
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
古
来
よ
り
粟あ

わ

、
黍き

び

、

米
を
粒
食

り
ゅ
う
し
ょ
くし

て
き
た
。
そ
の
歴
史
を
通
覧
す

る
と
、
三
度
、
大
き
な
変
革
を
経
験
し
て
い

る
。
そ
れ
は
異
国
の
食
文
化
と
の
接
触
に
よ

る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

一
、
奈
良
時
代
、
お
隣
り
の
隋
、
唐
朝
と

の
接
触
に
よ
る
餅べ

い

食
品
（
正
月
用
の
餅

で
は
な
い
）
の
摂
取
。

二
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
始
ま
る
南

宋
と
の
接
触
に
よ
る
麺
類
の
導
入
。

三
、
昭
和
の
敗
戦
に
よ
る
パ
ン
食
の
受
容
。

こ
の
三
度
の
異
国
の
粉
食
文
化
と
の
出
会

い
は
、
わ
が
国
の
食
生
活
を
大
き
く
変
容
さ

せ
る
と
と
も
に
、
社
会
的
な
変
革
を
も
も
た

ら
し
て
い
る
。

小
論
で
は
、
二
度
目
の
粉
食
と
の
出
会
い
、

鎌
倉
時
代
に
始
ま
る
わ
が
国
中
世
の
粉
食
、

麺
類
の
導
入
に
よ
る
食
生
活
の
変
貌
と
社
会

的
変
革
を
、
様
々
な
日
記
な
ど
を
通
し
て
中

世
の
麺
類
史
を
組
み
上
げ
て
み
た
。

粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
必
要
不

可
欠
な
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
小
麦
と
こ
れ

を
粉
に
す
る
挽
臼

ひ
き
う
す

、
そ
し
て
い
か
に
し
て
食

す
る
か
、
そ
の
食
法
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の

ど
の
要
素
が
欠
落
し
て
も
粉
食
は
成
立
し
な

い
。奈

良
、
平
安
朝
期
の
粉
食
導
入
は
、
天
皇

自
ら
小
麦
栽
培
を
奨
励
す
る
こ
と
か
ら
始
め

ら
れ
、
農
民
も
ま
た
小
麦
栽
培
に
取
り
組
ん

だ
。
食
法
は
唐
朝
（
筆
者
は
後
漢
代
と
考
え

て
い
る
の
だ
が
）
の
餅べ

い

食
品
を
徹
底
的
に
模

倣
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
為
政
者
は
肝
心
な
挽

臼
の
導
入
を
見
落
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
さ

ら
に
粉
食
に
か
か
わ
る
言
語
の
混
乱
と
、
農

民
の
苦
痛
の
み
を
残
し
て
、
最
初
の
受
容
は

失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ
っ
た
。

中
世
の
麺
類
史
は
、
臨
済
宗
開
祖
・
栄
西

と
曹
洞
宗
開
祖
・
道
元
を
代
表
と
す
る
禅
宗

僧
侶
に
よ
っ
て
幕
は
開
か
れ
る
。

彼
ら
が
沈
滞
す
る
仏
教
界
か
ら
離
れ
、
新

仏
教
を
求
め
て
渡
海
し
た
先
は
、
江
南
の
地
、

浙
江
省
で
あ
る
。
東
北
域
の
夷
狄

い
て
き

の
国
・
金

に
圧
迫
さ
れ
た
宋
国
は
、
黄
河
下
流
域
の
開

封
か
ら
、
江
南
の
浙
江
省
杭
州
に
遷
都
し
て

い
た
。
南
宋
の
都
で
あ
る
。

こ
の
遷
都
は
、
江
南
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
華
北
で
発
展
し
た
粉
食
文
化
を
一
気
に

江
南
の
稲
作
地
帯
に
持
ち
込
ん
で
く
れ
た
か

ら
だ
。

唐
代
の
粉
食
を
隆
盛
に
し
た
挽
臼
（
磑が

い

）

も
江
南
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
、
江
南
の
稲
作

民
は
そ
れ
を
磨ま

と
呼
び
替
え
、
さ
ら
に
も
み
．
．

ス
リ
ウ
ス

．
．
．
．

「
ろ
う

」
を
も
作
り
出
し
て
い
た
。

ま
た
唐
代
で
は
、
小
麦
粉
を
「
麺
」
と
呼
ん

で
い
た
の
だ
が
、
江
南
の
人
々
は
、
つ
る
つ

る
と
食
べ
る
食
品
そ
の
も
の
を
「
麺
」
と
呼

び
替
え
た
。
呼
び
か
え
る
ほ
ど
に
麺
類
は
、

江
南
の
人
々
の
味
覚
に
適
合
し
普
及
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
地
に
入
れ
替
わ
り
立
ち

