
片
山
タ
イ
ム
ズ

お
稽
古
で
の
楽
し
み

第⼗⼀号

令和五年
五⽉吉⽇

毎
回
の
お
稽
古
で
お
楽
し
み
が
﹁
菓
⼦
﹂
と
い
う
⽅
も

い
ら
6
し
7
る
の
で
は
な
い
で
し
;
う
か
︒
お
稽
古
で

は
﹁
ほ
り
い
﹂
さ
ん
や
﹁
紅
屋

紅
粉
屋
久
右
衛
⾨
﹂

さ
ん
の
お
菓
⼦
や
︑
京
都
を
は
じ
め
全
国
各
地
の
銘
菓

を
お
⼟
産
に
い
た
だ
い
た
り
買
い
求
め
た
り
し
て
︑
お

稽
古
で
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
︒

そ
の
﹁
お
菓
⼦
﹂
も
と
も
と
は
﹁
果
⼦
﹂
と
古
代
に
は

書
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
み
て
の
通
り
果
実
の
こ
と
で
す

ね
︒
⽇
本
の
⽂
献
で
は
じ
め
て
み
ら
れ
る
の
が
︑
諸
説

あ
る
が
﹁
古
事
記
﹂
か
と
思
い
ま
す
︒

古
事
記
で
は
﹁
垂
仁
天
皇
の
命
を
う
け
て
⽥
道
間
守

(

た
じ
ま
も
り)

が
⾮
時
⾹
菓
︵
と
き
じ
く
の
か
く
の

み
︶
を
持
ち
帰
る
が
︑
す
で
に
天
皇
は
な
く
な
6
て
い

た
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
︒
こ
の
実
が
﹁
橘(

み
か

ん)

﹂
と
い
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
⽥
道
間
守
を
菓
⼦
神
・
果

祖
と
し
て
信
仰
を
あ
つ
め
︑
現
在
で
も
﹁
中
嶋
神
社
﹂

の
例
祭
に
は
多
く
の
菓
⼦
業
者
が
参
拝
さ
れ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
︒
⽇
本
最
古
の
お
菓
⼦
は
﹁
橘(

み
か

ん)

﹂
と
い
う
今
で
い
う
フ
ル
 
ツ
に
な
り
ま
す
ね
︒

⼜
⽞
斎
⼀
燈
宗
室

表
千
家
か
ら
迎
え
た
︑
７
代
最
々
斎
竺
叟
宗
室
が
早
世

し
て
し
ま
6
た
為
︑
表
千
家
各
覚
々
斎
の
三
男
が
裏
千

家
の
養
⼦
と
な
り
１
５
歳
で
裏
千
家
を
継
承
し
ま
す
︒

数
代
に
わ
た
り
︑
裏
千
家
の
家
元
が
早
世
し
志
半
ば
と

い
う
こ
と
が
続
い
て
し
ま
い
ま
す
が
︑
こ
の
⼜
⽞
斎
⼀

燈
宗
室
が
裏
千
家
だ
け
で
な
く
三
千
家
の
中
興
の
祖
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
⼤
活
躍
を
し
ま
す
︒

１
７
５
８
年
に
⾏
わ
れ
た
﹁
宗
旦
百
年
忌
﹂
で
は
⼜
⽞

斎
⼀
燈
宗
室
が
⼀
族
を
⼤
乗
し
て
取
り
仕
切
り
ま
す
︒

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
︑
タ
イ
ム
ズ
の
昨
年
１
０
⽉
号
に

あ
る
よ
う
に
︑
町
⼈
⽂
化
が
花
開
き
茶
道
⼈
⼝
が
拡
⼤

し
ま
す
︒
茶
事
や
茶
会
よ
り
点
前
や
お
稽
古
す
る
こ
と

が
⽬
的
と
な
り
ま
す
︒
こ
の
辺
り
は
現
在
も
同
じ
で
す

ね
︒
お
稽
古
を
変
化
の
あ
る
も
の
緊
張
感
が
あ
る
も
の

を
求
め
ら
れ
︑
兄
の
如
⼼
斎
と
共
に
考
え
だ
さ
れ
た
の

が
七
事
式
で
す
︒
決
し
て
札
で
の
遊
び
で
は
な
く
︑
禅

の
精
神
に
基
づ
い
た
稽
古
で
あ
る
こ
と
は
︑
以
前
の
タ

イ
ム
ズ
で
も
書
き
ま
し
た
し
︑
先
⽇
静
岡
⽀
部
の
研
究

会
で
も
奈
良
業
躰
先
⽣
も
お
6
し
7
6
て
い
ま
し
た
︒

こ
の
七
事
式
に
よ
り
世
間
に
よ
り
広
く
茶
の
湯
が
広
が

り
︑
ま
た
茶
の
湯
と
い
え
ば
三
千
家
と
い
う
認
知
も
知

れ
渡
り
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
裏
千
家
の
新
し
い
基
軸
を
七
事
式
と
い
う
か

た
ち
で
つ
く
り
後
世
に
⼤
き
く
影
響
を
与
え
た
の
は
間

違
い
な
い
こ
と
で
し
;
う
︒

以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
永
遠
の
３
歳
児
の
ち
こ
ち
7
ん
が
司
会

