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だ
し
は
禅
宗
か
ら

だ
し
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、

室
町
時
代
。
本
来
は
精
進
料
理
か
ら
で

す
。だ

し
の
始
ま
り
は
、
昆
布
と
か
椎
茸
、

か
ん
ぴ
ょ
う
、
搗
栗

か
ち
ぐ
り

、
干
し
大
根
、
干

し
か
ぶ
ら
と
い
っ
た
植
物
性
の
も
の
か

ら
と
っ
た
。
か
ん
ぴ
ょ
う
や
搗
栗
、
干

し
大
根
、
干
し
か
ぶ
ら
は
、
う
ま
味
と

い
う
よ
り
甘
味
。
煎
り
米
も
大
豆
も
あ

り
ま
す
ね
。
大
豆
の
茹
で
汁
も
、
ア
ミ

ノ
酸
が
溶
け
出
し
て
い
ま
す
か
ら
煮
詰

め
て
利
用
さ
れ
た
。

だ
し
は
中
国
の
文
化
で
す
。
日
本
で

最
初
に
だ
し
の
話
が
出
て
く
る
の
は
、

道
元
さ
ん
の
著
書
で
す
。

道
元
（
ど
う
げ
ん
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２
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鎌
倉
時
代
中
期
の
禅
僧
。
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
。
道

元
の
出
生
に
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
源
通
親
あ
る

い
は
久
我
通
親
の
嫡
流
に
生
ま
れ
た
と
す
る
の
が
定

説
。
13
歳
で
比
叡
山
に
の
ぼ
る
が
、
当
時
の
比
叡
山

は
時
の
権
力
者
と
結
ん
で
堕
落
し
て
い
る
と
し
て
山

を
下
り
、
24
歳
の
と
き
中
国
へ
渡
る
。
如
浄
（
に
ょ

じ
ょ
う
）
禅
師
と
出
会
い
、
坐
禅
を
中
心
と
し
た
修

行
を
行
な
い
帰
国
。
九
十
余
巻
に
も
及
ぶ
著
作
『
正

法
眼
蔵
』
を
残
し
た
ほ
か
、
修
行
道
場
と
し
て
大
本

山
永
平
寺
を
開
く
。

『
典
座
教
訓
』
の
中
に
、
だ
し
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
修
行
を
行
な

う
寺
の
食
事
係
の
長
の
こ
と
を
典
座

て
ん
ぞ

と

い
う
の
で
す
が
、
食
事
を
つ
く
る
心
が

け
を
書
い
た
素
晴
ら
し
い
修
行
書
で
す
。

料
理
人
は
絶
対
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
り

だしが調理の中で意識されるようになったのは、仏教の禅宗が始まり、

と奥村彪生さんは言います。

禅は料理をつくり、食べることも修行。

お茶を立てて飲むことも修行。

しかも位の高い人が、修行僧のためにご奉仕するのだそうです。

生臭ものでなくても、生きものの命をいただいて、

自分の命をつないでいることには変わりありません。

そんな「いただきます」の気持ちが、

だしの文化を育んできたように思います。

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。

2009年3月、論文「日本のめん類の歴史と文化」で学術博士取得。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。主な著書

に『聞き書・ふるさとの家庭料理〈5〉もち・雑煮』（農山漁村文化協会 2002）、『おくむらあやお ふる
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ま
せ
ん
。
栄
養
士
さ
ん
も
。