替
わ
り
、
百
数
名
の
わ
が
国
の
僧
侶
た
ち
が

や
っ
て
来
た
。
そ
の
代
表
的
な
僧
侶
が
栄
西

で
あ
り
道
元
で
あ
っ
た
。

栄
西
は
一
一
八
七
年
（
文
治

ぶ
ん
じ

三
）、
二
度
目

の
渡
宋
で
浙
江
省
の
天
台
山
万
年
寺
と
天
童

山
景
徳
寺
で
五
年
間
禅
を
学
び
、
抹
茶
法
も

合
わ
せ
て
習
得
し
て
、
帰
国
後
『
喫
茶
養
生

き
っ
さ
よ
う
じ
ょ
う

記き

』
と
茶
磨

ち
ゃ
う
す

で
挽
い
た
抹
茶
を
点
て
、
将
軍

実
朝
に
献
上
し
て
い
た
。

道
元
は
一
二
二
三
年
（
貞
応

じ
ょ
う
お
う

二
）
に
入
宋

に
っ
そ
う

し
、
浙
江
省
天
童
山
景
徳
寺
で
禅
を
学
び
、

挽
臼
と
食
法
の
渡
来

は
じ
め
に

前
号
ま
で
は
、
世
界
に
拡
が
る
「
す
し
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
を
テ
ー
マ
に
、
松
本
紘
宇
氏
が

世
界
二
十
五
カ
国
三
十
五
都
市
の
す
し
店
を
、
自
ら
取
材
し
た
現
地
の
写
真
と
、
な
ま
の
声
を

お
伝
え
し
て
き
た
。
世
界
に
は
寿
司
を
扱
う
店
が
お
よ
そ
一
万
四
千
か
ら
一
万
八
千
店
は
あ
る

（
松
本
氏
談
）
と
の
、
驚
く
べ
き
そ
の
拡
が
り
の
様
子
が
克
明
に
リ
ポ
ー
ト
さ
れ
た
。

さ
て
、
わ
が
国
の
「
食
」
は
歴
史
的
に
多
く
の
国
の
食
文
化
を
受
容
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

な
か
で
も
中
世
期
に
大
陸
か
ら
「
粉
食

ふ
ん
し
ょ
く

文
化
」
の
受
け
入
れ
を
行
な
い
、
麺
類
は
今
で
は
主
食

の
米
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
今
号
か
ら
そ
の
「
麺
類
」
を
テ
ー
マ
に
歴
史
的

発
展
の
過
程
、
特
に
大
陸
か
ら
学
僧
ら
に
よ
り
伝
承
さ
れ
た
加
工
技
術
と
日
本
化
へ
の
道
筋
を
、

た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

伊藤　汎
（いとう　ひろし）

1938年　東京向島に生まれる
1963年　慶応義塾大学商学部卒業
現在、寺方そば「長浦」の二代目当
主。
「寺方そば」とは、尾張一宮の妙興寺
に伝わる覚書をもとに復元したそば
料理のことである。
著書に、『つるつる物語』（築地書館
刊）がある。
先代の収集した全国各地の名刹に残
されている史料や日記等から、近世
日本の「食」のあり様を研究。本業
のかたわら、その事実解明をライフ
ワークとしている。
愛知県妙興寺に三笠宮様がご臨席さ
れた際に、自らが練った妙興寺そば
を献上した経験がある。

栄西禅師肖像（臨済宗 建仁寺所蔵）

寺
方
蕎
麦
…
…
…
銀
座
長
浦
　
当
主

麺
類
で
は
じ
ま
る
わ
が
国
の
粉
食
史

禅
宗
僧
侶
が
導
入
し
た
麺
類



五
年
後
に
帰
国
し
た
。『
典
座
教
訓

て
ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

』、『
赴
粥

ふ
し
ゅ
く

飯
法

は
ん
ぽ
う

』
に
麺
類
の
記
述
を
行
い
、
弟
子
の
僧

侶
た
ち
に
麺
類
を
食
さ
せ
、
そ
の
際
の
食
事

作
法
ま
で
教
え
て
い
る
。

僧
侶
た
ち
の
修
行
中
の
食
生
活
は
、
朝
の

粥か
ゆ

、
昼
の
強
飯

こ
わ
め
し

、
午
後
か
ら
は
食
事
を
摂
ら

な
い
。
こ
れ
が
仏
教
徒
の
戒
律
だ
が
、
達
磨

だ
る
ま

大
師
が
開
い
た
禅
宗
で
は
、
僧
侶
に
は
げ
し

い
労
働
を
課
し
て
い
た
。
作
務
を
終
え
た
後
、

間
食
と
し
て
、
心
に
火
を
と
も
す
ほ
ど
の
わ

ず
か
な
食
事
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
食
事
に

は
戒
律
に
反
す
る
主
食
の
米
は
食
せ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
格
好
な
精
進
食
が
あ
っ
た
。

