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日
本
人
は
菜
食
民
族

よ
く
、
日
本
人
は
魚
食
の
民
族
だ
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
に
は
疑
問

を
抱
い
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
準
菜
食
民
族
で
、
庶
民
は

と
き
ど
き
し
か
魚
を
食
べ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

東
南
ア
ジ
ア
も
東
ア
ジ
ア
も
、
菜
食

型
で
す
。
米
と
か
雑
穀
と
い
っ
た
穀
物

を
中
心
に
し
て
、
野
菜
を
食
べ
る
の
が

基
本
で
す
。
少
し
余
裕
が
出
て
く
る
と
、

魚
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

全
国
お
し
な
べ
て
日
本
人
が
魚
食
民

に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
30
年
代
︵
１
９

５
５
〜
︶
。
そ
し
て
、
昭
和
45
年
ぐ
ら

い
を
境
に
し
て
魚
離
れ
を
し
て
肉
嗜
好
、

脂
嗜
好
へ
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
み

ん
な
が
豊
か
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

日
本
が
魚
食
文
化
を
持
っ
た
、
そ
の

わ
ず
か
15
年
間
は
、
流
通
が
急
速
に
発

達
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
冷

凍
の
技
術
は
、
世
界
一
番
と
い
っ
て
も

い
い
ぐ
ら
い
の
レ
ベ
ル
に
達
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。

縄
文
以
来
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
石
器

時
代
か
ら
の
ご
馳
走
で
あ
っ
た
の
は

﹁
生
食
﹂
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
解
凍
す

れ
ば
刺
身
で
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
日
本
の
冷
凍
技
術
を
高
め
た
。
そ

し
て
、
冷
凍
、
冷
蔵
し
て
い
く
技
術
は

ア
イ
ヌ
の
文
化
か
ら
き
て
い
る
の
で
す
。

準
菜
食
民
俗
の
憧
れ
　
魚
食
文
化

日
本
人
の
生
食
嗜
好

奥村彪生
おくむらあやお

伝承料理研究家

1937年和歌山県生まれ。自ら料理人としての経験をふまえ、日
本をはじめ世界の伝承料理を研究する。飛鳥・奈良時代から明
治・大正時代の料理の復元や、伝承料理の記録のために多くの
著書を著す。料理スタジオ「道楽亭」主宰。1994年食生活文化
賞、2001年和歌山県より文化功労賞を受賞。
主な著書に『聞き書・ふるさとの家庭料理　全20巻』（農山漁
村文化協会 2002）、『万宝料理秘密箱ー江戸の名著「万宝料理
秘密箱」より』（ニュートンプレス 2003）、『おくむらあやおふ
るさとの伝承料理前期（全7巻）』、『おくむらあやお ふるさとの
伝承料理後期（全6巻）』（農山漁村文化協会2006）ほか。

﹁
魚
離
れ
﹂
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、

回
転
寿
司
と
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
刺
身
コ
ー
ナ
ー
は
盛
況
の
様
子
で
、

日
本
人
の
魚
食
文
化
が
、
少
し
偏
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

日
本
人
の
生
食
へ
の
憧
れ
は
、
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
。

﹁
日
本
人
は
本
来
、
準
菜
食
民
族
﹂
と
い
う
奥
村
彪
生
さ
ん
に
、

そ
の
ル
ー
ツ
を
ひ
も
解
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

日本の魚食文化１

アイヌの系譜

３

日
本
の
魚
食
文
化
１
　

ア
イ
ヌ
の
系
譜

日
本
の
魚
食
文
化
を
語
る
に
は
、
３

つ
の
大
き
な
系
譜
が
あ
り
ま
す
。

１
つ
は
北
の
文
化
。
縄
文
の
こ
ろ
ま

で
遡
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け

ど
、
ア
イ
ヌ
食
文
化
で
す
。

こ
の
人
た
ち
は
﹁
無
調
理
﹂
﹁
無
調

味
﹂
で
し
た
。
四
季
の
恵
み
で
、
暮
ら

し
を
成
り
立
た
せ
る
。
し
か
も
、
必
要

以
外
の
も
の
は
採
ら
な
い
。
鮭
も
、
次

に
魚
が
捕
れ
る
ま
で
の
期
間
に
必
要
な

分
だ
け
捕
っ
て
保
存
し
ま
し
た
。

石
狩
川
の
ア
イ
ヌ
集
落
の
調
査
を
し

た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
の
首

長
さ
ん
が
言
い
ま
し
た
。
石
狩
川
を
鮭

が
遡
上
し
て
く
る
と
、
そ
の
背
中
を
踏

み
な
が
ら
向
こ
う
岸
に
渡
っ
た
っ
て
。

調
査
に
行
っ
た
の
は
、
も
う
20
年
ぐ
ら

い
前
の
こ
と
で
す
。

私
は
や
っ
ぱ
り
、
今
の
日
本
人
は
捕

り
過
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
も
一
網

打
尽
に
し
て
、
い
る
も
の
以
外
は
破
棄

し
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
す
。

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
必
要
な
分
だ

け
を
捕
り
ま
す
。
そ
し
て
捕
っ
た
ら
ば
、

一
物

い
ち
ぶ
つ

全
体
を
余
す
所
な
く
食
べ
る
。
捨

て
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
チ
チ
タ
ッ
プ
と

い
う
ん
で
す
が
、
内
臓
、
鰓

え
ら

、
頭
を
叩

い
て
食
べ
る
。
今
で
言
う
、﹁
た
た
き
﹂

で
す
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
食
べ
ま
す
。

鮭
な
ら
皮
ま
で
使
用
す
る
。
皮
で
靴

も
つ
く
る
、
服
も
つ
く
る
。
義
務
教
育
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に
な
っ
て
小
学
校
に
行
っ
た
と
き
、
鮭

の
皮
で
つ
く
っ
た
靴
を
履
い
て
い
き
、

脱
い
で
お
い
た
ら
犬
が
く
わ
え
て
走
っ

て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

革
靴
を
食
べ
る
シ
ー
ン
は
チ
ャ
ッ
プ

リ
ン
の
映
画
﹃
黄
金
狂
時
代
﹄
︵
１
９

２
５
︶
に
も
あ
っ
た
け
ど
、
﹁
鮭
の
皮

で
つ
く
っ
た
靴
は
履
け
な
く
な
る
と
焼

い
て
食
べ
た
﹂
と
首
長
さ
ん
が
言
っ
て

い
ま
し
た
。
煮
溶
か
せ
ば
、
煮
こ
ご
り

に
も
な
る
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
ア
イ
ヌ
に
は
、
煙
で
い
ぶ