道
元
は
、
中
国
の
寧
波

ニ
ン
ポ
ー

の
港
で
、
上

陸
が
許
さ
れ
ず
に
足
止
め
を
食
い
ま
し

た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
パ
ス
ポ
ー
ト

の
不
備
か
な
ん
か
で
す
。
そ
こ
へ
、
確

か
四
川
省
出
身
の
典
座
が
来
て
、「
こ

の
船
に
椎
茸
は
積
ん
で
い
な
い
か
」
と

問
う
た
の
で
す
。

日
本
の
干
し
椎
茸
は
、
非
常
に
良
い

味
が
出
る
こ
と
を
、
こ
の
老
典
座
は
知

っ
て
い
た
の
で
す
。

今
も
日
本
の
干
し
椎
茸
は
、
高
い
評

価
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
価
格
は
香

港
の
相
場
で
決
ま
り
ま
す
。
香
り
が
良

い
の
と
、
う
ま
味
が
強
い
。
こ
れ
は
風

土
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

道
元
が
「
あ
な
た
は
何
を
し
て
い
る

人
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の

老
師
は
阿
育
王
山
（
広
利
寺
）
の
典
座
で
、

明
日
は
５
月
５
日
の
節
句
な
の
で
若
い

修
行
僧
の
た
め
に
お
い
し
い
麺
を
つ
く

っ
て
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
お
い
し

い
汁
を
つ
く
る
た
め
に
椎
茸
が
欲
し
い

の
だ
、
と
言
っ
た
。

「
何
で
偉
い
坊
さ
ん
が
そ
ん
な
こ
と

を
す
る
の
か
」
と
い
う
問
答
が
あ
る
の

で
す
が
、
禅
宗
で
は
偉
い
人
が
、
修
行

僧
の
た
め
に
料
理
を
つ
く
る
。

そ
の
思
想
が
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町

時
代
に
か
け
て
、
禅
宗
の
留
学
僧
た
ち

に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
。

「
食
即
禅
」
と
い
っ
て
、
禅
宗
は
料

理
を
つ
く
り
食
べ
る
こ
と
も
修
行
で
す

か
ら
ね
。
お
茶
を
立
て
て
飲
む
こ
と
も

修
行
の
一
つ
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
食

べ
ご
と
を
大
切
に
す
る
。

日
本
の
だ
し
の
文
化
は
、
禅
寺
の
精

進
料
理
か
ら
発
展
し
た
、
と
明
言
し
て

間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

注：

仏
教
発
祥
地
の
イ
ン
ド
で
は
、
食
事
に
関
す
る

戒
律
は
あ
ま
り
厳
し
く
な
く
、
僧
侶
自
ら
料
理
を
す

る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
精
進
料
理
は
発
展
し

な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
の
達
磨
大
師
が
中
国
に
伝
え
た

禅
宗
は
、
教
典
中
心
の
「
論
理
的
修
行
」
で
は
な
く
、

坐
禅
修
行
を
中
心
に
し
た
自
ら
の
「
実
践
修
行
」
に

重
点
を
置
い
た
た
め
、
従
来
、
雑
用
と
考
え
ら
れ
て

い
た
掃
除
や
洗
濯
、
炊
事
な
ど
も
、
読
経
や
坐
禅
と

同
じ
よ
う
に
重
要
な
修
行
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
禅
寺
で
僧
が
畑
や
田
を
耕
す
の
は
、
多
く
の

修
行
者
が
集
ま
っ
た
た
め
に
托
鉢
だ
け
で
は
修
行
僧

の
食
事
が
賄
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い

る
。最

初
は
精
進
だ
し

椎
茸
は
干
し
て
保
存
す
る
。
天
日
乾

燥
で
す
か
ら
、
椎
茸
の
成
分
が
活
性
化

し
て
、
う
ま
味
が
た
く
さ
ん
出
ま
す
。

グ
ア
ニ
ル
酸
が
う
ま
味
の
成
分
で
す
。

鰹
節
や
昆
布
と
は
ま
た
違
っ
た
う
ま
味

で
、
奥
深
い
。

な
ぜ
こ
れ
を
必
要
と
し
た
か
と
い
う

と
、
理
由
は
簡
単
で
す
。
精
進
で
す
か

ら
野
菜
・
乾
物
が
中
心
で
す
。
タ
ン
パ

ク
質
源
は
大
豆
や
小
麦
。
す
べ
て
植
物

性
で
、
肉
や
魚
と
い
っ
た
動
物
性
の
う

ま
味
と
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
動
物
性
の

タ
ン
パ
ク
質
に
は
油
脂
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
野
菜
・
乾
物
を
お
い
し
く
食
べ

よ
う
と
思
っ
た
ら
、
だ
し
の
力
を
借
り

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
油
。

だしの起源と変遷
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の
こ
と
。
正
し
く
は
、「
え
ん
ば
い
」

で
す
。

塩
と
酢
の
ほ
か
に
、
醤
油
の
祖
で
あ

る
「
ひ
し
お
」
も
添
え
た
。
場
合
に
よ

っ
て
は
、
小
刀
を
添
え
て
鰹
節
が
付
い

た
。そ

れ
と
、
鰹
の
茹
で
汁
を
煮
詰
め
た

「
煎
汁

い
ろ
り

」。
こ
れ
は
平
安
の
こ
ろ
の
文
献

に
は
既
に
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

使
っ
て
、
自
分
で
味
つ
け
し
た
。
塩
梅

し
ろ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

平
安
末
期
に
な
っ
て
、
す
り
鉢
が
登

場
す
る
ん
で
す
が
、
鉢
に
筋
目
が
あ
ま

り
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
乳

鉢
み
た
い
な
も
の
で
す
。

鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
な
る
と
、

す
り
鉢
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
味
噌
が
す
ら
れ
て
、
そ
れ
ま
で
舐
め

も
の
だ
っ
た
味
噌
が
調
味
料
に
な
っ
た
。

味
噌
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ソ
ー
ス
が
多
様

化
し
ま
し
た
。
酢
味
噌
や
ワ
サ
ビ
味
噌
、

サ
ン
シ
�
味
噌
、
ゴ
マ
味
噌
な
ど
で
す
。

こ
の
こ
ろ
に
、
味
噌
を
ベ
ー
ス
に
し

て
味
つ
け
を
す
る
技
術
が
生
ま
れ
た
。

味
噌
汁
や
味
噌
煮
、
田
楽
。
ま
た
、
味

噌
を
水
で
溶
い
て
、
煮
詰
め
、
麻
袋
に

入
れ
て
垂
ら
し
て
澄
ま
し
、
う
ま
味
だ

け
取
り
出
し
た
。
垂
れ
味
噌
で
す
。
火

を
入
れ
な
い
場
合
に
は
、
生
垂
れ
と
い

い
ま
す
。

精
進
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
に
削
っ

た
鰹
節
（
花
鰹
）
を
入
れ
る
。
こ
れ
を

「
煮
貫

に
ぬ
き

」
と
い
い
ま
す
。

前
も
言
っ
た
け
ど
、
現
代
人
の
一
番

の
好
物
が
握
り
寿
司
で
二
番
目
が
刺
身
。

ど
ち
ら
も
生
食
。
魚
の
生
食
が
で
き
る

の
は
、
水
が
良
い
か
ら
。
安
全
で
お
い

し
い
水
で
洗
え
る
か
ら
。

私
は
そ
れ
を
「
浄
め
」
の
文
化
と
い

っ
て
い
ま
す
。

「
浄
め
」
の
文
化
は
縄
文
の
文
化
。
神

社
に
行
く
と
手
水
舎

ち
ょ
う
ず
や

が
あ
っ
て
、
手
を

ゆ
す
ぎ
、
口
を
す
す
ぐ
。
こ
れ
は
仏
教

に
も
茶
道
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

仏
教
で
も
特
に
、
禅
宗
に
は
「
浄
め
」

が
強
く
あ
る
。
枯
山
水
の
庭
な
ど
も
そ

う
で
す
ね
。
水
が
流
れ
て
い
な
く
て
も
、

砂
や
砂
利
で
水
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
浄

め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
「
枯
淡
の
思
想
」
と
言
う
の
で

す
が
、
禅
宗
で
は
「
食
べ
る
」
と
い
う

こ
と
も
日
本
に
入
る
と
美
し
く
食
べ
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
ま
し
た
。