麺
類
、
饅
頭
な
ど
の
小
麦
粉
食
品
で
あ
る
。

二
人
は
修
業
中
の
五
年
間
、
禅
宗
教
義
は
も

と
よ
り
禅
林
で
の
食
生
活
、
食
事
作
法
、
喫

茶
法
を
も
含
め
た
禅
林
文
化
そ
の
も
の
を
学

び
、
そ
れ
ら
を
そ
っ
く
り
わ
が
国
に
持
ち
帰

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

帰
国
後
の
二
人
は
偶
然
に
も
調
味
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
。
栄
西
は
『
喫
茶
養
生
記
』

の
上
巻
で
、
健
康
維
持
の
た
め
甘
・
辛
・
酸

（
酢
）・
鹹
・
苦
の
五
味
を
摂
取
せ
よ
と
い
う
。

道
元
は
六
味
を
調
味
せ
よ
と
い
う
。
そ
の

六
味
と
は
、
甘
・
辛
・
酸
（
酢
）・
鹹
・
苦
・

淡
を
挙
げ
て
い
る
。
道
元
は
極
端
な
味
付
け

を
避
け
、
中
葉
の
淡
を
心
が
け
よ
と
教
え
て

い
る
。

わ
が
国
で
調
理
、
調
味
に
関
心
を
示
し
て

記
述
し
た
人
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
二
人
を
お

い
て
は
い
な
か
っ
た
。
現
代
に
通
じ
る
調
理
、

調
味
技
術
は
、
正
に
こ
の
二
人
に
端
を
発
す

る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
二
人
は
彼か

の
地
の
い
か
な
る
麺
類

を
持
ち
帰
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

知
る
格
好
の
書
物
が
あ
る
。
宋
代
末
か
ら
元

代
初
期
に
成
る
と
い
う
『
居
家
必
用
事
類
全

集
』
で
あ
る
。
彼
ら
が
在
宋
中
の
頃
の
庶
民

食
生
活
を
活
写
し
た
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の

家
庭
百
科
全
書
と
も
い
え
る
一
書
で
あ
っ
た
。

こ
の
書
の
湿
麺
食
品
の
部
に
多
く
の
麺
や
、

饅
頭
類
の
製
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中

の
代
表
的
と
思
わ
れ
る
麺
と
そ
の
い
く
つ
か

の
製
法
を
示
し
、
さ
ら
に
わ
が
国
の
麺
類
の

初
見
記
録
を
提
示
し
、
両
麺
類
を
見
比
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
麺
類
の
成
り
立

ち
が
明
瞭
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
『
居
家
必
用
事
類
全

集
』
の
中
の
麺
の
作
り
方
を
見
て
み
よ
う
。

【
水
滑
麺
】（
ス
イ
カ
メ
ン
）
小
麦
粉
に
水
と

油
と
塩
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
ね
り
、
棒
で
も
む
。

粘
り
が
出
た
ら
指
の
太
さ
に
し
て
水
に
入
れ

て
浸
す
。
し
ば
ら
く
し
て
好
み
の
太
さ
に
の

ば
し
て
鍋
に
入
れ
て
ゆ
で
る
。

【
索
麺
】（
ソ
ウ
メ
ン
）
良
質
の
小
麦
粉
を
用

い
る
。
春
夏
秋
は
新
し
い
汲
水
を
使
う
。
水

に
油
を
入
れ
、
小
麦
粉
に
ま
ぜ
て
こ
ね
る
。

さ
ら
に
油
を
加
え
な
が
ら
ね
る
。
そ
し
て
太

目
の
箸
ほ
ど
に
引
き
伸
ば
す
。
何
本
も
同
じ

長
さ
に
作
る
。
太
い
細
い
の
な
い
よ
う
に
す

る
。
一
本
ず
つ
た
る
み
の
な
い
よ
う
に
置
き
、

油
紙
を
か
け
て
お
く
。
し
ば
ら
く
し
て
、
二

本
の
箸
ほ
ど
の
太
さ
の
棒
に
、
こ
れ
を
ひ
ね

り
な
が
ら
か
ら
ま
せ
て
、
さ
ら
に
細
く
長
く

引
き
伸
ば
す
。
そ
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
或
い

は
、
油
を
用
い
ず
に
こ
ね
る
。
米
粉
を
つ
け

な
が
ら
伸
ば
し
て
細
く
す
る
。
さ
ら
に
米
粉

を
付
け
て
、
引
き
伸
ば
す
こ
と
数
度
、
丸
く

細
長
く
し
た
ら
、
不
ぞ
ろ
い
の
も
の
を
取
り

出
し
、
も
う
一
度
、
均
一
に
な
る
よ
う
に
伸

ば
す
。
そ
し
て
乾
燥
す
る
。

【

帯
麺
】（
テ
ッ
タ
イ
メ
ン
）
水
と
塩
で
小

麦
粉
を
ね
り
、
ね
り
棒
で
ご
く
薄
く
伸
ば

し
、

帯
の
如
く
に
切
る
（

帯
と
は
幅
広

の
麻
の
腰
ひ
も
）。
こ
の
麺
は
日
本
で
キ
シ
メ

ン
と
も
ヒ
モ
カ
ワ
と
も
誤
解
さ
れ
て
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。

