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第
一
項 

日
本
料
理
の
起
源 

 

一 

日
本
料
理
の
は
じ
ま
り 

 

日
本
料
理
の
起
源
は
、
神
に
お
供
え
す
る
食
事
で
あ
る
「*

神
饌
」
で
あ
り
、
神
饌
は 

 
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

太
古
の
時
代
に
は
、生
き
る
た
め
に
食
べ
物
を
採
集
し
調
理
し
て
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、

い
つ
の
日
か
神
へ
の
供
え
物
を
す
る
儀
式
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
文
化
や
信
仰
を
持

っ
た
人
間
が
、
自
然
が
与
え
て
く
れ
る
恵
み
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
行
っ
た

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
々
は
神
が
あ
ら
ゆ
る
生
命
、
自
然
の
恵
み
を
与
え
る
存
在

で
あ
る
と
信
じ
、
感
謝
の
気
持
ち
を
神
へ
の
供
え
物
と
し
て
捧
げ
祈
り
ま
し
た
。 

心
の
こ
も
っ
た
神
饌
を
お
供
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
謝
の
意
を
表
し
、
そ
し
て
祭
礼

の
あ
と
に
「*

直
会
」
と
い
う
儀
式
を
行
い
、
神
饌
を
神
と
共
食
す
る
と
い
う
人
間
独
自
の

行
動
で
、
神
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
ま
し
た
。 

*

神
饌
（
し
ん
せ
ん
） 

神
社

の
神
に
供
え
る
食
事
の
こ
と 

 

し
ん
せ
ん 

 

な
お
ら
い 

 

*

直
会
（
な
お
ら
い
） 

神
事

の
後
に
神
饌
を
さ
げ
、
神
と

同
じ
も
の
を
飲
食
す
る
こ
と

で
神
と
人
と
が
一
体
と
な
る

儀
式
。
神
事
の
特
別
な
状
態

か
ら
平
常
心
に
も
ど
る
「
な

お
り
あ
い
」
の
意
味
が
あ
る
。 
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英
語
で
宗
教
の
こ
と
をreligion

と
い
い
、
そ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
で
神
と
人
間
を
「
再

び
結
び
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
直
会
は
宗
教
の
原
点

と
も
言
え
ま
す
。 

神
へ
の
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
神
饌
は
日
本
料
理
の
は
じ
ま
り
と

い
え
、神
饌
の
う
ち
調
理
さ
れ
た*

熟
饌
か
ら
料
理
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
在
す
る
日
本
料

理
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

神
へ
の
供
え
物
で
あ
る
熟
饌
は
、
季
節
の
食
材
、
調
理
方
法
、
器
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
安
全
性
、
清
潔
感
な
ど
全
て
が
求
め
ら
れ
、
現
代
の
料
理
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。 

ま
た
、
神
と
人
間
、
人
間
同
士
の
連
帯
感
を
も
つ
直
会
は
日
本
料
理
様
式
の
始
ま
り
と

な
り
、
そ
の
形
式
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。 

現
代
に
お
い
て
も
、
家
庭
や
宴
席
に
お
い
て
、
日
本
の
国
土
や
気
候
が
与
え
て
く
れ
る

四
季
折
々
の
自
然
に
、
海
や
山
や
大
地
か
ら
採
れ
る
料
理
の
素
材
に
、
米
や
野
菜
を
作
る

人
に
、
そ
れ
を
料
理
す
る
人
に
、
配
膳
す
る
人
に
、
食
べ
る
人
に
、
一
緒
に
食
す
る
人
に
、

そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
に
か
わ
り
は
あ
り
ま
せ

じ
ゅ
く
せ
ん 

 

し
ん
せ
ん 

 

な
お
ら
い 

 

*

熟
饌
（
じ
ゅ
く
せ
ん
） 

 

