
木
の
細
き
も
の
は
、

正
心
よ
り
高
く
立
つ
べ
し
。

　
　
　

流な
が
し枝
の
事

　

流
枝
と
云
う
は
、
水
ぎ
わ
低
く
横
へ
長
く
流
る
る
景

色
あ
る
ゆ
え
、
流
枝
と
名
づ
く
。
ま
た
長
枝
と
も
書
く

べ
し
。
一
瓶
の
内
ひ
く
く
出
す
も
の
、
流
枝
を
定
法
と

し
て
立
て
る
。
こ
れ
水
ぎ
わ
の
習
い
な
り
。

　　

草
木
の
横
へ
は
え
出
る
も
の
、
い
づ
れ
も
流
枝
に
用

ゆ
。
し
か
れ
ど
も
葉は

さ
き先

勢
い
な
き
も
の
は
用
い
ず
。
広

葉
の
た
ぐ
い
な
ら
ず
。
梅
の
ず
わ
ひ
心
得
あ
り
。
苔
晒

木
の
流
枝
は
、
い
か
に
も
細
き
を
用
ゆ
。

　

流
枝
の
出
口
、
き
つ
く
り
と
出
す
べ
か
ら
ず
。
本も

と

に

て
き
お
い
、
中
に
て
沈
み
、
す
え
に
て
あ
が
る
様
に
指

す
べ
し
。
出
口
は
花
葉
を
以
て
あ
し
ら
い
か
け
、
い
や

し
か
ら
ぬ
様
に
出
す
べ
し
。                                                                                                  

　

流
枝
は
心し

ん

と
見
合
わ
せ
、
副
と
見
合
わ
せ
、
控
枝
と

見
合
わ
せ
て
、
胴
前
よ
り
の
う
つ
り
を
第
一
と
す
。

　

流
枝
は
瓶
の
後
ろ
隅す

み

よ
り
出
し
て
、
梢
を
前
へ
ふ
ら

す
。
然
れ
ど
も
前
置
よ
り
前
へ
は
出
す
べ
か
ら
ず
。
瓶

の
口
よ
り
梢

こ
ず
え

さ
が
る
事
を
嫌
う
。
請
と
流
枝
の
梢
、
同

じ
き
を
嫌
う
。
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◆
斜
め
前
か
ら
見
た
奥
行
き
。

松
の
立
花　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

松　

あ
ら
ら
ぎ　

木ぼ

け瓜　

糸
菊

　
　
　
　

晒
木　

小
菊
「
赤
頭
巾
」

　
　
　
　

毬
い
が
ぐ
り
ま
ゆ
み

栗
檀

　

花
器　

銅
立
花
瓶

真

胴

流
枝

請

正
真

見
越

控
枝

前
置

副
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◆
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ
。

生
花

 

葉
蘭
九
葉　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

行
型

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

九
月
の
家
元
研
究
会
で
は
、
葉
蘭
九
葉

の
生
花
を
稽
古
し
た
。
テ
キ
ス
ト
６
１
３

号
、
６
１
６
号
に
も
葉
蘭
の
解
説
が
あ
る

の
で
見
返
し
て
ほ
し
い
。
出

し
ゅ
っ
し
ょ
う

生
や
独
特

の
深
み
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

　

葉
蘭
の
生
花
は
数
多
く
活
け
な
れ
る
こ

と
が
大
切
で
、
巧
み
な
葉
づ
か
い
の
技
巧

を
自
ら
体
得
し
て
、
自
ら
が
そ
の
技
法
を

開
拓
し
て
ゆ
く
よ
う
な
研
究
態
度
が
な
い

と
、
美
し
い
花
形
は
作
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
方
法
を
知
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
自
ら
が
切
り
ひ
ら
く
よ
う
な
技
術
の

生
花
で
あ
る
。
理
解
す
れ
ば
意
外
に
簡
単

な
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
熱
意
と
努
力
が
最
も
必
要
な
生
花
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
（「
専
溪
生
花
百
事
」よ
り
抜
粋
）

真
（
序
）副

（
破
）

留
（
急
）
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◆
横
か
ら
見
た
、
立
花
の
奥
行
き
。

立
花

 

丸ま
る
ば葉

の
木
（
紅べ

に
ま
ん
さ
く

満
作
）　
仙
溪

　

花
型　

行
の
真

　

花
材　

丸
葉
の
木　

檜ひ
お
う
ぎ扇

の
実

　
　
　
　

杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑　

薮や
ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子　

竜り
ん
ど
う胆

　
　
　
　

糸
菊　

嵯
峨
菊
（
園
芸
種
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

丸
葉
の
木
の
紅
葉
を
真
、
請
、
控
枝
に

使
っ
て
い
る
。
稽
古
で
立
て
た
初
歩
的
な

立
て
方
だ
が
、
秋
ら
し
い
色
彩
の
立
花
だ

と
思
う
。

真

胴 流
枝

請
正
真

見
越

控
枝

前
置

副
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
629
号　

2015
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

出
逢
い
花
（
24
）　
　

仙
溪

　

野の
い
ば
ら茨
の
実
（
薔ば

ら薇
科
）

　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ
ゆ

科
）

　

赤
い
実
に
赤
い
花
を
出
逢
わ
せ
て
、
黒

い
器
に
い
け
て
み
た
。

　

撮
影
の
あ
と
、
床
の
間
に
飾
っ
た
が
、

水
辺
の
黒
い
杭
に
留
ま
る
鳥
の
絵
の
軸
と

ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
た
。
い
い
出
逢
い
が

生
ま
れ
た
と
き
は
、
素
直
に
嬉
し
い
。

　

花
器　

黒
釉
陶
花
器

陰
陽
五
行

　

現
在
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
旧
暦
（
太
陰

太
陽
暦
）
に
興
味
を
持
つ
と
、
陰
陽
五
行

思
想
に
ゆ
き
つ
い
た
。
日
本
文
化
に
携
わ

る
者
と
し
て
、
そ
ん
な
も
の
も
っ
と
早
く

に
知
っ
て
お
け
、
と
お
し
か
り
を
受
け
そ

う
だ
。

　

今
、
吉
野
裕
子
著
「
陰
陽
五
行
と
日
本

の
民
俗
」
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
。
ま

だ
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
だ
が
、と
て
も
難
解
。

で
も
非
常
に
面
白
い
。
古
代
の
中
国
で
生

ま
れ
た
哲
学
だ
が
、
天
地
の
は
じ
ま
り
も

陰
と
陽
で
説
明
で
き
、
木
・
火
・
土
・
金
・

水
の
五
元
素
（
五
気
）
の
作
用
と
循
環
、

す
な
わ
ち
五
行
に
よ
っ
て
、
万
物
が
生
成

さ
れ
、
自
然
界
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
も
の
。

　

要
す
る
に
陰
陽
五
行
の
法
則
を
知
っ
て

い
る
と
、
自
然
の
こ
と
が
ス
ト
ン
と
理
解

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
修
め
る
価
値
は
非
常
に
高
い
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

メ
ラ
レ
ウ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

リ
コ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
樹

木
で
ユ
ー
カ
リ
と
同
じ
く
フ
ト
モ
モ
科
。

作
例
の
よ
う
に
黄
金
色
に
な
る
も
の
や
赤

く
な
る
も
の
な
ど
種
類
が
多
く
、
芳
香
が

あ
っ
て
ハ
ー
ブ
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
。

　

オ
レ
ン
ジ
色
の
器
に
た
っ
ぷ
り
の
メ
ラ

レ
ウ
カ
を
集
め
て
、
リ
コ
リ
ス
、
ダ
リ
ア

で
色
の
濃
淡
を
楽
し
ん
だ
。

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
の
木
。
大
阪
花
の
文
化
園
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

花
材　

紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部  （
熊

く
ま
つ
づ
ら葛

科
）

　
　
　
　

上
じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
（
百
合
科
）

　
　
　
　

秋こ
す
も
す桜

（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
の
よ
う
な
色
の
実
は

他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
独
特
の
美
し
さ
が

あ
っ
て
好
き
な
花
材
だ
け
れ
ど
、
と
り
合

わ
せ
に
悩
む
。
で
も
今
回
の
と
り
合
わ
せ

は
自
分
で
も
気
に
入
っ
て
い
る
。

　

紫
と
は
反
対
色
の
黄
色
。
そ
こ
に
桃
色

が
少
し
加
わ
る
こ
と
で
紫
の
鮮
や
か
さ
が

増
し
た
。

　

立
ち
上
る
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
と
垂
れ
下

が
る
ジ
ョ
ウ
ロ
ウ
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
形
の
対

比
も
面
白
い
。
コ
ス
モ
ス
の
優
し
い
葉
の

緑
が
、
紫
色
の
小
さ
な
実
の
足
元
を
ほ
ど

よ
く
包
ん
で
く
れ
た
。

　

濃
色
の
艶
や
か
な
花
瓶
が
、
色
彩
の
引

き
締
め
役
に
な
っ
て
く
れ
た
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

赤
い
実
に
紅
葉
を

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　
　
　

櫻
子

　

花
材　

鈴す
ず
ば
ら

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

三
足
蓋
付
陶
深
鉢

　

赤
い
実
に
紅
葉
が
重
な
る
と
、
互
い
の

相
乗
効
果
で
よ
り
強
く
秋
を
感
じ
ら
れ
る

の
に
加
え
て
、
実
と
花
だ
け
で
は
表
現
で

き
な
い
華
や
い
だ
明
る
さ
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
実
の
表

情
が
優
し
く
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

秋
色
を
際
立
た
せ
よ
う
と
、
純
白
の
バ

ラ
を
と
り
合
わ
せ
た
。
子
孫
を
残
す
実
と

や
が
て
散
る
赤
い
葉
と
大
き
く
咲
こ
う
と

す
る
花
の
対
照
が
美
し
い
。

　

３
種
の
花
材
を
料
理
す
る
よ
う
な
気
持

で
、
鍋
型
の
器
に
い
け
て
み
た
。

梅
擬
と
紫
蘭

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　
　

櫻
子

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬

（
黐も

ち

の
木
科
）

　
　
　
　

紫し
ら
ん蘭

（
蘭
科
）

　
　
　
　

白
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶

　

梅
擬
の
小
枝
を
使
っ
て
軽
や
か
な
投
入

に
し
た
い
と
考
え
、
色
付
き
始
め
た
紫
蘭

を
と
り
合
わ
せ
て
、
白
椿
で
口
元
を
引
き

締
め
た
。

　

梅
擬
の
艶
や
か
な
赤
い
実
に
白
椿
を
添

え
る
と
、凛
と
し
た
美
し
さ
が
生
ま
れ
る
。

そ
こ
に
紫
蘭
が
加
わ
る
こ
と
で
雰
囲
気
が

ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
見
え
る
。
表
情
が
柔

ら
か
く
な
り
、
優
し
さ
が
加
わ
る
。

　

器
も
優
し
さ
を
感
じ
る
も
の
が
い
い
。

ほ
ん
の
り
赤
み
の
あ
る
温
か
な
風
合
い
陶

花
瓶
を
選
び
、
朱
の
敷
板
に
飾
っ
た
。
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京
都
市
芸
術
文
化
協
会
創
立
35
周
年
記
念
事
業

京み
や
この
文
化
絵
巻
Ⅰ

花
鳥
風
月

　

会
期　

9
月
11
日
㈰

　

会
場　

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

　
「
鳥
」
の
部　

華
道　

桑
原
仙
溪

　

邦
楽
、
邦
舞
、
洋
楽
、
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
、
能
楽
、
狂
言
、

書
、
今
様
、
華
道
。
総
勢
１
５
０
人
に
よ
る
舞
台
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
杉
信
太
郎
さ
ん
の
横
笛
に
合

わ
せ
、
今
様
の
舞
手
に
介
添
え
を
し
て
い
た
だ
き
、
雌

雄
の
鳥
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
花
を
い
け
た
。
器
は
柳
原
睦

夫
氏
の
銀
オ
リ
ベ
。
花
材
は
2.5
ｍ
の
カ
ナ
リ
ー
椰
子
の

新
芽
な
ど
。
命
の
躍
動
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㉘

立
花
秘
傳
抄　

一　

　

常と

き

わ

ぎ

磐
木
之
部
（
つ
づ
き
）

　

棕し
ゅ
ろ櫚

　

非
祝
言
。
上
。

　

正
心
、
副
、
請
。

　

朝
鮮
棕
櫚
は
胴
に
も
用
い
る
。

　

棕
櫚
竹
ま
た
面
白
き
物
な
り
。
さ
り
な
が
ら
客
花

に
は
用
捨
す
べ
し
。

　

詩
に
曰
う
。
棕し

ゅ
ろ櫚

の
葉
散さ

ん

じ
て
夜
叉
の
頭

か
し
ら。

　

古
歌朝

ま
た
き
梢
は
る
か
に
音
つ
れ
て
す
ろ
の
葉
過

る
む
ら
時
雨
か
な

　

杉
　

非
祝
言
。
上
中
。
苔
、
晒
木
用
い
ず
。

　

古
歌い

つ
し
か
に
神
さ
ひ
に
け
り
か
く
山
の
鉾
杉
か

も
と
苔
の
む
す
ま
で

　

苔
を
遣
い
て
も
苦
し
か
ら
ざ
る
證
歌
あ
り
と
い
え

ど
、
古
来
よ
り
苔
を
付
け
て
立
て
る
木
、
法
式
の
外
は

こ
れ
を
許
さ
ず
。
然
れ
ど
も
自
然
と
苔
の
付
き
た
る
心し

ん

あ
ら
ば
、
外
の
苔こ

け木
を
借
り
用
い
て
も
く
る
し
か
ら
ず
。

　

古
代
は
賀か

も茂
の
神
杉
と
て
、
若
木
の
色
よ
き
、
葉
の

茂
り
た
る
を
も
と
め
て
多
く
さ
さ
れ
し
と
師
の
云
え

り
。
然
る
に
近
頃
は
杉
は
魔
の
す
む
木
な
り
と
て
立
て

ざ
る
も
お
か
し
。
詩
に
作
り
、
歌
に
読
み
て
や
さ
し
き

物
な
れ
ば
、
今
様
に
こ
れ
を
用
い
る
。
さ
れ
ど
も
客
花

に
は
用
捨
す
べ
き
物
か
。

　

う
す
の
木　

夏
ば
せ

　

祝
言
。

　

胴
、
流
枝
、
控
枝
、
前
置
。

　

幹
太
き
は
請
に
も
用
い
る
。

　

こ
の
二
木
、
春
の
暮
れ
よ
り
秋
の
中な

か
ば半

ま
で
紅
葉

す
る
ゆ
え
、
照て

り
は葉

と
名
付
け
て
瓶
毎
に
用
い
る
な
り
。

　

か
な
ら
ず
葉
先
を
つ
く
ろ
い
、
葉
を
重
ね
て
見
事

に
見
せ
ん
と
す
る
こ
と
な
か
れ
。
照
葉
は
や
わ
ら
か

に
軽
く
立
て
る
を
よ
し
と
す
。

　

ふ
し
く
ろ

　
　

非
祝
言
。
下
段
。

　

栗
の
若
ば
へ

　
　

祝
言
。
下
段
。

　

檜
の
葉

　
　

祝
言
。
下
段
。

　

ま
ゆ
み

　
　

祝
言
。
中
下
。

　
　

衛ま
ゆ
み矛

、
鬼ま

ゆ
み箭

。

　

猿
す
べ
り　

猿
滑

　
　

非
祝
言
。
中
下
。
祝
言
に
用
い
ず
。

　
　

證
歌足

引
の
山
の
か
げ
ち
の
猿
な
め
り
そ
れ
ら
か
に

て
も
世
を
渡
ら
ば
や
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柞
　

祝
言
。
中
下
。

　

木
ふ
と
き
は
請
に
も
遣
う
。

　

櫧は
は
そ木

（
多
識
）。

　

四
聲
字じ

お
ん苑

に
云
う
。
梳く

し

を
作
る
。
藻
塩
草
に
こ
な

ら
栢

か
し
わ、

こ
れ
柞
な
り
。

　

今
回
出
て
き
た
棕し

ゅ
ろ櫚

を
使
っ
て
い
る
の
は
二
図
あ
り
、
第

三
十
二
図
・
棕し

ゅ
ろ
し
ん

櫚
真
砂
の
物
は
以
前
掲
載
し
た
が
再
び
載
せ
て
お

く
。
雄
株
に
棕
櫚
の
古
い
株
を
立
て
、
そ
こ
か
ら
若
木
が
生
ま
れ

た
姿
。
棕
櫚
の
素
直
な
広
が
り
に
、
雌
株
の
屈
曲
し
た
晒
木
で
バ

ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。

　

第
四
十
一
図
で
は
棕
櫚
が
見
越
と
副
に
大
き
く
使
わ
れ
、
請
に

さ
ら
り
と
夏
櫨
を
出
し
て
い
る
。
竹
型
の
器
が
目
を
引
く
。

第
四
十
一
図

立
花　

松
除
真　

高
橋
吉
兵
衛

松　

棕
櫚　

夏
は
ぜ　

杜
若　

樫
木

躑
躅　

著
莪　

下
野　

嫩　

晒
木

第
三
十
二
図

二
株
砂
物　

棕
櫚
真

砂
の
物
行
の
花
形　

西
村
松
庵

棕
櫚　

百
合　

晒
木　

松　

苔　

嫩　

杜
若

小
羊
歯　

柘
植　

苔
木

※
参
考
文
献

『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集　

第
三
巻　

立
華
時
勢
粧
』（
日

本
華
道
社
刊
）

『
花
道
古
書
集
成　

第
一
期
第
二
巻
』（
大
日
本
華
道
界
刊

　

思
文
閣
出
版
刊
）

※
立
花
図
転
載

『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』（
思
文
閣
出
版
刊
）

柞
（
さ
く
、
な
ら
、
は
は
そ
、
い
す
の
き
）
原
文
に
ル
ビ
が
無
い
の
で
読
み
方
不
明
。
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旱か
ん
れ
ん
ぼ
く

蓮
木

　

花
材　

旱
蓮
木
（
沼ぬ

ま
み
ず
き

水
木
科
）

　

木
苺
（
薔
薇
科
）

　

ピ
ン
ポ
ン
菊
（
菊
科
）

　

赤
色　

黄
色

　

花
器　

練
込
陶
花
器　
　
（
写
真
①
）

①
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赤
い
実
と
菊
い
ろ
い
ろ仙

溪

　

花
材　

野の
い
ば
ら茨

（
薔
薇
科
）

　

白
糸
菊　

黄
飛
騨
マ
ム　

　
　