【
紅
絲
麺
】（
コ
ウ
シ
メ
ン
）
え
び
を
た
た
き

砕
い
て
、
汁
を
漉こ

し
て
澄
ま
し
、
そ
の
汁
を

小
麦
粉
に
入
れ
て
ね
る
。
薄
く
伸
ば
し
て
切

り
、
煮
熟
す
る
。
す
る
と
麺
は
自
然
に
紅
色

と
な
る
。

【
翠
縷
麺
】（
ス
イ
ル
メ
ン
）
槐
（
え
ん
じ
ゅ
）

の
若
葉
を
搾
り
、
小
麦
粉
に
し
ぼ
っ
た
「
汁
」

を
入
れ
て
ね
る
。
押
し
広
め
て
か
ら
、
ご
く

細
く
切
る
。
味
は
甘
く
、
色
は
も
え
ぎ
色
で

あ
る
。
麺
で
は
な
い
が
、
わ
が
国
の
う
ど
ん

と
関
係
が
あ
る
。

【

飩
皮
】（
コ
ン
ト
ン
の
カ
ワ
）
小
麦
粉
を

塩
水
で
練
り
、
小
さ
な
団
子
に
し
、
棒
で
丸

く
押
し
広
め
る
。
ま
わ
り
を
ご
く
薄
く
し
て
、

中
に
餡あ

ん

を
入
れ
、
ま
わ
り
に
水
を
つ
け
て
、

は
り
合
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
麺
類
を
製
法
の
違
い
で
分
類
す
る

と
、

引
き
伸
ば
し
法
＝
水
滑
麺

す
い
か
め
ん

、
索
麺

そ
う
め
ん

切
断
法
＝

帯
麺
、
翠
縷
麺
、
紅
絲
麺

麺
類
製
法
の
三
方
法
の
う
ち
、
押
し
出
し
法

が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
押
し
出
し
法
の
麺
に

は
、
韓
国
の
冷
麺
や
イ
タ
リ
ア
の
ス
パ
ゲ
テ

ィ
が
あ
る
。

わ
が
国
の
麺
類
に
関
す
る
言
葉
の
初
見
記

録
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
順
次
書
き
出
し
て

見
る
。

古
文
献
に
見
る
わ
が
国
の
麺
類
関
係
語
の

初
見
記
録

『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の
中
の
麺

道元禅師肖像（曹洞宗 宗務庁蔵）

素麺の粉を挽く女（『百人女郎品定』・国立国会図書館蔵）

素麺売り（『七十一番歌合』・国立国会図書館蔵）

す
い
る
め
ん

こ
う
し
め
ん

て
っ
た
い
め
ん



【
麺
（
め
ん
）】

『
典
座
教
訓

て
ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

』

（
道
元
　
一
二
三
七
年
・
嘉
禎

か
て
い

三
）

「
明
日
は
大
衆
に
供
養
す
る
日
な
の
で
“麺

汁
”を
作
ろ
う
と
思
う
。
あ
い
に
く
そ
の
出

汁
に
使
う
倭
椹

し
い
た
け

が
な
い
。
日
本
船
に
来
た

の
は
、
そ
の
倭
椹

し
い
た
け

を
買
う
た
め
だ
」

一
二
二
三
年
（
貞
応

じ
ょ
う
お
う

二
）、
道
元
が
入
宋
し

た
と
き
、
船
内
で
上
陸
を
待
っ
て
い
た
。
そ

の
と
き
、
宋
の
老
典
座
と
語
り
合
っ
た
と
き

の
記
録
が
同
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。（
注
1
）

こ
れ
は
道
元
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、
現

地
の
老
典
座
の
言
葉
を
記
録
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
わ
が
国
の
文
献
で
の
「
麺
」
の
初

出
と
考
え
ら
れ
る
。

【
麺
類
（
め
ん
る
い
）】

『
赴
粥
飯
法

ふ
し
ゅ
く
は
ん
ぽ
う

』

（
道
元
　
一
二
四
六
年
・
寛
元
四
）

「
飯
椀
か
ら
飯
を
取
り
出
す
方
法
は
、
右
手

の
親
指
と
人
差
し
指
と
で
七
粒
ほ
ど
を
取

り
出
し
鉢
刷
柄

は
つ
せ
っ
ぺ
い

の
上
に
置
く
。
餅
や
麺
の

類
は
、
半
銭
ほ
ど
の
大
き
さ
で
よ
い
」

『
赴
粥
飯
法
』
で
は
、
禅
林
で
修
行
す
る
者

の
守
る
べ
き
規
則
や
作
法
を
述
べ
て
い
る
。

「
鉢
刷
柄

は
つ
せ
っ
ぺ
い

」
と
い
う
の
は
、
鉢
を
洗
う
と
き
に

使
う
板
切
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
食
事
が
飯
で

な
く
、
餅べ

い

や
麺
類
の
と
き
は
小
さ
く
半
銭

（
小
銭
）
ほ
ど
に
ち
ぎ
っ
て
行
な
う
よ
う
に
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