神
社
の
神
に
供
え
る
食
事
の

う
ち
、
加
熱
調
理
し
て
実
際

に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

も
の
。 
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ん
。
そ
れ
は
、
日
本
料
理
の
起
源
が
神
饌
と
直
会
に
あ
り
、
相
手
に
対
す
る
「
感
謝
の
こ

こ
ろ
」
は
料
理
に
だ
け
で
は
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。 

  

▲
伊
勢
神
宮
で
は
二
十
年

に
一
度
社
殿
の
建
替
え
が

行
わ
れ
て
お
り
、
御
造
営

の
開
始
に
際
し
て
は
、
作

業
の
安
全
を
祈
っ
て
「
木

造
始
祭
」
の
祭
儀
が
執
り

行
わ
れ
る
。
写
真
は
伊
勢

神
宮
の
外
宮
に
お
い
て
、

木
造
始
祭
の
祭
儀
の
の
ち

に
行
わ
れ
る
饗
膳
の
儀
。 

  

▼
饗
膳
は
白
木
机
で
供
さ

れ
る
。
写
真
中
央
は
高
盛

り
の
御
飯
。 

写
真
提
供
「
神
宮
司
庁
」 

伊
勢
神
宮 
木
造
始
祭
の
あ
と
の
饗
膳
の
儀 

 
こ
づ
く
り
は
じ
め
さ
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第
一
項 

日
本
料
理
作
法
の
こ
こ
ろ 

 

一 

求
道
の
精
神 

 

日
本
の
文
化
に
は
古
来
よ
り
道
を
究
め
る
と
い
っ
た 

「
求
道
の
精
神
」
が
あ
り
ま
す
。
茶
道
、
華
道
、
書
道
、 

武
道
な
ど
の
道
の
教
え
は
、
日
本
文
化
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
人
格
や
日
常
生
活
の
質
を
高
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

私
た
ち
は
そ
の
道
を
、*
所
作
や
姿
勢
な
ど
の
決
め
事
の
修
練
や
鍛
錬
の
積
み
重
ね
に
よ
り

究
め
て
い
き
ま
す
。 

「
求
道
の
精
神
」
に
は
共
通
し
て
、「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」
と
い
う
相
手
に
対
す

る
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
が
あ
り
、
無
形
の
こ
こ
ろ
の
文
化
と
言
え
ま
す
。 

こ
の
「
求
道
の
精
神
」
は
、
日
本
の
食
文
化
に
お
い
て
も
、*

庖
丁
道
、*

食
礼
な
ど
の

日
本
料
理
作
法
の
中
に
生
き
て
お
り
ま
す
。「
食
べ
る
」
こ
と
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
不

*

所
作
（
し
ょ
さ
） 

そ
の
場

に
応
じ
て
の
た
ち
ふ
る
ま

い
。
茶
道
や
礼
儀
作
法
だ
け

で
は
な
く
能
や
歌
舞
伎
、
日

本
舞
踊
な
ど
で
も
使
わ
れ
る

こ
と
ば
。 
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可
欠
な
毎
日
の
行
為
で
す
が
、
人
間
は
他
の
生
物
と
は
違
い
、
そ
こ
に
「
食
事
作
法
の
文

化
」
を
見
出
し
、
そ
の
作
法
は
他
人
と
食
事
を
す
る
場
面
で
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
食
事
の
作
法
は
、
ど
こ
か
に
通
っ
て
習
う
も
の
で
は
な
く
、
躾
や
毎
日
の
生
活
、

こ
こ
ろ
が
け
に
よ
り
自
然
と
身
に
つ
け
て
い
く
も
の
で
す
。 

  二 

「
作
法
」
と
「
こ
こ
ろ
」 

 

で
は
何
故
、
所
作
や
姿
勢
な
ど
の
決
め
事
（
作
法
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
道
を
究

め
る
こ
と
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
、
決
ま
っ
た
所
作
や
姿
勢
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味

を
理
解
し
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 
内
面
で
あ
る
「
こ
こ
ろ
」（
感
謝
・
思
い
や
り
・