す
調
理
法
が
あ
り
ま
す
。
鰹
節
は
元
禄

︵
１
６
８
８
〜
︶
以
後
で
す
か
ら
、
暮

ら
し
の
た
め
に
薫
製
の
文
化
を
持
っ
た

の
は
、
日
本
で
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
だ

け
で
す
。

鮭
は
海
を
回
遊
し
て
川
に
帰
っ
て
く

る
と
寄
生
虫
が
い
る
か
ら
、
基
本
的
に

生
で
は
食
べ
な
い
で
薫
製
に
し
ま
す
。

生
で
食
べ
て
い
る
の
は
、
海
水
産
。
捕

れ
た
場
所
に
よ
っ
て
加
工
の
使
い
分
け
、

食
べ
分
け
を
し
て
い
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
凍
ら
せ
て
融

か
し
な
が
ら
食
べ
る
﹁
ル
イ
ベ
﹂
で
す
。

ル
イ
ベ
と
い
う
の
は
、
融
か
す
と
い
う

意
味
な
ん
で
す
よ
。
冷
凍
の
ま
ま
切
っ

て
出
す
の
は
、
ル
イ
ベ
と
は
言
い
ま
せ

ん
。ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
に
は
、
農
耕
の
技

術
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
江
戸
中
期
以

降
は
多
少
、
粟
を
つ
く
っ
て
ま
す
よ
。

こ
の
粟
で
お
か
ゆ
を
炊
い
て
ま
す
。
そ

こ
に
筋
子
を
入
れ
る
わ
け
で
す
。
チ
ュ

ポ
ロ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
、
う
ま

い
。あ

と
は
、
頭
と
か
骨
と
か
で
鍋
に
す

る
。
山
で
採
っ
て
き
た
山
菜
や
キ
ノ
コ

を
入
れ
て
煮
込
む
汁
鍋
。
オ
ハ
ウ
と
い

い
ま
す
。

捕
っ
た
魚
の
保
存
の
仕
方
は
、
素
干

し
か
冷
凍
か
薫
製
の
３
つ
で
す
。
そ
し

て
一
切
塩
を
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
の
魚
食
文
化
２
　

琉
球
の
系
譜

沖
縄
は
南
の
文
化
。
亜
熱
帯
で
、
海

が
穏
や
か
で
暖
か
い
で
す
か
ら
、
魚
は
、

ぼ
や
ー
っ
と
浮
い
て
い
れ
ば
い
い
。
脂

肪
も
必
要
な
い
し
、
身
は
締
ま
っ
て
い

ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
魚
の
身
は
、
ほ
と
ん
ど
潰

し
て
、
崩
し
に
し
ま
す
。
カ
マ
ブ
ク
、

揚
げ
蒲
鉾
の
こ
と
で
す
。
気
温
が
高
い

の
で
、
熱
を
か
け
て
雑
菌
の
繁
殖
を
抑

え
て
い
る
ん
で
す
。

ま
あ
、
お
そ
ら
く
揚
げ
蒲
鉾
の
技
術

は
中
国
の
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。
中
国

で
は

と
い
う
ん
で
す
ね
。
中
国
・

福
建
省
と
か
、
タ
イ
と
か
、
あ
の
辺
は

全
部
共
通
で
す
。
沖
縄
で
は
チ
キ
揚
げ

と
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
薩
摩
に
入
っ
て

薩
摩
揚
げ
、
長
崎
で
は
揚
げ
カ
マ
ブ
ク
、

大
阪
に
き
て
天
ぷ
ら
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
魚
食
文
化
３
　

中
の
系
譜

残
る
は
、
本
州
・
四
国
・
九
州
で
す
。

こ
れ
を
中
の
文
化
と
い
う
。
日
本
型
食

文
化
と
い
う
の
は
、
本
州
・
四
国
・
九

州
を
結
ぶ
列
島
型
の
食
文
化
を
い
い
ま

す
。
北
と
南
は
抜
い
て
い
る
ん
で
す
。

日本人の生食嗜好

日本の魚食文化２

琉球の系譜

日本の魚食文化３

中の系譜

こ
こ
で
も
や
は
り
、
一
番
の
ご
馳
走

は
刺
身
で
す
。

飛
鳥
、
奈
良
時
代
は
割
レ

鮮
と
書
い

て
、
返
り
点
を
打
っ
て
い
ま
す
。
ア
ラ

タ
シ
キ
ヲ
サ
ク
と
読
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
日
本
書
紀
で
は
ナ
マ
ス
ツ
ク
ル
と
読

ま
せ
て
い
ま
す
。

実
は
猪
や
鹿
ま
で
生
で
食
べ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
ナ
マ
シ
シ
と
い
う
ん
で
す
。

肉
の
こ
と
を
シ
シ
と
呼
ん
だ
か
ら
、
イ

ノ
シ
シ
︵
猪
ノ
シ
シ
︶
な
ん
で
す
。
猪

は
イ
ノ
シ
シ
と
一
文
字
で
は
読
め
ま
せ

ん
ね
。
イ
し
か
読
め
な
い
。
カ
ノ
シ
シ

︵
鹿
ノ
シ
シ
︶
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
シ

カ
。
馬
は
禁
止
令
で
ダ
メ
で
し
た
か
ら
、

さ
す
が
に
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。

ナ
マ
シ
シ
が
な
ま
っ
て
ナ
マ
ス
で
、

字
が
無
か
っ
た
の
で
中
国
の
ホ
イ
︵
膾
︶

と
い
う
字
を
借
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
も
と
も
と
は
肉
の
生
を