し
て
い
る
番
組
を
視
聴
し
て
い
る
と
︑
﹁
懐
⽯
料
理
の

⽯
6
て
な
に
﹂
と
い
う
よ
う
な
内
容
が
放
送
さ
れ
て
い

ま
し
た
︒
チ
コ
ち
7
ん
の
答
え
は
︑

お
坊
さ
ん
が
お
腹
を
温
め
た
⽯

で
会
席
料
理
は
江
⼾

時
代
に
武
⼠
た
ち
が
宴
会
の
席
で
酒
を
楽
し
む
た
め
に

提
供
さ
れ
た
料
理
の
事
と
あ
り
ま
し
た
い
ろ
い
ろ
通
説

が
あ
り
ま
す
が
︑
神
津
朝
夫
さ
ん
が
か
か
れ
て
い
る

﹁
茶
の
湯
と
⽇
本
⽂
化
﹂
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
ま
す
︒

“
茶
の
湯
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
⾒
⽅
が
で
き
ま
す

が
︑
⽇
本
で
形
成
さ
れ
た
飲
⾷
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る

こ
と
は
た
し
か
で
す
︒
つ
ま
り
︑
料
理
を
⾷
べ
︑
茶
を

飲
む
こ
と
を
内
容
と
す
る
会
合
の
形
式
や
作
法
を
と
と

の
え
︑
そ
こ
に
独
⾃
の
価
値
観
や
意
味
づ
け
︵
思
想
︶

を
与
え
た
も
の
と
い
え
る
で
し
;
う
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
茶
会
の
内
容
を
な
す
飲
⾷
の
⾷
⽂
化
か

ら
本
書
を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒
茶
会
︵
今
の

茶
事
︶
で
出
さ
れ
る
順
番
で
︑
料
理
・
酒
︑
菓
⼦
︑
茶

の
順
に
話
を
進
め
ま
す
︒

な
お
︑
茶
会
︵
今
の
茶
事
︶
で
出
さ
れ
る
料
理
を
現
在

は
懐
⽯
料
理
と
呼
び
ま
す
が
︑
こ
れ
は
会
席
料
理
の
書

き
換
え
と
し
て
近
代
に
な
6
て
広
ま
6
た
⽤
字
で
す
︒

し
か
も
︑
会
席
・
懐
⽯
と
も
に
限
定
さ
れ
た
狭
い
意
味

で
つ
か
わ
れ
る
た
め
誤
解
さ
れ
や
す
い
⽤
語
と
な
6
て

い
る(

以
下
略)

”

﹁
茶
の
湯
と
⽇
本
⽂
化
﹂
よ
り
引
⽤

⽼
松

お
稽
古
で
﹁
蓋
の
開
け
閉
め
が
不
安
定
﹂
と
﹁
な
ぜ
⽼

松
と
い
う
の
か
﹂
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
︒
蓋
の

開
け
閉
め
は
お
稽
古
で
し
6
か
り
体
に
覚
え
て
い
た
だ

く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
な
ぜ
﹁
⽼
松
﹂
と
い
う

か
︒
こ
れ
は
⽼
松
で
つ
く
6
た
か
ら
と
い
う
べ
き
で

し
;
う
︒

１
５
８
２
年
に
織
⽥
信
⻑
が
本
能
寺
で
撃
た
れ
る
と
︑

豊
⾂
秀
吉
と
明
智
光
秀
と
の
間
で
︑
⼭
崎
の
戦
い
が
⾏

わ
れ
ま
し
た
︒
皆
様
ご
存
じ
の
よ
う
に
こ
の
戦
い
で
勝

利
し
た
秀
吉
が
天
下
⼈
に
な
り
ま
す
︒

ま
た
︑
こ
の
戦
い
で
陣
中
に
作
ら
れ
た
︑
⼆
畳
隅
炉
の

茶
室
が
現
在
国
宝
の
待
庵
で
す
︒
そ
の
待
庵
が
あ
る
の

が
妙
喜
庵
と
い
う
お
寺
に
な
り
ま
す
︒

こ
こ
に
︑
秀
吉
の
袖
が
触
れ
た
と
い
う
﹁
袖
摺
り
の

松
﹂
と
い
う
松
が
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
江
⼾
中
期
に

松
が
枯
れ
て
し
ま
い
︑
そ
の
松
を
使
6
て
︑
⼜
⽞
斎
⼀

燈
宗
室
の
⽗
表
千
家
六
代

覚
々
斎
原
叟
宗
左
︵
か
く

か
く
さ
い
げ
ん
そ
う
そ
う
さ
︶
が
作
6
た
の
が
⽼
松
で

す
︒宗旦

の
湯
飲
み
を
モ
チ
 
フ
に
︑
ま
た
⻩
瀬
⼾
の
器
を

モ
チ
 
フ
に
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
を
⼦
の
⼜
⽞
斎
⼀
燈
宗
室
も
お
好
み
と
し
ま
し
た
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
懐
⽯
は
会
席
料
理
の
⽂
字
を
近
代
に
置