や
さ
し
さ
）
が
磨
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
磨
か
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
が
再
び
「
作
法
」
へ

と
宿
り
循
環
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
美
し
い
「
こ
こ
ろ
」
と
「
作
法
」
が
完
成
さ
れ
て
い

*

食
礼 

食
事
の
礼
儀
作
法 

*

庖
丁
道 

日
本
料
理
の
流

派
は
平
安
時
代
か
ら
始
ま
る

と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
料

理
に
関
す
る
作
法
、
故
実
（
昔

の
法
例
や
儀
式
の
規
定
・
慣

例
な
ど
）、
調
理
法
な
ど
の
こ

と
で
、
庖
丁
と
い
う
最
も
頻

用
す
る
調
理
器
具
を
象
徴
し

て
呼
ば
れ
る
。 

 『
職
人
尽
歌
合
』（
模
本
）
部
分 

（
七
十
一
番
職
人
歌
合
） 

東
京
国
立
博
物
館
蔵 

Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp/ 

し
つ
け 

ひ

と 
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く
の
で
す
。 

一
家
団
欒
、
親
族
の
集
ま
り
、
宴
席
な
ど
の
食
事
の
場
面
で
は
、
お
互
い
の
理
解
を
深

め
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
た
め
の
機
会
を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
作

法
」
が
互
い
の
「
こ
こ
ろ
」
を
通
わ
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。 

作法 

こころ

四
條
司
家
で
祝
う
人
日
の
節
供
（
一
月
七
日
） 

だ
ん
ら
ん 
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一 

本
膳
料
理 

 

本
膳
料
理
完
成
ま
で
の
流
れ 

本
膳
料
理
の
起
源
は
、
神
前
に
供
え
る
神
饌
と
、
そ
れ
を
下
げ
て
い
た
だ
く
直
会
に
あ

り
ま
す
。
入
手
し
た
食
料
を
た
だ
調
理
し
て
食
べ
て
い
た
頃
に
は
考
え
る
必
要
の
な
か
っ

た
料
理
様
式
は
、
神
に
神
饌
を
供
え
る
よ
う
に
な
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

が
天
皇
の
食
事
に
反
映
し
、
徐
々
に
公
家
、
貴
族
へ
と
降
り
て
く
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

ま
ず
、
平
安
時
代
に
宮
廷
な
ど
で
行
事
や
饗
応
に
供
さ
れ
る
大
規
模
な
料
理
「
饗
応
膳

料
理
（
大
饗
料
理
）」
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
米
の
飯
を
主
食
と
し
、
副
食
の
菜
を

数
多
く
並
べ
て
食
す
る
も
の
で
、
神
饌
の
様
式
に
似
て
い
ま
す
。
こ
の
数
々
並
べ
る
と
こ

ろ
か
ら
菜
は
お
か
ず
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
饗
料
理
で
は
調
味
料
で
あ
る

四
種
器
が
目
の
前
に
置
か
れ
て
お
り
、
生
物
・
干
物
な
ど
を
好
き
な
よ
う
に
味
付
け
し
て

食
す
る
と
い
う
形
式
で
し
た
。 

そ
の
後
、
大
饗
料
理
な
ど
の
公
家
の
仕
来
り
を
取
り
入
れ
、
室
町
時
代
に
、
武
家
の
儀

し
ん
せ
ん 

 

な
お
ら
い 

 

だ
い
き
ょ
う 

 

Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp/ 

『
年
中
行
事
絵
巻
（
模
本
） 

大
臣
家
大
饗
』
部
分 

東
京
国
立
博
物
館
蔵 
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式
料
理
「*

式
正
料
理
」
が
確
立
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
武
家
社
会
に
は
公
家
の
よ
う
な
も

て
な
し
の
様
式
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
武
家
が
公
家
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ

た
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。そ
の
確
立
に
は*

有
職
故
実
に
詳
し
い
庖
丁
流
派
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。 

そ
れ
が
そ
の
後
洗
練
さ
れ
、
左
手
前
に
飯
、
右
手
前
に
汁
、
右
向
こ
う
に
膾
な
ど
の
仕

来
り
の
整
っ
た
「*

本
膳
料
理
」
と
な
り
、
正
式
な
日
本
料
理
の
膳
組
み
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

本
膳
料
理
は
日
本
料
理
を
代
表
す
る

も
格
式
の
高
い
料
理
で
す
が
、
儀
式
性
の
強
い

料
理
様
式
で
作
法
も
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
江
戸
後
期
に
は
敬
遠
さ
れ
、
簡
略

化
し
た
「*

袱
紗
料
理
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

現
在
で
は
一
部
の
冠
婚
葬
祭
の
際
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

本
膳
料
理
は
、
質
素
で
「
侘
び
」
を
重
視
す
る
茶
懐
石
と
は
対
極
に
あ
る
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。 

 

*

式
正
料
理
（
し
き
し
ょ
う
り

ょ
う
り
） 
儀
式
の
目
的
、

性
質
な
ど
を
前
提
に
、
厳
格

な
仕
来
り
に
則
っ
て
供
さ
れ

る
儀
式
料
理
の
総
称
。
杯
事

で
あ
る
「
式
の
膳
」（
式
三
献
）

と
儀
式
の
饗
応
料
理
「
饗
の

膳
」
か
ら
な
る
。 

 *

有
職
故
実
（
ゆ
う
そ
く
こ
じ

つ
） 

公
家
や
武
家
の
礼
式

や
仕
来
り
、
故
実
の
こ
と
。 

 *

本
膳
料
理 

元
々
は
式
正

料
理
の
饗
の
膳
に
出
る
一
の

膳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

*

袱
紗
料
理
（
ふ
く
さ
り
ょ
う

り
） 

袱
紗
と
は
簡
略
と
い

う
意
味
。
袱
紗
袴
に
着
替
え

た
時
の
料
理
と
い
う
説
も
あ

る
。 
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物 き 焼 

膳 の 与 

肴 組 
膳 の 五 

汁 

平 口 猪 

膳 の 二 

汁 

り 造 付 小 

膳 の 三 

物 の 香 

汁 飯 

膾 坪 

膳 本 

本
膳
料
理
の
配
膳 

（
三
汁
七
菜
） 
公
家
の
式
三
献
（
式
正
料
理
） 

▲
式
三
献
は
正
式

の
接
待
饗
応
に
用

い
た
も
の
で
、
宴

の

初
に
こ
の
三

献
を
も
っ
て
盃
事

を
し
た
。 

 
写
真
右
か
ら
、 

初
献
（
蒸
し
鮑
、

く
ら
げ
、
梅
干
） 

二
献
（
ふ
な
の
子

つ
き
膾
、
酢
） 

三
献
（
鯉
の
石
畳

（
刺
身
）、
塩
、
酢
） 

し
き
し
ょ
う 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
項 

季
節 

 

一 

二
十
四
節
気 

 

二 

雑
節 

 

三 

五
節
供
（
五
節
句
） 

第
四
回 

歳 

時 
 

目 

次 

17   7   2   1 

第
二
項 

季
節
の
言
葉 

 

一 

正
月
の
言
葉 

 

二 

春
の
言
葉 

 

三 

夏
の
言
葉 

 

四 

秋
の
言
葉 

 

五 

冬
の
言
葉 

 

六 

食
の
季
語 

 

45      42   38   36   34   28   27 



 2 

第
一
項 

季
節 

 

一 

二
十
四
節
気 

 

二
十
四
節
気
は
、
紀
元
前
七
世
紀
頃
に
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
季
節
区
分

法
で
、
影
が
最
長
と
な
る
冬
至
を
基
準
に
、
次
の
冬
至
ま
で
の
一
太
陽
年
（
実
際
の
一
年
）

を
二
十
四
等
分
し
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
の
節
気
は
十
五
日
間
に
な
り
ま
す
。 