麺
の
食
べ
方
も
中
国
と
日
本
と
で
は

違
い
ま
す
。
熱
く
し
よ
う
が
冷
た
く
し

よ
う
が
、
そ
う
め
ん
で
も
冷
や
麦
で
も

う
ど
ん
で
も
、
日
本
は
つ
け
麺
型
で
す
。

う
ど
ん
は
、
熱
く
し
て
つ
け
汁
に
つ
け

て
食
べ
る
か
ら
饂
飩

う
ど
ん

な
ん
で
す
。

室
町
時
代
に
入
っ
て
初
め
て
、
和
え

物
や
煮
焚
き
も
の
に
味
噌
を
使
う
「
調

味
」
の
技
術
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で

は
、
食
べ
る
と
き
に
食
べ
る
人
が
自
分

で
味
つ
け
を
し
た
の
で
す
。

基
本
は
、
塩
と
酢
。
だ
か
ら
、
こ
れ

を
「
塩
梅

え
ん
ば
い

」
と
い
う
。「
あ
ん
ば
い
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
後
か
ら

だ
か
ら
、
煮
る
か
、
和
え
る
か
、
炒
め

る
か
、
揚
げ
る
調
理
法
を
と
り
ま
す
。

精
進
料
理
に
お
い
て
、
初
め
て
油
の

う
ま
味
と
だ
し
の
う
ま
味
が
出
合
っ
た
。

「
炒
め
煮
」
で
す
。
ア
ミ
ノ
酸
系
の
う

ま
味
と
、
油
の
、
な
ん
と
い
う
か
滑
ら

か
で
良
い
香
り
が
す
る
う
ま
味
の
重
層

で
す
。

炒
め
た
り
揚
げ
た
り
す
る
の
は
、
精

進
料
理
か
ら
の
流
れ
な
ん
で
す
。
奈
良

時
代
か
ら
続
い
て
き
た
、
日
本
料
理
の

伝
統
的
な
も
の
の
中
に
も
、
一
部
、
油

で
炒
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

揚
げ
物
は
、
室
町
時
代
に
は
天
ぷ
ら

と
し
て
で
は
な
く
「
挙
げ
物
」
と
し
て

あ
り
ま
し
た
。
法
隆
寺
の
記
録
で
は

「
油

」。
油
に
は
滋
養
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
書
い
て
字
の
ご
と
く
で
す
。

奈
良
時
代
に
は
索
餅

さ
く
べ
え

と
い
っ
て
、
今

の
そ
う
め
ん
の
祖
の
よ
う
な
麺
を
食
べ

る
と
き
に
、
ゴ
マ
油
を
た
ら
し
て
い
る

ん
で
す
よ
。
索
餅
料
の
中
に
ゴ
マ
油
が

出
て
き
ま
す
か
ら
、
利
用
し
て
い
た
こ

と
は
事
実
。
し
か
し
、
利
用
し
て
い
た

の
は
ご
く
一
部
の
人
で
回
数
も
少
な
い
。

私
は
、
だ
し
と
い
う
言
葉
は
、
ど
う

も
お
祭
り
の
山
車

だ

し

か
ら
き
た
ん
で
は
な

い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
山
車
を
引

っ
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
集
ま
っ

て
く
る
。
人
寄
せ
の
た
め
の
山
車
な
ん

で
す
。
う
ま
く
祭
に
人
を
寄
せ
て
い
る
。

野
菜
・
乾
物
の
煮
物
を
、
う
ま
く
す

る
た
め
の
液
体
が
だ
し
な
ん
で
す
。
そ

の
だ
し
の
基
が
昆
布
や
椎
茸
。
大
胆
な

説
か
な
あ
。
両
方
と
も
、
人
を
喜
ば
せ

て
い
る
。

味
噌
・
醤
油
に
似
た
も
の
は
、
既
に

奈
良
時
代
か
ら
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ア

ミ
ノ
酸
で
す
。
わ
か
め
を
水
で
煮
て
、

そ
こ
に
味
噌
を
入
れ
る
だ
け
で
充
分
う

ま
味
が
あ
っ
た
。

し
か
し
寺
院
で
法
要
の
と
き
や
、
偉

い
人
へ
の
お
も
て
な
し
の
た
め
に
、
特

別
に
だ
し
を
取
っ
た
。
ハ
レ
の
食
事
で

す
。
お
祭
り
も
ハ
レ
で
す
。
お
い
し
さ

と
感
動
を
与
え
る
た
め
、
だ
し
（
山
車

も
）
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
す
。

室
町
時
代
の
記
録
で
は
、
昆
布
は
ね
、

そ
の
ま
ま
使
わ
ず
炙あ

ぶ

っ
て
水
に
浸
け
て

い
ま
す
。
そ
の
ほ
う
が
香
り
が
良
い
し
、

磯
臭
み
が
消
え
る
。

調
味
の
確
立

だ
し
が
定
着
し
て
発
達
を
遂
げ
る
の

が
、
室
町
時
代
。
花
鰹
と
い
う
言
葉
も

出
て
き
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
に
、
日
本
の

調
理
文
化
が
変
わ
る
の
で
す
。

奈
良
以
前
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
、
日
本
の
ご
馳
走
は
「
料
理
」
な
の