食
べ
る
こ
と
を
ナ
マ
ス
と
い
っ
た
。
そ

れ
が
魚
に
な
っ
て
野
菜
に
な
っ
た
。
今

は
、
ナ
マ
ス
と
い
っ
た
ら
紅
白

膾
な
ま
す

で

肉
っ
気
な
し
で
す
。

生
食
へ
の
憧
れ

日
本
人
の
生
食
嗜
好
は
、
古
の
絵
画

や
歌
、
風
俗
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
は
、
サ
ヌ
カ
イ

ト
︵
讃
岐
石
︶
を
割
っ
て
つ
く
っ
た
ナ

イ
フ
で
鯛
の
身
を
下
ろ
し
た
痕
が
残
っ

た
骨
が
出
土
し
て
い
ま
す
よ
。
日
本
人

は
、
縄
文
時
代
か
ら
ず
ー
っ
と
生
食
に

憧
れ
て
き
た
民
族
な
ん
で
す
。

我
が
家
の
向
こ
う
に
あ
る
二
上
山

に
じ
ょ
う
ざ
ん

は
、

︵
二ふ

た

上か
み

山や
ま

と
も
い
う
︶
サ
ヌ
カ
イ
ト
の

産
地
で
、
こ
こ
か
ら
全
国
に
運
ん
で
い

ま
す
。
二
上
山
に
子
供
た
ち
と
行
っ
て

実
験
し
ま
し
た
け
ど
、
サ
ヌ
カ
イ
ト
で

つ
く
っ
た
ナ
イ
フ
は
よ
く
切
れ
ま
す
。

万
葉
集
の
中
で
も
鯛
の
刺
身
が
詠
わ

れ
て
い
ま
す
。

醤
酢

ひ
し
お
す

に
蒜

ひ
る

搗つ

き
合か

て
て
鯛

た
い

願ね
が

ふ

吾わ
れ

に
な
見
せ
そ
水
葱

な
ぎ

の
羹

あ
つ
も
の

鯛
の
刺
身
に
ソ
ー
ス
︿﹁
ひ
し
お
す
﹂

醤
と
酢
の
い
わ
ば
二
杯
酢
﹀
と
ス
パ
イ

ス
︿
搗
き
砕
い
た
蒜
を
壷
に
入
れ
て
発

酵
さ
せ
た
も
の
﹀
を
つ
け
て
食
べ
た
い

の
に
、
な
ぎ
︿
水
草
﹀
の
あ
つ
も
の

︿
熱
い
吸
い
物
﹀
か
い
、
つ
ま
ら
ん
な

あ
、
と
い
う
夫
の
嘆
き
で
す
。

安
土
桃
山
の
こ
ろ
に
は
、
活
魚
の
た

め
に
生
け
簀
を
つ
く
っ
て
い
る
記
録
が

あ
り
ま
す
。

江
戸
初
期
に
描
か
れ
た
東
山
遊
楽
図
、

高
雄
の
紅
葉
狩
り
の
屏
風
絵
︵
﹁
洛
中

洛
外
図
﹂
︶
か
ら
は
、
ど
ち
ら
も
板
前

さ
ん
を
連
れ
て
行
っ
て
い
る
様
子
が
わ

か
り
ま
す
。

そ
れ
と
即
席
の
泉
水
、
池
を
つ
く
っ

て
ま
す
ね
。
そ
こ
に
鯉
と
か
フ
ナ
と
か

泳
が
し
て
お
く
。
千
利
休
の
高
弟
が
記

し
た
﹃
山
上
宗
二
記

や
ま
の
う
え
の
そ
う
じ
き

﹄
と
い
う
茶
会
記

に
は
野
点
の
と
き
の
記
録
に

吾
、
に
わ
か
に
泉
水
を
つ
く
り
候

鮎
鮒
放
ち
て
七
五
三
つ
く
る

と
書
い
て
い
ま
す
。
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海
水
魚
で
す
か
ら
寄
生
虫
は
い
な
か

っ
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
た
ま
に
ア
ニ
サ

キ
ス
が
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
生
食

に
は
寄
生
虫
を
殺
す
薬
味
が
必
ず
つ
け

ら
れ
ま
し
た
。
ニ
ン
ニ
ク
も
シ
ョ
ウ
ガ

も
葱
も
臭
い
消
し
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど

が
殺
虫
、
殺
菌
作
用
が
あ
る
も
の
。
ワ

サ
ビ
も
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。
も

し
か
す
る
と
縄
文
時
代
に
も
、
何
か
薬

草
が
使
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

室
町
時
代
か
ら
、
刺
身
に
つ
け
て
食

べ
る
ソ
ー
ス
の
種
類
が
増
え
る
と
と
も

に
、
材
料
に
よ
っ
て
薬
味
も
使
い
分
け

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
番
古
い
料
理
の
流
派
で
あ
る
四
條

流
の
指
南
書
に
は
、
ヒ
ラ
メ
の
刺
身
に

は
ワ
サ
ビ
酢
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
鯛

は
シ
ョ
ウ
ガ
酢
で
す
。
フ
カ
は
カ
ラ
シ

酢
。
鯉
は
泥
酢
と
い
っ
て
カ
ラ
シ
酢
味

噌
の
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
ん
で
す
が
、
梅
干

し
を
使
っ
た
煎い

り
酒
は
お
い
し
い
で
す

よ
。
こ
れ
は
古
酒
と
梅
干
し
と
鰹
節
を

煮
詰
め
て
漉
し
た
も
の
。
非
常
に
お
い

し
い
も
の
で
す
。

だ
か
ら
基
本
的
に
は
、
江
戸
・
元
禄

以
前
ま
で
は
、
刺
身
の
ソ
ー
ス
は
酢
で

す
。
酢
を
使
っ
た
ソ
ー
ス
で
食
べ
な
い

と
、
刺
身
の
本
当
の
お
い
し
さ
は
わ
か

り
ま
せ
ん
よ
。
ト
ロ
な
ん
か
、
酢
味
噌

で
食
べ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
お
い
し
い
か
。

マ
グ
ロ
の
﹁
ぬ
た
﹂
は
、
そ
う
し
た
伝

統
的
な
食
べ
方
の
名
残
な
ん
で
す
。
醤

油
一
辺
倒
は
い
け
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
に
は
大
阪
で
は
海
を
網
で

