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京
都
に
「
わ
ら
ん
じ
や
」
と
い
う
有
名
な
料
理
屋
が
あ
っ
て
、
こ
こ
の
家
で
は
近
頃
ま
で
客
間
に
電

灯
を
と
も
さ
ず
、
古
風
な
燭し

ょ
台く

だ
いを
使
う
の
が
名
物
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
と
し
の
春
、
久
し
ぶ
り
で
行

っ
て
み
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
行あ

ん
灯ど

ん
式
の
電
灯
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
か
ら
こ
う
し
た
の

か
と
聞
く
と
、
去
年
か
ら
こ
れ
に
い
た
し
ま
し
た
、
蠟ろ

う
燭そ

く
の
灯
で
は
あ
ま
り
暗
す
ぎ
る
と
お
っ
し
ゃ
る

お
客
様
が
多
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
た
し
ま
し
た
が
、

や
は
り
昔
の
ま
ま
の
ほ
う
が
よ
い
と
お
っ
し
ゃ
る
お
方
に
は
、
燭
台
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
言
う
。

で
、
せ
っ
か
く
そ
れ
を
楽
し
み
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
燭
台
に
替
え
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
時

私
が
感
じ
た
の
は
、
日
本
の
漆
器
の
美
し
さ
は
、
そ
う
い
う
ぼ
ん
や
り
し
た
薄
明
か
り
の
中
に
置
い
て

こ
そ
、
初
め
て
ほ
ん
と
う
に
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
わ
ら
ん
じ
や
」
の
座
敷
と
い
う

の
は
四
畳
半
ぐ
ら
い
の
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
茶
席
で
あ
っ
て
、
床
柱
や
天
井
な
ど
も
黒
光
り
に
光
っ
て
い

る
か
ら
、
行
灯
式
の
電
灯
で
も
も
ち
ろ
ん
暗
い
感
じ
が
す
る
。
が
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
暗
い
燭
台
に
改

め
て
、
そ
の
穂
の
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ま
た
た
く
陰
に
あ
る
膳
や
椀わ

ん
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
れ
ら
の
塗
り
物

の
沼
の
よ
う
な
深
さ
と
厚
み
と
を
持
っ
た
つ
や
が
、
全
く
今
ま
で
と
は
違
っ
た
魅
力
を
帯
び
出
し
て
く

1�

2�

＊＊
＊

陰い
ん

翳え
い

礼ら
い

讃さ
ん�

谷た
に

崎ざ
き

潤じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

一
郎

る
の
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
漆
と
い
う
塗
料
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
塗
っ
た
器
物

の
色
沢
に
愛
着
を
覚
え
た
こ
と
の
偶
然
で
な
い
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
友
人
サ
バ
ル
ワ
ル
君
の
話
に
、

イ
ン
ド
で
は
現
在
で
も
食
器
に
陶
器
を
使
う
こ
と
を
卑
し
み
、
多
く
は
塗
り
物
を
用
い
る
と
い
う
。
わ

れ
わ
れ
は
そ
の
反
対
に
、
茶
事
と
か
、
儀
式
と
か
の
場
合
で
な
け
れ
ば
、
膳
と
吸
い
物
椀
の
ほ
か
は
ほ

と
ん
ど
陶
器
ば
か
り
を
用
い
、
漆
器
と
い
う
と
、
や
ぼ
く
さ
い
、
雅
味
の
な
い
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
採
光
や
照
明
の
設
備
が
も
た
ら
し
た
「
明
る
さ
」
の
せ
い
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
事
実
、「
闇
」
を
条
件
に
入
れ
な
け
れ
ば
漆
器
の
美
し
さ
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
っ
て

い
い
。
今
日
で
は
白
漆
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
で
き
た
け
れ
ど
も
、
昔
か
ら
あ
る
漆
器
の
肌
は
、
黒
か
、

茶
か
、
赤
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
幾
重
も
の
「
闇
」
が
堆
積