で
す
。
美
し
く
切
っ
て
、
美
し
く
盛
る

こ
と
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
割
　
鮮

（
あ
ら
た
し
き
を
さ
く
）」
と
い
う
こ
と
。

鮮
度
の
良
い
も
の
を
切
る
、
と
い
う
意

味
で
す
。
本
に
よ
っ
て
は
「
な
ま
す
つ

く
る
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
ま
す
。
確

か
、
日
本
書
紀
は
そ
う
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

多
分
、
日
常
は
生
垂
れ
で
し
ょ
う
。

も
て
な
す
と
き
に
垂
れ
味
噌
を
使
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
室
町
時
代
の
雑
煮
は
、

こ
れ
で
味
つ
け
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

雑
煮
は
実
は
お
澄
ま
し
な
ん
で
す
。

余
談
で
す
け
ど
、
酢
を
ど
れ
だ
け
使

う
か
は
食
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
す
。

だ
か
ら
酢
を
あ
ん
ま
り
使
わ
な
い
所
は
、

調
理
・
調
味
文
化
が
発
達
し
て
い
ま
せ

ん
。味

噌
も
そ
う
で
す
が
、
室
町
か
ら
江

戸
末
期
に
か
け
て
、
日
本
に
は
酢
を
ベ

ー
ス
に
し
た
ソ
ー
ス
が
実
に
豊
か
に
見

ら
れ
ま
す
。
両
方
合
わ
せ
る
と
40
種
類

以
上
も
あ
り
ま
す
。

気
候
風
土
も
影
響
し
ま
す
。
蒸
し
暑

く
な
い
地
域
は
、
酢
の
も
の
が
欲
し
く

な
ら
な
い
ん
で
す
。
京
都
な
ん
か
は
す

り
鉢
状
の
地
形
で
、
非
常
に
蒸
し
暑
い
。

フ
ラ
イ
パ
ン
の
上
で
暮
ら
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
。
そ
れ
で
あ
っ
さ
り
し
た
も

の
が
欲
し
く
な
っ
て
、
酢
の
も
の
が
発

達
し
ま
し
た
。

精
進
の
味
噌
汁
は
豆
腐
や
ワ
カ
メ
の

野
菜
が
中
心
で
す
か
ら
、
だ
し
は
必
要

不
可
欠
で
す
が
、
最
初
の
こ
ろ
は
普
段

は
用
い
ず
、
味
噌
そ
の
も
の
が
だ
し
の

素
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
味

噌
を
ち
ゃ
ん
と
す
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

当
時
は
粒
味
噌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
す
っ
て
使
う
と
う
ま
味

が
よ
く
出
る
し
、
無
駄
が
な
い
。

無
駄
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
精
進

が
一
番
大
切
に
し
た
教
え
で
す
。
一
物

い
ち
ぶ
つ

ゆ
ー
じ
ー

レ
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全
体
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
い
た
だ
く
。

だ
か
ら
、
若
い
坊
さ
ん
は
修
業
で
は
必

ず
味
噌
す
り
を
す
る
ん
で
す
。

す
り
こ
ぎ
が
１
ｍ
も
あ
っ
た
。
両
足

で
す
り
鉢
を
両
側
か
ら
挟
ん
で
、
す
っ

て
い
ま
す
。

野
菜
や
海
藻
を
煮
た
中
に
す
り
味
噌

を
入
れ
て
溶
く
だ
け
で
、
充
分
味
が
出

る
。
だ
か
ら
味
噌
は
、
醤
油
も
そ
う
で

す
が
、
だ
し
と
味
つ
け
を
兼
ね
て
い
た

の
で
す
。

昆
布
は
権
力
者
の
贈
答
品

昆
布
と
い
う
文
字
は
、
奈
良
時
代
に

既
に
あ
り
ま
す
。
陸
奥
国
、
細
昆
布
、

廣
毘
布
が
そ
れ
で
、
平
安
時
代
は
「
え

び
す
め
」
と
か
「
ひ
ろ
め
」
と
呼
ば
れ
、

津
軽
地
方
の
蝦
夷

え
み
し

の
人
た
ち
が
届
け
ま

し
た
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
舐
め
も
の

で
し
た
。
お
そ
ら
く
酒
肴
に
し
た
の
で

し
ょ
う
。
酒
を
う
ま
く
し
た
。
昆
布
を

だ
し
に
し
て
い
る
の
で
す
。

昆
布
は
高
価
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

政
治
的
な
贈
答
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

室
町
時
代
以
降
で
す
。
お
坊
さ
ん
や
公

家
さ
ん
の
日
記
に
贈
答
の
記
録
が
頻
繁

に
登
場
し
、
そ
の
数
量
は
多
く
な
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
時
代
、
京
の
寺
院
や