ス
プ
レ
ー
菊　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

先
月
号
で
兵
庫
サ
ン
バ
マ
ム
と
梅

う
め
も
ど
き擬

の

盛
花
を
掲
載
し
た
の
で
、
今
月
は
飛ひ

騨だ

マ

ム
を
１
本
混
ぜ
て
野
茨
と
投な

げ
い
れ入

に
し
た
。

　

野
茨
を
広
げ
た
間
に
、
前
方
へ
長
く
４

種
類
の
菊
を
出
し
て
い
る
。

　

飛
騨
マ
ム
に
は
多
く
の
品
種
が
あ
る
の

で
特
徴
を
一
言
で
は
言
い
に
く
い
が
、
ダ

リ
ア
の
よ
う
な
モ
ダ
ン
さ
と
、
茎
も
葉
も

大
切
に
育
て
ら
れ
た
和
の
姿
の
両
方
を
兼

ね
備
え
た
菊
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

　

菊
は
咲
き
き
っ
た
後
、
水
溜
に
浮
か
べ

て
楽
し
ん
で
い
る
。
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薮や
ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子

　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　
　
　

仙
溪

　

花
型　

草そ
う

型　

副そ
え

流な
が

し

　

花
材　

薮や
ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子
（
雪
の
下
科
）

　

花
器　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

今
年
の
10
月
は
薮
山
査
子
の
稽
古
が
続

い
た
。
こ
の
写
真
は
最
初
に
い
け
た
も
の

で
、
別
れ
枝
を
副そ

え

に
選
ん
で
、
伸
び
や
か

な
枝
の
動
き
を
生
か
し
て
い
る
。
こ
の
後

５
作
い
け
た
が
、
ど
れ
も
違
う
感
じ
に
い

け
上
が
っ
た
。
そ
の
都
度
枝
の
個
性
も
変

わ
る
の
で
当
然
な
の
だ
が
、
納
得
の
い
く

姿
に
い
け
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　

散
ら
ず
に
残
っ
た
葉
が
ア
ク
セ
ン
ト
。

水
仙
一
色
立
花

　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　
　
　

仙
溪

　

花
形　

水
仙
一
色
立
花　

真
の
行

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
立
花
瓶

　

水
仙
の
季
節
が
や
っ
て
き
た
。
ま
ず
は

真
の
花
形
で
水
仙
一
色
立
花
を
立
て
て
み

た
。

　

葉
に
針
金
を
入
れ
、
自
然
な
葉
の
動
き

を
想
像
し
な
が
ら
形
を
つ
け
る
。
カ
ク
カ

ク
し
て
、
針
金
が
入
っ
て
い
る
と
分
か
っ

て
し
ま
う
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
と
い
っ

て
形
を
つ
け
ず
真
っ
直
ぐ
な
ま
ま
で
は
か

え
っ
て
不
自
然
だ
。
怖
が
ら
ず
に
曲
げ
て

み
る
の
も
大
切
で
あ
る
。
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ゴ
ン
チ
ャ
ン
先
生
と

レ
モ
ン
師
匠

　

日
々
の
い
け
ば
な
を
紹
介
し
た
く
て
、

家
で
飼
っ
て
い
た
猫
の
ご
ん
ち
ゃ
ん
の
写

真
を
混
ぜ
「
ゴ
ン
チ
ャ
ン
花
日
記
」
と
い

う
ブ
ロ
グ
を
始
め
た
の
は
、
私
が
家
元
を

襲
名
し
た
年
だ
っ
た
。
そ
の
後
ご
ん
ち
ゃ

ん
が
お
星
様
に
な
り
、
３
年
後
に
レ
モ
ン

が
や
っ
て
き
た
。
今
は
「
ゴ
ン
チ
ャ
ン
先

生
」
と
名
の
っ
て
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
と
い

う
所
に
写
真
を
投
稿
し
て
い
る
。
い
つ
も

花
を
見
に
来
る
レ
モ
ン
は
皆
に
愛
さ
れ

「
レ
モ
ン
師
匠
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

猫
に
助
け
ら
れ
、
時
に
は
教
わ
る
こ
と

も
多
い
わ
け
だ
が
、
花
も
猫
も
人
間
も
命

を
育
む
仲
間
な
ん
だ
な
あ
と
、
し
み
じ
み

感
じ
て
い
る
。
今
後
と
も
、
ゴ
ン
チ
ャ
ン

先
生
と
レ
モ
ン
師
匠
の
コ
ン
ビ
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
641
号　

2016
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

出
逢
い
花
（
35
）　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

南か
ぼ
ち
ゃ瓜

（
瓜う

り

科
）

　

葉は
げ
い
と
う

鶏
頭
（
莧ひ
ゆ

科
）

　

  

花
器　

天
目
釉
酒
器

　

岡
山
の
原
田
先
生
か
ら
今
年
も
南
瓜
を

い
た
だ
い
た
。
な
ん
と
も
い
え
な
い
存
在

感
が
あ
っ
た
の
で
、
出
逢
い
花
の
片
方
の

花
材
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

出
逢
わ
せ
た
の
は
小
さ
な
鉢
で
売
ら
れ

て
い
た
葉
鶏
頭
。
葉
鶏
頭
を
切
っ
て
酒
器

に
い
け
、
南
瓜
の
横
に
置
く
だ
け
で
絵
に

な
っ
て
く
れ
る
。
で
も
折
角
な
の
で
も
う

少
し
面
白
い
出
逢
わ
せ
方
は
な
い
か
と
考

え
、
南
瓜
の
上
に
乗
せ
て
み
た
。

　

写
真
の
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
自

分
で
は
こ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
よ
く
分

か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
自
然

の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
を
こ
め

て
、
大
切
に
い
け
た
結
果
な
の
で
、
写
真

に
撮
る
こ
と
に
し
た
。

　

い
た
だ
い
た
箱
か
ら
こ
の
南
瓜
が
出
て

き
た
と
き
に
感
じ
た
神
々
し
さ
よ
り
も
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
剽

ひ
ょ
う
き
ん軽

な
感
じ
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
で
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

南
瓜
の
原
産
地
、
中
南
米
の
森
の
神
様
は

こ
ん
な
お
姿
か
も
な
ど
と
、
想
像
し
て
楽

し
ん
で
い
る
。
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枝
垂
れ
を
楽
し
む

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

更さ
ら
し
な
し
ょ
う
ま

科
升
麻
・
晒
菜
升
麻

　
　
　
　
　
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　

山
や
ま
と
り
か
ぶ
と

鳥
兜
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
林
平
八
郎
作
）

　

サ
ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ
マ
の
伸
び
や
か
な
白

い
花
穂
は
、
一
本
一
本
か
た
ち
が
違
っ
て

自
然
味
が
あ
る
。
と
り
合
わ
せ
に
も
、
自

然
の
風
合
い
が
感
じ
ら
れ
る
相
手
を
選
び

た
い
。
長
く
枝
垂
れ
た
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ
ト

と
共
に
長
く
前
へ
出
し
、
足
元
に
色
付
い

た
木
苺
を
加
え
て
両
者
を
つ
な
い
だ
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

ダ
ン
シ
ン
グ
・
レ
デ
ィ
ー

ス
・
ジ
ン
ジ
ャ
ー

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

グ
ロ
ッ
バ
ウ
ィ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
（
生し

ょ
う
が姜

科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
さ
と
い
も芋

科
）

　
　
　
　

夏な
つ
は
ぜ櫨

の
実
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

花
器　

白
磁
花
瓶

　

ピ
ン
ク
色
の
や
じ
ろ
べ
え
が
幾
つ
も
繋

が
っ
て
い
る
み
た
い
。
そ
の
手
の
先
に
黄

色
い
花
が
顔
を
出
し
て
い
る
。
非
常
に
個

性
的
な
花
だ
。
グ
ロ
ッ
バ
・
ウ
ィ
ニ
テ
ィ

は
ジ
ン
ジ
ャ
ー
の
仲
間
で
、ダ
ン
シ
ン
グ
・

レ
デ
ィ
ー
ス
・
ジ
ン
ジ
ャ
ー
と
も
呼
ば
れ

る
。
た
し
か
に
女
の
子
達
が
両
手
を
広
げ

て
躍
っ
て
い
る
よ
う
な
花
だ
。

　

淡
い
花
色
な
の
で
、
深
紅
の
ア
ン
ス
リ

ウ
ム
を
合
わ
せ
る
と
華
や
か
に
な
る
。
季

節
感
を
加
え
た
く
て
、
夏
櫨
の
実
だ
け
に

な
っ
た
枝
を
覗
か
せ
て
み
た
。
グ
ロ
ッ
バ

と
一
緒
に
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
く
れ
て
い

る
み
た
い
だ
。



4

水
仙
一
色
立
花

　
　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
型　

立
花　

行
の
行
形

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

昨
年
は
二
条
城
の
二
の
丸
御
殿
で
水
仙

の
立
花
を
撮
影
す
る
機
会
を
得
た
。
歴
史

を
感
じ
る
場
所
に
あ
わ
せ
て
、
立
花
時
勢

粧
の
絵
図
に
あ
る
水
仙
一
色
立
花
を
再
現

し
て
み
た
が
、
葉
が
自
由
奔
放
に
伸
び
て

い
て
、
し
か
も
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ

て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
た
。

　

今
年
の
１
月
末
、
淡
路
島
の
灘
黒
岩

水
仙
郷
へ
自
生
の
水
仙
を
見
に
行
っ
た
。

１
８
０
年
前
に
海
岸
に
漂
着
し
た
球
根
を

漁
師
が
山
に
植
え
た
の
が
は
じ
ま
り
で
、

今
で
は
５
０
０
万
本
の
野
生
の
水
仙
が
斜

面
に
咲
き
乱
れ
る
。

　

大
雪
の
あ
と
で
倒
れ
て
い
る
も
の
も

あ
っ
た
が
、
再
び
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る

姿
は
立
花
図
の
水
仙
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
。
波
打
つ
よ
う
に
伸
び
る
も
の
や
、

１
８
０
度
方
向
を
変
え
る
も
の
。
自
然
が

つ
く
る
造
形
は
予
想
を
遙
か
に
越
え
る
。

淡路島の灘黒岩水仙郷にて
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第
七
十
三
図

立
花　

松
除
真

丸
屋
勘
助

松　

梅
擬　

鶏
頭　

杜
若　

雪
柳
（
？
）　

椿　

伊
吹　

苔　

小
菊　

著
莪

　

下
段
か
ら
立
ち
上
る
真
の
松
に
、
赤
い
実
が
景
色
を
つ

く
っ
て
い
る
。
内
側
と
外
側
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
弧
を
描

い
て
伸
び
る
枝
に
は
躍
動
感
が
あ
る
。
花
は
鶏
頭
、
秋
の
杜

若
、
椿
、
小
菊
。
色
鮮
や
か
な
立
花
だ
。
大
き
く
左
に
除
い

た
真
の
松
が
、
正
真
の
空
間
を
ゆ
っ
た
り
と
作
っ
て
い
る
。

立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㊴

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

実
之
部
（
つ
づ
き
）

た
ら
よ
う

　

非
祝
言
。
上
中
。

　

苔
、
晒
木
を
用
い
ず
。

仙せ
ん
り
ょ
う蓼

　

祝
言

　

古
代
は
中
ま
で
に
用
い
る
。
今
は
水
際
に
遣
う
。

み
む
ら
さ
き

　

非
祝
言
。
通
用
な
り
。
上
中
。

　

一
名
、
紫し

け
い
し
ゅ

荊
珠
、
紫し

け
い
か

荊
花
。
江
戸
に
て
は
紫
式
部

と
い
え
り
。

つ
る
水
木

　

祝
言
。
通
用
。
上
中
。

　

近
代
、
遣
い
始
め
た
る
物
な
り
。
本
名
慥た

し

か
な
ら

ず
。
指
し
様
、
藤
と
同
前
な
り
。
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第
七
十
八
図

立
花　

松
除
真

冨
春
軒

松　

柳　

梅　

水
仙　

柘
植　

椿　

多た
ら
よ
う

羅
葉　

伊
吹　

著
莪

　
「
立
花
時
勢
粧
・
中
」
の
最
後
を
飾
る
冨
春
軒
の
立
花
。
立

ち
上
る
松
の
真
は
七
十
三
図
に
似
る
が
、
こ
ち
ら
は
真
の
出

口
が
高
く
除
き
も
浅
い
。
左
右
の
枝
垂
柳
と
松
の
形
の
対
称

が
見
事
だ
。
そ
の
間
の
赤
い
実
は
「
た
ら
よ
う
」
だ
と
思
い

た
い
。
タ
ラ
ヨ
ウ
は
モ
チ
ノ
キ
科
の
常
緑
樹
。
別
名
ハ
ガ
キ

ノ
キ
で
葉
裏
に
文
字
が
書
け
る
。
立
花
の
魅
力
を
伝
え
続
け

て
ほ
し
い
、
と
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
。

深み
や
ま
し
き
み

山
樒

　

非
祝
言
。
非
通
用
。
水
際
に
用
い
る
。

　

深
山
は
名
を
指
す
と
て
、
水
際
の
奥
深
く
、
又
は

前
に
て
も
木
か
げ
に
立
つ
べ
き
な
り
。
草
留
の
方
に

指
さ
ず
。
草
は
野
な
り
。
み
や
ま
に
あ
ら
ず
。
又
景

気
も
う
つ
ら
ぬ
も
の
な
り
。

た
ち
ば
な

　

祝
言
。
非
通
用
。
水
際
。

燈お
う
づ
き

籠
草

　

祝
言
。
水
際
。

　

異
名
、
洛ら

く
し
ん
し
ゅ

神
珠
、
紅こ

う
こ
ろ
う

姑
娘
。

　

和
名
、
ぬ
か
づ
き
、
少
人
女
中
の
客
に
必
ず
用
い

る
。

え
び
つ
い
ば
ら

　

非
祝
言
。
水
際
は
控
に
宜よ

ろ

し
い
。

南
天

　

通
用
の
部
に
詳
ら
か
な
り
。

※
立
花
図
転
載

『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』（
思
文
閣
出
版
刊
）
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高
松
・
栗
林
公
園

　

香
川
県
は
古
く
か
ら
讃
岐
国
と
呼
ば
れ

る
。
こ
れ
は
、
国
の
形
を
見
た
時
に
、
四

国
の
他
の
国
に
比
べ
て
横
幅
が
狭
い
こ
と

か
ら
「
狭さ

の
き緯

」（
緯の

き

＝
東
西
の
距
離
）
と

呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、「
讃さ

ぬ
き岐

」
に
変
わ
っ

て
い
っ
た
そ
う
だ
。

　

讃
岐
と
い
え
ば
、「
讃さ

ぬ
き
さ
ん
ぱ
く

岐
三
白
」
と
よ

く
云
わ
れ
る
け
れ
ど
、
三
つ
の
白
い
も
の

が
何
か
と
聞
か
れ
て
正
確
に
答
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。正
解
は
綿
、砂
糖
、塩
で
あ
る
。

　

讃
岐
は
晴
れ
の
日
が
多
く
て
雨
が
少
な

い
た
め
、
常
に
水
不
足
と
闘
っ
て
き
た
。

米
作
り
の
た
め
に
作
ら
れ
た
溜
め
池
は

一
万
四
千
余
り
。
そ
の
よ
う
に
し
て
苦
労

し
て
米
を
つ
く
る
一
方
で
、
自
然
条
件
を

生
か
し
た
特
産
物
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が

綿
と
砂
糖
と
塩
で
あ
っ
た
。

　

綿め
ん
か花

や
砂さ

と
う
き
び

糖
黍
は
、
温
暖
で
雨
の
少
な

い
気
候
に
適
し
た
作
物
。
そ
し
て
塩
づ
く

り
に
は
広
い
遠
浅
の
海
岸
と
晴
天
の
日
が

多
い
と
こ
ろ
が
む
い
て
い
る
。

　

近
年
「
う
ど
ん
県
」
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
「
う
ど
ん
」。

こ
ち
ら
も
日
照
時
間
が
長
い
た
め
、
古
く

か
ら
二
毛
作
に
よ
っ
て
小
麦
の
生
産
が
盛

ん
で
、
う
ど
ん
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
こ

と
も
背
景
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

さ
て
、
10
月
は
じ
め
に
高
松
を
訪
れ
た

の
は
、
日
本
い
け
ば
な
芸
術
四
国
展
の
た

め
で
あ
っ
た
が
、
朝
の
手
直
し
の
あ
と
は

高
松
周
辺
を
散
策
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

イ
サ
ム
ノ
グ
チ
庭
園
美
術
館
、
屋
島
寺
、

港
の
倉
庫
跡
を
利
用
し
た
ア
ー
ト
ス
ポ
ッ

ト
、
と
て
も
長
い
ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街
、

う
ど
ん
屋
、骨
付
き
鶏
な
ど
も
堪
能
し
た
。

　

ど
れ
も
印
象
に
残
る
も
の
だ
っ
た
が
、

と
り
わ
け
感
銘
を
受
け
た
の
が
「
栗
林
公

園
」
で
あ
る
。

　

高
松
港
か
ら
南
へ
約
３
キ
ロ
。
紫
雲
山

の
東
麓
に
位
置
し
、
面
積
75
ヘ
ク
タ
ー
ル

は
文
化
財
庭
園
と
し
て
は
国
内
最
大
の
広

さ
だ
そ
う
だ
。
四
百
年
近
い
歴
史
を
も
つ

大
名
庭
園
で
あ
る
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
低
く
拵

こ
し
らえ

ら
れ
た
松

の
見
事
な
こ
と
。
香
川
と
い
え
ば
鬼き

な
し無

や

国
分
寺
と
い
う
松
の
産
地
が
有
名
だ
が
、

松
の
生
育
に
適
し
た
土
壌
と
、
松
の
手
入

れ
技
術
が
優
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

栗
林
公
園
で
は
丁
度
松
の

選
定
作
業
を
さ
れ
て
い
た
が
、

一
千
本
の
松
の
手
入
れ
は
さ

ぞ
大
変
な
こ
と
だ
ろ
う
。
庭

園
内
の
小
川
で
は
、
丸
石
に

つ
い
た
藻も

を
５
人
の
男
性
が

篦へ
ら

で
一
つ
一
つ
丁
寧
に
こ
そ

ぎ
と
っ
て
お
ら
れ
た
。
気
の

遠
く
な
る
作
業
で
あ
る
。

　

昔
、
飢
饉
の
と
き
、
高
松

藩
２
代
藩
主
の
松
平
頼
常
は
、

被
害
に
遭
っ
た
人
々
を
雇
っ

て
庭
園
拡
張
を
お
こ
な
っ
た
。

雇
用
を
生
ん
で
民
を
救
っ
た

わ
け
だ
。
そ
ん
な
藩
主
が
愛

し
た
庭
園
ゆ
え
に
、
高
松
の

人
々
も
愛
着
と
誇
り
を
持
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
貴
い
こ
と
だ
。

　