二
十
四
節
気
は
、
各
月
の
前
半
に
あ
た
る
部
分
を
「
節
気
・
正
節
・
節
」
な
ど
と
い
い
、

後
半
に
あ
た
る
部
分
を
「
中
気
・
中
」
と
い
い
ま
す
。 

二
十
四
節
気
は
、「
二
至
二
分
（
冬
至
・
夏
至
、
春
分
・
秋
分
）」
と
、
そ
の
中
間
点
の

「
四
立
（
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
）」
を
合
わ
せ
た
「
八
節
」
を
柱
と
し
て
成
立
し
て

お
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
は
季
節
を
あ
ら
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

に

じ

ゅ

う

し

せ

っ

き 

 

に

し

に

ぶ

ん 

 

し

り

つ 

 



 3 

              

二十四節気 

春 

秋 
夏 冬 

春分 

立春 立夏 

冬至 夏至 

立冬 立秋 

秋分 

清明 
穀雨 

小満 

芒種 

小暑 

大暑 

処暑 
白露 寒露 

霜降 

小雪 

大雪 

小寒 

大寒 

雨水 
啓蟄 

地球から見た太陽の動き 

Ｎ 

夏至 

Ｎ 

冬至 

Ｎ 

春分 

Ｎ 

秋分 

地球の公転と自転 
公転：地球は太陽の周りを一年かけて 

一回公転しています。 
自転：地球は一日に一回自転しています。 

 

夏至 

西 

東 

春分 
・ 
秋分 

南 北 

冬至 
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い 

        

江

戸

時

代

の

二

つ

の

時

刻

法 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
定
時
法
】
中
国
伝
来
の
「
十
二
辰
刻
法
」 

 
一
日
を
十
二
辰
刻
に
分
け
る
時
刻
法
で
、
一

辰
刻
（
一
時
・
一
刻
）
に
は
二
時
間
ず
つ
子
・

丑
・
寅
・
卯
・
辰
…
…
と
十
二
支
が
割
り
当
て

ら
れ
ま
し
た
。 

さ
ら
に
一
辰
刻
は
三
〇
分
ご
と
に
分
け
ら

れ
一
刻
と
呼
ば
れ
、
四
刻
で
一
辰
刻
と
な
り
ま

し
た
。 

怪
談
話
で
お
馴
染
み
の
「
草
木
も
眠
る
丑
三

ツ
ど
き
」
と
は
丑
の
辰
刻
（
午
前
一
時
か
ら
三

時
）
の
三
刻
と
な
り
現
在
の
午
前
二
時
頃
と
な

り
ま
す
。 

ま
た
、「
午
前
」「
午
後
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、 

 

し
ん
こ
く
ほ
う 

 

と

き  

し

こ

く 

 

と

き  

午
の
辰
刻
の
前
、
後
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
正

午
」
は
ち
ょ
う
ど
午
の
辰
刻
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

【
不
定
時
法
】
季
節
に
よ
り
一
辰
刻
の
長
さ
が
違
う 

  

江
戸
時
代
、
実
生
活
に
お
い
て
は
不
定
時
法

が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
夜
明
け
と
日

暮
れ
を
基
準
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
明
け
六
ツ
」「
暮

れ
六
ツ
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
境
に
二
時
間
ご
と

に
五
ツ
、
四
ツ
、
そ
の
後
は
九
ツ
、
八
ツ
、
七

ツ
と
呼
ぶ
も
の
で
し
た
。 

江
戸
の
日
本
橋
本
石
町
に
は
「
時
の
鐘
」（
写

真
）
が
設
け
ら
れ
、
一
辰
刻
ご
と
に
鐘
を
鳴
ら 

 

い

っ  

ほ
ん
ご
く 

 

あ  

む  

く  

む  
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辰
刻 

 

刻 

時 

辰
刻 

 

刻 

時 

 