し
た
色
で
あ
り
、
周
囲
を
包
む
暗
黒
の
中
か
ら
必
然
的
に

生
ま
れ
出
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
派
手
な
蒔ま

き
絵え

な
ど

を
施
し
た
ピ
カ
ピ
カ
光
る
蠟
塗
り
の
手
箱
と
か
、
文
台
と

か
、
棚
と
か
を
見
る
と
、
い
か
に
も
ケ
バ
ケ
バ
し
く
て
落

ち
着
き
が
な
く
、
俗
悪
に
さ
え
思
え
る
こ
と
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
も
し
そ
れ
ら
の
器
物
を
取
り
囲
む
空
白
を
真
っ
黒

な
闇
で
塗
り
潰
し
、
太
陽
や
電
灯
の
光
線
に
代
え
る
に
一

点
の
灯
明
か
蠟
燭
の
明
か
り
に
し
て
み
た
ま
え
、
た
ち
ま

1

＊＊
＊

3�

	

燭
台
　
蠟
燭
を
立
て
て
火
を

と
も
す
台
。

�	

行
灯
　
木
や
竹
の
枠
に
紙
を

1�2�
貼
り
、
中
に
油
皿
を
据
え
て

火
を
と
も
す
照
明
具
。

�

1	

「
偶
然
で
な
い
」
と
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
。

	

蒔
絵
　
金
粉
・
銀
粉
・
螺ら

鈿で
ん

な
ど
で
、
漆
器
の
表
面
に
絵

模
様
な
ど
を
描
く
工
芸
。

3�
〈
発
揮
〉〈
茶
席
〉〈
色
沢
〉

＊
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い

＊
雅
味
の
な
い

江戸時代の蒔絵（尾
お
形
がた
光
こう
琳
りん
「八
やつ
橋
はし
蒔絵硯

すずり
箱
ばこ
」）

谷
崎
潤
一
郎　

一
八
八
六

（
明
治
一
九
）
─
一
九
六
五

（
昭
和
四
○
）
年
。
小
説
家
。

東
京
都
生
ま
れ
。
耽た

ん
美び

的
世

界
を
描
い
て
文
名
を
得
、
後

に
古
典
文
化
に
傾
倒
し
た
。

作
品
に
『
刺し

青せ
い

』『
春
琴
抄
』

『
細さ

さ
め
ゆ
き雪』

な
ど
の
ほ
か
、『
源

氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
が
あ

る
。
こ
の
文
章
は
一
九
三
三

年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、

本
文
は
「
谷
崎
潤
一
郎
全

集
」
第
二
〇
巻
に
よ
っ
た
。
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ち
そ
の
ケ
バ
ケ
バ
し
い
も
の
が
底
深
く
沈
ん
で
、
渋
い
、
重
々
し
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
古

い
に
し
えの
工

芸
家
が
そ
れ
ら
の
器
に
漆
を
塗
り
、
蒔
絵
を
画か

く
時
は
、
必
ず
そ
う
い
う
暗
い
部
屋
を
頭
に
置
き
、
乏

し
い
光
の
中
に
お
け
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
の
に
違
い
な
く
、
金
色
を
贅ぜ

い
沢た

く
に
使
っ
た
り
し
た
の
も
、
そ

れ
が
闇
に
浮
か
び
出
る
具
合
や
、
灯
火
を
反
射
す
る
加
減
を
考
慮
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り

金
蒔
絵
は
明
る
い
所
で
一
度
に
ぱ
っ
と
そ
の
全
体
を
見
る
も
の
で
は
な
く
、
暗
い
所
で
い
ろ
い
ろ
の
部

分
が
と
き
ど
き
少
し
ず
つ
底
光
り
す
る
の
を
見
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
豪
華
絢け

ん
爛ら

ん
な
模

様
の
大
半
を
闇
に
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
言
い
知
れ
ぬ
余
情
を
催
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ

の
ピ
カ
ピ
カ
光
る
肌
の
つ
や
も
、
暗
い
所
に
置
い
て
み
る
と
、
そ
れ
が
と
も
し
火
の
穂
の
ゆ
ら
め
き
を

映
し
、
静
か
な
部
屋
に
も
お
り
お
り
風
の
お
と
ず
れ
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
、
そ
ぞ
ろ
に
人
を
瞑め

い
想そ

う
に

誘
い
込
む
。
も
し
あ
の
陰
鬱
な
室
内
に
漆
器
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
な
ら
、
蠟
燭
や
灯
明
の
醸
し
出

す
怪
し
い
光
の
夢
の
世
界
が
、
そ
の
灯
の
は
た
め
き
が
打
っ
て
い
る
夜
の
脈み

ゃ
搏く

は
くが
、
ど
ん
な
に
魅
力
を

減
殺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は
、
畳
の
上
に
幾
す
じ
も
の
小
川
が
流
れ
、
池
水
が
た

た
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
一
つ
の
灯
影
を
こ
こ
か
し
こ
に
と
ら
え
て
、
細
く
、
か
そ
け
く
、
ち
ら
ち

ら
と
伝
え
な
が
ら
、
夜
そ
の
も
の
に
蒔
絵
を
し
た
よ
う
な
綾あ

や
を
織
り
出
す
。
け
だ
し
食
器
と
し
て
は
陶

器
も
悪
く
な
い
け
れ
ど
も
、
陶
器
に
は
漆
器
の
よ
う
な
陰
翳
が
な
く
、
深
み
が
な
い
。
陶
器
は
手
に
触

れ
る
と
重
く
冷
た
く
、
し
か
も
熱
を
伝
え
る
こ
と
が
早
い
の
で
熱
い
も
の
を
盛
る
の
に
不
便
で
あ
り
、

そ
の
上
カ
チ
カ
チ
と
い
う
音
が
す
る
が
、
漆
器
は
手
ざ
わ
り
が
軽
く
、
柔
ら
か
で
、
耳
に
つ
く
ほ
ど
の

＊＊
＊

2

音
を
立
て
な
い
。
私
は
、
吸
い
物
椀
を
手
に
持
っ
た
時
の
、
手
の
ひ
ら
が
受
け
る
汁
の
重
み
の
感
覚
と
、

生
あ
た
た
か
い
温ぬ

く

味み

と
を
何
よ
り
も
好
む
。
そ
れ
は
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
の
ぷ
よ
ぷ
よ
し
た
肉
体

を
支
え
た
よ
う
な
感
じ
で
も
あ
る
。
吸
い
物
椀
に
今
も
塗
り
物
が
用
い
ら
れ
る
の
は
全
く
理
由
の
あ
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
陶
器
の
入
れ
物
で
は
あ
あ
は
い
か
な
い
。
第
一
、
蓋
を
取
っ
た
時
に
、
陶
器
で
は
中
に
あ

る
汁
の
身
や
色
合
い
が
皆
見
え
て
し
ま
う
。
漆
器
の
椀
の
い
い
こ
と
は
、
ま
ず
そ
の
蓋
を
取
っ
て
、
口

に
持
っ
て
い
く
ま
で
の
間
、
暗
い
奥
深
い
底
の
ほ
う
に
、
容
器
の
色
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
液
体
が
音

も
な
く
よ
ど
ん
で
い
る
の
を
眺
め
た
瞬
間
の
気
持
ち
で
あ
る
。
人
は
、
そ
の
椀
の
中
の
闇
に
何
が
あ
る

か
を
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
汁
が
ゆ
る
や
か
に
動
揺
す
る
の
を
手
の
上
に
感
じ
、
椀
の
縁
が

ほ
ん
の
り
汗
を
か
い
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
湯
気
が
立
ち
昇
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
湯
気