そ
の
土
地
に
根
ざ
し
た
文
化
の
底
力
を
感
じ
た
。

い
つ
か
是
非
と
も
鬼き

な
し無

の
松
栽
培
も
見
て
み
た
い
。

栗林公園にて。①南庭全景。②松と。③薩摩藩寄贈の蘇鉄。

①

②

③



9

丁ち
ょ
う
じ
そ
う

字
草　

山や
ま
と
り
か
ぶ
と

鳥
兜

　
　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

丁
字
草
（
夾

き
ょ
う
ち
く
と
う

竹
桃
科
）

　
　
　
　

山
鳥
兜
（
金き
ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

楓
の
紅
葉
、
銀い

ち
ょ
う杏

の
黄
葉
、
ほ
か
に

も
様
々
な
植
物
の
葉
が
秋
色
に
変
わ
る
。

き
っ
と
皆
さ
ん
に
も
、
こ
の
季
節
に
な
る

と
心
待
ち
に
す
る
色
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

四
国
の
花
展
で
い
け
た
オ
カ
ト
ラ
ノ
オ

の
紅
葉
も
心
に
残
る
色
彩
だ
っ
た
。

　

作
例
の
丁
字
草
も
、
そ
の
繊
細
な
美
し

さ
は
他
の
枝
に
は
無
い
も
の
が
あ
る
。
黄

色
、
オ
レ
ン
ジ
色
、
赤
色
、
い
ろ
ん
な
色

の
葉
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ

ト
の
紫
色
と
は
相
性
が
い
い
。
水
盤
で
株

分
け
に
し
て
、
秋
の
輝
き
を
楽
し
ん
だ
。

カ
ラ
ス
ウ
リ
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

烏
か
ら
す
う
り瓜

（
瓜う

り

科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

薄
す
す
きの

穂
（
稲
科
）

　

花
器　

陶
手
付
花
器

　

カ
ラ
ス
ウ
リ
を
葉
が
つ
い
た
ま
ま
活
け

た
の
は
初
め
て
だ
。
こ
れ
は
丁
度
テ
キ
ス

ト
撮
影
に
合
わ
せ
て
お
弟
子
さ
ん
が
届
け

て
く
れ
た
も
の
。
長
い
蔓
の
切
り
口
に
水

を
あ
て
、
一
本
ず
つ
ビ
ニ
ー
ル
に
入
れ
て

大
切
に
持
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
。
さ
ぞ
蔓

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

を
外
す
の
に
苦
労
さ
れ
た
と
思
う
。
葉
は

す
ぐ
に
萎し

お

れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
こ
う

し
て
写
真
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
な

ん
と
贅
沢
な
こ
と
だ
ろ
う
。
い
け
ば
な
冥

利
に
尽
き
る
思
い
だ
。

　

そ
の
後
、
枯
れ
た
葉
を
取
り
去
っ
て
、

相
手
を
変
え
な
が
ら
、
す
で
に
一
ヶ
月
以

上
い
け
て
楽
し
ん
で
い
る
。
写
真
で
は
緑

色
だ
っ
た
実
も
真
っ
赤
に
な
っ
て
き
た
。

カ
ラ
ス
ウ
リ
の
種
は
大
黒
様
の
形
な
の
だ

が
、そ
ろ
そ
ろ
取
り
出
し
て
み
よ
う
か
な
。

秋
色
を
楽
し
む
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
。

花
は
烏
瓜
、
鉄
砲
百
合
、
木
苺
。
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創
立
50
周
年
記
念　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
四
国
展

　

テ
ー
マ
「
半
世
紀
の
夢
を
咲
か
せ
て
」　

会
期　

10
月
5
日
㈭
〜
10
日
㈫　
　

会
場　

サ
ン
ポ
ー
ト
高
松　

玉
藻
公
園
・
披
雲
閣　

栗
林
公
園

①

②
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③④

⑤⑥

⑦⑧
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
653
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2017
年
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月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
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流
家
元
発
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定
価
五
四
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（
消
費
税
込
）

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com

シ
ー
グ
レ
ー
プ

　

櫻
子

　

花
材　

シ
ー
グ
レ
ー
プ
（
蓼た

で

科
）

　
　

ア
メ
リ
ネ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

　

シ
ー
グ
レ
ー
プ
は
浜は

ま
べ
ぶ
ど
う

辺
葡
萄
と
か
心こ

こ
ろ
ば葉

と
も
呼
ば
れ
る
。
丸
い
団
扇
の
よ
う
な
葉

が
面
白
い
。
赤
と
黒
の
ど
っ
し
り
し
た
ガ

ラ
ス
花
器
に
い
け
る
と
、
葉
の
葉
脈
の
赤

色
が
際
立
つ
。
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小
鳥
の
耳

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

鵯
ひ
よ
ど
り
じ
ょ
う
ご

上
戸
の
実
（
茄な

す子
科
）

　
　
　
　

ガ
ガ
イ
モ
の
花（
ガ
ガ
イ
モ
科
）

　
　
　
　

薄
す
す
きの

穂
（
稲
科
）

　

花
器　

銅
花
器

　

鳥
の
耳
が
つ
い
た
銅
器
に
二
種
類
の
蔓

植
物
を
い
け
た
。
写
真
に
撮
る
と
、
赤

い
実
を
食
べ
に
や
っ
て
き
た
小
鳥
に
見
え

る
。花
を
い
け
る
と
物
語
が
出
来
上
が
る
、

そ
ん
な
器
の
一
つ
だ
。
ハ
ー
ト
形
の
葉
は

ガ
ガ
イ
モ
の
葉
で
、
小
さ
な
星
型
の
花
が

咲
い
て
い
る
。
小こ

と
り
め
せ
ん

鳥
目
線
の
い
け
ば
な
。　横から見た奥行き

山
芍
薬
の
実

　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

桔き
き
ょ
う梗

（
桔
梗
科
）

　

花
器　

公
こ
う
ち
ょ
う
さ
い
こ
す
が

長
齋
小
菅
籠か

ご

　

今
年
の
秋
一
番
き
れ
い
な
ヤ
マ
シ
ャ
ク

ヤ
ク
の
実
。
み
ず
み
ず
し
い
葉
に
包
ま
れ
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ピ
ン
ク
色
の
実

　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

真ま
ゆ
み弓

の
実
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

　
　
　
　

菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

三さ
ん
か
く
す
い

角
錐
陶
花
器（
宮
下
善
爾
作
）

　

マ
ユ
ミ
の
実
を
は
じ
め
て
見
た
時
、
な

ん
て
可
愛
い
色
を
し
た
実
な
ん
だ
ろ
う
と

思
っ
た
。と
て
も
優
し
い
薄
紅
色
で
あ
る
。

ピ
ン
ク
の
二
輪
菊
と
金
茶
色
の
菊
を
合
わ

せ
て
季
節
を
味
わ
う
こ
と
に
し
た
。

る
よ
う
に
育
っ
た
一
輪
。
弾
け
て
赤
（
未

成
熟
種
子
）
と
紺
（
種
子
）
の
実
が
派
手

に
色
を
競
い
合
う
。
春
に
清
楚
な
白
い
五

弁
の
花
を
咲
か
せ
て
い
た
と
は
思
え
な
い

く
ら
い
の
強
さ
だ
。
大
好
き
な
公
長
斎
さ

ん
の
籠
に
飾
っ
た
。

　横から見た奥行き　横から見た奥行き
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①

③

②④
⑤

⑥

⑦

51
第

回
日
本
い
け
ば
な
芸
術
展

10

3

8

　

テ
ー
マ
「
み
ら
い
、
か
け
る
。」　

　

月

日
㈬
〜

日
㈪
㈷　

　

大
阪
高
島
屋
７
階



5

京
都
市
自
治
記
念
式
典

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

会
期　

10
月
15
日
㈪

会
場　

京
都
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー

曽
和
鼓
堂
さ
ん
の
小
鼓
と
の
セ
ッ
シ
ョ

ン
で
舞
台
で
花
を
い
け
た
。（
写
真
⑧
）

⑧
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㊿

立
花
秘
傳
抄　

三　

　

草
之
部
（
つ
づ
き
）

　
早さ

ゆ

り
百
合
草

　
祝
言
。
真
に
立
て
ず
。
ま
た
出
生
、
直
な
ら
ざ
る

ゆ
え
正
心
に
立
て
ず
。
請
、
副
よ
り
遣
い
下
げ
て
控

枝
ま
で
さ
が
る
な
り
。

　
こ
の
花
早
く
咲
く
を
も
っ
て
こ
の
名
有
り
。

　
笹
百
合
草
。（
そ
の
葉
笹
に
煮
た
る
を
も
っ
て
名

付
く
）

　
本
草
綱
目
に
云
う
、
専
ら
百
病
を
治
す
、
故
に
百

合
草
と
名
付
く
と
、
云
々
。

　
こ
の
花
た
お
や
か
に
葉
つ
き
面
白
し
。
一
瓶
に
五

本
七
本
つ
か
う
と
き
同
じ
よ
う
に
な
ら
ず
。
ひ
ら
き

た
る
花
、
つ
ぼ
み
、
中
ひ
ら
き
取
り
ま
ぜ
、
請
の
花

空
に
む
か
い
た
ら
ば
副
は
う
つ
ぶ
き
、
右
の
方
後
ろ

む
き
た
ら
ば
左
は
前
に
む
か
わ
せ
、
葉
出
生
に
背そ
む

か

ず
取
り
合
い
て
一
面
に
見
る
時
、
花
々
よ
く
お
も
い

あ
い
た
る
を
よ
し
と
す
。
も
し
一
輪
に
て
も
、
外
の

花
と
不
相
応
な
る
を
独ど
く
ゆ
う遊
と
て
嫌
う
な
り
。

　
早
百
合
草
は
花
の
し
べ
の
黄
な
る
を
と
ら
ざ
れ
ば

花
そ
ま
り
て
見
ぐ
る
し
。

第
四
十
二
図

立
花　

松
除
真

濱
﨑
九
左
衛
門

松　

晒
木　

百
合　

柏　

夏
は
ぜ　

柘
植

小
菊　

小
羊
歯　

杜
若　

著
莪

ひ
と
り
あ
そ
び

← 51
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葉
た
れ
さ
が
る
事
あ
ら
ば
、
竹
の
は
り
を
指
し
て

葉
並
び
を
つ
く
ろ
う
べ
し
。
た
む
る
に
は
針
が
ね
を

用
い
る
。

姫
百
合

　
祝
言
。

　
上
よ
り
遣
い
さ
げ
て
は
、
水
ぎ
わ
ま
で
さ
が
る
と

い
え
ど
短
く
指
す
こ
と
を
嫌
う
な
り
。

　
異
名
、
山さ
ん
た
ん丹
花
。
連れ
ん
し
ゅ珠
。
紅こ
う
か
さ
い

花
菜
。

　
和
名
、
ひ
か
り
草
。

　

古
歌夏

の
野
を
心
し
つ
か
に
わ
け
行
は
花
と
お
と
ろ

く
日
か
り
草
か
な

　
姫
百
合
や
わ
ら
か
な
る
物
ゆ
え
、
正
心
に
立
て
る

時
は
物
に
た
よ
ら
せ
て
立
つ
べ
し
。
惣
て
草
の
正
心

に
は
後
ろ
よ
り
松
を
あ
し
ら
う
師
伝
な
り
。

洗す
か
し
ゆ
り

百
合
草

　
祝
言
。
心
に
用
い
ず
。
上
中
。

　
越
後
す
か
し
。
べ
に
す
か
し
。
そ
と
の
浜
洗
。
心

に
用
い
る
百
合
草
は
こ
の
三
色
ば
か
り
な
り
。

あ
た
ご
百
合
草

　
祝
言
。
上
中
。

さ
か
り
ゆ
り

　
祝
言
。
上
中
。

第
四
十
三
図

立
花　

晒
木
除
真

三
好
理
兵
衛

晒
木　

松　

百
合　

薄　

菊　

樫
木　

夏
は
ぜ

檜
扇　

小
羊
歯　

伊
吹
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為た
め
と
も朝
百
合
草

　
祝
言
。
上
よ
り
中
ま
で
。

　
鬼
百
合
に
対
し
て
名
付
く
。
富
士
ゆ
り
と
も
、
う

た
ゆ
り
と
も
所
に
替
わ
り
て
名
異
な
る
な
り
。

鹿
子
百
合
草

　
祝
言
。
上
中
。

　
こ
の
百
合
草
水
ぎ
わ
に
遣
う
こ
と
を
嫌
う
と
い
え

ど
苦
し
か
ら
ず
、
口
伝
あ
り
。
然
る
に
当
世
は
習
い

も
な
く
て
遣
い
さ
げ
る
。
似
た
る
こ
と
の
似
ぬ
事
な

り
。
こ
の
花
に
か
ぎ
ら
ず
大
輪
な
る
花
、
遣
い
さ
げ

て
苦
し
か
ら
ず
立
て
よ
う
あ
り
。
師
に
会
っ
て
た
づ

ね
る
べ
し
。

※
参
考
文
献

　
『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集　

第
三
巻　

立
華
時
勢
粧
』

　
『
花
道
古
書
集
成　

第
一
期
第
二
巻
』

※
立
花
図
転
載

　
『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』

合
と
い
う
配
置
は
、
麓

ふ
も
と

の
水
辺
か
ら
山
中
へ
と
続
く
景
色
の

移
り
変
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

百
合
の
蕊し

べ

は
取
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
で

き
る
だ
け
残
し
て
自
然
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

第
四
十
四
図
（
上
）　

胴
つ
か
（
胴
束
）　

檜
除
真

知
休

檜　

松　

百
合　

樫
木　

夏
は
ぜ　

著
莪

第
四
十
五
図
（
下
）　

二
株
砂
物　

松
真

中
川
常
意

松　

檜　

苔
木　

伊
吹　

晒
木　

杜
若　

柘
植

熊
笹　

小
菊　

著
莪

　

百
合
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
13
作
。
そ
の
う
ち
３
作
を
紹

介
す
る
。
第
42
図
は
再
掲
載
と
な
る
が
、
太
い
松
の
幹
と
晒

木
に
百
合
と
杜
若
が
添
い
出
て
い
る
。
第
43
図
は
百
合
、
菊
、

檜
扇
が
太
い
晒
木
と
共
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も

晒
木
が
使
わ
れ
て
、
山
間
の
草
地
で
咲
く
花
の
風
情
を
よ
く

捉
え
て
い
る
。
第
44
図
、
45
図
は
床
脇
の
棚
の
上
下
２
作
で
、

棚
の
上
の
胴
束
と
呼
ば
れ
る
小
型
で
横
長
の
立
花
に
百
合
が

使
わ
れ
て
い
る
。
棚
の
下
の
ど
っ
し
り
と
し
た
株
分
け
砂
物

に
は
杜
若
が
い
け
ら
れ
て
い
る
。
棚
の
下
に
杜
若
、
上
に
百
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下
が
る
上
が
る

　
　
　
　
　
　

∧
9
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

垂す
い
り
ゅ
う
ひ
ば

柳
檜
葉
（
檜
科
）

　
　
　
　

岡お
か
と
ら
の
お

虎
の
尾
（
桜
草
科
）

　

花
器　

銅
花
器

　

花
展
に
出
品
し
た
生
花
を
い
け
直
し
た

も
の
。
花
展
で
は
ト
リ
カ
ブ
ト
を
覗
か
せ

て
い
た
が
、
オ
カ
ト
ラ
ノ
オ
に
変
え
た
ら

随
分
良
く
な
っ
た
。
ス
イ
リ
ュ
ウ
ヒ
バ
は

糸
状
の
葉
が
枝
垂
れ
る
の
で
、
勢
い
よ
く

登
る
姿
の
花
の
方
が
相
性
が
い
い
よ
う

だ
。
下
が
る
物
に
は
上
が
る
物
を
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

永
観
堂
禅
林
寺 

新
法
主
晋し
ん
ざ
ん
し
き

山
式

　

10
月
14
日
、
永
観
堂
で
の
晋
山
式
に
立

花
一
対
を
納
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
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穂
に
穂

　
　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ベ
ル
グ
ラ
ス
モ
ー
ル（
稲
科
？
）

　
　
　
　

粟あ
わ

（
イ
ネ
科
）

　
　
　
　

木
苺
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

稲
、
粟あ

わ

、
黍き

び

、
蜀も

ろ
こ
し黍

に
薄

す
す
き、

洋
種
の
パ

ニ
カ
ム
な
ど
、
秋
に
は
穂
を
い
け
る
こ
と

が
多
い
。
２
種
類
の
穂
を
立
て
て
み
る
と

こ
れ
が
意
外
に
面
白
い
。
紅
葉
し
た
キ
イ

チ
ゴ
を
足
元
に
い
け
る
と
、
穂
が
主
役
の

い
け
ば
な
に
な
っ
た
。
色
ん
な
穂
の
組
み

合
わ
せ
で
秋
を
楽
し
も
う
。

広
が
り
と
集
ま
り

　
　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

錦に
し
き
ぎ木

（
錦
木
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　横から見た奥行き　横から見た奥行き
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プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
会
員
誌

エ
ス
コ
ー
ト

　

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
京
都
で
の

い
け
ば
な
体
験
を
紹
介
。
宿
泊
客
が
お
茶

と
お
花
を
体
験
で
き
る
。
普
通
な
ら
習
え

な
い
先
生
の
指
導
を
受
け
ら
れ
る
贅
沢
な

企
画
な
の
で
、
是
非
問
い
合
わ
せ
を
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

健
一
郎
＆
レ
モ
ン
。
２
人
は
仲
良
し
。

　

ニ
シ
キ
ギ
の
葉
が
緑
色
か
ら
赤
色
へ
染

ま
っ
て
い
る
。
敢
え
て
面
で
見
せ
て
扇
状

に
広
げ
た
と
こ
ろ
に
深
い
赤
色
の
キ
ク
を

集
め
て
挿
し
た
。
ニ
シ
キ
ギ
の
葉
が
俯

う
つ
むか

な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
665
号　

2018
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

シ
ダ
レ
ソ
リ
ダ
コ

　
　
　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

秋
明
菊
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

枝
垂
れ
ソ
リ
ダ
コ
（
菊
科
）

　
　
　
　

丸
葉
の
木
（
満
作
科
）

　

花
器　

手
付
竹
籠

　

は
じ
め
て
い
け
る
シ
ダ
レ
ソ
リ
ダ
コ
は

ま
る
で
打
ち
上
げ
花
火
の
よ
う
だ
。
広
が

る
黄
色
い
小
花
の
間
を
真
っ
直
ぐ
に
シ
ュ

ウ
メ
イ
ギ
ク
が
昇
っ
て
行
く
。
秋
草
た
ち

の
競
演
。

　横から見た奥行き
家庭画報 11 月号

桑原櫻子が廣誠院の幻の京焼きを紹介。



11 月号
２０１９年

No.６７７

編集発行　京都市中京区六角 烏丸西入　桑原専慶流家元

桑原専慶流

い け ば な
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か
ぼ
ち
ゃ
の
か
た
ち　
　

　
　
　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

花は
な
な
す

茄
子
（
茄
子
科
）

　
　
　
　