 

 

 
午 前 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12 

四
ツ
半 

四
ツ 

五
ツ
半 

五
ツ 

六
ツ
半 

六
ツ 

七
ツ
半 

七
ツ 

八
ツ
半 

八
ツ 

九
ツ
半 

九
ツ 

九
ツ 
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 

午 巳 辰 卯 寅 丑 子 

正
午 

 

 

 

 
午 後 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 24 

四
ツ
半 

四
ツ 

五
ツ
半 

五
ツ 

六
ツ
半 

六
ツ 

七
ツ
半 

七
ツ 

八
ツ
半 

八
ツ 

九
ツ
半 

九
ツ 

九
ツ 

2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 

子 亥 戌 酉 申 未 午 

正
午 

江
戸
で
最
初
の
「
時
の
鐘
」。
宝
永
八
（
一

七
一
一)

年
に
完
成
。
昭
和
五
年
に
現
在
の

中
央
区
日
本
橋
小
伝
馬
町
の
十
思
公
園

（
じ
ゅ
っ
し
こ
う
え
ん
）
内
に
移
設
さ
れ

て
い
る
。 

 

し
て
と
き
を
知
ら
せ
て
お
り
ま
し

た
。 「

お
や
つ
」
は
午
後
の
八
ツ
ど
き

に
い
た
だ
く
間
食
の
こ
と
で
、
現

在
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
項 

慶
事 

 

一 

婚
礼 

 

二 

帯
祝
い 

 

三 

お
七
夜 

 

四 

お
宮
参
り 

 

五 

食
い
初
め 

 

六 

初
節
供
（
初
節
句
） 

 

七 

七
五
三 

 

八 

賀
寿
の
祝
い 

第
二
項 

祝
い
の
素
材 

 

一 

食
の
素
材 

二 

あ
し
ら
の
素
材 

 

第
五
回 

慶
事
・
弔
事 

 

目 

次 

39 30   29 

26 25 24 22 21 20 18  2   1 

第
三
項 

弔
事 

 

一 

葬
儀 

二 

法
要
（
仏
式
） 

56 48   47 



 4 

（
一
）
結
納 

 

結
納
と
は
、
婚
約
が
成
立
し
た
証
に
両
家
の
間
で
金
銭
や
品
物
を
交
換
す
る
こ
と
、
ま

た
は
そ
の
品
物
の
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
は
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
宴
を
開
く
た
め
に
婿
方

が
持
参
し
た
縁
起
の
よ
い
酒
肴
（
酒
と
料
理
）
や
そ
の
儀
式
の
こ
と
を
い
い
ま
し
た
。 

結
納
の
名
前
の
由
来
は
、
婚
礼
を
申
込
む
「
言
い
入
れ
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
の
ち

に
「
言
納
」、「
結
納
」
と
な
り
、「
ゆ
い
の
う
」
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

結
納
の
作
法
が
婚
礼
制
度
と
し
て
整
え
ら
れ
た
の
は
室
町
か
ら
江
戸
時
代
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
武
家
や
商
人
に
限
ら
れ
て
お
り
、
庶
民
に
ま
で
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

大
正
時
代
頃
で
す
。
婿
方
か
ら
嫁
方
に
対
し
て
納
め
る
結
納
品
は
、
め
で
た
い
意
味
を
持

た
せ
る
た
め
次
第
に
水
引
で
作
っ
た
飾
り
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
結
納
品

へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。 

正
式
な
結
納
は
、
仲
人
を
立
て
、
仲
人
が
両
家
の
間
を
往
復
し
使
者
と
な
り
ま
す
が
、

最
近
で
は
簡
略
化
し
、
両
家
が
一
堂
に
会
し
て
結
納
を
取
り
交
わ
し
た
り
、
仲
人
を
立
て

ず
に
行
う
こ
と
も
増
え
て
い
ま
す
。 

ゆ
い
の
う 

し
ゅ
こ
う 

い
い
い
れ 

ゆ
い
い
れ 
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一
般
に
結
納
品
の
数
は
陰
陽
論
の
陽
数
で
あ
る
奇
数
と
さ
れ
ま
す
が
、
地
域
や
家
に
よ