仕
切
っ
て
、
囲
い
生
簀

い
け
す

を
を
つ
く
り
、

捕
っ
て
き
た
鯛
を
放
っ
て
生
か
し
て
お

い
た
。
江
戸
の
徳
川
家
が
使
う
と
き
に

は
、
舟
生
簀
に
魚
を
入
れ
て
運
ん
で
い

ま
す
。

隅
田
川
の
屋
形
船
は
弁
当
を
持
っ
て

行
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
大
阪
で
は
、
屋

形
船
に
水
屋
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
舟

に
ち
ゃ
ん
と
竃
が
あ
る
、
板
場
も
あ
る
。

舟
の
底
に
は
生
け
簀
を
つ
く
る
。
今
は

ど
ぶ
川
だ
け
れ
ど
、
昔
は
き
れ
い
だ
っ

た
か
ら
、
投
げ
網
を
や
っ
て
い
る
。

芸
者
さ
ん
も
乗
り
込
ん
で
、
ど
ん
ち

ゃ
ん
騒
ぎ
を
し
て
い
ま
す
。
道
頓
堀
を

泳
い
で
い
る
魚
ま
で
浮
か
れ
て
踊
っ
た
、

と
書
い
た
書
物
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
舟
料
理
に
お
い
て
も
、
一
番
は

生
食
な
ん
で
す
。

無
調
味
か
ら
味
つ
き
に

私
の
想
像
で
す
け
ど
、
塩
の
無
か
っ

た
時
代
、
重
要
だ
っ
た
の
は
貝
の
茹
で

汁
で
は
な
い
か
。
貝
は
塩
分
を
含
ん
で

い
る
か
ら
、
煮
詰
め
る
と
か
な
り
濃
縮

さ
れ
て
し
ょ
っ
ぱ
く
な
る
。
そ
し
て
旨

味
も
出
る
。

と
い
う
の
も
、
古
代
、
海
沿
い
に
住

ん
だ
人
々
は
、
茹
で
た
貝
の
身
を
乾
燥

さ
せ
て
、
そ
れ
を
山
に
持
っ
て
行
っ
て

山
の
幸
と
交
換
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

鰹
節
に
も
、
そ
う
い
う
役
割
が
あ
っ

た
。
伊
豆
諸
島
は
、
奈
良
時
代
に
は
既

に
鰹
節
の
産
地
で
、
奈
良
ま
で
運
ん
で

き
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
た
く
さ
ん
出

て
き
た
ひ
ょ
う
た
ん
は
、
煎
汁

い
ろ
り

を
入
れ

て
運
ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

煎
汁
と
い
う
の
は
、
鰹
を
茹
で
た
汁
を

煮
詰
め
た
も
の
。
今
で
い
う
液
体
出
汁

だ
し

の
素
で
す
。

鰹
節
の
煎
汁
も
運
ん
で
い
た
ん
だ
か

ら
、
き
っ
と
貝
を
茹
で
た
汁
も
運
ん
だ

ろ
う
、
と
私
は
思
う
ん
で
す
ね
。
海
水

も
運
ん
で
い
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

刺
身
に
つ
け
て
食
べ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。縄

文
末
期
に
西
日
本
で
塩
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
は
塩
を
つ

け
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
飛
鳥
、
奈

良
時
代
に
な
る
と
、
中
国
か
ら
醤
と
か

未
醤

み
し
ょ
う

︵
味
噌
︶
、
酢
の
製
法
が
入
っ
て

き
ま
し
た
。

当
時
の
酒
は
火
入
れ
し
て
ま
せ
ん
か

ら
、
放
っ
て
お
い
た
ら
酢
に
な
り
ま
す
。

酸
っ
ぱ
く
な
っ
て
る
か
ら
、
﹁
難
酒

か
ら
さ
け

﹂

と
書
い
て
ま
す
。
そ
れ
が
、
う
ま
く
酢

酸
発
酵
す
る
と
﹁
吉
酢

よ
し
ず

﹂
と
書
き
ま
す
。

麹
を
使
っ
た
酒
づ
く
り
は
、
朝
鮮
か
ら

き
た
技
術
で
す
。

料
理
と
薬
味

奈
良
の
平
城
京
か
ら
出
土
し
た
容
器

の
蓋
に
は
、
﹁
味

う
ま
し

も
の
、
料
理
﹂
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
割
レ

鮮
を
﹁
料
理
﹂

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

料
理
の
料
は
正
し
く
計
る
、
正
し
く

見
極
め
る
、
と
い
う
意
味
で
漢
方
薬
の

言
葉
で
す
。
理
は
正
し
く
切
る
、
あ
る

い
は
正
し
く
並
べ
る
と
い
う
意
味
の
中

国
語
な
ん
で
す
。

美
し
く
切
っ
て
、
美
し
く
盛
る
。
そ

の
ま
ま
で
す
ね
、
今
も
。
１
３
０
０
年

変
わ
っ
て
い
な
い
。

鎌
倉
時
代
か
ら
、
そ
れ
を
つ
く
る
人

を
料
理
人
、
そ
し
て
庖
丁
人
と
も
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
す
。
小
さ
な
短
刀
で
、

真
魚

ま
な

箸
を
持
っ
て
切
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
刺
身
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
、

室
町
時
代
か
ら
。

そ
し
て
室
町
時
代
に
な
る
と
、
味
噌
、

醤
油
を
使
っ
て
、
野
菜
や
乾
物
を
煮
炊

き
す
る
中
国
の
調
理
技
術
が
入
り
ま
す
。

こ
れ
を
調
菜
と
い
い
ま
す
。

包
丁
の
技
術
と
調
菜
が
合
体
し
て
、

日
本
料
理
が
誕
生
し
ま
し
た
。

これらの図版から、江戸中期には家庭の台所で、足付き俎板と真魚箸を使
って魚を調理していた様子がわかる。上は刺身包丁、下は出刃包丁か。
上：『女諸礼綾錦 』1772年刊（明和9）、下：『女寿蓬莱台』1819年刊
（文政2）。ともに、東京家政学院大学附属図書館大江文庫所蔵



鰹
も
奈
良
時
代
か
ら
食
べ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
は
カ
ラ
シ
酢
で
食
べ
、
江