透す
か
し
ゆ
り

し
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

ナ
ス
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
仲
間
は
花
ナ
ス

や
花
ト
ウ
ガ
ラ
シ
と
し
て
、
昔
か
ら
い
け

ば
な
の
花
材
に
使
わ
れ
て
き
た
。

　

暑
く
て
枝
も
の
の
な
い
時
に
代
り
と
し

て
使
う
事
も
あ
っ
た
が
、
葉
が
つ
い
て
い

な
い
の
で
、
中
々
き
れ
い
に
見
せ
る
の
は

難
し
く
、
苦
手
な
花
材
だ
。

　

か
ぼ
ち
ゃ
型
の
平
た
い
か
た
ち
の
実
が

枝
に
並
ぶ
。
観
賞
用
の
ナ
ス
科
の
品
種
で

ソ
ラ
ナ
ム
・
パ
ン
プ
キ
ン
と
呼
ば
れ
る
。

ナ
ス
と
ト
マ
ト
が
混
ざ
っ
た
よ
う
な
感

じ
。
食
べ
て
も
美
味
し
く
な
い
ら
し
い
。

大
学
の
講
義
で
い
け
て
み
た
（
時
々
講
師

と
し
て
お
呼
び
が
か
か
る
）。
キ
イ
チ
ゴ

の
紅
葉
し
た
葉
を
添
え
る
と
瑞み

ず
み
ず々

し
く
、

秋
ら
し
い
花
に
な
る
。
面
白
い
か
た
ち
が

学
生
達
に
も
喜
ば
れ
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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出
逢
い
花
（
35
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

白し
ろ
や
ま
ぶ
き

山
吹
（
薔ば

ら薇
科
）

　

満ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑
躅
科
）

　
　

花
器　

陶
花
瓶
（
清
水
美
菜
子
作
）

　

ど
ち
ら
も
枝
一
本
ず
つ
で
い
け
て
い

る
。
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は
立
派
な
枝
の
脇

に
出
た
小
枝
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
。
日
頃

か
ら
花
屋
と
親
し
く
し
て
お
く
と
、
こ
う

い
う
時
に
無
理
を
聞
い
て
も
ら
え
る
。
紅

い
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
の
と
な
り
に
鮮
や
か

な
黄
色
の
葉
が
見
え
た
。
シ
ロ
ヤ
マ
ブ
キ

の
黄
葉
で
あ
る
。
枝
先
に
黒
い
実
が
光
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
手
に
持
っ
て
み

る
。
す
で
に
出
逢
い
花
が
で
き
て
い
た
。

　

シ
ロ
ヤ
マ
ブ
キ
は
バ
ラ
科
シ
ロ
ヤ
マ
ブ

キ
属
の
落
葉
低
木
。
葉
が
対
生
す
る
の

で
ヤ
マ
ブ
キ
属
の
ヤ
マ
ブ
キ
と
見
分
け
が

つ
く
（
ヤ
マ
ブ
キ
は
互
生
）。
ま
た
ヤ
マ

ブ
キ
の
実
は
暗
褐
色
に
な
り
、
ヤ
エ
ヤ
マ

ブ
キ
に
は
実
が
な
ら
な
い
と
覚
え
て
お
こ

う
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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妖
怪
礼
賛　
　

　
　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

旱か
ん
れ
ん
ぼ
く

蓮
木
（
沼ぬ

ま
み
ず
き

水
木
科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

手
付
籠

　

小
学
校
四
年
生
の
頃
に
マ
ン
シ
ョ
ン
住

ま
い
の
母
の
元
を
離
れ
、
六
角
の
家
で
暮

ら
し
て
い
る
。
昔
な
が
ら
の
日
本
家
屋
な

た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
感
じ
得
な
い
何

か
を
強
く
感
じ
る
。
特
に
夜
に
強
く
感
じ

る
事
が
多
い
。
そ
の
正
体
の
一
つ
に
影
と

い
う
も
の
が
あ
る
。影
は
幼
い
頃
の
私
に
、

よ
く
畏い

ふ怖
の
念
を
抱い

だ

か
さ
せ
た
。
た
だ
怖

い
だ
け
で
は
無
く
不
気
味
だ
が
興
味
を
持

た
さ
せ
ら
れ
る
ア
レ
で
あ
る
。

　

影
は
正
確
に
間
違
う
こ
と
な
く
シ
ル

エ
ッ
ト
を
切
り
取
る
。
普
段
目
に
し
て
い

る
物
で
も
、
影
を
見
る
と
本
当
に
そ
の
物

な
の
か
と
見み

ま
が紛

え
た
か
と
感
じ
る
ほ
ど

に
、
刻
一
刻
と
多
彩
な
表
情
を
し
て
い

る
。
光
が
当
た
っ
て
い
な
い
だ
け
の
世
界

の
魅
力
は
底
が
知
れ
な
い
。
陽
が
沈
ん
で

電
燈
が
消
え
る
と
全
く
違
っ
た
表
情
を
見

せ
る
。
昼
間
と
同
じ
家
だ
と
は
と
て
も
思

え
な
い
。
妖
怪
や
幽
鬼
や
を
想
像
す
る
事

が
で
き
た
の
は
神
秘
と
も
言
え
る
べ
き
闇

と
向
き
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
明

か
り
を
灯
し
た
途
端
に
妖
怪
は
何
処
か
へ

と
消
え
て
し
ま
う
。

　

京
都
に
限
ら
ず
だ
が
、
夜
道
を
歩
く
と

多
く
の
人
が
、
自
分
の
顔
を
照
ら
し
な
が

ら
歩
い
て
い
る
。
高
速
で
光
が
往
来
し
、

街
灯
が
影
を
消
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
妖
怪
の
住
む

世
界
の
縮
小
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
の
人

に
と
っ
て
、
想
像
力
の
貧
困
に
繋つ

な

が
っ
て

し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
ま
る
で
分
か
ら

な
い
事
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
の
様
に

光
を
あ
て
影
を
取
り
除
く
行
為
は
、
次
第

に
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
も
無
く
し
て
い
く
。

幾
ら
考
え
て
も
分
か
ら
ず
、
答
え
が
出
な

い
喜
び
は
こ
れ
か
ら
時
代
を
追
う
ご
と
に

無
く
な
っ
て
い
く
。
○
で
も
×
で
も
無
い

△
が
正
解
か
も
知
れ
な
い
の
に
…
。

　

自
分
の
力
を
超
え
た
物
に
感
じ
る
怯お

び

え

と
美
が
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
事
を
実
感

し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
一い

ち
る縷

の
怯
え
が
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
畏
怖
の
念
と
美
し

い
と
い
う
感
情
に
は
共
通
す
る
所
が
多
い

の
で
は
無
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

同
じ
花
を
生
け
た
と
し
て
も
自
分
が
花

の
こ
と
を
分
か
っ
た
つ
も
り
で
生
け
て
い

る
作
品
は
程
度
が
知
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

複
雑
性
が
な
く
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
空
気

感
を
纏ま

と

っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
理
解
で
き

て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
慢
心
せ
ず
、

奢
ら
ず
に
少
し
で
も
歩
み
寄
る
の
が
い

い
。
魅
力
的
な
グ
レ
ー
を
引
き
出
せ
る
華

道
家
が
い
て
も
い
い
。
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烏
瓜
の
実

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　

栂つ
が

（
松
科
）

　

烏
か
ら
す
う
り瓜

（
瓜う

り

科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

今
年
も
カ
ラ
ス
ウ
リ
の
実
を
い
た
だ
い

た
。青
い
葉
が
つ
い
た
状
態
で
蔓
を
束
ね
、

切
り
口
に
水
を
当
て
て
一
本
ず
つ
ビ
ニ
ー

ル
袋
に
入
れ
て
あ
る
。
庭
の
柿
の
木
と
楓

に
か
ら
み
つ
く
そ
う
だ
が
、
蔓
を
切
ら
な

い
よ
う
に
解ほ

ど

く
の
は
大
変
だ
ろ
う
。

　

い
た
だ
い
た
カ
ラ
ス
ウ
リ
は
ま
ず
適
当

な
木
の
枝
を
支
え
に
し
て
投
入
で
楽
し
ん

だ
。
半
日
は
葉
も
瑞
々
し
い
が
、
翌
日
に

は
カ
リ
カ
リ
に
な
っ
て
い
る
の
で
何
か
葉

の
繁
っ
た
枝
を
加
え
た
り
し
て
い
る
。

　

写
真
は
枯
葉
を
取
り
去
っ
た
カ
ラ
ス
ウ

リ
の
蔓
を
ツ
ガ
の
枝
に
ひ
っ
か
け
て
実
を

ぶ
ら
下
げ
、
紅
葉
し
た
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
だ
け

を
加
え
て
、
シ
ン
プ
ル
に
赤
い
実
を
目
立

た
せ
た
。

　

古
く
唐
か
ら
伝
来
し
た
朱
墨
「
唐か

ら
す朱

」

の
原
料
鉱
石
が
朱
赤
色
で
卵
形
の
も
の
も

あ
り
、
そ
れ
に
似
る
の
で
唐か

ら
す
う
り

朱
瓜
。
や
が

て
烏
瓜
に
。

肉
◎
キ
ノ
コ
×　

　

健
一
郎

　

私
は
肉
が
好
き
で
キ
ノ
コ
が
嫌
い
だ
。

特
に
好
き
な
肉
は
牛
肉
で
特
に
嫌
い
な
キ

ノ
コ
は
シ
イ
タ
ケ
。
祖
父
と
倉
敷
国
際
ホ

テ
ル
で
2
人
で
食
べ
た
３
０
０
グ
ラ
ム
の

ス
テ
ー
キ
が
1
番
の
お
気
に
入
り
で
、
給

食
で
昼
休
み
の
終
わ
り
ま
で
食
べ
さ
せ
ら

れ
か
け
た
シ
イ
タ
ケ
は
大
の
ニ
ガ
テ
。
私

の
特
技
の
う
ち
の
１
つ
に
物
事
の
合
理
化

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
自
分
に
対
し
て
都

合
良
く
物
事
を
捉と

ら

え
る
能
力
だ
。

好
き
な
も
の
だ
け
を
食
べ
、
嫌
い
な
も
の

は
食
べ
な
い
。
毎
日
食
べ
る
食
事
の
時
間

を
心
の
底
か
ら
楽
し
む
。
好
き
な
も
の
だ

け
食
べ
て
生
き
て
い
る
。

　

食
へ
の
こ
だ
わ
り
は
祖
父
の
影
響
も
強

い
が
、
副
家
元
の
影
響
が
大
き
い
。
数

日
に
一
度
自
分
の
好
き
な
食
材
を
買
い
溜

め
、
毎
日
好
き
な
も
の
を
作
る
。
自
分
の

好
き
な
味
を
こ
さ
え
ら
れ
る
事
が
す
ご
い

と
素
直
に
思
う
。
あ
く
な
き
食
欲
が
彼
女

を
動
か
し
て
い
る
。
本
人
が
よ
く
言
っ
て

い
る
が
飽
き
っ
ぽ
い
の
で
、
嫌
で
も
お
か

ず
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
増
え
る
そ
う
だ
。

日
本
、
中
国
は
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ス
ペ

イ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
な
ど
底
が
知
れ
な

い
。
数
あ
る
レ
シ
ピ
そ
の
中
に
も
美
味
し

い
物
と
格
別
に
美
味
し
い
も
の
に
分
類
さ

れ
る
。
格
別
に
美
味
し
い
料
理
は
レ
ギ
ュ

ラ
ー
入
り
と
な
り
、
二
ヶ
月
に
一
度
ぐ
ら

い
の
ペ
ー
ス
で
頂
け
る
。
彼
女
の
料
理
の

凄
さ
は
豪
華
で
派
手
な
食
事
だ
と
小
さ
い

頃
に
感
じ
て
い
た
私
だ
が
、
基
本
の
料
理

の
レ
ベ
ル
が
尋
常
で
は
な
い
の
だ
。
き
ん

ぴ
ら
、
お
か
ら
な
ど
の
一
品
料
理
が
本
当

に
美
味
し
い
。

　

好
き
な
も
の
だ
け
を
食
べ
て
き
た
私
に

は
、
偏

か
た
よ

っ
た
持
論
が
あ
る
。
好
き
な
も
の

は
一
番
好
き
な
人
が
食
べ
れ
ば
い
い
と
い

う
も
の
だ
。例
え
ば
、家
族
で
囲
ん
だ
テ
ー

ブ
ル
の
大
皿
に
お
肉
が
一
切
れ
余
っ
た
と

す
る
。
そ
の
肉
の
事
が
一
番
好
き
な
人
が

食
べ
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
方
だ
。
自
分

が
一
切
れ
余
っ
た
肉
を
食
べ
た
い
が
た
め

の
合
理
化
な
の
は
認
め
る
が
、
実
際
に
食

べ
ら
れ
る
側
か
ら
す
る
と
ま
だ
一
番
マ
シ

な
の
か
な
と
も
思
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
で
も
食
べ
物
へ
の
敬
意
、
感
謝
は

し
よ
う
と
は
し
て
い
る
。
嫌
い
な
も
の
を

目
を
閉
じ
て
食
べ
た
り
、
鼻
を
摘
ん
で
食

べ
る
の
は
食
べ
物
に
対
す
る
失
礼
な
態
度

だ
と
は
と
ら
な
い
。
鼻
を
摘
ん
で
食
べ
る

行
為
が
そ
の
後
そ
の
食
べ
物
の
事
が
好
き

に
な
る
た
め
の
キ
ッ
カ
ケ
作
り
で
あ
る
事

は
理
解
し
て
い
る
が
、
自
分
が
興
味
を

持
っ
た
上
で
持
ち
う
る
全
て
の
感
覚
を

使
っ
て
堪
能
す
る
事
が
命
と
し
て
向
き
合

う
最
低
限
の
礼
節
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
満
た
さ
れ
き
っ
た
飽
食
の
時
代
だ

か
ら
こ
そ
一
つ
一
つ
の
命
と
丁
寧
に
向
き

合
っ
て
い
き
た
い
。

　

も
う
一
つ
だ
け
向
き
あ
っ
て
欲
し
い
問

題
が
あ
る
。
食
べ
た
物
で
体
は
形
成
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
だ
。
何
を
あ
た
り
前

の
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
か
と
驚
ろ
か
れ

る
事
が
あ
る
の
だ
が
、
実
感
で
き
て
い
る

か
は
別
の
話
だ
。
私
は
個
人
的
に
自
分
の

体
が
嫌
い
な
物
で
は
な
く
好
き
な
物
で
出

来
て
い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
か
く

言
う
私
も
実
感
は
出
来
て
い
な
い
と
思
う

が
、
訳
の
分
か
ら
な
い
よ
う
な
物
で
自
分

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
が
怖
く
て
、

奇
妙
な
も
の
は
出
来
る
限
り
避
け
て
い

る
。

　

テ
レ
ビ
か
何
か
で
見
た
映
像
が
衝
撃
的

で
頭
か
ら
離
れ
な
い
。
忙
し
そ
う
な
男

性
が
移
動
時
間
を
使
っ
て
レ
ト
ル
ト
の
カ

レ
ー
を
ス
ト
ロ
ー
を
使
っ
て
食
事
を
し
て

い
る
シ
ー
ン
だ
っ
た
。
私
の
目
に
は
食
事

を
し
て
い
る
シ
ー
ン
と
い
う
よ
り
は
、
生

き
て
い
く
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
チ
ャ
ー

ジ
し
て
い
る
生
命
活
動
の
維
持
の
た
め
の

行
為
に
し
か
見
え
ず
、
と
て
も
食
事
を
楽

し
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
１
０
０
年
ほ
ど
で
、
人
間
が
楽
し

む
た
め
の
娯
楽
が
一
気
に
増
え
た
。
食
事

を
は
じ
め
と
す
る
基
本
的
な
欲
求
が
蔑

な
い
が
しろ

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

て
い
る
。
人
そ
れ
ぞ
れ
が
求
め
る
形
が
い

く
ら
増
え
よ
う
と
も
、
基
本
的
な
欲
求
の

質
が
高
い
生
活
を
行
え
る
事
に
重
き
を
置

く
だ
け
で
毎
日
の
生
活
の
ク
オ
リ
テ
ィ
が

上
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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放
映　

10
月
10
日　

海
外
に
て
放
送

　
　
　

　

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ン
デ

マ
ン
ド
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。（
無
料
）
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
→

　

内
容　

京
都
の
現
代
「
花
」
事
情
。

　
　
　
　
「
華

は
な
つ
つ
み包

」
芦
田
一
春　

大
津
智
永　

他

　
　
　
　
「
花
遊
び
」
桑
原
櫻
子　

桑
原
健
一
郎

　
　
　
　
「
花
結
い
」
花
結
い
師
タ
カ
ヤ

　
　
　
　
「
い
け
こ
み
」
花
政　

藤
田
修
作　

福
山
重
文

※
こ
の
内
、
桑
原
家
の
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

桑
原
専
慶
流
は
３
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、

家
元
の
家
の
各
部
屋
に
は
、
普
段
か
ら
花
が
い
け
ら

れ
て
い
る
。
花
の
世
話
は
副
家
元
の
櫻
子
の
役
目
だ
。

櫻
子
「
花
は
生
き
物
な
の
で
、
花
が
い
け
て
な
い

と
寂
し
い
ん
で
す
。
毎
日
水
を
換
え
て
、
少
し
足

元
を
切
り
直
し
て
置
い
て
あ
げ
る
と
、
又
元
気
に

な
っ
て
咲
い
て
く
れ
る
。
そ
の
元
気
を
私
達
家
族

も
貰
い
な
が
ら
毎
日
生
活
し
て
る
わ
け
で
、
花
が

無
い
時
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
家
で
は
あ

り
得
な
い
で
す
。」

　

甥
の
健
一
郎
は
自
分
の
世
代
で
分
か
ち
合
え
る
い

け
ば
な
の
ス
タ
イ
ル
を
模
索
し
て
い
る
。
彼
は
生
徒

達
に
ア
ー
ト
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

生
徒
さ
ん
「
健
一
郎
さ
ん
の
教
え
方
は
、
花
を
楽

し
そ
う
に
語
る
ん
で
す
」

生
徒
さ
ん
「
敷
居
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う

に
先
生
が
お
声
が
け
し
て
下
さ
る
の
が
、
こ
の
教

室
の
特
徴
と
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

健
一
郎
「
伝
統
を
守
る
だ
け
で
も
凄
く
意
味
の
あ

る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
僕
は
お
花

が
好
き
で
、
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
く
内
に
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
自
分
の
お
花
と
い
う
も
の
を
探
し

