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《
11
月
の
レ
シ
ピ
》

朝
晩
気
温
が
下
が
り
、空
気
も
乾
燥
し
て
風
邪
を
ひ
き
や

す
い
時
期
で
す
。
食
欲
の
秋
な
の
で
、旬
の
食
材
を
食
べ
て

し
っ
か
り
栄
養
つ
け
ま
し
ょ
う
！

鮭
の
幽
庵
焼
き（
４
人
分
）

生
鮭
４
切
れ
、ゆ
ず
輪
切
り
１
／
２
、漬
け
ダ
レ（
水
１
０

０
㏄
、料
理
酒
２
０
０
㏄
、濃
口
１
５
０
㏄
、み
り
ん
50
㏄
）

① 

漬
け
ダ
レ
を
鍋
で
一
度
沸
騰
さ
せ
て
、バ
ッ
ト
や
タ
ッ

　

 

パ
ー
で
冷
ま
す
。

② 

①
に
鮭
を
入
れ
て
ゆ
ず
を
並
べ
、上
に
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー

　

 

パ
ー
を
の
せ
て
４
０
分
ほ
ど
お
い
て
漬
け
込
む
。

③ 

フ
ラ
イ
パ
ン
に
サ
ラ
ダ
油
を
ひ
き
、②
を
取
り
出
し
て

　

 

汁
を
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
押
さ
え
て
フ
ラ
イ
パ
ン
に

　

 

並
べ
て
蓋
を
閉
め
て
４
〜
５
分
両
面
焼
き
色
が
つ
く
よ

　

 

う
に
焼
く
。＊
焦
げ
な
い
よ
う
に
注
意
！

☆
鮭
に
含
ま
れ
る
ア
ス
タ
キ
サ
ン
チ
ン
や
Ｄ
Ｈ
Ａ
な
ど
の

栄
養
成
分
に
は
、美
容
や
健
康
に
効
果
的
な
も
の
が
多
い

で
す
。

免
疫
力
Ｕ
Ｐ
、記
憶
力
Ｕ
Ｐ
、老
化
防
止
に
効
果
的
で
す
！

健
康
レ
シ
ピ
　
栄
養
士  

　
　 

國
松
美
也
子

　

バ
ル
サ
ミ
コ
は
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
調
味
料
の
一
つ

で
、日
本
で
は
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
と
も
呼
ば
れ
ブ
ド
ウ
を
原

料
と
し
た
黒
酢
で
す
。
そ
の
始
ま
り
は
１
０
０
０
年
以
上

前
と
言
わ
れ
、モ
デ
ナ
の
王
侯
貴
族
の
間
で
ひ
そ
か
に
造

ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ
秘
伝
の
味
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
熟
成

の
若
い
物
は
酸
味
。
古
い
も
の
は
甘
味
が
特
徴
で
す
。
鎮
静

剤
や
鎮
痛
剤
、薬
用
と
し
て
評
価
が
高
く
、ま
た
媚
薬
と
し

て
も
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
ブ
ド
ウ
品
種
は
主
に
ワ
イ
ン
と

同
じ
く
ト
レ
ッ
ビ
ア
ー
ノ（
ア
ル
マ
ニ
ャ
ッ
ク
と
コ
ニ
ャ

ッ
ク
の
原
料
）を
主
に
用
い
、大
鍋
に
移
さ
れ
50
〜
70
％
に

な
る
ま
で
煮
詰
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
オ
ー
ク
や
ク
リ
な

ど
の
木
樽
で
熟
成
さ
れ
ま
す
が
長
期
熟
成
を
す
る
と
最
終

的
に
１
％
ほ
ど
し
か
残
ら
ず
、１
０
０
㏄
の
小
瓶
で
３
万

円
以
上
す
る
非
常
に
高
価
な
バ
ル
サ
ミ
コ
に
変
貌
し
ま
す
。

　

し
か
し
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
は
更
に
高
価
な
50
年
熟
成
、

１
０
０
年
熟
成
も
秘
蔵
バ
ル
サ
ミ
コ
と
し
て
保
管
し
て
い

ま
す
。

常
楽
臺
住
職  

今
小
路 

覚
真

《
バ
ル
サ
ミ
コ
》　   　

   

イ
タ
シ
ョ
ク
　
福
村
直

《
若
い
つ
も
り
で
…
》

　

つ
く
づ
く
体
力
の
衰
え
を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
は
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
の
駅
構
内
で
あ
ろ
う
と
、

混
雑
を
極
め
た
四
条
河
原
町
や
新
京
極
の
雑
踏
の
真
っ
只

中
に
あ
っ
て
も
、
周
り
の
人
に
歩
い
て
追
い
越
さ
れ
る
こ

と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

む
し
ろ
人
を
掻
き
分
け
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
く
ぐ
り

抜
け
る
よ
う
に
し
て
追
い
越
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

　

ウ
ィ
ン
ド
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
で
立
ち
止
ま
っ
た
り
、

ゆ
っ
く
り
足
を
進
め
て
い
る
人
が
邪
魔
に
感
じ
た
り
し
て

い
ま
し
た
。

　

所
用
が
あ
っ
て
自
宅
か
ら
Ｊ
Ｒ
京
都
駅
ま
で
歩
き
ま
し

た
。
１
㎞
た
ら
ず
で
す
が
、
道
は
比
較
的
人
通
り
が
あ
り

ま
し
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
普
段
通
り
の
歩
幅
で
、
速

度
で
歩
い
て
い
ま
し
た
。

　