き
換
え
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
後
段
に
は
⼀

汁
三
菜
は
室
町
時
代
の
式
正
料
理
が
も
と
と
な
6
て
い

る
の
は
過
ち
で
︑
平
安
時
代
か
ら
す
で
に
⼀
汁
三
菜
が

定
着
し
て
い
た
と
絵
巻
物
か
ら
ひ
も
解
い
て
い
ま
す
︒

で
は
な
ぜ
式
正
料
理
に
⼀
汁
三
菜
の
起
源
を
求
め
た
か

と
い
う
の
は
室
町
時
代
に
茶
の
湯
が
⽣
ま
れ
た
の
と
整

合
性
を
と
る
た
め
と
し
て
い
ま
す
︒

今
の
⽇
本
料
理
は
懐
⽯
︵
茶
会
料
理
︶
か
ら
発
達
し
た

も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
の
根
拠
は
極
め
て

薄
弱
と
書
い
て
ま
す
︒
そ
し
て
︑
︵
懐
⽯
・
茶
会
料

理
︶
を
寺
院
⾷
と
考
え
る
必
要
は
な
く
庶
⺠
に
と
6
て

も
常
識
的
・
合
理
的
な
⽅
法
で
あ
り
︑
茶
会
料
理
は
京

都
・
奈
良
・
堺
な
ど
の
町
⼈
た
ち
の
中
で
形
成
さ
れ
た
︑

⽇
常
の
⾷
事
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

五
⽉
の
京
都

こ
の
時
期
京
都
市
内
は
﹁
葵
祭
﹂
⼀
⾊
に
な
り
ま
す
︒

京
都
三
⼤
祭
り
の
⼀
つ
に
な
り
ま
す
︒
祇
園
祭
が
庶
⺠

の
お
祭
り
だ
と
す
る
と
︑
葵
祭
は
貴
族
の
お
祭
り
と
い

え
る
で
し
;
う
︒
正
式
名
称
は
﹁
加
茂
祭
﹂
で
上
賀
茂

神
社
と
下
鴨
神
社
の
例
祭
で
す
︒

坐
忘
斎
御
家
元
の
⻑
⼥
千
万
紀
⼦
様
が
平
成
２
１
年
に

斎
王
代
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
平
安
時
代
か

ら
１
４
０
０
年
以
上
に
続
く
雅
な
お
祭
り
で
す
︒

葵
と
い
え
ば

今
年
の
⼤
河
﹁
ど
う
す
る
家
康
﹂
の
徳
川
家
の
家
紋
が

⾔
わ
ず
と
知
れ
た
︑
三
つ
葉
葵
で
す
ね
︒

葵
つ
な
が
り
で
︑
徳
川
家
は
﹁
葵
祭
﹂
を
⼤
変
庇
護
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
上
賀
茂
神
社
か
ら
天

下
泰
平
に
な
る
こ
と
を
願
6
て
⾏
6
た
⾏
事
が
﹁
葵
使

い
﹂
で
す
︒
慶
⻑
１
５
年
︵
１
６
１
０
年
︶
か
ら
２
６

０
年
に
わ
た
り
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
︒
上
賀
茂
神
社
で

⾃
⽣
し
た
﹁
⼆
葉
葵
﹂
を
駿
府
城
ま
で
届
け
ま
す
︒
現

在
で
は
四
⽉
の
静
岡
ま
つ
り
に
奉
納
す
る
よ
う
プ
ロ

ジ
0
ク
ト
が
⾏
わ
れ
て
い
ま
す
︒

私
た
ち
が
住
む
静
岡
と
京
都
の
つ
な
が
り
で
す
︒

こ
の
よ
う
な
神
話
の
時
代
に
﹁
茶
﹂
は
⽇
本
に
は
無
く
︑

今
と
な
6
て
は
茶
と
菓
⼦
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
す

が
︑
過
去
は
全
く
関
係
な
い
も
の
だ
6
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
︒
し
か
し
︑
四
ケ
伝
に
な
る
と
三
種
以
上
で
⽔
菓

⼦
︵
フ
ル
 
ツ
︶
が
で
て
く
る
の
は
お
も
し
ろ
い
で
す

ね
︒⽇本

は
古
来
よ
り
果
実
を
珍
重
し
︑
災
厄
か
ら
逃
れ
る

貴
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
︒
古
事
記
・
⽇
本
書
紀
で
は
﹁
伊
邪
那
岐
﹂
が
⻩
泉

の
国
か
ら
逃
げ
か
え
る
と
き
に
貢
献
し
た
の
が
﹁
桃
﹂

で
す
︒
ま
た
近
畿
地
⽅
の
最
⼤
級
の
遺
跡
﹁
纏
向
遺

跡
﹂
か
ら
は
桃
の
種
が
⼤
量
に
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
﹁
続
⽇
本
記
﹂
で
は
葛
城
王
が
貢
献
し
た
結
果
⾂

下
に
降
り
る
際
﹁
橘
﹂
の
性
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒ ⽥道間守

⽼松

(上から) 徳川三つ葉葵、
上賀茂神社⼆葉葵、
下鴨神社 ⼆葉葵

懐
石
料
理