始
め
て
い
る
ん
で
す
。」
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若
い
未
来
の
リ
ー
ダ
ー
は
教
室
に
留
ま
ら
ず
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
作
品
を
投
稿
し
て
い
る
。

　

投
稿
作
品
の
紹
介

　

・
多
肉
植
物
と
地
層
と
折
り
紙
の
恐
竜
た
ち

　

・
桜
の
枝
に
と
ま
る
二
羽
の
鳥
の
ロ
マ
ン
ス

　

・
ガ
イ
コ
ツ
と
コ
ウ
モ
リ
で
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
に

　

健
一
郎
の
新
し
い
試
み
は
伝
統
的
な
い
け
ば
な

に
、
楽
し
い
遊
び
の
要
素
を
加
え
る
こ
と
。

健
「
僕
が
3
歳
の
頃
か
ら
、
祖
母
が
出
し
て
い
る

本
な
ん
で
す
け
ど
、
小
さ
い
写
真
集
が
ご
ざ
い
ま

し
て
僕
の
原
点
で
も
あ
り
ま
す
。」

　
『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』
の
作
品
紹
介

　

・
子
供
用
ブ
ー
ツ
に
バ
ラ

　

・
折
り
紙
シ
ュ
リ
ケ
ン
と
ス
イ
ー
ト
ピ
ー

　

・
て
る
て
る
坊
主
と
柳
と
ガ
ー
ベ
ラ

　

・
ニ
ッ
コ
リ
手
袋
と
ア
ネ
モ
ネ
と
枝
垂
れ
柳

　

祖
母
の
素
子
さ
ん
が
孫
の
健
一
郎
と
一
緒
に
お
も

ち
ゃ
や
人
形
を
使
っ
た
「
花
遊
び
」
を
写
真
に
撮
り
、

祖
父
が
文
章
を
添
え
て
本
を
出
版
。

　
『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』
は
彼
が
花
に
親

し
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

祖
母
に
触
発
さ
れ
た
彼
は
今
、
い
け
ば
な
の
喜
び

を
広
め
よ
う
と
懸
命
だ
。

　

新
し
い
作
品
を
撮
影
す
る
健
一
郎
。

　

・
切
り
絵
の
花
火
に
ホ
オ
ズ
キ
と
楓

　

真
夏
の
花
火
の
思
い
出
に
い
け
ば
な
を
重
ね
る
。

　

作
品
を
前
に
、
櫻
子
副
家
元
と
話
す
健
一
郎
。

　

若
い
華
道
家
は
時
折
受
け
る
き
び
し
い
批
評
を
糧

に
し
て
、
新
た
な
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。

NHK WORLD JAPAN

Core Kyoto

"The Modern Flower"

Produced by NHK 2019

in association with 

NHK PLANNET and in 

cooperation with 

J WORKS
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第七図　　テキスト No.613・648（に掲載）

第二十五図　　テキスト No.647

第五十七図　　テキスト No.673

第六十六図　　テキスト No.655

第七十図　　テキスト No.674

第八十七図　　テキスト No.654

立
花
時
勢
粧
の
器

　
「
立り

っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

花
時
勢
粧
」
に
は
１
１
８
の
図

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
器
は

96
種
類
も
あ
る
。
出
版
さ
れ
た
元
禄

元
年
頃
に
は
、
華
や
か
な
世せ

そ
う相

と
立

花
の
流
行
と
が
相
ま
っ
て
、
立
花
瓶

に
も
様
々
な
形
や
新
し
い
意
匠
を
こ

ら
し
た
も
の
が
作
ら
れ
た
。

　

自
由
奔ほ

ん
ぽ
う放

な
自
然
の
息
吹
と
そ
の

調
和
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
富ふ

し
ゅ
ん
け
ん

春
軒

仙せ
ん
け
い溪

。
特
に
行
や
草
の
立
花
に
は
、

そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
変
化
に
富

ん
だ
器
を
選
ん
で
使
っ
て
い
る
。

　

器
の
形
だ
け
を
見
て
も
様
々
な
形

態
の
も
の
が
あ
る
が
、
立
花
瓶
の
遊

び
の
部
分
と
し
て
「
耳
」
に
注
目
し

て
み
よ
う
。

　

図
①　

蟷か
ま
き
り螂

　

図
②　

魚

　

図
③　

象

　

図
④　

鳥

　

図
⑤　

兎
う
さ
ぎ

　

図
⑥　

蝶
ち
ょ
う

こ
れ
ら
の
意
匠
に
釣
り
合
う
躍
動
感

が
花
形
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
ど
ん
な
花
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
図
で
確
か
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
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第
52
回
日
本
い
け
ば
な
芸
術
展

　

会
期　

10
月
1
日
㈫
〜
8
日
㈫

　

会
場　

東
京
日
本
橋
高
島
屋

　

出
品　

　
　

４
次
展
10
月
7
日
㈪
〜
8
日
㈫

桑
原
仙
溪　

佐
藤
慶
由

除の
き
し
ん
り
っ
か

真
立
花

　

花
材　

松
（
松
科
）

　

山さ
ん
き
ら
い

帰
来
（
猿

さ
る
と
り
い
ば
ら

捕
茨
科
）

　

蓮れ
ん
げ
つ
つ
じ

華
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑
躅
科
）

　

柊
ひ
い
ら
ぎ（

柊
科
）

　

貝か
い
づ
か
い
ぶ
き

塚
伊
吹
（
檜

ひ
の
き

科
）

　

寿
こ
と
ぶ
き
ま
つ

松
（
松
科
）

　

鶏
頭
（
莧ひ
ゆ

科
）

　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

盛
花

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬

（
黐も

ち
の
き

の
木
科
）

　

満
天
星
（
躑
躅
科
）

　

糸
菊
（
菊
科
）

　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　

羊し

だ歯
（
羊
歯
類
）

　

花
器　

古
染
付
水
盤
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山や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実　
　

　
　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

山
芍
薬
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）　　
　
　

　
　
　
　

蓼た
で

（
蓼
科
）

　

花
器　

手
付
通あ

け
び
か
ご

草
籠

　

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
の
学
名
は
「
ピ
オ
ニ

ア
・
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
」
で
ボ
タ
ン
科
の
ボ
タ

ン
属
。
初
夏
の
頃
、
透
き
通
る
よ
う
な
繊

細
な
花
を
一
輪
だ
け
咲
か
せ
る
。
洋
芍
薬

と
は
違
い
中
々
出
会
う
事
の
出
来
な
い
貴

重
な
花
だ
。
器
も
取
り
合
わ
せ
も
特
別
な

も
の
を
考
え
て
あ
げ
な
い
と
綺
麗
に
咲
い

て
く
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
場
所
に

よ
っ
て
は
絶
滅
危
惧
種
に
も
な
っ
て
い

て
、
咲
く
の
に
6
年
も
か
か
る
の
で
、
育

て
て
い
る
方
は
大
変
な
事
だ
。
そ
の
清
楚

な
花
か
ら
は
想
像
も
出
来
な
い
よ
う
な
派

手
な
実
。
初
秋
に
は
実
が
熟
し
て
結
実
し

な
い
赤
色
と
結
実
し
た
濃
紺
色
の
種
子
に

な
る
。

　

今
年
は
入
荷
す
る
数
も
少
な
く
大
切
な

一
本
と
な
っ
た
。
一
輪
菊
と
タ
デ
の
花
と

籠
花
に
。
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雪
柳
と
水
仙　
　

　
　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
形　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

主
株　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

子
株　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

秋
の
菊
と
冬
の
水
仙
。
ど
ち
ら
も
、
多

く
の
植
物
が
葉
を
落
と
し
、
地
上
か
ら
姿

を
い
っ
た
ん
消
し
て
し
ま
う
淋
し
い
時
期

に
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
。
菊
の
季
節
、

水
仙
の
季
節
を
心
待
ち
に
し
て
、
今
年
も

楽
し
ま
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
感
謝
し
た

い
。

　

水
仙
の
生
花
は
一
種
で
い
け
て
凛
と
し

た
姿
に
す
る
も
良
し
、
他
の
花
や
木
と
株

分
け
に
し
て
も
い
い
。
水
仙
は
11
月
か
ら

２
月
初
旬
ま
で
い
け
ら
れ
る
の
で
、
取
り

合
わ
せ
も
色
々
楽
し
め
る
。
雪
柳
の
紅
葉

と
の
対
比
が
美
し
い
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

お
床
を
拝
見
中
。

　

花
：
酸ほ

お
ず
き漿　

ア
ナ
ベ
ル　
檜ひ

お
う
ぎ扇

の
実

　

額
：
版
画　
リ
ン
ゴ
と
少
女
（
柳
本
史ふ

み

）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
677
号　

2019
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

鎌
柄
の
生
花　
　

　
　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

鎌か
ま
つ
か柄

（
薔
薇
科
）

　

花
器　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

鎌
柄
は
非
常
に
堅
く
、
鎌か

ま

の
柄つ

か

に
使
わ

れ
た
こ
と
か
ら
カ
マ
ツ
カ
と
名
付
け
ら

れ
た
。
別
名
の
ウ
シ
ゴ
ロ
シ
は
、
こ
の
材

で
牛
の
鼻
木
を
作
っ
た
た
め
と
す
る
説

な
ど
が
あ
る
。
生
け
花
で
用
い
る
と
き
は

実
と
葉
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
を
気
を
つ

け
る
と
良
い
。
ど
う
し
て
も
実
の
つ
き

方
に
よ
っ
て
は
、
間
の
抜
け
た
作
品
に
仕

上
が
っ
て
し
ま
う
反
面
、
伸
び
伸
び
と
し

た
花
に
仕
上
げ
る
と
独
特
の
生
花
に
な
っ

た
。
熟
し
た
赤
い
実
。
ま
だ
黄
葉
す
る
前

の
葉
。
日
照
時
間
が
短
く
な
っ
て
き
た
な

と
実
感
す
る
一
つ
の
要
因
で
も
あ
る
。
紅

葉
の
姿
を
見
て
、
一
緒
に
耐
え
抜
い
た
暑

さ
を
懐
か
し
む
。
そ
し
て
自
分
が
ク
ー

ラ
ー
の
つ
い
た
部
屋
に
居
た
こ
と
を
イ
カ

サ
マ
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
。「
あ
な
た
は
夏

を
経
て
ま
っ
く
ろ
に
日
焼
け
し
て
い
な
い

の
ね
」
と
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
厳
し
い
冬

に
備
え
て
ス
ト
ー
ブ
の
用
意
は
も
う
し
て

あ
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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タ
カ
サ
ゴ
ユ
リ
の
実

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ
つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

高た
か
さ
ご
ゆ
り

砂
百
合
の
実
（
百
合
科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

２
色
（
莧
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
　

高
砂
百
合
は
種
子
を
多
く
つ
け
、
風

に
運
ば
れ
て
広
が
っ
て
い
く
。
高
速
道
路

で
高
知
の
牧
野
植
物
園
へ
行
っ
た
際
に
、

大
勢
で
私
を
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。

　

花
の
季
節
が
終
わ
る
と
実
に
な
り
、
意

識
し
な
け
れ
ば
見
つ
け
る
事
が
で
き
な
い

が
、
ふ
と
し
た
時
に
道
端
で
も
出
会
う
事

が
あ
る
。

　

花
を
終
え
た
実
と
、
葉
の
役
割
を
終
え

た
梅
花
躑
躅
に
、
盛
り
の
鶏
頭
が
よ
く
映う

つ

る
。

出典：https:// ユリ .net/ ユリ - 品種
/ タカサゴユリとは？ .html

タカサゴユリの花
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シ
ロ
シ
キ
ブ
の
実

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

桜
子

　

花
材　

白
し
ろ
み
の
こ
む
ら
さ
き

実
小
紫 

　
　
　
　
　

 （
熊
く
ま
つ
づ
ら葛

科
・
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

水み
ず
ひ
き
そ
う

引
草
（
蓼た
で

科
）

　

花
器　

手
付
籠

　

小
さ
な
白
い
実
が
美
し
い
。

　

シ
ロ
シ
キ
ブ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
シ
ロ

ミ
ノ
コ
ム
ラ
サ
キ
が
正
確
な
名
前
ら
し

い
。
繊
細
な
枝
に
沢
山
の
実
が
で
き
て
い

る
。

　

白
花
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
加
え
る
と
、
白

い
実
と
白
い
花
が
白
さ
を
競
い
合
っ
て

い
る
よ
う
に
も
、
互
い
に
助
け
合
い
讃た

た

え

合
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

赤
い
花
の
ミ
ズ
ヒ
キ
ソ
ウ
が
優
し
く
寄

り
添
う
。

出典：https://www.ootk.net/
cgi/shikihtml/shiki_818.htm

シロミノコムラサキの花

（
表
紙
の
花
の
解
説
は
９
頁
）
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ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
実

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦に
し
き
ぎ木

科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

上じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
草
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　

い
け
た
後
で
も
刻
々
と
変
化
す
る
実
も

の
花
材
が
あ
る
。
ヒ
オ
ウ
ギ
や
ツ
ル
ウ
メ

モ
ド
キ
の
実
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
弾
け

て
中
か
ら
艶
や
か
な
種
子
が
顔
を
出
す

が
、
そ
の
自
然
の
色
の
な
ん
と
美
し
い
こ

と
か
。

　

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
と
ジ
ョ
ウ
ロ
ウ
ホ
ト

ト
ギ
ス
の
鮮
や
か
な
出
会
い
。

出典：https://plaza.rakuten.co.jp/okada1952/
diary/201505120000/

ツルウメモドキの花。雌花㊨、と雄花㊧
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ロ
ー
ゼ
ル
の
実

　
　
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ロ
ー
ゼ
ル
（
葵
あ
お
い

科
）

　
　
　
　

菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

ロ
ー
ゼ
ル
は
赤
い
大
き
な
蕾

つ
ぼ
みに

見
え
る

が
、
中
に
は
既
に
実
が
で
き
て
い
る
。
珍

し
く
枝
先
に
葉
と
小
さ
な
蕾
が
残
っ
て
い

た
の
で
、
多
め
に
買
い
求
め
て
秋
色
の
菊

を
合
わ
せ
て
い
け
て
み
た
。
葉
の
水
揚
げ

も
良
い
の
で
、
今
後
も
葉
付
き
で
出
て
く

る
の
を
期
待
し
て
い
る
。

　

今
月
号
の
実
物
花
材
に
は
花
の
写
真
を

添
え
て
い
る
。意
外
と
知
ら
な
い
花
の
姿
。

花
を
見
て
か
ら
実
を
見
る
と
、
実
も
の
花

材
へ
の
愛
着
が
増
し
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
個
性
的
で
貴
重
な
実
た
ち
と
出
逢
え
る

楽
し
み
。
秋
の
い
け
ば
な
の
醍
醐
味
。出典：https://www.toukagen.

com/?pid=126322305

ローゼルの花



6

キ
ミ
ズ
ミ
の
実

　
　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

黄き

み

ず

み

実
酸
実
の
実
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
　
　
　
　
（
２
０
０
９
年
11
月
号
よ
り
）

　

以
前
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ
キ
の
実
と
し
て
白

黒
写
真
で
掲
載
し
た
も
の
。
い
け
た
後
す

こ
し
橙
色
に
色
づ
い
て
き
た
と
書
い
て
い

る
が
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ
キ
の
実
は
赤
く
熟
す

の
で
、
も
と
も
と
黄
色
く
熟
す
キ
ミ
ズ
ミ

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確
信
は
な
い
が

今
回
は
キ
ミ
ズ
ミ
と
し
て
お
く
。

　

キ
ミ
ズ
ミ
は
リ
ン
ゴ
属
。
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ

キ
は
ア
ズ
キ
ナ
シ
属
。
似
た
実
の
で
き
る

木
は
他
に
も
色
々
あ
る
。

出典：http://www.okadanouen.com/
zukan/kimizumi.html

キミズミの花

出典：http://hanasan.dreamlog.jp/
archives/52106298.html

ウラジロノキの花
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タ
マ
ミ
ズ
キ
の
実

　
　
　
　

∧
７
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

玉た
ま
み
ず
き

水
木
の
実
（
黐も
ち
の
木
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
清
水
保
孝
作
）

　
　
　
　
　
（
２
０
１
２
年
11
月
号
よ
り
）

　

タ
マ
ミ
ズ
キ
は
ウ
メ
モ
ド
キ
と
同
じ
モ

チ
ノ
キ
科
の
落
葉
樹
で
、
静
岡
か
ら
南
西

諸
島
に
分
布
す
る
高
木
で
あ
る
。

　

ウ
メ
モ
ド
キ
よ
り
小
さ
な
実
は
、
や
や

く
す
ん
だ
赤
色
。

　

直
立
し
た
幹
か
ら
横
枝
が
階
段
状
に
出

て
広
が
る
樹
形
が
ミ
ズ
キ
に
似
る
が
ミ
ズ

キ
の
仲
間
で
は
な
い
。

　

雌し
ゆ
う
い
し
ゅ

雄
異
株
（
雌め

木ぎ

と
雄お

木ぎ

が
あ
る
）
な

の
で
両
方
の
花
の
写
真
を
載
せ
て
お
く
。

モ
チ
ノ
キ
科
に
は
雌
雄
異
株
の
木
が
多
い

が
、
中
に
は
雌
木
だ
け
で
も
結
実
す
る
も

の
も
あ
る
そ
う
だ
。

出典：https://matsue-hana.
com/hana/tamamizuki.html

タマミズキの花。雌花㊨、と雄花㊧。

出典：https://www.digital-
museum.hiroshima-u.ac.jp/~main/
index.php/ タマミズキ
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立
花

　
　
　

∧
８
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

直す
ぐ
し
ん
り
っ
か

真
立
花

　

花
材　

薄
す
す
き（

稲
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

吾わ
れ
も
こ
う

亦
紅
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

丸
葉
の
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　
　
　
　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

葉
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

竜り
ん
ど
う胆

２
色
（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

二
輪
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

檜ひ
お
う
ぎ扇

の
実
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

野
の
花
の
種
類
が
一
番
多
い
恵
ま
れ
て

い
る
時
だ
っ
た
。
こ
の
秋
を
立
花
に
ふ
ん

だ
ん
に
詰
め
込
ん
だ
。

　

枝
物
は
丸
葉
の
木
と
梅
花
躑
躅
の
み
で

あ
る
が
、
草
花
に
説
得
力
が
出
て
い
る
。

翌
日
に
薄

す
す
き

の
葉
は
巻
い
て
し
ま
っ
た
為
、

生
け
替
え
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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石ざ
く
ろ榴　