道
元
は
永
平
寺
で
麺
類
を
日
常
生
活
に
取

り
入
れ
て
い
る
。
こ
の
「
餅べ

い

」
は
、
他
の
記

録
に
「
唐
餅
」
と
い
う
文
字
の
あ
る
こ
と
か

ら
、
わ
が
国
の
正
月
の
餅
で
は
な
く
、
彼
の

地
の
「
ピ
ン
＝
餅
」
饅
頭
類
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
奈
良
・
平
安
朝
で
は
麺

と
は
小
麦
粉
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
を
今
日
意
味
す
る
よ
う
に
変
え
た
の
も
、

道
元
で
あ
っ
た
。

【
麦
麺
（
そ
う
め
ん
）】

『
師
守
記

も
ろ
も
り
き

』（
大
外
記
中
原
師
守

も
ろ
も
り

）

（
一
三
四
〇
年
〈
暦
応

り
ゃ
く
お
う

三
〉
正
月
四
日
条
）

「
例
年
通
り
今
日
風
呂
初
メ
幸
甚
ゝ
ゞ
　
山

伏
一
瓶
麦
麺
等
持
参
　
云
々
」

京
に
住
む
師
守
の
家
に
山
伏
が
訪
れ
、
土

産
を
置
い
て
い
っ
た
。
山
伏
が
い
う
に
は
、

小
麦
の
粉
で
作
る
麺
と
い
う
の
も
の
だ
と
い

う
。
師
守
は
初
め
て
目
に
す
る
も
の
で
、
名

称
が
判
ら
ぬ
ま
ま
「
麦
麺
」
と
記
し
た
。

さ
ら
に
翌
二
月
十
日
に
醍
醐
寺
の
僧
が
風

呂
番
に
来
た
際
、
こ
の
「
麦
麺
」
を
持
参
し

た
が
、
彼
も
名
前
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
師

守
は
こ
の
日
の
日
記
に
は
「
醍
醐
寺
僧
当
番

華
麺
以
下
茶
等
持
参
ス
」
と
記
し
て
い
る
。

師
守
は
多
分
「
麦
麺
」
と
書
く
つ
も
り
を

「
華
麺
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
後
の
記
録
か
ら
判
断
し
て
、

「
麦
麺
」
も
「
華
麺
」
も
「
素
麺

そ
う
め
ん

」
で
あ
る
こ

と
が
判
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
「
麦
麺
﹈
が
、

「
素
麺

そ
う
め
ん

」
の
初
見
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の
「
索
麺
」
が

ソ
ウ
メ
ン
の
正
字
で
、「
素
麺
」
は
誤
字
と
な

る
が
、
以
後
の
小
論
で
は
状
況
に
応
じ
、
両

表
記
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

【
饂
飩
（
う
と
ん
）】

『
嘉
元
記

か
げ
ん
き

』

（
一
三
四
七
年
〈
貞
和

じ
ょ
う
わ

三
〉
七
月
七
日
条
）

「
円
識
房
快
賢
去
年
合
戦
ニ
副
フ
　
恩
賞
中

臈
ノ
悦
酒
　
三
経
院
ニ
オ
イ
テ
コ
レ
ア
リ

三
肴
毛
立
タ
カ
ン
ナ
　
ウ
ト
ム
　
フ
　
サ

ウ
メ
ム
一
折
敷
数
六
　
ア
メ
一
杯
　
ワ
リ

コ
　
ヒ
ワ
一
フ
サ
　
白
瓜
切
少
々
」

『
嘉
元
記
』
は
、
一
三
〇
五
年
（
嘉
元
三
）

か
ら
一
三
六
四
年
（
貞
治

じ
ょ
う
じ

三
）
ま
で
の
六
〇

年
間
の
法
隆
寺
の
記
録
で
、
こ
の
記
述
は
南

北
朝
の
戦
に
僧
兵
快
賢
が
手
柄
を
た
て
、
恩

賞
を
受
け
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。

毛
立

け
だ
ち

と
い
う
の
は
、
湯
気
の
立
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
酒
の
肴
が
三
種
類
出
た
。
タ

カ
ン
ナ
（
筍
）
と
ウ
ト
ン
（
う
ど
ん
）、
フ

（
麩
）
で
あ
る
。

従
来
か
ら
「
う
ど
ん
」
は
、
奈
良
時
代
に

渡
来
し
た
唐
菓
子
の
一
種
の
、「
混
沌

こ
ん
と
ん

」
を

「

飩
」
と
字
を
改
め
、
熱
く
煮
て
食
べ
る
こ

と
か
ら
「
温
飩

う
ん
ど
ん

」「
饂
飩

う
ん
ど
ん

」
と
変
化
し
「
う
ど

ん
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
説
が
定
説
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
『
言
継
卿
記