公
家
で
は
、
届
け
物
に
昆
布
を
多
く
用

い
ま
し
た
。

昆
布
を
し
ゃ
ぶ
り
ま
す
と
、
唾
液
が

た
く
さ
ん
出
ま
す
。
そ
の
味
は
塩
気
と

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
で
す
か
ら
。
満
腹
感
を

覚
え
る
ん
で
す
よ
。

グ
ル
タ
ミ
ン
酸
を
多
く
摂
る
と
満
腹

感
を
覚
え
る
か
ら
、
肥
満
防
止
に
な
る
。

こ
う
説
明
す
る
と
、
だ
し
の
文
化
の
復

興
に
役
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
出
陣
の
と
き

と
勝
っ
て
帰
陣
し
た
と
き
に
、
酒
肴
に

搗
栗
と
鰹
節
と
昆
布
が
つ
い
た
の
で
す
。

「
勝か

っ
て
喜

よ
ろ
こ

ぶ
勝
男
武
士

か
つ
お
ぶ
し

=

搗
っ
て
よ

ろ
昆
布
鰹
節
」。

搗
栗
も
し
ゃ
ぶ
っ
て
い
る
と
甘
味
が

出
て
き
て
お
い
し
い
。
鰹
節
の
イ
ノ
シ

ン
酸
、
昆
布
の
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
、
栗
の

甘
味
。
こ
こ
で
既
に
複
合
調
味
料
の
味

を
知
っ
た
わ
け
で
す
。
う
ま
い
も
の
は

甘
い
と
も
い
え
ま
す
。
甘
い
は
旨
い
、

で
す
。

精
進
と
武
家
料
理
が
一
体
化

だ
し
汁
を
取
る
の
に
昆
布
と
鰹
節
の

両
方
を
使
う
の
は
、
江
戸
に
入
っ
て
か

ら
で
す
ね
。
こ
れ
は
精
進
の
だ
し
と
武

家
の
だ
し
が
一
体
に
な
っ
た
こ
と
の
表

わ
れ
。『
料
理
塩
梅
集
』（
１
６
６
８
年
〈
寛

文
８
〉）
に
「
澄
の
吸
物
、
水
一
升
に
鰹

節
ひ
と
つ
昆
布
二
枚
程
入
れ
て
せ
ん
じ

だ
し
に
し
て
」
と
あ
り
ま
す
。

武
家
の
料
理
は
、
室
町
時
代
に
な
る

と
調
菜
（=

 

精
進
料
理
）
と
合
体
し
ま

す
。
こ
れ
が
日
本
料
理
の
起
源
で
す
。

調
菜
は
、
黒
染
め
の
法
衣
を
着
た
お
坊

さ
ん
が
携
わ
り
ま
し
た
。
包
丁
を
持
っ

て
刺
身
を
つ
く
る
人
を
庖
丁
人
も
し
く

は
料
理
人
と
呼
び
ま
し
た
。
こ
れ
が
武

家
料
理
。
包
丁
の
技
術
と
調
菜
の
技
術

が
合
体
し
て
、
日
本
料
理
が
で
き
た
の

で
す
。

こ
れ
ら
は
武
家
を
中
心
と
し
た
料
理

文
化
と
し
て
発
達
し
た
本
膳
形
式
の
会

席
で
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
一
般
大

衆
に
ま
で
広
ま
り
ま
す
。
飯
と
汁
、
刺

身
、
焼
き
物
、
煮
物
、
和
え
物
な
ど
で

す
。喫

茶
の
文
化
も
禅
宗
の
影
響
で
す
ね
。

武
家
が
こ
ぞ
っ
て
茶
を
た
し
な
ん
だ
と

い
う
の
も
、
料
理
文
化
と
関
係
し
て
い

ま
す
。

茶
事
懐
石
も
、
禅
宗
の
精
進
料
理
の

影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
安
土
桃
山
の

こ
ろ
、
お
茶
を
飲
み
回
す
た
め
の
前
奏

曲
的
な
料
理
と
し
て
、
千
利
休
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
濃
い
茶
を
飲
み
回
す
と
カ
フ

�
イ
ン
が
多
く
て
胃
が
痛
く
な
る
。
胃

壁
を
守
る
た
め
に
少
し
の
料
理
を
食
べ

る
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲

む
と
き
に
レ
ー
ズ
ン
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ

ク
ラ
ッ
カ
ー
と
か
を
食
べ
る
で
し
ょ
、

そ
れ
と
共
通
し
た
食
べ
ご
と
で
す
。

茶
事
懐
石
は
一
汁
三
菜
が
基
本
で
、

ご
飯
が
主
役
で
す
。
ご
飯
の
菜さ

い

（
お
か

ず
）
で
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
の
が

椀
盛

わ
ん
も
り

と
呼
ば
れ
る
澄
ま
し
汁
仕
立
の
煮

物
で
す
。
普
通
の
野
菜
乾
物
、
魚
介
の

煮
物
と
異
な
り
、
魚
介
の
く
ず
し
（
す

り
身
）
や
豆
腐
（
こ
れ
も
く
ず
し
に
す

る
）
を
丸
め
て
下
茹
で
、
ま
た
は
蒸
し

物
に
し
て
椀
に
盛
り
、
澄
ま
し
汁
を
張

り
ま
す
。
豆
腐
の
場
合
は
、
揚
げ
物
に

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
澄
ま
し

汁
の
だ
し
は
、
昆
布
と
削
り
た
て
の
鰹

節
を
使
い
、
入
念
に
取
り
ま
す
。
江
戸

で
発
達
し
た
江
戸
料
理
は
、
鰹
節
が
主

で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
茶
事
懐
石
は
濃
茶
を

お
い
し
く
飲
む
た
め
の
食
事
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
今
の
料
理
屋
で
「
懐
石
」
と