戸
時
代
に
な
る
と
火
焼

ほ

や

き
膾
と
い
っ
て
、

表
面
を
火
で
焼
い
て
、
酢
を
振
り
か
け

て
揉
ん
で
ま
す
。
今
﹁
鰹
の
た
た
き
﹂

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
膾
で

し
ょ
う
。

刺
身
の
魚
は
基
本
的
に
は
白
身
。
マ

グ
ロ
を
食
べ
始
め
る
の
は
、
元
禄
以
降

で
す
。

絞
め
方
で
う
ま
さ
を
追
求

う
ま
い
魚
を
食
べ
る
た
め
に
、
日
本

人
は
魚
の
殺
生
の
仕
方
も
研
究
し
て
い

ま
す
。

野
絞
め
と
い
う
の
は
、
釣
っ
た
ま
ま

放
置
し
て
死
ん
だ
魚
。
活
け
絞
め
は
釣

っ
て
す
ぐ
、
延
髄
を
打
っ
て
即
死
と
い

う
か
仮
死
状
態
に
し
て
、
血
を
抜
い
た

も
の
。

同
じ
淡
路
・
岩
屋
の
鯛
で
も
上
手
な

漁
師
が
釣
っ
た
魚
と
下
手
な
漁
師
が
釣

っ
た
魚
で
味
が
違
う
の
は
、
活
け
絞
め

の
技
術
の
善
し
悪
し
に
あ
り
ま
す
。
今

は
圧
縮
空
気
を
入
れ
て
ほ
と
ん
ど
完
全

に
血
を
抜
き
ま
す
か
ら
、
２
日
間
は
鮮

度
を
保
つ
。
だ
か
ら
生
け
簀
で
泳
い
で

い
る
魚
よ
り
活
け
絞
め
の
ほ
う
が
絶
対

に
お
い
し
い
ん
で
す
。

昭
和
の
初
め
に
東
京
の
人
が
書
い
た

本
の
中
に
﹁
活
け
絞
め
﹂
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
こ
の
技
術
は
明

治
の
初
め
こ
ろ
に
は
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
生
で
お
い
し
く
食
べ
る
た

め
に
、
そ
う
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
開
発

さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
私
は
海
外
の
人

に
﹁
日
本
は
魚
場
か
ら
調
理
が
始
ま
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
﹂
と
言
っ
て
い
る
ん

で
す
。

食
文
化
の
伝
承

水
は
化
学
記
号
で
書
け
ば
Ｈ
2

Ｏ
で

す
。
で
も
、
雨
と
な
っ
て
地
に
落
ち
て
、

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
成
分
を
く
っ
つ

け
て
、
流
れ
て
い
く
。
要
す
る
に
水
は

何
で
も
溶
か
す
。
１
杯
の
水
が
人
の
心

も
溶
か
す
ん
で
す
ね
。

出
汁
と
い
う
の
は
、
中
国
か
ら
き
て

い
ま
す
。
ま
あ
、
イ
ン
ド
の
ベ
ジ
タ
リ

ア
ン
は
別
に
し
て
、
だ
い
た
い
大
陸
系

の
出
汁
は
、
肉
類
、
骨
を
使
っ
た
動
物

系
の
も
の
。
日
本
は
精
進
で
は
椎
茸
や

昆
布
で
す
が
、
主
に
海
産
物
を
使
い
ま

す
。美

し
い
水
の
、
何
で
も
溶
か
す
力
が

出
汁
に
な
る
。
そ
の
出
汁
は
、
海●

が
生●

み●

の
親
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
単
な
る

シ
ャ
レ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昆
布
、
鰹
節
、
煮
干
し
、
貝
柱
、
干

し
エ
ビ
と
、
ほ
と
ん
ど
が
海
産
物
で
ア

ミ
ノ
酸
の
旨
味
で
す
。
昆
布
は
グ
ル
タ

ミ
ン
酸
、
鰹
節
は
イ
ノ
シ
ン
酸
、
貝
類

は
コ
ハ
ク
酸
。
こ
の
出
汁
に
、
こ
れ
ま

た
ア
ミ
ノ
酸
た
っ
ぷ
り
の
味
噌
、
醤
油

を
使
っ
て
煮
炊
き
し
た
ら
、
ま
ず
く
な
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る
は
ず
が
な
い
。
ま
ず
い
も
の
だ
っ
て
、

う
ま
く
な
る
。

﹁
お
前
は
棒
ダ
ラ
み
た
い
な
男
だ
﹂

と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
、
あ
の
棒

ダ
ラ
だ
っ
て
う
ま
く
な
る
ん
で
す
。
も

と
は
肥
料
の
身
欠
き
ニ
シ
ン
だ
っ
て
、

あ
れ
ほ
ど
う
ま
く
甘
露
煮
に
す
る
の
は
、

京
料
理
の
技
で
す
ね
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
承
料
理
の
文

化
が
、
い
っ
た
ん
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
母
へ
、
母
か
ら
子

供
へ
と
い
う
家
庭
料
理
、
あ
る
い
は
地

場
の
食
文
化
の
伝
承
が
団
塊
世
代
以
降

途
切
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
る

努
力
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
ま
あ
、
時
代
的
に
も
仕
方
が

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
誰
も
が

都
会
に
憧
れ
て
、
そ
し
て
集
団
就
職
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
で
途
切

れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
人
と
今
の
若

い
お
母
さ
ん
と
で
は
、
食
べ
て
き
た
も

の
が
違
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
辺
り
を
歩
い
て
み
る
と
、
い
ま
だ

に
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す

よ
。こ

の
間
行
っ
た
イ
タ
リ
ア
・
サ
ル
デ

ー
ニ
ャ
島
で
は
、
子
供
た
ち
が
お
母
さ

ん
の
味
を
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
い
で
い
る
。

息
子
は
ね
、
お
父
さ
ん
に
豚
の
潰
し
方

を
教
わ
っ
て
い
る
。

結
局
、
日
本
人
は
伝
え
よ
う
と
し
な

か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
、
戦
争
で
ア
メ
リ
カ
に
負
け

た
の
は
日
本
の
食
べ
物
が
悪
か
っ
た
か

ら
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
一
因

で
す
。
ア
メ
リ
カ
が
強
く
っ
て
、
戦
争

や
経
済
は
リ
ー
ド
し
て
い
る
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
の
食
が
い
い
ん
だ
ろ
う
と
錯
覚

を
抱
い
た
ん
で
す
。

食
文
化
の
伝
承
を
途
切
れ
さ
せ
た
、

も
う
一
つ
の
原
因
は
学
校
給
食
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
誤
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