　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

石
榴
の
実
（
禊み
そ
は
ぎ萩

科
）

　

菊
（
菊
科
）

　

薮や
ぶ
ま
お

苧
麻
（
刺い
ら
く
さ草

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

倉
敷
の
叔
母
宅
に
て
ザ
ク
ロ
の
実
を
採

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
年
は
沢
山
実
が

な
っ
た
の
で
、
持
っ
て
帰
っ
て
も
良
い
と

の
事
。
お
弟
子
さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
い

艶つ
や

々つ
や

の
真
っ
赤
な
実
が
付
い
た
重
た
い
枝

を
切
り
落
と
し
た
。大
切
に
持
ち
帰
っ
て
、

花
火
の
様
に
咲
く
キ
ク
、
花
が
密
に
咲
く

ヤ
ブ
マ
オ
と
取
り
合
わ
せ
た
。
思
い
が
け

な
い
花
に
も
出
会
え
て
、心
に
残
る
１
作
。

出典：https://mirusiru.jp/nature/flower/zakuro

ザクロの蕾と花と花のあと　　　ザクロの花

『
溶
け
る
』　

　
健
一
郎

　
自
分
と
人
と
の
境
界
が
溶
け
て
な
く

な
っ
て
い
く
。
私
は
こ
の
世
界
の
一
部
で

は
な
い
。
全
て
が
渾こ

ん

然ぜ
ん

一
体
と
化
し
て
い

る
。

桜
と
バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
。
鳥
の
元
気

に
振
り
回
さ
れ
る
。
　
　

水
中
を
泳
ぐ
。自
分
と
水
の
境
界
が
曖
昧
。

夏
の
砂
浜
。
じ
り
じ
り
太
陽
を
受
け
る
。

苔
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
。
こ
こ
か
ら
動
け
な
い
。

岩
に
ぴ
っ
た
り
。
何
故
か
落
ち
着
く
。

山
頂
に
て
瞑
想
。自
分
を
無
く
し
て
い
く
。

雨
で
び
し
ょ
び
し
ょ
。傘
は
置
い
て
き
た
。

空
か
ら
落
ち
る
。体
が
無
く
な
っ
た
よ
う
。

雪
中
に
溺お

ぼ
れ
る
。
身
体
の
熱
を
と
ら
れ
私

も
ひ
ん
や
り
。

花
を
生
け
る
。
花
と
お
し
ゃ
べ
り
。

　
頭
を
使
っ
て
物
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る

行
為
は
難
し
い
。
何
も
考
え
ず
、
身
体
を

放
っ
ぽ
り
出
す
方
が
、
想
像
を
超
え
る
体

験
が
可
能
で
あ
る
。

　
大
自
然
は
ど
う
感
じ
て
い
る
か
分
か
ら

な
い
が
少
な
く
と
も
私
は
相
手
と
溶
け
込

む
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　
花
と
話
し
な
が
ら
花
を
生
け
る
の
は
楽

し
い
が
、
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
と

花
と
一
体
に
な
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
は
大
自
然
に
溶
け
る
練
習

が
も
う
少
し
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
今
の
自
然
の
一
部
で
あ
る
切
り
花
に

溶
け
込
む
よ
う
に
な
る
に
は
、
今
感
じ
て

い
る
「
溶
け
る
」
と
言
う
感
覚
を
研
ぐ
必

要
が
あ
る
。
単
純
な
も
の
ほ
ど
自
分
を
溶

か
し
難
い
。
頭
で
わ
か
っ
て
し
ま
い
、
言

葉
に
出
来
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
言
葉
を
超

え
た
雄
大
さ
を
花
か
ら
感
じ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

　
私
は
自
宅
の
庭
を
眺
め
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
ま
だ
、
溶
け
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
。
何
か
に
夢
中
に
な
っ
た
時
、
自
分
へ

の
意
識
が
消
え
、
自
分
で
な
く
な
る
。

　
少
し
で
も
自
分
が
の
こ
っ
て
い
る
と
、

対
象
物
の
全
て
を
感
じ
ら
れ
な
い
。
感
じ

る
と
は
、
私
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
感
覚

で
は
あ
る
の
だ
が
、
で
き
る
だ
け
そ
の
ま

ま
の
そ
れ
を
私
で
感
じ
て
い
た
い
。
自
分

を
無
く
し
た
だ
け
何
か
が
入
っ
て
く
る
。

　
音
楽
に
体
を
ゆ
ら
す
。
不
快

と
快
の
間
を
彷さ

ま

徨よ

う
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
音
、
身
体
を
解
放
す
る

と
、
苦
手
な
音
が
無
く
な
っ
て

い
く
。
心
臓
に
直
接
響
く
バ
ス

ド
ラ
ム
。
バ
ス
ド
ラ
ム
で
心
臓

が
動
い
て
い
る
の
か
と
感
じ

る
。

　「
閑し

ず
かさ
や
　
岩
に
染
み
入
る

　
蝉
の
声
」　
芭
蕉
の
有
名
な

句
で
あ
る
。
蝉
の
声
だ
け
を
聞

き
、蝉
を
見
た
わ
け
で
も
な
く
、

本
人
が
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
も

な
い
。
主
題
が
ぼ
か
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
閑
さ
が
主
題
な

わ
け
で
も
な
く
、
岩
も
、
蝉
の

声
も
主
題
で
は
な
い
。
そ
の
空

間
を
詠
ん
だ
句
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
自
分
は
存
在
し
て
い
る
よ

う
で
存
在
せ
ず
、
自
分
が
溶
け
込
ん
だ
状

態
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
　

　
芭
蕉
は
全
国
各
地
を
歩
き
回
り
、
そ
の

地
、
そ
の
地
に
て
自
分
を
溶
か
し
歩
い
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
妄
想
も
広
が
る
。

だ
が
、
芭
蕉
は
ス
カ
イ
ダ
イ
ビ
ン
グ
を
も

ス
キ
ュ
ー
バ
ー
ダ
イ
ビ
ン
グ
も
し
て
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
日
本
か
ら
外
に
は
出

て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
私
は
今
生
き
て
い
る
こ
の
時
代
を
感
じ

き
り
た
い
。
世
界
と
私
の
輪
郭
線
を
ボ
カ

し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え
て
い
る
。

但馬で日帰りでのスカイダイビング
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信仰を集める樹齢140年のインドボダイジュ。ブッダガヤのマハボディ寺院。
出典：https://tricycle.org/magazine/bodhi-tree-tlc/

出典：https://china.desertcart.com/
products/139063302-pmw-peepal-tree-
fruit-powder-sacred-fig-raavi-100-gloose-
packed-loose-pa

出典：https://astrotalk.com/
astrology-blog/why-is-peepal-tree-
worshipped/

サーンチー遺跡のレリーフ。紀元前 3 世紀にアショーカ王がブッダガヤに
建てた寺院とボダイジュ。西暦 1 世紀。
出典：https://www.wikiwand.com/en/Bodhi_Tree

インドボダイジュ
学名：Ficus religiosa　
英名：bodhi tree　pippala tree
クワ科・イチジク属の高木。樹皮や根皮などを薬用とする。

仏ぶ
っ
だ陀

ゆ
か
り
の
三さ
ん
せ
い
じ
ゅ

聖
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
の
聖
樹
（
聖
木
）
に
は
ど
の
よ

う
な
木
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
仏
教
と
ゆ
か

り
の
あ
る
木
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

お
釈
迦
様
の
生
涯
と
深
く
関
わ
り
の
あ

る
木
は
次
の
3
つ
。

　

菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹　
　

イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

　

沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹　

サ
ラ
ノ
キ

　

無む
ゆ
う
じ
ゅ

憂
樹　
　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ

　

釈
迦
は
長
い
遍
歴
と
苦
行
の
末
に
、
ウ

ル
ヴ
ェ
ー
ラ
村
（
今
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
）
で

一
本
の
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
の
下
に
座
し
、

49
日
間
瞑め

い

想そ
う

し
て
真
の
悟さ

と

り
「
菩ぼ

提だ
い

」
を

得
た
。

　

太
古
よ
り
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
は
大
切

な
樹
木
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
イ
ン
ダ
ス
文

明
の
遺
跡
か
ら
、
そ
の
葉
が
描
か
れ
た
陶

器
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
葉
、
樹
皮
、
根

に
様
々
な
薬
効
が
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
主

要
な
三
神
が
棲す

む
木
で
も
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
国
樹
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い

大
切
な
木
な
の
だ
。

　

ク
ワ
科
イ
チ
ヂ
ク
属
の
高
木
で
、
花
は

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
枝
に
直
接
小
さ
な

実
が
で
き
る
。
ハ
ー
ト
型
の
葉
が
風
に
パ

タ
パ
タ
と
揺
れ
る
音
が
な
ん
と
も
心
地
よ

い
そ
う
だ
が
、
釈
迦
も
そ
ん
な
音
を
聞
き

な
が
ら
瞑
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

中
国
、
日
本
で
こ
の
木
は
育
た
な
い
。

代
わ
り
に
シ
ナ
ノ
キ
科
の
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
が

寺
院
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
中

国
原
産
の
落
葉
高
木
で
、
日
本
に
は
栄
西

禅
師
が
宋
か
ら
種
子
を
持
ち
帰
っ
た
。

　

釈
迦
は
45
年
の
間
、
数
百
キ
ロ
の
道
を

何
度
も
行
き
来
し
て
説
法
を
続
け
、
80
歳

で
亡
く
な
る
。
終
焉
の
地
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ

の
川
辺
に
あ
る
２
本
の
サ
ラ
ノ
キ
の
下
で

儀式で使用された陶器のハート
型の葉模様。 B.C.2600–2450。
出典：https://ja.wikipedia.org/
wiki/ インダス文明 #/media/
ファイル :Ceremonial_Vessel_
LACMA_AC1997.93.1.jpg
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涅槃。ガンダーラ、ロリヤン・タンガイ遺跡。２〜３世紀。
インド博物館（カルカッタ）。
出典：https://www.pinterest.jp/
pin/389772542744921786/?nic_v2=1a2bOOxfl

㊤と㊦㊧  出典：https://www.yamakei-online.com/yama-ya/
detail.php?id=677

出典：http://www.flowersofindia.net/
catalog/slides/Sal.html

サラノキ
学名：Shorea robusta　
英名：Sal tree
フタバガキ科・サラノキ属
の高木。3 月頃、葉の生え
替わりと共に、淡いクリー
ム色の小さな 5 弁花が無数
に咲く。花には芳香がある。

釈
迦
が
息
を
引
き
取
る
と
、
サ
ラ
ノ
キ
は

時
な
ら
ぬ
花
を
満
開
に
咲
か
せ
、
釈
迦
の

体
の
上
に
そ
の
花
を
降
り
注
い
だ
と
い
う
。

　

サ
ラ
ノ
キ
は
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
高
木
で
、

材
は
堅
く
て
耐
久
性
が
あ
り
、
様
々
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
落
ち
葉
は
草
の
茎
で
綴

り
合
わ
せ
て
丸
い
葉
皿
と
し
て
使
わ
れ
る
。

　

幹
か
ら
採
れ
る
樹
脂
（
ド
ゥ
ー
ナ
ー
）

は
様
々
に
利
用
さ
れ
、
燃
や
し
て
出
る
良

い
匂
い
の
煙
は
病
原
菌
を
殺
し
て
辺
り
を

浄
化
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
春

に
咲
く
花
に
も
芳
香
が
あ
る
。
釈
迦
が
こ

の
木
の
下
を
選
ん
だ
の
も
な
ん
と
な
く
わ

か
る
気
が
す
る
。

　

日
本
で
は
ツ
バ
キ
科
の
ナ
ツ
ツ
バ
キ
や

ヒ
メ
シ
ャ
ラ
が
沙
羅
双
樹
と
し
て
植
え
ら

れ
て
い
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
イ
ン
ド
で
ア
シ
ョ
ー
カ

と
呼
ば
れ
る
が
、「
ア
（
無
い
）」「
シ
ョ
ー

カ
（
悲
し
み
）」
か
ら
無
憂
樹
の
字
が
当
て

ら
れ
た
。
釈
迦
の
母
マ
ー
ヤ
ー
が
ル
ン
ビ

ニ
ー
の
園
で
こ
の
木
を
つ
か
も
う
と
し
た

と
き
に
、右
脇
か
ら
男
の
子（
の
ち
の
釈
迦
）

が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
誕
生
し
て
す
ぐ
に
七
歩

あ
ゆ
み
、
自
ら
偉
大
な
る
こ
と
を
獅し

子し

吼く

し
、
温
冷
二
水
に
よ
っ
て
身
を
清
め
ら
れ

た
（
灌
水
）
と
あ
り
、
そ
の
様
子
は
の
ち

に
石
に
彫
ら
れ
、
仏
伝
の
ワ
ン
シ
ー
ン
と

し
て
今
に
伝
わ
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
マ
メ
科
の
常
緑
小
高
木

で
、
春
の
暖
か
さ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
黄

色
か
ら
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
釈
迦
が

世
に
現
れ
る
場
所
に
ふ
さ
わ
し
い
、
優
し

い
葉
と
温
か
な
花
色
を
備
え
て
い
る
。

釈迦誕生。ガンダーラ、ロリヤン・タ
ンガイ出土。２〜３世紀。インド博物館。
出典：https://www.pinterest.cl/pin/
AX08l5eKMSm7yu8uWT-JzMV1xyS8-
Mt049tKRfOXxzzWLUXoRwCOLJs/?nic_
v2=1a2bOOxfl

出典：https://explorepharma.files.wordpress.
com/2010/10/ashoka.jpg

出典：http://medicinplants.blogspot.
com/2008/08/ashoka-tree-sorrowless-tree.html

ムユウジュ
学名：Saraca asoca　
英名：Asoka tree,　Sorrowless tree
マメ科・ムユウジュ属。細長い葉
の常緑小高木。3 月頃に美しいオ
レンジ色の花（萼）が咲く。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
689
号　

2020
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

花
型　

生
花

　

花
材　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡
丹
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

一
度
見
た
ら
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
山
芍
薬
。
山
芍
薬

独
特
の
赤
と
深
い
紺
色
が
何
と
も
愛
ら
し

い
。

　

盛
花
や
投
げ
入
れ
で
生
け
る
事
は
あ
っ

て
も
一
種
で
生
花
に
す
る
事
は
珍
し
い
。

菊
と
株
分
け
で
生
け
る
予
定
だ
っ
た
が
、

山
芍
薬
の
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
個
性
を

中
和
さ
せ
る
こ
と
が
も
っ
た
い
な
く
感
じ

た
。

　

不ぶ

恰か
っ

好こ
う

で
土つ

ち

味あ
じ

を
感
じ
さ
せ
る
器
に
山

芍
薬
の
個
性
が
あ
っ
て
い
る
。
葉
が
綺
麗

な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
、

真し
ん

の
葉
は
あ
え
て
一
つ
も
落
と
さ
ず
に
生

け
た
。
留と

め

に
も
う
少
し
葉
が
あ
れ
ば
と
思

う
が
自
然
に
対
し
て
自
分
が
何
を
で
き
る

わ
け
で
も
な
く
、あ
り
の
ま
ま
に
生
け
た
。

出典：https://akagishizenen.jp/blog/ ヤマ
シャクヤクが見ごろです！ /

ヤマシャクヤクの花
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舞
う　
　
　

鹿
王
院
本
玄
関

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ

ゆ

科
）

　

花
器　

陶
花
器　

竹
内
眞
三
郎
作

　

屏
風　

藤
井
隆
也
作

　

グ
ロ
リ
オ
サ
も
鶏
頭
も
天て

ん

竺じ
く

（
イ

ン
ド
）
ゆ
か
り
の
植
物
な
の
で
、
古こ

刹さ
つ

に
い
け
る
と
何
か
意
味
あ
り
げ
だ
。

グ
ロ
リ
オ
サ
の
蕾
の
形
が
屏
風
の
絵

と
響
き
合
う
。
緑
陰
の
小
径
の
先
で
、

赤
い
花
と
黒
い
華
が
舞
い
踊
る
。

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

　

記
念
挿
花    

∧
1
〜
5
、
12
頁
∨

　

会
期　

9
月
18
日
㈯
〜
20
日
㈪
㈷

　

会
場　

鹿ろ
く
お
う
い
ん

王
院

　

挿
花　

桑
原
仙
溪　

桑
原
櫻
子

　
　
　
　

桑
原
健
一
郎

シ
ン
ク
ロ
す
る
ア
ー
ト

　

鹿
王
院
の
座
敷
、
日
本
画
家
・
藤

井
隆
也
氏
の
枯
葉
の
襖
絵
に
囲
ま
れ

て
、
藤
井
氏
の
屏
風
の
前
に
花
を
い

け
る
。
へ
ん
に
緊
張
せ
ず
不
思
議
な

ほ
ど
心
地
よ
か
っ
た
。
襖
絵
の
枯
葉

が
優
し
く
花
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い

る
よ
う
な
感
覚
。
藤
井
氏
が
つ
く
る

独
自
の
世
界
に
い
け
ば
な
が
呼
応
す

る
。
花
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
ア
ー
ト
。
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命
を
視
る  　

鹿
王
院
客
殿

　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

通あ
け
び草

（
通
草
科
）

　
　
　
　

二
輪
菊　

嵯
峨
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

桔き
き
ょ
う梗

２
色
（
桔
梗
科
）

　

花
器　

掛か
け
わ
け分

釉
花
器　

清
水
保
孝
作

　

屏
風　

藤
井
隆
也
作

　

こ
の
屏
風
を
目
に
し
た
時
何
故
か

細
胞
を
意
識
し
て
し
ま
っ
た
。
細
胞

ま
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
花

の
細
部
ま
で
に
気
を
使
っ
て
花
を
生

け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
な
と
思
わ
さ

れ
た
。

　

５
種
そ
れ
ぞ
れ
の
輝
き
が
調
和
す

る
よ
う
に
い
け
た
。

キ
ラ
キ
ラ　

鹿
王
院
客
殿

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

鍾し
ょ
う
き
ず
い
せ
ん

馗
水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

男お
と
こ
え
し

郎
花
（
女お

み
な
え
し

郎
花
科
）

　

花
器　

陶
水
盤　

近
藤
豊
作

　

屏
風　

藤
井
隆
也
作

　

無
数
の
光
の
輪
の
よ
う
な
こ
の
屏

風
の
色
に
合
わ
せ
て
、
黄
色
と
赤
紫

の
花
を
い
け
、
絵
と
一
体
と
な
る
よ

う
に
白
い
花
を
加
え
た
。
水
面
に
も

敷
板
に
も
屏
風
の
絵
が
映
っ
て
い
る
。

花
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
見
え
た
。
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米
栂
の
立
花

　
　
　