っ
て
も
異
な
る
た
め
、
事
前
に
話
し
合
い
を
し
準
備
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 〔
主
な
結
納
品
〕（
関
東
式
） 

① 
目
録 

 

結
納
品
の
品
名
と
数
を
記
し
た
も
の
。
関
西
で
は
目
録
は
数
え
ず
「*

結
美

輪
（
指
輪
）」
や
「*

高
砂
人
形
」
が
加
わ
る
。 

② 

長
熨
斗 
熨
斗
あ
わ
び
。
長
く
伸
ば
す
の
で
長
寿
を
あ
ら
わ
す
。
祝
意
の
象
徴
。
現
在

は
紙
の
作
り
物
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

③ 

金
包 

 

新
郎
か
ら
新
婦
へ
の
結
納
金
。
関
東
で
は
御
帯
料
と
呼
ば
れ
、
新
婦
か
ら
新

郎
へ
の
結
納
返
し
（
半
返
し
）
を
御
袴
料
と
呼
ぶ
。
関
西
で
は
主
に
新
郎
か

ら
新
婦
へ
の
み
贈
ら
れ
、
小
袖
料
、
御
帯
地
料
、
宝
金
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。 

 
 
 
 
 

 

尚
、関
東
で
は
新
郎
側
と
新
婦
側
が
ほ
ぼ
同
格
の
結
納
品
を
贈
り
合
う
こ
と

か
ら
「
結
納
を
取
り
交
わ
す
」
と
言
い
、
関
西
で
は
主
に
新
郎
側
か
ら
新
婦

側
へ
贈
る
の
で
「
結
納
を
納
め
る
」
と
表
現
さ
れ
る
。 

も
く
ろ
く 

*

結
美
輪
（
ゆ
び
わ
） 

婚
約

指
輪 

 *

高
砂
人
形
（
た
か
さ
ご
に
ん

ぎ
ょ
う
） 

謡
曲
「
高
砂
」

の
松
の
精
（
相
生
（
あ
い
お

い
）
の
松
）
で
あ
る
尉
（
じ

ょ
う
）
と
姥
（
う
ば
）
を
映

し
た
能
人
形
。
年
老
い
共
に

白
髪
に
な
る
ま
で
仲
睦
ま
じ

く
と
の
願
い
を
込
め
て
添
え

ら
れ
る
。
尉
は
福
を
か
き
集

め
る
と
い
う
熊
手
を
、
姥
は

邪
気
を
払
う
と
い
う
ほ
う
き

を
持
っ
て
い
る
。 

な

が

の

し 

の

し 

き
ん
ぽ
う 

お
ん
お
び
り
ょ
う 

お
ん
は
か
ま
り
ょ
う 

こ
そ
で
り
ょ
う 

お
ん
お
び
じ
り
ょ
う 

ほ
う
き
ん 
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④ 

末
広
（
寿
恵
広
） 

一
対
の
白
い
扇
子
。
末
広
が
り
の
幸
せ
、
家
内
繁
栄
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
白
は
清
純
、
潔
白
を
表
す
。 

⑤ 

友
志
良
賀 

白
い
麻
糸
。
麻
の
よ
う
に
強
い
絆
で
結
ば
れ
、
と
も
に
白
髪
に
な
る
ま
で

添
い
遂
げ
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

⑥ 
子
生
婦 

昆
布
。
繁
殖
力
の
強
い
昆
布
に
あ
や
か
り
子
孫
繁
栄
を
祈
る
。「
よ
ろ
こ
ぶ
」

の
掛
け
言
葉
で
も
あ
り
縁
起
を
か
つ
い
で
い
る
。 

⑦ 

寿
留
女 
す
る
め
。長
期
保
存
が
で
き
る
こ
と
か
ら
幾
久
し
く
幸
せ
に
と
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
噛
む
ほ
ど
に
味
の
あ
る
夫
婦
に
と
の
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
る
。 