こ
れ
は
は
っ
き
り
書
い
て
ほ
し
い
ん
で

す
が
、
決
し
て
ア
メ
リ
カ
は
余
剰
農
産

物
の
小
麦
を
日
本
に
押
し
つ
け
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

き
っ
ち
り
と
記
録
は
残
っ
て
い
る
ん

で
す
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
米
と
味
噌
汁
と
お
か

ず
、
﹁
日
本
の
伝
統
食
に
し
な
さ
い
﹂

と
言
っ
て
い
ま
す
。

﹁
そ
れ
を
す
る
と
高
く
つ
く
。
今
、

日
本
に
は
お
金
が
な
い
﹂
と
言
う
日
本

に
対
し
て
﹁
お
金
は
で
き
た
と
き
に
返

し
て
く
れ
た
ら
い
い
﹂
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
申

し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
と

ミ
ル
ク
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、

間
違
い
の
基
が
あ
る
ん
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

し
か
も
学
校
給
食
で
出
さ
れ
る
メ
ニ

ュ
ー
は
、
ど
こ
の
国
の
料
理
か
わ
か
ら

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

私
が
講
演
に
行
っ
た
小
学
校
の
校
長

先
生
は
、
給
食
が
国
際
食
だ
と
自
慢
し

て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
日
本
食
の
価
値

を
見
直
し
て
ほ
し
い
か
ら
、
私
は
﹁
そ

う
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
の
伝
統
食
を
出

し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
お
願
い
し
ま
し
た

が
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ

ン
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
登
場

が
、
こ
れ
ら
の
原
因
に
加
わ
っ
て
、
日

本
の
伝
統
的
な
食
の
衰
退
は
い
っ
そ
う

拍
車
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
よ
く
﹁
欧
米
化
﹂
と
言

い
ま
す
が
あ
れ
は
間
違
い
で
す
。
﹁
ア

メ
リ
カ
化
﹂
で
す
。
ア
メ
リ
カ
化
を
し

す
ぎ
た
の
で
す
。
簡
便
化
を
し
す
ぎ
た
。

た
だ
お
な
か
が
膨
ら
め
ば
い
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
へ
走
り
す
ぎ
た
の
で
す
。

決
し
て
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
が
悪
い
わ

け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
遠
い
所

に
行
く
と
き
に
、
ち
ょ
っ
と
小
腹
を
満

た
す
た
め
の
簡
便
食
と
し
て
存
在
し
た

の
に
、
日
本
で
は
常
食
の
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。
今
は

１
日
１
回
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
を
食
べ
な

い
と
落
ち
つ
か
な
い
、
と
い
う
子
供
ま

で
出
て
き
て
、
日
本
の
食
文
化
を
危
う

く
し
て
い
ま
す
。

食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と

日
本
の
農
村
や
漁
村
に
行
く
と
高
齢

化
が
気
に
な
り
ま
す
が
、
イ
タ
リ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
の
農
村
や
漁
村
に
は
、
若
者

が
ち
ゃ
ん
と
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
自
国
が
農
業
国
に
立

脚
し
た
高
度
経
済
科
学
社
会
で
あ
る
こ

と
を
子
供
に
教
え
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ

り
﹁
食
べ
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
農
林
水



産
業
を
き
ち
ん
と
し
な
く
ち
ゃ
成
り
立

た
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
夏
休
み
に
な

っ
た
ら
、
子
供
が
農
村
に
ス
テ
イ
す
る
。

イ
タ
リ
ア
だ
っ
て
、
そ
う
で
す
ね
。

イ
タ
リ
ア
・
シ
シ
リ
ー
島
は
、
何
と

自
給
率
96
％
。
あ
と
の
４
％
は
、
と
聞

い
た
ら
ア
フ
リ
カ
か
ら
く
る
フ
ル
ー
ツ

く
ら
い
だ
、
と
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
な

く
て
も
大
丈
夫
な
ん
で
す
。

シ
シ
リ
ー
島
で
は
レ
ス
ト
ラ
ン
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
昼
に
食
事
を
す

る
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ホ
テ
ル
に
戻
ら
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
ピ
ザ

屋
と
か
ド
リ
ン
ク
や
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を

売
っ
て
い
る
簡
単
な
店
は
あ
り
ま
す
が
、

レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
の
は
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
料
理
と
い
う
の
は

家
で
食
べ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
思

想
が
根
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
市
場
が
親
子
連
れ
で
い
っ
ぱ

い
で
す
よ
。
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
あ

れ
を
見
て
﹁
お
お
、
生
き
と
る
! !
﹂
と

感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
日
本
は

死
ん
で
い
ま
す
。
人
々
に
活
気
が
な
い
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
う
つ
ろ
な
感
じ

で
す
。

私
は
ト
マ
ト
の
畑
を
見
て
ね
、
ビ
ッ

ク
リ
し
た
。
草
ぼ
う
ぼ
う
で
す
。
日
本

人
は
き
れ
い
好
き
、
整
頓
好
き
。
だ
か

ら
手
を
か
け
す
ぎ
る
ん
で
す
。
気
持
ち

は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
人

件
費
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
あ
ま
り
に
も
、
き
れ
い
事
し

す
ぎ
で
す
。
野
菜
ら
し
く
な
い
。
自
然

ら
し
く
な
い
。
も
う
ち
ょ
っ
と
、
ナ
チ

ュ
ラ
ル
に
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
料

理
屋
の
料
理
も
手
を
か
け
す
ぎ
で
す
。

そ
の
上
、
皿
数
が
多
す
ぎ
ま
す
。
値
段

も
高
す
ぎ
る
。

ほ
と
ん
ど
残
し
て
い
る
か
ら
、
捨
て

る
量
も
も
の
す
ご
い
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ

タ
リ
ア
の
よ
う
に
多
く
て
も
３
皿
で
、

も
っ
と
少
な
く
し
て
も
い
い
。
そ
れ
で

安
く
な
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
日
本
料
理

屋
さ
ん
に
行
き
や
す
く
な
る
。
日
本
料

理
に
親
し
み
や
す
く
な
り
ま
す
ね
。

日
本
は
家
庭
料
理
に
お
い
て
も
皿
数

を
多
く
し
よ
う
、
手
数
を
か
け
よ
う
、

心
を
込
め
よ
う
と
、
精
神
論
を
言
い
す

ぎ
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、
若

い
人
は
お
っ
く
う
に
な
っ
て
、
家
で
料

理
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。

本
当
は
日
本
料
理
ほ
ど
、
簡
単
な
も

の
は
な
い
ん
で
す
。
刺
身
は
切
る
だ
け
、

干
物
は
ち
ょ
っ
と
酒
振
っ
て
、
ク
ッ
キ

ン
グ
ホ
イ
ル
で
包
ん
で
ロ
ー
ス
タ
ー
で

焼
い
た
ら
い
い
。
煮
物
は
、
煮
汁
を
合

わ
し
て
、
煮
立
っ
た
ら
５
分
、
10
分
ほ

ど
放
っ
て
お
い
た
ら
い
い
。

酢
味
噌
や
三
杯
酢
な
ん
か
、
つ
く
っ

て
お
い
て
も
半
年
ぐ
ら
い
傷
み
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
毎
回
毎
回
、
手
を
か
け
て
つ
く

ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
家
庭
料

理
、
伝
統
料
理
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
原

因
な
ん
で
す
。

清
ら
か
に
す
る
文
化

縄
文
の
文
化
は
、
結
局
は
生
食
と
水

で
、
そ
れ
を
生
み
出
す
の
は
森
で
す
。

海
は
森
で
育
っ
て
い
る
ん
で
す
。

逆
川

さ
か
え
が
わ（

潮
位
の
上
昇
や
合
流
先
河
川
の
増
水
な

ど
に
よ
っ
て
、
水
が
逆
流
す
る
こ
と
が
あ
る
河
川
）

の
上
流
に
は
、
ほ
と
ん
ど
ブ
ナ
林
が
あ

り
ま
す
。
山
か
ら
豊
か
な
水
を
川
が
運

ん
で
く
れ
る
。
そ
れ
が
昆
布
を
育
て
て

い
く
栄
養
に
な
る
。
だ
か
ら
利
尻
に
行

っ
た
と
き
に
、
昆
布
漁
を
し
て
い
る
方

は
植
林
を
し
て
い
ま
し
た
。

三
内
丸
山
は
縄
文
人
で
す
が
、
食
べ

方
と
し
て
は
、
ま
ず
は
生
で
、
ア
イ
ヌ

の
人
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。

海
辺
に
住
ん
で
い
た
人
は
、
ほ
ぼ
世

界
的
に
生
で
食
べ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ

が
安
心
で
あ
る
か
、
安
心
で
な
い
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
な
の
で
す
ね
。

村
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
た
と
え

漁
師
町
で
あ
っ
て
も
川
と
結
び
つ
い
て

い
ま
す
。
安
心
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
実
は
水
な

ん
で
す
。

刺
身
を
安
全
に
食
べ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
日
本
は
安
全
で
お
い
し
い
、

清
ら
か
な
水
に
恵
ま
れ
た
か
ら
で
す
。

私
は
、
そ
れ
を
﹁
水
が
い
ざ
な
う
文
化
﹂

だ
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
も
し
、
こ
の
水
が
無
か
っ
た

ら
、
日
本
で
は
生
食
文
化
は
発
展
し
て

い
ま
せ
ん
。

お
茶
に
し
て
も
、
日
本
は
水
が
良
い

か
ら
う
ま
さ
と
茶
の
色
を
求
め
て
い
る
。

中
国
は
水
が
悪
い
か
ら
、
香
り
を
求
め

る
。
色
を
濃
く
、
さ
ら
に
香
り
を
高
く

す
る
。
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
が
、
紅
茶
。

そ
れ
が
イ
ン
ド
に
渡
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
渡
っ
た
ら
、
ミ
ル
ク
が
入
り
、
バ
タ

ー
が
入
り
、
砂
糖
が
入
り
、
レ
モ
ン
が

入
り
、
生
ク
リ
ー
ム
が
入
り
、
ど
ん
ど

ん
厚
化
粧
、
脂
化
粧
に
な
る
。

日
本
で
は
刺
身
で
さ
え
、
氷
水
で
洗

い
ま
す
。
鮎
や
鮒
や
鯉
や
ス
ズ
キ
。

あ
れ
は
、
臭
い
を
消
す
の
と
、
夏
は
暑

い
で
す
か
ら
冷
た
く
し
て
﹁
涼
し
﹂
を

得
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
ピ
ッ
と
撥
ね

た
身
に
涼
感
を
覚
え
る
。
も
ち
ろ
ん
歯

切
れ
も
よ
く
す
る
。
そ
う
い
う
テ
ク
ニ

ッ
ク
で
す
。

魚
と
は
違
う
け
ど
、
揚
げ
た
油
揚
げ

ま
で
わ
ざ
わ
ざ
油
抜
き
を
し
て
。
私
な

8

上：木の実や山菜、果実は、今でも大切な
山の幸だ。
中：健康ブームで、雑穀が見直されている。
下：酢味噌で和えたマグロのぬたも、刺身
の薬味も、実は長い歴史に培われた文化。



9 日本人の生食嗜好

の
伝
統
料
理
を
身
に
つ
け
よ
う
と
い
う

こ
と
で
全
国
を
歩
き
ま
し
た
。
昔
の
文

献
を
闊
歩
し
て
、
伝
承
料
理
研
究
家
と

し
て
今
日
ま
で
き
て
い
ま
す
。

今
﹁
食
育
﹂
な
ん
て
言
っ
て
ま
す
け

ど
、
私
は
あ
の
言
葉
は
嫌
い
で
す
。
だ

か
ら
﹁
食
事

た
べ
ご
と

の
教
育
﹂
と
言
っ
て
ま
す
。

無
駄
を
し
な
い
と
か
、
食
を
大
切
に

す
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
き
た
ら
、
人

を
思
い
や
る
心
が
自
ず
と
出
て
く
る
。

そ
の
上
で
、
食
べ
る
楽
し
さ
を
待
つ
こ

と
が
大
切
。
そ
こ
か
ら
憧
れ
が
生
ま
れ

る
。
憧
れ
が
あ
る
か
ら
、

﹁
う
ま
か
っ
た
！
　
ま
た
、
頑
張
ろ
う
﹂

と
い
う
英
気
が
与
え
ら
れ
る
。

別
に
精
神
論
を
言
う
わ
け
で
は
な
い

け
れ
ど
、
今
の
よ
う
に
モ
ノ
が
あ
ふ
れ

て
い
る
と
、
そ
う
い
う
感
情
が
わ
か
ら

な
く
な
る
。
非
常
に
人
間
の
精
神
が
貧

相
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

心
を
込
め
る
と
い
う
の
は
、
単
に
表

面
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
頭
を
使
っ
て
食

事
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

ん
か
米
ぬ
か
ま
で
入
れ
て
油
抜
き
を
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
結
局
、
脂
の
力
を
借