い
っ
て
出
し
て
い
る
料
理
は
酒
肴
で
あ

っ
て
、
懐
石
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
茶
事

懐
石
の
酒
肴
は
、
食
事
が
終
わ
っ
た
あ

と
に
出
さ
れ
る
八
寸
で
す
。

結
局
、
水
が
大
切

お
茶
も
だ
し
に
な
り
ま
す
よ
。
に
お

い
消
し
の
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
、
う
ま

味
を
加
え
、
脂
抜
き
を
す
る
た
め
に
、

私
は
ニ
シ
ン
や
棒
タ
ラ
を
お
茶
だ
し
で

煮
ま
す
。
こ
の
場
合
、
鰹
節
と
昆
布
と

葉
茶
を
小
袋
に
入
れ
て
一
緒
に
煮
ま
す
。

も
っ
た
い
な
い
か
ら
番
茶
で
す
け
ど
、

別
に
煎
茶
で
も
い
い
。
天
ぷ
ら
茶
漬
け

用
の
だ
し
は
、
一
番
だ
し
に
玉
露
を
加

え
ま
す
。
玉
露
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
を
多

く
含
み
、
う
ま
味
が
あ
り
ま
す
。

お
茶
も
水
や
湯
で
出
す
わ
け
で
す
。

結
局
重
要
な
の
は
水
な
ん
で
す
。

「
水
の
特
徴
は
何
で
す
か
」
と
大
学
院

の
講
義
で
院
生
に
聞
く
と
、
化
学
的
な

特
徴
は
言
い
ま
す
け
ど
、
一
番
大
切
な

こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。

疲
れ
た
と
き
に
、
１
杯
の
冷
た
い
水
、

１
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
、
１
杯
の
お
茶
。
そ

れ
が
人
の
心
を
溶
か
す
。
心
を
癒
す
ん

で
す
よ
。
金
属
や
岩
を
も
溶
か
す
。
何

で
も
溶
か
す
と
い
う
の
が
水
の
特
徴
な

ん
で
す
。

だ
か
ら
水
の
中
に
昆
布
を
入
れ
よ
う

が
鰹
節
を
入
れ
よ
う
が
お
茶
を
入
れ
よ

う
が
、
う
ま
味
が
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。

引
き
出
し
（
だ
し
）
役
を
し
て
い
る
。

水
こ
そ
、
だ
し
を
取
る
素
な
ん
で
す
。

水
は
軟
水
の
ほ
う
が
、
昆
布
や
椎
茸
、

鰹
節
、
煮
干
し
の
う
ま
味
が
出
や
す
い
。

硬
水
だ
と
植
物
性
の
う
ま
味
は
出
に
く

い
。
良
い
水
が
な
け
れ
ば
良
い
だ
し
は

出
な
い
。

庶
民
と
だ
し

も
と
も
と
鰹
節
は
、
鰹
の
卸
し
身
を

茹
で
て
乾
燥
さ
せ
た
だ
け
の
荒
節
で
し

た
。
奈
良
時
代
か
ら
あ
り
、

鰹
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
元
禄
時
代
に
紀

州
の
印
南

い
な
み

の
甚
太
郎
と
い
う
人
が
、
堅

木
を
焚
い
て
燻い

ぶ

す
乾
燥
法
を
考
案
す
る
。

そ
れ
ま
で
は
、
天
気
の
悪
い
日
や
雨
の

日
に
は
藁わ

ら

を
燃
や
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

堅
木
を
焚
く
こ
と
で
、
非
常
に
良
い
香

り
が
立
っ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の

食
文
化
圏
以
外
の
日
本
（
列
島
型
）
に
、

唯
一
の
燻
製
品
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ

は
香
り
づ
け
と
と
も
に
に
お
い
消
し
で

あ
ら
か
つ
を
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つ
け
て
い
ま
し
た
。

山
間
地
を
歩
い
た
人
の
記
録
を
読
み

ま
す
と
、
山
間
地
の
ほ
う
が
長
寿
者
が

多
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
文
化
年
間
の

記
録
で
は
、
29
軒
の
集
落
に
80
歳
以
上

の
老
人
は
４
人
。
そ
れ
を
語
っ
た
人
は

79
歳
だ
っ
た
の
で
す
。
現
在
も
そ
う
で

す
。
現
在
、
１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者

は
３
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
け
ど
ね

（
２
０
０
８
年
９
月
現
在
３
万
６
２
７
６
人
　
厚
生

労
働
省
）
、
農
林
業
の
従
事
者
が
圧
倒
的

に
多
い
。
７
割
方
が
そ
う
。

一
見
貧
し
い
食
で
も
豊
か
さ
を
彷
彿

さ
せ
る
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
て
、

私
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
や
イ
ノ
シ
ン
酸
の

う
ま
味
の
お
陰
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
漂
着
し
た
ザ
ビ
エ
ル
が
、
本