が
運
ぶ
匂
い
に
よ
っ
て
口
に
含
む
前
に
ぼ
ん
や
り
味
わ
い
を
予
覚
す
る
。
そ
の
瞬
間
の
心
持
ち
、
ス
ー

プ
を
浅
い
白
ち
ゃ
け
た
皿
に
入
れ
て
出
す
西
洋
流
に
比
べ
て
な
ん
と
い
う
相
違
か
。
そ
れ
は
一
種
の
神

秘
で
あ
り
、
禅
味
で
あ
る
と
も
言
え
な
く
は
な
い
。

　
私
は
、
吸
い
物
椀
を
前
に
し
て
、
椀
が
か
す
か
に
耳
の
奥
へ
沁し

む
よ
う
に
ジ
イ
と
鳴
っ
て
い
る
、
あ

の
遠
い
虫
の
音
の
よ
う
な
お
と
を
聴
き
つ
つ
こ
れ
か
ら
食
べ
る
も
の
の
味
わ
い
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
時
、

い
つ
も
自
分
が
三
昧
境
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
る
の
を
覚
え
る
。
茶
人
が
湯
の
た
ぎ
る
お
と
に
尾お

の
上え

の
松
風

を
連
想
し
な
が
ら
無
我
の
境
に
入
る
と
い
う
の
も
、
恐
ら
く
そ
れ
に
似
た
心
持
ち
な
の
で
あ
ろ
う
。
日

3

4�

5�

6�

＊＊
＊

2	

「
夜
そ
の
も
の
に
蒔
絵
を
し

た
よ
う
な
」
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。

3	

「
そ
れ
」
は
何
を
さ
す
か
。

	

禅
味
　
世
俗
を
離
れ
た
枯
淡

な
趣
。

	

三
昧
境
　
物
事
に
没
頭
し
て

い
る
忘
我
の
境
地
。

	

尾
上
　
兵
庫
県
加か

古こ

川が
わ
市
の

加
古
川
河
口
東
岸
の
地
名
。

尾
上
神
社
境
内
の
松
で
知
ら

れ
る
。
歌
枕
の
一
つ
。

4�5�6�
〈
反
射
〉〈
減
殺
〉〈
灯
影
〉

＊
余
情
を
催
す

＊
無
我
の
境
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本
の
料
理
は
食
う
も
の
で
な
く
て
見
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
う
場
合
、
私
は
見
る
も
の
で

あ
る
以
上
に
瞑
想
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
お
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
、
闇
に
ま
た
た
く
蠟
燭
の
灯
と
漆

の
器
と
が
合
奏
す
る
無
言
の
音
楽
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
漱そ

う
石せ

き
先
生
は
『
草
枕
』
の
中
で
羊よ

う
羹か

ん

の
色
を
賛
美
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
え
ば
あ
の
色
な
ど
は
や
は
り
瞑
想
的
で
は
な

い
か
。
玉ぎ

ょ
くの
よ
う
に
半
透
明
に
曇
っ
た
肌
が
、
奥
の
ほ
う
ま
で
日
の
光
を
吸
い
取
っ
て
夢
み
る
ご
と
き

ほ
の
明
る
さ
を
含
ん
で
い
る
感
じ
、
あ
の
色
合
い
の
深
さ
、
複
雑
さ
は
、
西
洋
の
菓
子
に
は
絶
対
に
見

ら
れ
な
い
。
ク
リ
ー
ム
な
ど
は
あ
れ
に
比
べ
る
と
な
ん
と
い
う
浅
は
か
さ
、
単
純
さ
で
あ
ろ
う
。
だ
が

そ
の
羊
羹
の
色
合
い
も
、
あ
れ
を
塗
り
物
の
菓
子
器
に
入
れ
て
、
肌
の
色
が
辛
う
じ
て
見
分
け
ら
れ
る

暗
が
り
へ
沈
め
る
と
、
ひ
と
し
お
瞑
想
的
に
な
る
。
人
は
あ
の
冷
た
く
滑
ら
か
な
も
の
を
口
中
に
含
む

時
、
あ
た
か
も
室
内
の
暗
黒
が
一
個
の
甘
い
塊
に
な
っ
て
舌
の
先
で
と
け
る
の
を
感
じ
、
ほ
ん
と
う
は

そ
う
う
ま
く
な
い
羊
羹
で
も
、
味
に
異
様
な
深
み
が
添そ

わ
る
よ
う
に
思
う
。
け
だ
し
料
理
の
色
合
い
は

ど
こ
の
国
で
も
食
器
の
色
や
壁
の
色
と
調
和
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
料