と
き
つ
ぐ
き
ょ
う
き

』
や
『
蔭
凉

お
ん
り
ょ
う

軒
日
録

け
ん
に
ち
ろ
く

』
な
ど
の
記
述
か
ら
「
饂
飩

う
ん
ど
ん

」
と

「

飩
」
は
別
の
食
べ
物
で
、
両
食
品
は
と
も

に
室
町
時
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
現
在
の
の
と
こ
ろ

「
饂
飩

う
と
ん

」
の
初
出
は
『
嘉
元
記
』（
貞
和
三
年

七
月
七
日
条
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

【
冷
麺
（
ひ
や
む
ぎ
）】

『
教
言
卿
記

の
り
と
き
き
ょ
う
き

』（
山
科
教
言

や
ま
し
な
の
り
と
き

）

（
一
四
〇
五
年
〈
応
永
十
二
〉
六
月
十
九
日
条
）

「
一
源
西
堂
来
臨
　
勧
冷
麺
　
高
橋
参
会
」

山
科
教
言
の
日
記
。「
冷
麺
」
と
書
い
て

「
ひ
や
む
ぎ
」
と
読
む
。「
冷
麦
」
は
後
世
の

当
て
字
と
考
え
ら
れ
る
。
小
論
で
は
以
降

「
ひ
や
む
ぎ
」
は
「
冷
麺
」
を
用
い
る
。

一
方
「
冷
麦
」
に
つ
い
て
は
、『
禅
林
小
歌
』

（
一
三
九
四
〜
一
四
二
〇
年
）
に
つ
い
て
も
触

れ
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
浄
土
宗
の
僧
・
了

り
ょ
う

誉
聖

よ
せ
い

冏け
い

（
一
三
九
四
〜
一
四
二
〇
年
）
で
、

当
時
の
禅
宗
の
隆
盛
を
揶
揄
し
た
一
文
の
な

か
で
、

「
先
點
心
ノ
次
第
ハ
　
水
晶
包
子
―
茶
麻

菓
　
饅
頭
　
巻
餅
　
盡
餅
温
餅
　
饂
飩
　
螺

結
柳
葉
麺
　
桐
皮
麺
　

帯
麺
　
打
麺
　
三

雑
麺
　
素
麺
　
薤
葉
麺
　
冷
麦
　
更
互
誣
之
」

と
あ
る
。
禅
僧
た
ち
が
互
い
に
そ
の
麺
づ
く

り
の
腕
を
そ
し
り
合
っ
て
い
る
、
と
茶
化
し

て
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
冷
麦
」
と
あ
る
。

こ
れ
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
不
明
の
た
め
、

了
誉
聖
冏
が
死
ん
だ
一
四
二
〇
年
と
考
え
て
、

参
考
に
し
て
お
き
た
い
。

【
蕎
麦
（
そ
ば
）】

『
蔭
凉
軒
日
録

お
ん
り
ょ
う
け
ん
に
ち
ろ
く』

（
一
四
三
八
年〈
永
享

え
い
き
ょ
う

一
〇
〉十
月
十
二
日
条
）

「
松
茸
折
一
合
　

麦
折
一
合
　
賜
林
光

院
」

『
蔭
凉
軒
日
録
』
は
、
相
国
寺
の
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

鹿ろ
く

苑
院

お
ん
い
ん

の
僧
録
司
の
公
用
日
記
で
、
一
四
三
五
〜

一
四
六
六
年
は
季
瓊
真
蘂

き
け
い
し
ん
ず
い

、
一
四
八
四
〜

一
四
九
三
年
ま
で
は
亀
泉
集
証

き
せ
ん
し
ゅ
う
し
ょ
う

が
筆
録
し
て

い
る
。

こ
の
日
は
、
相
国
寺
の
林
光
院
か
ら
蓋
付

き
の
折
箱
に
入
っ
た
松
茸
と

麦
を
い
た
だ

い
た
、
と
い
う
。「

麦
」
は
「
蕎
麦
」
の
書

き
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
初
出

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『居家必用事類全集・湿麺食品の部』中国元王朝（1279－1368）から明清の時代まで、民間に読ま
れた書物。当時の中国における麺食の種類の多さに気付かされる（国立国会図書館蔵）