国
に
書
き
送
っ
た
文
章
の
中
に
「
こ
の

民
族
は
賢
い
。
私
の
次
に
来
る
人
は
、

し
っ
か
り
勉
強
し
て
か
ら
来
な
さ
い
」

と
書
い
て
い
る
。

ザ
ビ
エ
ル
は
安
土
・
桃
山
時
代
で
す

が
、
江
戸
時
代
で
識
字
率
が
70
％
以
上

で
、
世
界
一
。

今
の
人
は
、
脂
の
お
い
し
さ
を
覚
え

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
だ
し
の
う
ま
味
を
、

な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
て
危
な
い
。
脂

の
お
い
し
さ
に
洗
脳
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
、

京
都
大
学
の
伏
木
亨
さ
ん
が
研
究
し
て

い
る
ネ
ズ
ミ
と
一
緒
で
す
。

「
し
ら
げ
の
よ
ね
」
の
国

封
建
時
代
は
暗
黒
の
時
代
の
よ
う
に

う
が
高
価
だ
っ
た
ん
で
す
。

エ
リ
ザ
・
シ
ド
モ
ア
と
い
う
ア
メ
リ

カ
人
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
日

本
中
を
人
力
車
に
乗
っ
て
旅
し
た
人
が

い
ま
し
た
。
富
士
山
の
山
小
屋
で
鰹
節

で
だ
し
を
取
っ
て
い
る
風
景
を
書
い
て

ま
す
よ
。
明
治
初
め
の
こ
と
で
す
。

エ
リ
ザ
・
シ
ド
モ
ア
（
１
８
５
６
〜
１
９
２
８
年

E
liza

R
uham

ah
S

cidm
ore

）

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
紀
行
作
家
。
ワ
シ

ン
ト
ン
で
新
聞
記
事
を
執
筆
し
て
い
た
が
、
横
浜
領

事
館
に
兄
が
勤
務
し
て
い
た
関
係
で
１
８
８
４
年

（
明
治
17
）
来
日
。
ア
ラ
ス
カ
、
当
時
の
ジ
ャ
ワ
、

中
国
、
イ
ン
ド
に
関
す
る
著
書
を
出
版
し
、
東
洋
研

究
の
第
一
人
者
と
な
る
。
日
本
に
つ
い
て
も
１
８
９

１
年"Jinrikisha

days
in

Japan

（
訳
題
　
日
本
　
人

力
車
旅
情
）" N

ew
Y

ork
: H

arper, 1891

な
ど
を
出

版
す
る
。
新
渡
戸
稲
造
と
も
親
交
が
あ
り
、
日
米
親

善
に
貢
献
。
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
前
庭
の
ポ
ト
マ
ッ
ク

河
畔
に
日
本
の
桜
を
植
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

講
談
社
か
ら
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
け

ど
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
と
当
時
の
庶
民

と
い
う
の
は
、
暮
ら
し
は
貧
乏
で
し
た

が
、
精
神
的
に
豊
か
で
す
。
確
か
に
、

外
国
の
人
か
ら
見
る
と
衣
食
住
は
貧
し

い
。
で
も
、「
人
力
車
を
引
く
車
夫
は
、

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
筋
肉
隆
々
」
と
書
い

て
あ
る
。

食
べ
て
い
る
も
の
は
米
の
飯
と
小
さ

な
魚
の
干
物
（
目
刺
し
か
）
と
沢
庵
程

度
。
で
も
、
笑
顔
を
絶
や
さ
な
い
、
と

書
い
て
あ
る
。
貧
し
く
て
も
、
美
し
く

生
き
る
精
神
の
現
れ
で
す
。

け
っ
し
て
粗
食
で
は
な
く
て
、
ご
飯

を
た
く
さ
ん
食
べ
て
い
ま
し
た
。
米
の

飯
が
食
べ
ら
れ
な
い
地
帯
も
あ
り
ま
し

た
け
ど
、
雑
穀
で
も
ち
ゃ
ん
と
体
力
を

す
ね
。
堅
木
で
あ
る
樫
の
木
の
香
り
。

オ
ー
ク
で
す
か
ら
、
ウ
イ
ス
キ
ー
や
ブ

ラ
ン
デ
ー
と
も
共
通
し
ま
す
ね
。

カ
ビ
付
け
と
い
う
の
も
、
鰹
節
の
発

展
に
役
立
ち
ま
し
た
。
カ
ビ
が
生
き
る

た
め
に
、
菌
糸
が
中
心
部
ま
で
入
っ
て

い
っ
て
水
分
を
吸
い
取
る
こ
と
で
カ
ラ

カ
ラ
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
で

も
運
べ
る
、
保
存
性
も
高
ま
る
。
文
化

年
間
の
記
録
に
、
長
野
県
と
新
潟
県
の

境
に
あ
る
秋
山
郷
で
鰹
節
を
使
っ
て
い

る
、
と
あ
り
ま
す
。
鰹
節
を
削
っ
て
、

稗ひ
え

の
雑
炊
を
つ
く
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

煮
干
し
を
使
い
始
め
る
の
は
明
治
以

降
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
鰯
は
全
部
干
鰯

ほ
し
か

と
い
っ
て
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
肥
料
で
す
。

京
都
に
あ
る
総
合
地
球
環
境
研
究
所

で
行
な
わ
れ
た
「
塩
と
食
文
化
」
と
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、「
ひ
ょ
う

た
ん
が
、
な
ん
で
縄
文
の
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

縄
文
遺
跡
に
貝
塚
が
あ
り
ま
す
が
、

ア
サ
リ
や
蛤
を
食
べ
て
い
る
う
ち
に
、

大
き
な
貝
塚
が
で
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
干
し
貝
を
つ
く
る
た
め
に
、

た
く
さ
ん
の
貝
の
身
を
取
っ
て
、
貝
殻

を
捨
て
た
跡
。
加
工
場
跡
な
ん
で
す
。

こ
の
干
し
貝
を
山
の
人
の
所
に
持
っ

て
い
っ
て
、
山
菜
と
か
猪
や
鹿
の
肉
と

交
換
し
た
。
そ
の
茹
で
汁
に
は
う
ま
味

の
成
分
で
あ
る
コ
ハ
ク
酸
が
い
っ
ぱ
い
。

煮
詰
め
て
ひ
ょ
う
た
ん
に
入
れ
、
運
ん

で
い
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
塩
分

も
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
塩
分
も
山
の

人
た
ち
が
必
要
と
し
た
の
で
す
。
オ
イ

ス
タ
ー
ソ
ー
ス
様
の
調
味
料
で
す
。

昆
布
も
鰹
節
も
、
こ
れ
ほ
ど
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
流
通
が
発
達

し
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
昆
布
は
圧

倒
的
に
京
阪
中
心
で
、
全
国
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
、
配
給
で