 

鹿
王
院
韋い

だ

て

ん

駄
天
像
前

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

除の
き
し
ん
り
っ
か

真
立
花

　

花
材　

米こ
め

栂つ
が

（
松
科
）

　
　
　
　

霧き
り
し
ま
つ
つ
じ

島
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

晒
し
ゃ
れ
ぼ
く木

　

花
器　

遊
鐶
耳
銅
立
花
瓶

　

後
ろ
に
居
ら
れ
る
韋
駄
天
様
は
俊

足
で
僧
坊
の
守
護
を
さ
れ
て
い
る
。

遙
か
遠
く
の
深
山
の
樹
を
立
て
、
供

養
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

深
山
砂
物  　

鹿
王
院
茶
室

　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

砂
の
物

　

花
材　

錦に
し
き
ぎ木

（
錦
木
科
）

　
　
　
　

天
て
ん
な
ん
し
ょ
う

南
星
（
里さ

と
い
も芋

科
）

　
　
　
　

甘あ
ま
ど
こ
ろ

野
老
（
百
合
科
）

　
　
　
　

笹さ
さ
り
ん
ど
う

竜
胆
（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

藤
ふ
じ
ば
か
ま袴

（
菊
科
）

　
　
　
　

白
花
杜ほ

と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

下し
も
つ
け野

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

紅べ
に
し
だ

羊
歯
（
雄お

し

だ
羊
歯
科
）

　

花
器　

銅
砂す

な
ば
ち鉢

　

掛
物　

藤
井
隆
也
作

　

普
段
非
公
開
の
大お

お

河こ
う

内ち

傳で
ん

次じ

郎ろ
う

寄

進
の
茶
室
。
珍
し
い
実
や
一
足
早
い

紅
葉
を
床
の
間
に
。
も
て
な
し
の
花
。
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㊨  緑陰の小径の奥で出迎える屏風絵といけばな
㊧  昨秋奉納された木の葉の襖絵（56 面）の１つ

Ｔ
Ｈ
Ｅ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ

襖
絵
に
走
る
葉
脈

古
刹
・
鹿
王
院

現
代
美
術
作
家
の
創
造

会
員
制
の
文
化
情
報
発
信
サ
イ
ト

に
、
藤
井
隆
也
氏
の
襖

絵
へ
の
思
い
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非

ご
覧
下
さ
い
。
→
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行
李
柳

∧
6
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い

花か　

草そ
う

型　

副そ
え

流な
が

し

　

花
材　

行こ
う
り
や
な
ぎ

李
柳
（
柳
科
）

　

花
器　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

行
李
柳
の
生
花
は
櫛く

し

で
と
い
た
よ

う
に
と
い
う
の
が
理
想
だ
が
、
途
中

で
枝
分
か
れ
し
た
も
の
を
混
ぜ
な
が

ら
そ
の
姿
を
生
か
す
な
ら
、
多
少

の
枝
の
交
差
に
は
目
を
つ
む
り
枝
が

持
っ
て
い
る
勢
い
を
表
現
し
た
い
。

晩
秋
の
立
花

∧
7
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

除の
き

真し
ん

立
花

　

花
材　

柊
ひ
い
ら
ぎ（

木も
く
せ
い犀

科
）

真し
ん

副そ
え

胴ど
う

控ひ
か
え

留と
め
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雪
柳
（
薔ば

ら薇
科
）

　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

鳥と
り
と
ま
ら
ず

不
止
（
目め

ぎ木
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　

赤あ
か
め
や
な
ぎ

芽
柳
（
柳
科
）

　

寒か
ん
ぎ
く菊

（
菊
科
）

　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

昨
年
の
晩
秋
に
稽
古
で
立
て
た
立

花
。
テ
キ
ス
ト
１
月
号
掲
載
の
立
花

と
同
じ
花
材
な
の
で
見
比
べ
て
ほ
し

い
。
お
手
本
と
し
て
立
て
た
も
の
（
今

回
）
と
自
由
に
模
索
し
な
が
ら
立
て

た
も
の
（
１
月
号
）。
ど
ち
ら
が
優
れ

て
い
る
と
か
で
は
な
く
て
、
立
花
を

立
て
る
時
の
姿
勢
と
し
て
は
、
１
月

号
の
よ
う
な
自
由
な
心
で
い
た
い
。

真し
ん

副そ
え

胴ど
う

控ひ
か
え枝

流な
が
し枝

見み
こ
し越

前ま
え
お
き置

請う
け

正し
ょ
う
し
ん真
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文も
ん
あ
み

阿
弥
花
伝
書　
　
　
　
　

  　

仙
溪

　

縁
あ
っ
て
鹿ろ

く

王お
う

院い
ん

で
花
を
い
け
さ
せ
て
頂

け
た
の
で
、
鹿
王
院
に
伝
わ
る
『
文
阿
弥
花

伝
書
』
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
花
伝
書
（
3
巻
の
巻
物
で
お
そ
ら
く

後
世
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
）
は
供く

花げ

の
功

徳
や
挿
法
・
飾
り
方
に
つ
い
て
仮
名
交
じ
り

文
で
書
か
れ
、
所
々
に
彩
色
の
絵
図
が
あ
り
、

各
巻
末
尾
に
綉と

う

谷こ
く

庵あ
ん

文
阿
弥
の
名
が
あ
る
。

　

序
文
に
、
仏
前
の
供
物
の
中
で
花
を
最
も

尊
い
も
の
と
位
置
づ
け
、
花
を
嗜

た
し
な

む
こ
と
で

現
世
で
楽
し
み
来
世
で
救
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
説
い
て
い
る
。

　

花
伝
書
と
し
て
は
最
初
期
の
内
容
と
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
詳
し
い
研
究
が
さ
れ
て
い
な

い
の
が
残
念
。
こ
こ
に
序
文
全
文
を
紹
介
す

る
。

　
｛『
大
和
文
華 

第
48
号
』
掲
載
の
釈
文
（
読

み
や
す
く
直
し
た
文
）
を
参
考
に
し
た
が
、

段
落
で
区
切
り
、
仮
名
を
漢
字
に
す
る
な
ど

し
た
。
間
違
い
が
あ
れ
ば
ご
指
摘
願
い
た
い
。｝

序じ
ょ

曰

　

夫そ

れ
、
こ
の
界
は
須し

ゅ

弥み

の
南な

ん

贍せ
ん

部ぶ

州し
ゅ
う、

天

笠
太
唐
日
本
三
国
之こ

れ

に
同
じ
、
其そ

の
中
に
於お

い
て
我
が
朝

ち
ょ
う

万
勝
た
り
。

　

先
ず
神
国
な
る
が
ゆ
え
に
仏
法
に
近
し
。

諸
宗
の
元
祖
三
国
に
渡
る
に
、
諸
経
論
秘
伝

尤も
っ
とも

こ
の
国
に
収
ま
る
な
り
。
さ
れ
ば
日
域

に
生
ず
る
人
、
知
恵
の
か
し
こ
き
事
万
鏡
を

磨
き
、
心
の
ゆ
る
き
事
四
海
に
満
つ
。

　

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
身
の
嗜

た
し
な

み
学
す

る
事
は
身し

ん

躰た
い

に
影
の
応
ず
る
が
ご
と
く
、
心

闇あ
ん

々あ
ん

た
れ
ば
影
う
つ
る
事
な
し
。
玉
磨
か
ざ

れ
ば
光
な
き
が
ご
と
し
。
た
ま
た
ま
請う

け
が

た
き
人
生
を
請
け
、
生
ま
れ
難
き
国
に
生
ず

る
事
有
り
難
き
宿
因
と
思
い
、
一い

ち

弾だ
ん

指し

の
間

も
い
た
づ
ら
に
日
を
送
る
事
な
か
れ
。
こ
こ

を
わ
き
ま
え
ざ
る
人
は
な
げ
か
し
き
や
。
三

界
六
道
に
輪
廻
し
悪
道
に
堕だ

せ
し
め
ん
基

も
と
い

な

る
べ
し
。
今
生
後
生
の
た
め
に
諸
芸
を
嗜

た
し
な

む

べ
し
。

　

し
こ
う
し
て
仏
神
三
宝
に
六
種
の
供
物
あ

り
。
そ
の
中
に
と
り
わ
き
花
供
尤も

っ
とも

勝ま
さ

り
た

り
。
又
翫

も
て
あ
そぶ

事
私
な
ら
ず
、
こ
の
道
に
深
く

わ
け
入
り
、
深
真
不
思
議
の
信
号
を
六
ち
ん

に
そ
み
（
六
陳
に
染
み
？
）、
教
え
の
如
く
に

翫
ぶ
な
ら
ば
、
仏
道
修
行
に
も
こ
こ
無
二
無

三
の
教

き
ょ
う

行ぎ
ょ
うに

あ
ら
ず
や
。　

　

先ま

ず
躰
色
こ
の
理

こ
と
わ
りを

も
っ
て
と
る
に
、
地

水
火
風
空
の
五
躰
な
り
。
青

し
ょ
う

黄お
う

赤
し
ゃ
く

白
び
ゃ
っ

黒こ
く

、

色
こ
れ
に
顕

あ
ら
わ

れ
法ほ

う

報ほ
う

応お
う

の
三
身
も
こ
れ
あ
り
。

五
音
に
五
の
響
き
ま
で
も
顕

あ
ら
わ

れ
た
り
。
そ
の

ゆ
え
は
五
躰
六
色
具
足
し
ぬ
れ
ば
、
す
な
わ

ち
三
身
万
徳
の
悟
り
あ
り
。
こ
れ
を
識し

る
事

は
易や

す

か
る
べ
き
か
な
。
又
難か

た

か
る
べ
き
か
な
。

た
だ
す
べ
か
ら
く
師
の
伝
来
を
も
っ
て
教
え

と
す
。

　

心
に
得
た
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
悟
り
と
定

む
べ
し
や
。
心
を
千
ま
た
に
わ
か
ち
、
勢
を

天
地
に
馳
せ
て
こ
の
道
を
心
え
べ
き
事
肝
要

な
り
。
た
と
え
ば
万
木
千
草
こ
と
ご
と
く
も
っ

て
四
季
折
々
の
風
情
を
た
も
つ
事
、
釈
尊
の

深
入
禅
定
観
見
法
界
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏

と
法
華
経
に
説と

き
ま
し
ま
す
事
も
、
釈
尊
一

念
の
上
な
る
べ
し
。
森
羅
万
象
有
情
非
情
の

上
を
な
べ
て
草
木
国
土
と
名
を
さ
し
て
の
べ

給
う
と
見
え
た
り
。
何
事
か
疎

お
ろ
そ

か
な
ら
む
や
。

　

松
杉
を
し
ん
（
西
教
寺
に
伝
わ
る
文
阿
弥

花
伝
書
に
は
「
身
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
）

に
用
う
は
真
如
実
相
の
心
と
得
べ
し
。
開
落

の
花
は
随
縁
真
如
の
道
理
と
心
得
べ
し
。
又

四
季
に
変
ぜ
ざ
る
草
を
ば
不
変
随
縁
と
も
真

如
平
等
と
も
観
す
べ
し
。
花
を
翫
ぶ
事
は
仏

世
に
た
と
え
ば
釈
尊
一
代
教
法
に
は
華
厳
経

の
説
と
心
得
べ
し
。
も
っ
と
も
荘
厳
第
一
の

文阿弥花伝書と伝わるものは滋賀の西教寺
に 7 巻、九州国立博物館に残巻 1 巻、他に
もあり、鹿王院のものには天承元年（1131）
の日付がある。

『特別展 いけばな 歴史を彩る日本の美』図録より
（2009）p42-43

鹿王院山門からの長い石畳。苔生
む

した紅
もみ

葉
じ

の林を真っ直ぐな道が続く。清浄な空気に
癒やされる。



9

利
益
な
り
。
花
を
挿す

げ
る
室
に
は
諸
天
来
迎

あ
り
、
天
人
も
影よ

う

向ご
う

し
た
ま
う
な
り
。

　

春
は
諸
花
の
開
落
の
枝
を
ま
じ
え
、
匂
ふ

ん
ぷ
ん
と
し
て
袖
に
う
つ
る
事
は
、
栴せ

ん

檀だ
ん

の

林
に
入
り
て
さ
な
が
ら
栴
檀
を
翫
ぶ
に
こ
と

な
ら
ず
。
峨が

が々

た
る
枯
れ
木
の
こ
ず
え
は
鉾

を
立
て
た
る
が
ご
と
し
。
苔
の
ひ
ま
よ
り
み

ど
り
少
々
わ
ひ
出
、
若
木
を
そ
ね
む
に
似
た

り
。
沙
羅
双
樹
の
か
り
（
殯

も
が
り

？
）
に
色
を
変

ぜ
し
が
ご
と
く
。

　

夏
は
か
き
つ
ば
た
花
あ
や
め
な
ど
水
辺
に

咲
け
る
趣
で
、
す
な
わ
ち
涼
し
き
事
こ
れ
を

思
う
に
江
南
の
野
水
に
戯

た
わ
む

れ
る
が
ご
と
し
。

　

秋
は
千
種
の
花
の
朝
露
に
か
た
ぶ
き
、

己お
の
れ

々お
の
れの

色
を
う
つ
し
、
又
夕ゆ

う

時し

雨ぐ
れ

一
通
り
の

あ
と
う
ち
湿
り
、
し
ど
ろ
に
伏ふ

し
違ち

が

う
を
見

る
に
、
な
ど
か
心
を
掛
け
ざ
ら
ん
。

　

冬
は
山
野
悉

こ
と
ご
とく

お
し
な
べ
て
霜
雪
に
草
木

う
づ
も
れ
、
儚

は
か
な

き
思
い
に
も
堪た

え
ぬ
べ
き
と

こ
ろ
に
、
傍

か
た
わ

ら
を
見
れ
ば
一
も
と
菊
の
散
り

残
り
、
虫
の
住
み
か
の
名
残
か
と
哀
れ
な
り
。

　

又
山や

ま

橘
た
ち
ば
な、

深み

山や
ま

樒し
き
みな

ど
い
う
も
の
の
実
に

色
を
な
し
、
葉
に
水
を
ふ
く
み
青
々
明
々
と

あ
る
事
を
み
れ
ば
、
ま
た
枯
れ
果
て
ぬ
世
の

有
様
と
頼
み
あ
り
。

　

め
づ
ら
か
に
面
白
き
事
、
い
か
な
る
慳け

ん

貪ど
ん

放ほ
う

逸い
つ

の
人
か
こ
れ
を
そ
ね
ま
ん
や
。
四
季
折
々

の
無
常
を
知
っ
て
、
有
為
の
転
変
を
悟
ら
ざ

ら
ん
や
。
生
老
病
死
の
理

こ
と
わ
りを

し
る
べ
き
も
、

尤も
っ
とも

こ
の
一
瓶
の
う
ち
に
漏
れ
ん
や
。

　

道
俗
男
女
在
家
出
家
貴
賤
上
下
と
も
に
こ

の
花
を
翫

も
て
あ
そび

な
ば
、
当
来
に
て
は
心
を
慰

な
ぐ
さ

み

客
を
も
て
な
し
、
来
世
に
て
は
仏

ほ
と
け

の
会
場
に

往お
う

詣け
い

し
て
、
種
々
の
曼
荼
羅
に
座
し
、
種
々

の
花
を
翫
ぶ
事
疑
い
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　

挿す

げ
る
道
よ
り
悟
り
を
開
か
ん
事
決
定
な

る
べ
し
。
委

く
わ
し
い

才
覚
の
お
も
む
き
、
こ
の
一
巻

の
す
え
に
顕
了
す
。
た
だ
古
今
の
師
伝
に
ま

か
せ
、
か
く
の
如
く
な
る
べ
し
。
穴あ

な

賢
か
し
こ

他
見

あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
秘
す
べ
し
。

　　

又
曰い

わ

く
、
花
を
立
つ
事
、
仏
在
世
よ
り
今

に
至
る
ま
で
戒か

い

定
じ
ょ
う

恵え

の
三
学
を
し
め
し
給
う

そ
の
第
一
な
り
。
香こ

う

花げ

火か

を
も
っ
て
三
学
を

示
し
給
う
と
見
え
た
り
。

（
こ
の
あ
と
巻
1
に
72
、
巻
2
に
67
、
巻
3

に
9
の
事
柄
が
書
か
れ
て
い
る
。）

仏
教
と
花
の
関
係

　

文
阿
弥
花
伝
書
の
序
文
を
読
ん
で
い
て
、

「
仏
教
」
と
「
花
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
新
鮮

な
発
見
を
し
た
。

　

文
阿
弥
は
「
万
木
千
草
こ
と
ご
と
く
も
っ

て
四
季
折
々
の
風
情
を
た
も
つ
」
こ
の
世
界

で
、
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
な
が
ら
花
を
挿

す
行
為
そ
の
も
の
が
「
悟
り
」
に
繋
が
る
崇

高
な
「
嗜

た
し
な

み
」
だ
と
力
説
し
て
い
る
。

　

仏
教
の
供
花
が
い
け
ば
な
の
源
流
の
1
つ

と
分
か
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
形
式
だ
け

で
は
な
く
て
花
を
挿
す
精
神
も
育
ん
で
い
た

の
だ
。

　

仏
教
僧
が
釈
迦
の
教
え
に
近
付
こ
う
と
花

を
挿
す
う
ち
、
花
も
人
と
同
じ
な
の
だ
と
気

付
き
そ
れ
こ
そ
釈
迦
の
教
え
と
悟
る
。
花
を

慈
し
み
そ
の
個
性
を
生
か
す
よ
う
に
挿
し
た

供
花
が
自
分
も
含
め
た
人
々
の
心
を
癒
や
す
。

そ
し
て
何
よ
り
花
を
挿
す
こ
と
で
よ
り
良
く

生
き
る
た
め
の
道
が
ひ
ら
け
る
。
日
本
に
生

ま
れ
て
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
を
や
ら

な
い
な
ん
て
も
っ
た
い
な
い
、
と
文
阿
弥
は

熱
く
語
っ
て
い
る
。

　

花
を
尊
ぶ
気
持
ち
が
良
い
い
け
ば
な
を
生

む
の
だ
と
最
近
つ
く
づ
く
思
う
よ
う
に
な
っ

た
が
、
彼
は
同
じ
こ
と
を
書
き
伝
え
て
く
れ

て
い
る
。

足利義満筆「鹿王院」の額と客殿。
襖絵の枯葉、屏風絵、花。それぞれが響き
合い呼吸する。

鹿王院の舎利殿（現在修復中）。
中に源実朝が宋から招来した仏

ぶつ

牙
げ

舎
しゃ

利
り

（釈
尊の歯）を安置する多宝塔がある。
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『
涸か
ら
さ
わ沢
カ
ー
ル
の
印
象
』　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
赤
色
、
ダ
ケ
カ
ン