こ
ん
と
ん

こ
ん
と
ん



【
切
麦
（
き
り
む
ぎ
）】

『
大
上
臈
御
名
之
事

だ
い
じ
ょ
う
ろ
う
お
ん
な
の
こ
と

』

（
一
四
五
〇
年
・
宝
徳
二
）

「
そ
ば
　
　
　

あ
を
い

そ
ば
の
か
ゆ
　
う
す
ゞ
み

さ
う
め
ん
　
　
ぞ
ろ

ひ
や
む
ぎ
　
　
つ
め
た
い
ぞ
ろ

き
り
む
ぎ
　
　
き
り
ぞ
ろ
」

こ
の
文
献
は
、
御
所
の
女
房
が
使
う
特
殊

な
言
葉
、「
女
房
詞

に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば」

が
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、

麺
類
に
関
す
る
言
葉
を
拾
っ
て
み
た
。

禅
林
で
は
「
き
り
む
ぎ
」
を
「
切
麺
」
と

書
き
、
こ
の
頃
出
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
切
麺
」
は
、
今
日
の
手
打
製
麺
法
に

あ
た
る
も
の
で
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
索
餅

さ
く
べ
い

作
り
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
ふ
た
た
び

禅
林
で
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
の

通
り
、
小
麦
を
ね
り
包
丁
で
切
断
す
る
も
の

で
あ
る
。
今
日
の
う
ど
ん
と
作
り
方
は
違
い

は
な
い
。
通
説
に
よ
る
と
う
ど
ん
と
切
麦
の

違
い
は
、
う
ど
ん
は
小
麦
粉
か
ら
、
切
麦
は

大
麦
粉
か
ら
作
る
の
だ
と
い
う
が
、
そ
の
根

拠
は
な
い
。

筆
者
は
種
々
の
文
献
か
ら
考
え
て
、
冷
麺

ひ
や
む
ぎ

も
う
ど
ん
も
最
初
の
頃
は
引
き
延
し
法
で
作

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
頃
に
な
っ
て
切
断
法

で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
名

称
も
「
切
麦
」
と
か
、「
切
冷
麺

き
り
そ
う
め
ん

」
と
い
う
言

い
方
で
文
献
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
て
い
る
。

【
水
滑
麺
（
す
い
か
め
ん
）】

『
山
科
家
礼
記

や
ま
し
な

け
ら
い
き

』（
大
沢
久
守
、
重
胤

し
げ
た
ね

ほ
か
）

（
一
四
六
八
年
〈
応
仁
二
〉
二
月
二
十
四
日
条
）

「
ヒ
ヤ
シ
ル
在
之
　
南
西
院
御
前
サ
イ
七
汁

三
在
之
　
昼
折
酒
　
又
水
花
メ
ン
ム
キ
御

肴
　
色
ゝ
大
御
酒
也
　
云
々
」

大
沢
家
は
山
科
家
の
雑
掌
（
荘
園
の
管
理

に
あ
た
る
執
事
）
で
あ
る
。
一
四
一
二
〜
九

二
年
（
う
ち
五
〇
年
分
欠
）
ま
で
の
日
記
で
、

応
仁
二
年
分
は
重
胤
の
筆
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
重
胤
は
、『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
に
あ
る

「
水
滑
麺
」
の
文
字
が
分
か
ら
ず
、「
水
花
メ

ン
ム
キ
」
と
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
「
水
滑
麺
」
の
初
出
で
あ
る
。