理
は
明
る
い
所
で
白
っ
ち
ゃ
け
た
器
で
食
べ
て
は
た
し
か
に
食
欲
が
半
減
す
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ

が
毎
朝
食
べ
る
赤
味み

噌そ

の
汁
な
ど
も
、
あ
の
色
を
考
え
る
と
、
昔
の
薄
暗
い
家
の
中
で
発
達
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
私
は
あ
る
茶
会
に
呼
ば
れ
て
味
噌
汁
を
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
い
つ

も
は
な
ん
で
も
な
く
食
べ
て
い
た
あ
の
ど
ろ
ど
ろ
の
赤
土
色
を
し
た
汁
が
、
お
ぼ
つ
か
な
い
蠟
燭
の
明

か
り
の
下
で
、
黒
漆
の
椀
に
よ
ど
ん
で
い
る
の
を
見
る
と
、
実
に
深
み
の
あ
る
、
う
ま
そ
う
な
色
を
し
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て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
醬し

ょ
油う

ゆ
な
ど
に
し
て
も
、
上
方
で
は
刺
し
身
や
漬
物
や
お
ひ
た
し
に
は

濃
い
口
の
「
た
ま
り
」
を
使
う
が
、
あ
の
ね
っ
と
り
と
し
た
つ
や
の
あ
る
汁
が
い
か
に
陰
翳
に
富
み
、

闇
と
調
和
す
る
こ
と
か
。
ま
た
白
味
噌
や
、
豆
腐
や
、
蒲か

ま
鉾ぼ

こ
や
、
と
ろ
ろ
汁
や
、
白
身
の
刺
し
身
や
、

あ
あ
い
う
白
い
肌
の
も
の
も
、
周
囲
を
明
る
く
し
た
の
で
は
色
が
引
き
立
た
な
い
。
第
一
飯
に
し
て
か

ら
が
、
ぴ
か
ぴ
か
光
る
黒
塗
り
の
飯め

し
櫃び

つ
に
入
れ
ら
れ
て
、
暗
い
所
に
置
か
れ
て
い
る
ほ
う
が
、
見
て
も

美
し
く
、
食
欲
を
も
刺
激
す
る
。
あ
の
、
炊
き
た
て
の
真
っ
白
な
飯
が
、
ぱ
っ
と
蓋
を
取
っ
た
下
か
ら

温
か
そ
う
な
湯
気
を
吐
き
な
が
ら
黒
い
器
に
盛
り
上
が
っ
て
、
一
粒
一
粒
真
珠
の
よ
う
に
か
が
や
い
て

い
る
の
を
見
る
時
、
日
本
人
な
ら
誰
し
も
米
の
飯
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
考
え
て

く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
料
理
が
常
に
陰
翳
を
基
調
と
し
、
闇
と
い
う
も
の
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

に
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

	

漱
石
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参
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九
〇
六
年
発
表
の
作
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4	

「
瞑
想
的
」
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。

7�
〈
合
奏
〉〈
賛
美
〉〈
基
調
〉

●
理
解
●
─	

⑴
筆
者
が
論
じ
る
「
漆
器
」（
一
五
二
・
８
）
と
「
陶
器
」（
一
五
三
・
３
）
と
の
違
い
は
何
か
、
整
理
し
な
さ
い
。

⑵「
蒔
絵
を
画
く
時
」（
一
五
四
・
２
）
に
「
金
色
を
贅
沢
に
使
」（
同
・
３
）
う
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

⑶「
吸
い
物
椀
」（
一
五
五
・
１
）
の
魅
力
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

⑷「
日
本
料
理
」（
一
五
六
・
12
）
の
色
彩
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。