バ
の
黄
色
、
ハ
イ
マ
ツ
の
緑
に
覆
わ

れ
た3000

メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
に

囲
ま
れ
た
窪く
ぼ

み
へ
菜
月
と
2
人
で

行
っ
て
き
た
。
そ
の
場
所
は
涸
沢

カ
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
積
雪
が

大
き
な
氷
に
な
り
重
力
に
よ
っ
て
流

動
し
て
削
ら
れ
て
で
き
た
く
ぼ
み

だ
。
紅
葉
を
見
に
出
か
け
た
。
10
月

の
上
旬
で
あ
っ
た
。

　
涸
沢
カ
ー
ル
ま
で
長
野
県
の
上
高

地
か
ら
片
道
を
徒
歩
で
6
時
間
ほ
ど

で
着
く
ら
し
い
の
だ
が
、
8
時
間
ほ

ど
か
か
っ
た
。
道
は
険
し
い
。
奥
上

高
地
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
出
発
し
て
す
ぐ
の
上
高
地
付
近
で

は
微
か
に
残
る
夏
に
目
が
い
く
。
標

高
が
上
が
る
に
つ
れ
、
草
木
の
様
子

が
変
わ
っ
て
い
く
。
歩
が
進
む
た

び
に
季
節
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い

く
。
そ
れ
は
山
を
歩
く
楽
し
み
で
も

あ
る
。

　
北
ア
ル
プ
ス
の
空
気
を
心
ゆ
く
ま

で
吸
っ
た
。
山
芍
薬
を
甘
く
し
た
よ

う
な
匂
い
、
湿
っ
た
土
の
匂
い
、
動

物
の
匂
い
、
樹
木
が
発
す
る
フ
ィ
ト

ン
チ
ッ
ド
の
匂
い
。
場
所
や
標
高
が

変
わ
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
香
り
を

楽
し
ん
だ
。
中
で
も
高
い
標
高
で
森

全
部
の
匂
い
が
内
包
さ
れ
た
か
の
よ

う
な
匂
い
は
も
う
一
度
嗅
ぎ
た
い

な
、
と
下
山
し
た
今
も
思
う
。
山
自

身
の
匂
い
な
の
だ
ろ
う
か
。
良
か
っ

た
。

　
植
物
の
な
い
岩
を
ゆ
っ
く
り
と
歩

い
て
山
小
屋
に
よ
り
、
ソ
フ
ト
ク

リ
ー
ム
。
岩
の
道
を
歩
き
な
が
ら
木

陰
に
座
り
羊よ
う

羹か
ん
。
そ
し
て
涸
沢
カ
ー

ル
の
小
屋
で
ビ
ー
ル
と
お
で
ん
。
格

別
だ
っ
た
。

　
小
屋
で
一
泊
し
た
。
本
格
的
な
山

登
り
は
初
め
て
だ
。
夜
は
寒
く
、
い

く
ら
着
込
ん
で
も
寒
い
。
外
へ
出
る

と
雲
で
星
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
テ

ン
ト
泊
し
て
い
る
方
達
の
テ
ン
ト
が

綺
麗
だ
っ
た
。
す
る
こ
と
も
無
い
の

で
、
早
め
に
寝
て
起
き
る
と
、
日
の

出
の
時
間
だ
。
涸
沢
カ
ー
ル
で
の
日

の
出
は
直
接
、
日
光
に
当
た
る
こ
と

は
叶
わ
な
い
。
涸
沢
カ
ー
ル
名
物
、

モ
ル
ゲ
ン
ロ
ー
ト
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。
モ
ル
ゲ
ン
ロ
ー
ト
と
は
、
東

か
ら
太
陽
の
赤
い
光
が
山
筋
を
照
ら

し
、
山
脈
や
雲
が
赤
く
染
ま
る
朝
焼

け
の
こ
と
を
指
し
、
山
が
も
っ
と
も

美
し
く
見
え
る
現
象
の
一
つ
と
さ
れ

て
い
る
。
太
陽
で
照
ら
さ
れ
た
山
を

背
に
下
山
を
す
る
。
危
な
っ
か
し
く

は
あ
っ
た
が
、
ペ
ー
ス
を
上
げ
6
時

間
で
麓
ま
で
戻
れ
た
。
急
な
道
中
も

文
句
を
言
い
な
が
ら
つ
い
て
き
て
く

れ
た
菜
月
に
は
感
謝
し
て
い
る
。
1

人
で
な
く
菜
月
と
帰
っ
て
こ
れ
た
こ

と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。食
べ
物
が
血
肉
を
作
る
よ
う
に
、

見
た
も
の
感
じ
た
も
の
が
感
性
を
作

る
。 

2
人
で
色
々
な
も
の
を
見
て

歩
き
た
い
。

①

②③

④

⑤
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⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①涸沢カール付近のゴヨウマツ。這うように枝を伸ばしていた。　②徳沢付近で猿をよく見かけた。キノコをとっ
て食べて日

ひ

向
なた

の程よい倒木の上に腰掛け食べていた猿が印象深い。　③オヤマボクチ。　④ノギク。道中に時折花
が残っている。　⑤フジバカマ。　⑥横倒しに伸びるナナカマド。　⑦マユミの実。　⑧上高地、河童橋と星空と。
⑨新月の夜空に満天の星。　⑩日の出の瞬間、山が赤く染まる。モルゲンロートと呼ばれる神秘的な光景。
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏 

ほ
か

花
一
輪  　
　

鹿
王
院
客
殿

　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

蓮
（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

笹さ
さ
り
ん
ど
う

竜
胆
（
竜
胆
科
）

　

花
器　

黒
釉
鉢
（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　

あ
ま
り
禅
問
答
の
よ
う
な
花
を
い

け
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
一
輪
の

花
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
は
持
っ
て

い
た
い
。
手
に
し
た
花
の
ど
ん
な
表

情
を
見
せ
た
い
の
か
に
よ
っ
て
、
器

を
考
え
、
取
り
合
わ
せ
を
工
夫
し
、

い
け
る
本
数
を
決
め
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

　

こ
の
屏
風
絵
は
表
紙
の
屏
風
の
裏

側
で
、
こ
こ
に
は
ハ
ス
を
と
決
め
て

い
た
。
枯
れ
行
く
ハ
ス
の
葉
を
一
輪

の
リ
ン
ド
ウ
が
優
し
く
見
て
い
る
。

小
菊
と
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

菊
薫か

お

る
季
節
〜　
　

10
／
12 

撮
影
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今
年
も
届
い
た
烏
瓜

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

花
材

烏
か
ら
す
う
り瓜

の
実
（
瓜
科
）

白
花
杜ほ

と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

蓼た
で

（
蓼
科
）

花
器

煤す
す
だ
け竹

手
付
籠

５
年
前
か
ら
カ
ラ
ス
ウ
リ
を
テ
キ

ス
ト
に
載
せ
て
い
る
。
お
弟
子
さ
ん

が
庭
で
採
っ
た
も
の
だ
。
過
去
に
３

作
仙
溪
が
い
け
て
、
今
回
は
健
一
郎

と
私
が
い
け
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う

味
わ
い
が
あ
る
。

私
は
赤
と
白
の
野
草
を
合
わ
せ
て

籠
花
に
し
た
。
煤
竹
の
温
か
み
の
あ

る
色
が
良
く
似
合
っ
て
い
る
。

秋
草
と
色
づ
く
葉

∧
２
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

株
分
け

花
材

更さ
ら
し
な
し
ょ
う
ま

科
升
麻
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

丁ち
ょ
う
じ
そ
う

字
草
（
夾

き
ょ
う
ち
く
と
う

竹
桃
科
）

木
苺
（
薔ば

ら薇
科
）

花
器

陶
水
盤

烏
瓜
の
花

  

７
月
撮
影
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実
の
色
を
集
め
る

∧
３
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

菊
（
菊
科
）

白
花
藤ふ

じ
ば
か
ま

袴
（
菊
科
）

花
器

陶
水
盤

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
勢
い
を
楽
し

ん
で
い
け
た
。
前
方
に
実
を
集
め
、

緑
の
濃
淡
で
実
の
色
を
際
立
た
せ

た
。 サ

ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ
マ
の
自
然
な
曲

が
り
を
生
か
し
て
生
花
に
い
け
た
。

２
種
の
葉
色
が
い
い
景
色
に
な
っ
て

く
れ
た
。
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オ
レ
ン
ジ
色

∧
４
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

野の
い
ば
ら茨

の
実
（
薔ば

ら薇
科
）

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド（
菊
科
）

木
苺
（
薔
薇
科
）

花
器

小
紋
陶
花
瓶

橙
色
の
濃
淡
は
様
々
な
色
名
で
呼

ば
れ
て
き
た
。
蜜み

柑か
ん

色
、
萱か

ん

草ぞ
う

色
、

山
吹
色
、支く

ち

子な
し

色
、深こ

き

支く
ち

子な
し

、柑こ
う

子じ

色
、

柿
色
、
照て

り

柿が
き

、
鬱う

金こ
ん

色
、
樺か

ば

色
（
蒲か

ば

色
）、
赤あ

か

朽く
ち

葉ば

、
淡う

す

香こ
う

、
朱
色
、
飴
色
、

赤
橙
、
蘇そ

比ひ

、
丹に

色
、
鉛え

ん

丹た
ん

色
、
黄お

う

丹に

、金
茶
、鶏け

い

冠か
ん

石せ
き

、雄ゆ
う

黄お
う

、琥こ

珀は
く

色
、

珊
瑚
色
、朱は

ね

華ず

、東し
の

雲の
め

色
、
曙

あ
け
ぼ
の

色
‥
。

赤
朽
葉
と
い
う
色
名
も
素
敵
だ
。

自
然
の
中
や
生
活
の
中
で
目
に
す
る

色
の
微
妙
な
違
い
を
、
そ
の
も
の
の

名
前
で
呼
ん
で
区
別
し
た
の
だ
ろ
う
。

ど
ん
な
も
の
が
印
象
深
く
目
に
映
っ

た
か
を
逆
に
想
像
で
き
て
面
白
い
。

こ
の
花
の
色
は
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

色
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

徳
島
新
聞　

8

11
月

日
㈭
朝
刊





6

檀ま
ゆ
みと
菊
の
盛
花

∧
6
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

檀
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

菊
４
種
（
菊
科
）

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

花
器

陶
水
盤

菊
ほ
ど
盛
花
が
適
し
て
い
る
お
花

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
盛
花
だ
と
菊
の

良
い
と
こ
ろ
を
余
す
事
な
く
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
。

糸
菊
の
サ
ラ
リ
と
し
た
葉
も
綺
麗

だ
が
、
一
輪
菊
の
よ
う
な
ハ
リ
と
厚

み
の
あ
る
葉
も
好
き
だ
。
盛
花
だ
と

一
輪
菊
の
品
を
醸
す
葉
が
美
し
く
見

せ
ら
れ
る
。

立
派
な
檀
の
葉
の
隙
間
か
ら
実
が

顔
を
覗
か
せ
る
。

冬
芽
を
楽
し
む

∧
7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

生
花

二
種
挿
し

花
材

水
木
（
水
木
科
）

菊
（
菊
科
）
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レ
モ
ン
の
顔
が
キ
ズ
だ
ら
け
‥
。

夜
中
に
野
良
猫
と
戦
っ
て
、
メ
イ

ち
ゃ
ん
を
守
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か

な
。 花

器

白
竹
竹
筒

葉
と
花
を
落
と
し
た
枝
に
花
芽
が

付
い
て
い
る
状
態
。
冷
た
い
色
の

バ
ッ
ク
紙
を
使
用
し
、
自
分
の
感
じ

て
い
る
雰
囲
気
に
少
し
は
近
い
も
の

を
表
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い

る
。
お
花
屋
さ
ん
で
は
「
ま
つ
毛
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
菊
。
根
締
め
に
在

る
と
安
心
す
る
。
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『
花
の
息
吹
』
健
一
郎

家
元
の
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の

一
言
か
ら
端
を
発
し
、
今
年
3
月
の

流
展
か
ら
の
弾
み
も
あ
り
、
社
中
展

が
気
が
つ
い
た
ら
終
わ
っ
て
い
た
。

あ
っ
と
い
う
間
の
３
日
間
だ
っ
た
。

花
と
人
が
心
地
よ
さ
そ
う
に
過
ご

す
こ
の
空
間
は
特
別
な
も
の
だ
っ
た
。

自
分
が
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
事
が

姿
と
し
て
現
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
鹿

王
院
の
場
、
藤
井
隆
也
氏
の
屏
風
、

襖
絵
、
お
花
、
お
弟
子
さ
ん
、
見
て

く
だ
さ
る
方
が
生
き
生
き
と
し
た
空

間
を
目
指
し
拵

こ
し
ら

え
た
。
当
日
の
生
け

込
み
は
自
分
の
お
花
を
立
て
終
え
る

と
お
弟
子
さ
ん
の
構
想
を
聞
き
、
安

心
し
て
任
す
。
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
僕
は
お
庭
を
見
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

ん
で
い
た
。
皆
の
途
中
経
過
を
見
て

回
る
の
は
楽
し
か
っ
た
。
普
段
の
稽

古
と
違
う
点
は
特
別
な
お
花
と
特
別

な
場
所
で
あ
る
こ
と
。
皆
、
そ
れ
ぞ

れ
空
間
の
中
に
あ
る
お
花
を
見
つ
め

て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
多
少

の
課
題
は
見
つ
か
っ
た
が
、
概
ね
満

足
し
て
い
る
。「
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
を
生
か
し
力
を
合
わ
し
て
手
作

り
す
る
感
じ
が
と
て
も
好
き
で
す
。」

と
お
弟
子
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
ひ
と
こ

と
は
僕
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

こ
の
花
会
が
成
り
立
つ
に
あ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
目
を
輝
か
せ
、
尽

力
下
さ
っ
た
。
そ
の
場
の
物
か
ら
人

ま
で
在
る
こ
と
に
不
思
議
な
気
持
ち

で
一
杯
だ
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

桑
原
健
一
郎
教
室
い
け
ば
な
展

桑
原
健
一
郎

立
花

ア
ラ
ラ
ギ

梅
う
め
も
ど
き擬

檜
ひ
の
き

躑つ
つ
じ躅

・

銅
立
花
瓶

特
設
サ
イ
ト

→9

22

京
都
新
聞
　

月

日
朝
刊
掲
載
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黄糸菊  赤紫菊  赤小菊  白小菊  
白万寿小菊 ・ 陶水盤

女
お み な え し

郎花  水引草  秋
しゅうかいどう

海 棠  犬
いぬたで

蓼
白花杜

ほ と と ぎ す

鵑草  他 ・ 手付竹籠
蓮の枯葉  蓮台  姫

ひめがま

蒲  紫
し ら ん

蘭 ・
陶水盤

檀
まゆみ

（黄葉と実）  黄菊  白菊 ･
陶水盤

生花 山
やまにしきぎ

錦木 ・ 陶鉢生花 朝鮮槙
まき

・ 銅薄端

立花 蔓
つるうめもどき

梅擬  柊
ひいらぎ

（緑葉と黄葉）  竜
りんどう

胆  藤
ふじばかま

袴
白花藤袴 ・ 銅花瓶

立花 夏
なつはぜ

櫨（紅葉）  七
ななかまど

竈  檀
まゆみ

  躑
つ つ じ

躅  黄糸菊  竜
りんどう

胆  
晒
しゃれぼく

木 ・ 銅花瓶
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薄
すすき

  小葉の莢
がまずみ

蒾（赤い実）  
白花野菊 ・陶水盤

梅
ば い か つ つ じ

花躑躅  石
ざ く ろ

榴（実）  山
やましゃくやく

芍薬（実）
・ 陶花瓶

西洋鎌
かまつか

柄（黒い実）  躑
つ つ じ

躅  杜
ほ と と ぎ す

鵑草
・ 陶花瓶

檜
ひのき

  竜
りんどう

胆  藤
ふじばかま

袴 ・ 陶水盤野
のいばら

茨（赤い実）  雪柳  赤薔
ば ら

薇 ・
陶花瓶

檜
ひおうぎ

扇（花と実）  白花藤
ふじばかま

袴  桔
ききょう

梗
・ 陶水盤

夏
なつはぜ

櫨（紅葉）  秋
しゅうめいぎく

明 菊  赤小菊
･ 陶花瓶

生花 薮
や ぶ さ ん ざ し

山査子 ・ 白竹竹筒立花 鶏
けいとう

頭２種  紐
ひも

鶏頭  鼠
ねずみもち

黐
鼈
べ っ こ う ま さ き

甲柾木  黄
お う ご ん ひ ば

金檜葉  竹
た け し ゃ が

著莪 ・
銅広口花瓶
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
713
号

2022
年
11
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

烏か
ら
す
う
り瓜∧

12
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

烏
瓜
の
実
（
瓜
科
）

楸
き
さ
さ
げ  （

凌
の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

霄
花
科
）

花
器

陶
花
瓶

山
に
向
か
う
道
中
や
、
あ
ま
り
に

も
立
派
な
烏
瓜
だ
と
車
を
途
中
で
止

め
見
に
い
く
。
葉
は
乾
燥
に
弱
く
、

す
ぐ
に
枯
れ
て
し
ま
う
。

私
自
身
、
花
を
生
け
る
と
き
に
園

芸
化
さ
れ
た
花
も
好
き
だ
が
、
で
き

る
だ
け
ま
だ
山
の
香
り
が
残
っ
て
い

る
植
物
を
相
手
に
し
て
い
る
方
が

合
っ
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
の
際
に

強
い
高
揚
感
や
植
物
と
共
に
あ
る
感

覚
を
強
く
感
じ
る
。
自
分
で
も
不
思

議
な
気
が
し
て
い
る
。

家
元
稽
古
の
お
弟
子
さ
ん
か
ら
頂

い
た
も
の
を
分
け
て
も
ら
っ
た
。
絡か

ら

ま
り
や
す
い
は
ず
の
葉
や
蔓
が
と
て

も
綺
麗
に
と
ら
れ
、
丁
寧
に
包
ま
れ

て
い
る
。
烏
瓜
も
驚
き
だ
ろ
う
。
も

う
一
度
絡
め
さ
す
と
い
う
奇
妙
な
体

験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
花
を

生
け
る
こ
と
の
妙
な
感
覚
が
久
し
く

思
い
起
こ
さ
れ
た
。
お
気
に
入
り
の

楸き
さ
さ
げに

絡
ま
せ
る
と
、
烏
瓜
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
た
。
先
ま
で
綺
麗
に

包
ま
れ
て
い
た
葉
を
味
わ
い
き
っ

た
。
花
を
生
け
る
こ
と
は
そ
の
花
を

深
く
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。
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