【
そ
ば
か
ゆ
も
ち
い
】

『
山
科
家
礼
記
』（
大
沢
久
守
、
重
胤
ほ
か
）

（
一
四
六
八
年
〈
応
仁
二
〉
三
月
八
日
条
）

「
一
　
宿
兵
衛
　
予
　
将
監
方
ソ
ハ
カ
ユ
モ

チ
イ
沙
汰
也
」

「
そ
ば
か
ゆ
も
ち
」
と
い
う
の
は
、
現
代
の

「
そ
ば
か
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。

宿
兵
衛
と
筆
者
の
大
沢
重
胤
は
近
衛
府
の

判
官
に
「
そ
ば
か
き
」
を
作
る
よ
う
指
示
さ

れ
る
と
、
こ
の
条
に
あ
る
。

前
述
の
『
大
上
臈
御
名
之
事
』
に
「
う

す
ゞ
み
」
と
あ
る
「
そ
ば
の
か
ゆ
」
は
、
蕎

麦
の
粉
を
湯
の
中
に
溶
か
し
込
み
、
煮
た
も

の
で
、
水
分
の
多
い
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
、
い

わ
ゆ
る
ス
ー
プ
状
の
も
の
を
い
っ
て
い
た
よ

う
だ
。
通
説
で
は
、
こ
れ
を
「
そ
ば
か
き
」

と
い
う
が
、「
そ
ば
か
き
」
は
こ
の
「
そ
ば
の

か
ゆ
」
に
さ
ら
に
蕎
麦
粉
を
加
え
、
餅
状
に

固
め
た
も
の
で
、「
そ
ば
か
ゆ
も
ち
い
」
が
正

し
い
名
称
で
あ
る
。

御
所
の
中
で
も
、
庶
民
の
間
で
も
、
当
初

は
こ
の
「
そ
ば
の
か
ゆ
」
か
「
そ
ば
か
ゆ
も

ち
い
」
が
、
蕎
麦
の
唯
一
の
食
べ
方
だ
っ
た
。

【
蕎
麦
餅
（
そ
ば
も
ち
）】

『
蔭
凉
日
録
』

（
一
四
八
九
年
〈
延
徳
元
〉
十
二
月
二
日
条
）

「
有
斎
　
二
汁
六
菜
　
般
若
数
遍
　
愚
喫
蕎

餅
　
更
々
二
果
　
茶
了
帰
」

禅
林
の
点
心

て
ん
じ
ん

（
来
客
用
の
間
食
）
が
各
層

に
普
及
し
て
い
く
と
同
時
に
、
麺
類
が
世
間

に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
心
と
同
じ

働
き
を
し
た
食
事
形
態
が
あ
る
。「
斎と

き

」
と
い

わ
れ
る
食
事
で
、
僧
侶
の
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
信
徒
や
来
客
に
出
さ
れ
る
昼
食
で
あ

る
。
十
二
月
二
日
に
「
斎
」
が
あ
り
、
二
汁

六
菜
と
般
若

は
ん
に
ゃ

（
酒
）
が
出
た
。
自
分
は
蕎
麦

餅
を
食
べ
、
更
に
二
つ
の
菓
子
、
茶
を
飲
ん

で
帰
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
蕎
麦
餅
」
と
い
う
の
は
、
蕎
麦
粥
よ
り

も
硬
め
に
蕎
麦
を
ね
っ
て
丸
め
た
も
の
で
、

蕎
麦
団
子
の
形
に
近
い
。
中
に
菜
を
入
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
今
日
の
正
月
餅
と
同
じ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

【
蕎
麦
切
（
そ
ば
き
り
）】

『
定
勝
寺
文
書

じ
ょ
う
し
ょ
う
じ
も
ん
じ
ょ』

（
一
五
七
四
年
〈
天
正
二
〉
二
月
十
日
条
）

「
木
曽
定
勝
寺
　
同
寺
仏
殿
ノ
修
理
ヲ
始

ム
・
・
・
・
・
・
振
舞
ソ
ハ
キ
リ
　
金
永
」

従
来
よ
り
「
蕎
麦
切
」
の
語
は
、『
慈
性

じ
し
ょ
う

日

記
』
の
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
の
条
に
出
て

く
る
の
が
初
出
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆

者
は
既
に
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
）
五
月

末
に
長
年
に
亘
る
研
究
か
ら
確
信
を
得
た
も

の
を
仮
説
と
し
て
、『
つ
る
つ
る
物
語
』（
築
地

書
館
刊
）
の
中
で
、
天
正
期
に
は
つ
る
つ
る

の
蕎
麦
が
「
蕎
麦
切
」
と
呼
ば
れ
、
庶
民
の

間
に
も
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
奇

し
く
も
出
版
か
ら
五
年
後
（
平
成
四
年
）
の

新
聞
記
事
に
よ
り
筆
者
の
仮
説
が
真
説
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
自

身
の
研
究
が
裏
付
け
さ
れ
た
と
、
万
感
胸
に

迫
る
も
の
を
感
じ
た
。

平
成
四
年
十
二
月
十
三
日
付
信
濃
毎
日
新

聞
に
よ
れ
ば
、「
日
本
最
古
の
史
料
木
曽
に
、

蕎
麦
切
信
州
の
味
は
戦
国
時
代
か
ら
」
と
の

大
見
出
し
で
新
史
料
発
見
を
報
じ
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。

わ
が
国
の
麺
類
に
関
す
る
言
葉
の
初
見
記

録
を
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
総
べ
て
の
言
葉
が
江
戸

期
以
前
の
中
世
に
出
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
『
居
家
必
用
事
類
全
集
』
の

麺
類
と
見
比
べ
れ
ば
、
麺
類
が
南
宋
か
ら
伝

わ
っ
た
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
中
に
あ
っ
て
「
饂
飩
」「
冷
麦
」「
雑
麺
」

「
切
麦
」「
蕎
麦
」
の
五
種
の
麺
が
日
本
産
な

の
で
あ
る
。

注
１
＝
「
倭
椹
（
し
い
た
け
）」
は
、
原
本
で
は
「
倭
椹
」
と
の

み
書
か
れ
て
い
る
。「
椹
」
は
元
来
「
桑
の
実
」
を
意
味

す
る
が
、
前
後
の
文
章
と
、
篠
原
寿
雄
氏
の
『
典
座
教

訓
―
禅
心
の
生
活
―
』（
大
蔵
出
版
）
に
よ
り
、「
倭
椹
」

（
し
い
た
け
）」
と
し
た
。

台所で「そうめん」を盛る図：中世の麺の汁（つゆ）の色合いを知ることができる
（『慕帰絵詞　十三』・国立国会図書館蔵）
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