一
人
、
二
人
と
わ
た
し
は
追
い
越
さ
れ
ま
し
た
。
お
や
、

と
意
識
し
て
歩
む
速
度
を
少
し
あ
げ
ま
し
た
。
ま
た
次
ぎ

次
ぎ
と
追
い
越
さ
れ
、
前
の
人
に
追
い
つ
こ
う
と
歩
を
進

め
ま
し
た
が
、
逆
に
離
れ
て
い
く
ば
か
り
で
し
た
。
年
を

重
ね
る
こ
と
を
し
み
じ
み
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
居
宣
長
さ
ん
は「
情（
こ
こ
ろ
）」の
曖
昧
な
不
安
定
な
感
き

（
う
ご
き
）を
知
って
い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
本
当
に
納
得
さ
せ

て
く
れ
た
の
は『
源
氏
物
語
』で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

『
源
氏
物
語
』は「
ひ
と
の
情（
こ
こ
ろ
）の
あ
る
や
う
を
記
し
」、「
く

も
り
な
き
鏡
に
う
つ
し
て
、
む
か
ひ
た
ら
む
が
ご
と
く
に『
も
の
の
あ

は
れ
』を
記
し
て
い
る
」と
言
って
い
ま
す
。

　
こ
の
迫
真
性
が『
源
氏
物
語
』に
よ
る
開
眼
だ
っ
た
の
で
す
が
、
自

分
の
不
安
定
な
情（
こ
こ
ろ
）の
う
ち
に
動
揺
し
た
り
、
人
々
の
言

動
か
ら
ひ
と
の
情（
こ
こ
ろ
）の
不
安
定
を
推
知
し
た
り
し
て
い
る
普

通
の
世
界
の
他
に「
ひ
と
の
情（
こ
こ
ろ
）の
あ
る
や
う
」を一挙
に
ま

ざ
ま
ざ
と
直
知
さ
せ
る
世
界
が
宣
長
さ
ん
に
啓
示
さ
れ
た
の
で
す
。

　

宣
長
さ
ん
は「
ひ
と
の
情（
こ
こ
ろ
）の
あ
る
や
う
」（
揺
れ
る
こ
こ

ろ
）が
直
に
心
眼
に
映
じ
て
く
る「
道
」が
あ
る
と
も
言
って
い
ま
す
。

宣
長
さ
ん
は
こ
の
感
く（
う
ご
く
）情（
こ
こ
ろ
）を
見
る
心
眼
を
獲

得
し
た
の
で
す
が
こ
の
心
眼
を
獲
得
す
る「
道
」が
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
ま
す
。

《『
揺
れ
る
情（
こ
こ
ろ
）』通
信
⑰
》

　

東
洋
と
西
洋
を
結
ぶ
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
を
横
断
す
る
重
要
な
交
易
路
で
す
。古
来
、

多
く
の
人
や
物
資
が
往
来
し
、そ
の
要
衝
に
は
多
彩

な
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。

　

本
展
は
２
０
１
４
年
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
、中
国
国
外

で
初
め
て
行
わ
れ
る
大
規
模
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

展
覧
会
で
、中
国
の
洛
陽
、西
安
、蘭
州
、敦
煌
、新
疆

地
域
な
ど
で
発
見
さ
れ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
遺
宝

を
紹
介
し
ま
す
。

　

金
銀
宝
飾
品
、青
銅
器
、ガ
ラ
ス
、陶
磁
器
、壁
画
、

絵
画
、染
織
、経
典
、仏
像
な
ど
、日
本
初
公
開
を
含

む
約
２
０
０
点
の
作
品
を
通
し
て
そ
の
悠
久
の
歴

史
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

京
都
文
化
博
物
館

《
世
界
遺
産 

大
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
展
》

11
月
23
日
〜
R
7
年
2
月
2
日

稲
荷
山
武
田
病
院
院
長
　
土
屋
宜
之
／
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
緩
和
ケ
ア
創
設
者

　

以
前
、後
白
河
法
皇
に
天
台
声
明
を
伝
授
し
た
家
寛
の

話
を
書
い
た
。
彼
が
天
台
声
明
初
の
譜
面
集
を
編
纂
し
て
、

院
に
献
上
し
た
の
は
西
暦
一
一
七
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
当
時
は
譜
面
が
あ
っ
て
も
、あ
く
ま
で
メ
モ
程
度

の
も
の
に
す
ぎ
ず
、師
匠
か
ら
唱
え
方
を
伝
授
さ
れ
、身

に
つ
け
な
け
れ
ば
正
し
く
唱
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
口
伝
重
視
で
声
明
の
音
曲
が
伝
え
ら
れ
た
当

時
、そ
の
音
曲
は
伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
変
化

し
て
い
っ
た
。
家
寛
の
声
明
集
編
纂
か
ら
わ
ず
か
六
十
年

ほ
ど
で
、大
原
流
は
古
流
と
新
流
と
い
う
二
つ
の
流
派
に

分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、湛
智
の

提
唱
す
る
新
流
が
大
原
に
残
り
、古
流
は
青
蓮
院
を
中
心

と
し
て
細
々
と
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
も
度
々
こ
う
し

た
分
裂
が
繰
り
返
さ
れ
て
現
代
の
天
台
声
明
に
繋
が
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

《
大
原
流
声
明
雑
話
㉒
》　
實
光
院
住
職 

天
納
玄
雄