り
な
く
と
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
の

が
日
本
の
調
理
文
化
だ
か
ら
で
す
。

神
道
は
教
典
が
無
い
ん
で
す
ね
。
も

し
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
﹁
清
ら
か
﹂

の
一
言
で
す
。
清
ら
か
に
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
日
本
が
縄
文
時
代
か
ら
持
ち

続
け
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
神
道
に
通
ず
る

ん
で
す
。

だ
か
ら
日
本
の
食
文
化
は
、
す
べ
て

に
お
い
て
清
ら
か
に
す
る
こ
と
に
通
じ

ま
す
。
盛
り
つ
け
も
配
膳
も
給
仕
も
含

め
て
。
静
々

し
ず
し
ず

と
清
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
、

と
。し

か
し
、
暮
ら
し
の
中
で
あ
ま
り
に

も
水
を
汚
し
て
い
る
。
水
に
は
こ
だ
わ

る
け
れ
ど
、
水
を
汚
す
こ
と
に
は
一
切

気
を
使
っ
て
い
な
い
。

私
は
、
朝
食
の
と
き
に
自
分
で
使
っ

た
皿
を
紙
で
拭
い
て
、
皿
の
真
ん
中
に

水
を
落
と
し
て
ひ
っ
く
り
返
し
て
お
き

ま
す
。
そ
う
し
た
ら
渦
を
巻
き
ま
す
か

ら
、
汚
れ
は
す
ー
っ
と
落
ち
る
。
洗
剤

は
使
わ
な
く
て
い
い
ん
で
す
。

こ
ん
な
こ
と
も
大
学
で
教
え
る
と
、

へ
え
ー
と
感
心
さ
れ
ま
す
。

食
事

た
べ
ご
と

の
教
育

こ
の
間
、
塗
り
箸
で
有
名
な
福
井
県

の
小
浜
の
方
が
来
て
言
い
ま
し
た
。
安

い
箸
は
売
れ
な
く
て
、
何
万
円
も
す
る

の
が
売
れ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
漆
器
は
、

本
当
は
と
て
も
強
い
も
の
で
す
。
そ
れ

な
の
に
10
万
円
の
箸
を
買
っ
た
方
か
ら
、

﹁
洗
っ
た
ら
は
げ
た
﹂
と
苦
情
が
き
ま

し
た
。
食
洗
機
を
使
っ
た
ん
で
す
。
漆

器
は
き
ち
ん
と
手
洗
い
す
る
と
い
う
生

活
の
知
恵
が
、
本
当
に
欠
落
し
て
い
ま

す
。そ

れ
と
、
私
が
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
お

き
た
い
の
は
、
米
が
上
じ
ゃ
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

穀
物
に
上
下
は
な
い
。
そ
し
て
、
貧

し
い
土
地
と
い
わ
れ
て
き
た
、
雑
穀
を

食
べ
て
き
た
地
域
に
住
む
人
が
長
寿
な

の
で
す
。
１
０
０
歳
を
超
え
て
い
る
人

は
、
今
の
日
本
に
３
万
人
ほ
ど
お
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
70
％
が
農
林
業
の
従
事

者
で
雑
穀
を
食
べ
て
き
た
人
。
そ
の
人

た
ち
の
食
事
は
、
ほ
と
ん
ど
が
穀
物
を

中
心
に
し
た
菜
食
型
で
と
き
ど
き
魚
を

食
べ
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
で
も
っ
て
日
本
人
の

こ
と
を
魚
食
民
族
と
は
い
え
な
い
で
し

ょ
う
。
ゆ
え
に
準
菜
食
な
ん
で
す
。

た
だ
、
憧
れ
が
あ
っ
た
。
米
と
刺
身

を
食
べ
た
い
。
そ
れ
に
醤
油
が
あ
っ
た

ら
最
高
で
す
ね
。
現
代
日
本
人
の
好
き

な
食
べ
も
の
は
、
１
位
が
刺
身
、
２
位

が
握
り
寿
司
。
５
位
が
焼
き
魚
。
煮
魚

は
20
位
以
内
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

私
は
和
歌
山
・
す
さ
み
町
と
い
う
所

で
育
っ
て
目
の
前
が
海
な
の
に
、
魚
は

そ
ん
な
に
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
豆
腐
も

滅
多
に
食
べ
な
か
っ
た
か
ら
、
毎
日
麦

飯
と
野
菜
。
と
き
ど
き
自
分
で
釣
っ
て

き
た
魚
を
、
そ
れ
こ
そ
頭
も
何
も
か
も

皆
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
食
べ
た
。
行
儀

悪
い
、
と
言
っ
て
怒
ら
れ
た
け
ど
、
炊

い
た
汁
ま
で
飯
に
か
け
て
ね
。
そ
れ
で
、

残
っ
た
汁
で
ま
た
野
菜
を
煮
ま
し
た
。

高
度
成
長
期
に
入
っ
て
、
イ
ン
ス
タ

ン
ト
食
品
が
普
及
す
る
と
、
日
本
の
家

庭
料
理
、
郷
土
食
が
失
わ
れ
て
い
く
恐

れ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
残
す
運

動
を
し
ま
し
ょ
う
と
﹁
日
本
の
郷
土
食

を
守
る
﹂
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
大
阪
で

や
り
ま
し
た
。
全
国
の
料
理
研
究
家
を

中
心
に
３
０
０
人
集
ま
っ
た
。
そ
の
と

き
に
長
寿
沖
縄
の
食
で
幕
の
内
弁
当
を

つ
く
っ
て
食
べ
て
も
ら
っ
て
。
そ
れ
か

ら
ず
っ
と
毎
月
、
各
地
に
郷
土
料
理
の

取
材
で
回
っ
て
、
２
年
間
に
わ
た
っ
て

連
載
し
た
ん
で
す
。

私
は
そ
ん
な
仕
事
を
30
年
以
上
や
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で

ア
イ
ヌ
の
こ
と
も
知
ら
な
い
と
い
け
な

い
、
琉
球
の
こ
と
も
知
ら
な
い
と
い
け

な
い
、
縄
文
人
も
知
ら
な
い
と
い
け
な

い
、
と
。

私
だ
っ
て
敗
戦
の
こ
ろ
は
、
ア
メ
リ

カ
に
憧
れ
ま
し
た
よ
。
で
も
、
ち
ょ
っ

と
待
て
よ
と
思
っ
た
の
が
30
歳
代
前
半

︵
１
９
７
０
年
〜
︶。
そ
れ
で
日
本
各
地




