
【
精
進
料
理
を
研
究
す
る
僧
侶
の
会
】

私
た
ち
は
天
台
宗
、
真
言
宗
、
曹
洞
宗
、
浄
土
真
宗
な
ど

様
々
な
宗
派
の
僧
侶
が
集
ま
り
、

日
々
精
進
料
理
を
研
究
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。

亡
き
人
と
の
ご
縁
に
導
か
れ
て
集
う
ご
法
事
の
場
。

仏
さ
ま
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ
、

皆
で
ひ
と
つ
の
食
卓
を
囲
む
ひ
と
と
き
を

心
安
ら
か
に
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
こ
め
て
、

こ
の
精
進
弁
当
を
作
り
ま
し
た
。

現
代
の
皆
さ
ま
に
も
美
味
し
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る

味
付
け
も
こ
だ
わ
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

ƀ



࣌

ƃ

【
も
ど
き
料
理
】

精
進
料
理
で
は
肉
や
魚
を
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
誕
生
し
た
の
が
、
も
ど
き
料
理
。

お
寺
で
も
使
っ
て
よ
い
食
材
で
、
肉
や
魚
に
似
せ
た
料
理
を
作
り
ま
す
。

鰆
の
て
り
や
き
も
ど
き
や
お
寿
司
の
上
の
卵
も
ど
き
が
そ
れ
で
す
。

【
見
立
て
料
理
】

日
本
の
料
理
に
は
、
自
然
の
風
景
や
花
鳥
風
月
を
器
の
中
で
表
現
す
る

見
立
て
料
理
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

五
つ
の
野
菜
の
色
を
、
仏
教
寺
院
に
掲
げ
ら
れ
る

緑
・
黄
・
赤
・
白
・
紫
の
仏
旗
に
見
立
て
て
い
ま
す
。

【
旬
の
食
材
】

素
材
の
恵
み
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
飽
き
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
料
理
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

季
節
の
炊
合
せ
や
季
節
野
菜
の
ア
ガ
ー
寄
せ
な
ど
、

多
く
の
料
理
で
旬
の
食
材
を
使
っ
て
い
ま
す
。

ぶ
っ
き

季
節
の
炊
合
せ

精
進
麩
の
空
也
蒸

精
進
ち
ら
し
寿
司

精
進
出
汁
椀

白
和
え

酢
の
物

刺
身
こ
ん
に
ゃ
く

季
節
野
菜
の
ア
ガ
ー
寄
せ

プ
ル
ル
ン
里
芋

信
田
巻

鰆
て
り
や
き
も
ど
き

天
ぷ
ら
盛
合
せ

き
の
こ
コ
ロ
ッ
ケ
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精

進

料

理

と

は

「
仏
事
で
食
べ
る
和
食
の
野
菜

料
理
」
と
い
っ
た
印
象
の
あ
る

〝
精
進
料
理
〞
に
つ
い
て
の
お
話
。

イ
ン
ド
仏
教
で
は
、
僧
侶
は
午
前

中
に
托
鉢
に
出
か
け
、
各
家
庭
で

出
た
朝
食
の
残
り
物
を
布
施
し

て
も
ら
い
、
正
午
ま
で
に
食
し
終

え
ま
す
。
こ
れ
は
暑
い
地
域
に
お

け
る
食
中
毒
対
策
で
、
残
し
た
食

事
を
午
後
に
食
べ
る
こ
と
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
水
分
と
持
病
薬
は
正
午

以
降
も
口
に
で
き
ま
す
。
と

言
っ
て
も
、
固
形
物
の
フ
ル
ー

ツ
を
丸
か
じ
り
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
わ
ざ
わ
ざ
絞
り
汁

を
漉
す
の
で
す
。

ま
た
、
一
般
家
庭
の
残
り
物
で
す

か
ら
、
肉
や
魚
が
入
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
後
に
禁
止
さ
れ
ま
す

が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
は
、
僧

侶
で
あ
る
自
分
に
布
施
さ
れ
る

た
め
に
殺
さ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
、
あ
り
が
た
く
頂
き
ま
し

た
。
一
方
、
野
菜
で
も
ニ
ン
ニ

ク
、
ニ
ラ
、
ネ
ギ
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ

と
い
っ
た
ネ
ギ
の
仲
間
全
般
は

五
辛
／
五
葷
と
呼
ば
れ
、
臭
気
が

修
行
の
妨
げ
に
な
る
、
あ
る
い
は

怒
り
や
淫
欲
を
増
幅
さ
せ
る
こ

と
か
ら
病
者
以
外
の
摂
取
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
時
代
を
経
て
大
乗
仏

教
の
伝
わ
っ
た
日
本
で
は
、
思

想
的
に
動
物
全
般
と
五
辛
が
禁

止
さ
れ
、
和
食
と
相
互
に
影
響

を
与
え
合
い
な
が
ら
発
展
し
ま

す
。
昨
今
は
他
ジ
ャ
ン
ル
の
調

理
法
も
取
り
込
み
つ
つ
、
多
様

な
形
に
な
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
〝
精
進
〞
と
は
、

「
心
身
を
清
め
、
仏
道
修
行
に

励
む
」
こ
と
を
指
し
ま
す
の

で
、
仏
道
を
歩
む
者
の
在
り
か

た
が
問
わ
れ
、
〝
精
進
料
理
〞

と
呼
ぶ
と
き
に
は
、「
仏
道
を

歩
む
者
の
在
り
か
た
に
適
っ
た

料
理
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

生
ま
れ
ま
す
。

私
た
ち
が
、
仏
事
の
際
に
精
進

料
理
を
食
べ
る
の
は
、
食
事
を

通
し
て
心
身
を
清
め
、
仏
の
道

に
触
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
す
。

つ

く

る

�
イ
ン
ド
仏
教
で
は
戒
律
で
禁
止
さ
れ
た
僧
侶
に
よ
る
調
理
。

唐
代
中
国
の
禅
宗
で
は
、
様
々
な
事
情
か
ら
、

む
し
ろ
仏
道
修
行
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
、

道
元
禅
師
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
ま
し
た
。

仏
教
の
精
神
を
忘
れ
ず
、
て
い
ね
い
且
つ
無
駄
な
く

食
材
を
活
か
し
つ
く
そ
う
と
心
に
思
い
、

実
際
の
行
動
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

食

べ

る

�
イ
ン
ド
仏
教
以
来
、
仏
教
の
戒
律
に
は
、
布
施
さ
れ
た
食
事
の
受
け
か
た
の
作
法
、

お
唱
え
ご
と
、
ま
た
実
際
の
食
事
作
法
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、

日
本
の
仏
教
で
も
各
宗
派
で
そ
れ
ぞ
れ
実
践
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
最
も
体
系
化
さ
れ
て
い
る
曹
洞
宗
の
作
法
で
は
、

「
食
事
中
は
姿
勢
を
正
す
」「
箸
や
器
は
必
ず
両
手
で
扱
う
」

「
喋
ら
な
い
、
音
を
立
て
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

し
ん

く
ん