⑧ 

勝
男
武
士
（
松
魚
節
） 
鰹
節
。
男
性
の
力
強
さ
の
象
徴
。 

⑨ 

家
内
喜
多
留（
柳
樽
） 

杉
や
桧
樽
の
酒
樽
。家
内
円
満
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
は
酒
肴
料
と
し
て
現
金
を
包
む
こ
と
が
多
い
。 

  

七
品
の
場
合
は
⑧
・
⑨
が
、
五
品
の
場
合
は
⑥
～
⑨
が
略
さ
れ
ま
す
。 

す
え
ひ
ろ 

と

も

し

ら

が 

こ

ん

ぶ 

す

る

め 

か

つ

お

ぶ

し 

や

な

ぎ

だ

る 

ま
つ
う
お
ぶ
し 
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謡

曲

「

高

砂

（

た

か

さ

ご

）
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

能
「
高
砂
」
は
、
室
町
初
期
の
猿
楽
（
能
）
師
で

あ
る
世
阿
弥
が
作
り
上
げ
た
、
美
し
い
詞
章
と
舞
の

あ
る
作
品
で
す
。
古
式
ゆ
か
し
い
祝
言
で
祝
言
曲
と

し
て
よ
く
謡
わ
れ
た
謡
曲
で
す
。 

 

【
あ
ら
す
じ
】 

九
州
阿
蘇
神
社
の
神
主
が
播
磨
（
兵
庫
県
）
高
砂

の
浦
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
老
夫
婦
が
現
れ
、

松
の
木
陰
を
掃
き
清
め
ま
す
。
二
人
は
神
主
に
、
高

砂
の
松
と
住
吉
（
大
阪
府
）
の
松
は
相
生
の
松
、
た

と
え
離
れ
て
い
て
も
互
い
に
心
が
通
い
合
え
ば
万
里

の
道
も
遠
く
な
い
と
説
き
ま
す
。
そ
し
て
自
分
達
は

高
砂
・
住
吉
の
松
の
精
で
あ
る
と
打
ち
明
け
、
小
舟

に
乗
っ
て
消
え
て
行
き
ま
す
。 

 

神
主
も
ま
た
、
舟
を
出
し
住
吉
を
め
ざ
し
ま

す
。（
こ
の
時
『
高
砂
や
…
』
と
始
ま
る
。） 

 【
詞
章
】 

高
砂
や 

こ
の
浦
舟
に 

帆
を
上
げ
て 

こ
の
浦
舟
に
帆
を
上
げ
て 

月
も
ろ
と
も
に 

出
汐
の 

波
の
淡
路
の
島
か
げ
や 

遠
く
鳴
尾
の
沖
過
ぎ
て 

は
や
住
の
江
に 

着
き
に
け
り 

は
や
住
の
江
に 

着
き
に
け
り 

四
海
波
静
か
に
て 

国
も
治
ま
る
時
つ
風 

枝
を
鳴
ら
さ
ぬ 

御
代
な
れ
や 

あ
ひ
に
相
生
の
松
こ
そ 

め
で
た
か
れ 

げ
に
や
仰
ぎ
て
も 

事
も
疎
か
や 

か
か
る
代
に
住
め
る 

民
と
て
豊
か
な
る  

君
の
恵
み
ぞ 

あ
り
が
た
き 

君
の
恵
み
ぞ 

あ
り
が
た
き 

さ
る
が
く 

 

ぜ

あ

み 

 

し
し
ょ
う 

 

ま
い  

あ
い
お
い 

 

い
で
し
お 

 

な

く

お 

 

し

か

い 

 

と
き 

 

み

よ  

お
ろ 

 

よ 

 

う
ら
ふ
ね 

 