あ
ま
り
上
等
で
な
い
昆
布
が
配
ら
れ
た
。

そ
の
昆
布
で
だ
し
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
。だ

か
ら
漬
物
に
昆
布
を
入
れ
て
う
ま

味
を
補
う
な
ん
て
い
う
こ
と
も
、
最
近

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
糠
床
や
白
菜

漬
け
、
沢
庵
に
昆
布
を
入
れ
る
な
ん
て

い
う
の
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
文

化
で
す
。

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
筋
肉
隆
々

先
の
例
の
よ
う
に
、
鰹
節
は
ず
っ
と

前
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
昆
布
の
ほ

東京・日本橋の山本山本店。暮れも押し迫ると鏡餅が飾られるが、
そこには縁起物として欠かせない昆布が。簡略化が進む中、紙製
やプラスチック製のイミテーションが多いが、惚れ惚れするほど
見事な昆布に老舗ならではの心意気が表われていた。



言
わ
れ
て
き
ま
し
た
け
ど
、
農
民
は
農

民
で
楽
し
み
な
が
ら
仕
事
を
や
っ
て
い

た
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な

禁
止
令
が
出
る
の
は
、
飢
饉
や
災
害
が

あ
っ
た
と
き
だ
け
。

蕎
麦
や
う
ど
ん
を
食
べ
る
こ
と
ま
で

禁
止
さ
れ
た
、
と
い
う
け
れ
ど
、
調
べ

て
み
る
と
、
飢
饉
の
と
き
な
ん
で
す
。

２
年
経
っ
た
ら
解
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
触
れ
が
出
て
文
書
に
残
る
の
は
、
特

別
な
こ
と
な
ん
で
す
。

あ
と
間
違
っ
た
ら
い
け
な
い
の
は
、

日
本
で
は
玄
米
は
食
べ
て
い
ま
せ
ん
よ
。

江
戸
時
代
の
料
理
書
や
随
筆
集
の
多
く

を
読
ん
だ
け
ど
、
玄
米
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
弥
生
時
代
か
ら
日
本
は
竪
杵

た
て
ぎ
ね

で
籾

米
を
搗
い
て
籾
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

摩
擦
力
で
米
の
形
成
質
層
、
糠ぬ

か

は
少
し

取
れ
ま
す
。
確
か
に
精
白
度
は
低
い
け

れ
ど
、
完
全
な
る
玄
米
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
、
こ
れ
を
黒

米
と
い
い
ま
し
た
。

玄
米
食
を
提
唱
し
始
め
た
の
は
、
石

塚
左
玄
で
す
。

石
塚
左
玄
（
い
し
づ
か
さ
げ
ん
　
１
８
５
１
〜
１
９

０
９
年
）

福
井
県
出
身
の
軍
医
、
医
師
で
あ
り
薬
剤
師
。「
食

は
本
な
り
、
体
は
末
な
り
、
心
は
ま
た
そ
の
末
な
り
」

と
、
心
身
の
病
気
の
原
因
は
食
に
あ
る
と
し
た
食
本

主
義
を
謳
っ
た
。「
身
土
不
二
」「
陰
陽
調
和
」「
一

物
全
体
」
を
基
本
と
し
た
食
養
学
を
提
唱
、
食
養
会

を
つ
く
り
普
及
活
動
を
行
な
っ
た
。
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ

ッ
ク
な
ど
、
多
く
の
食
養
生
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

玄
米
食
に
は
絶
対
条
件
が
あ
る
ん
で

す
。
糠
に
な
る
所
や
胚
芽
に
は
、
農
薬

が
一
番
溜
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
ま
ず
無
農
薬
。
そ
れ
か
ら
、
よ

く
噛
む
こ
と
。
消
化
、
吸
収
が
悪
く
て

栄
（
営
）
養
化
し
な
い
か
ら
。
一
口
で

最
低
50
回
は
噛
ま
な
い
と
。
よ
く
噛
む

と
唾
液
が
い
っ
ぱ
い
出
て
、
甘
く
な
り
、

満
腹
感
も
出
ま
す
。
唾
液
も
だ
し
の
素

で
す
。
三
番
目
は
、
お
か
ず
は
野
菜
や

乾
物
。
絶
対
、
植
物
性
の
も
の
。
酸
性

度
が
高
い
で
す
か
ら
、
動
物
性
の
も
の

を
一
緒
に
摂
っ
た
ら
い
け
ま
せ
ん
。

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て

上
位
の
人
が
食
べ
た
の
は
「
ま
し
ら
げ

の
よ
ね
」。
中
位
は
「
し
ら
げ
の
よ
ね
」。

庶
民
は
「
黒
米
」。

汁
と
麺

澄
ま
し
汁
と
味
噌
汁
を
分
け
て
考
え

る
の
は
間
違
い
で
す
。
安
土
・
桃
山
時

代
の
公
家
さ
ん
の
日
記
を
読
ん
で
い
た

ら
ね
、
汁
と
吸
い
も
の
を
書
き
分
け
て

い
る
ん
で
す
。

汁
、
と
書
い
た
ら
ご
飯
に
添
え
る
お

つ
ゆ
も
の
。
味
噌
で
味
つ
け
し
よ
う
が

塩
だ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
そ
し
て
、
お

椀
に
蓋
は
な
い
ん
で
す
。
そ
の
上
、
お

か
ず
兼
用
だ
か
ら
実
も
た
っ
ぷ
り
、
汁

も
た
っ
ぷ
り
。
よ
く
一
汁
一
菜
と
い
う

け
れ
ど
、
そ
の
と
き
の
一
汁
は
お
か
ず

兼
用
。
だ
か
ら
具
が
た
っ
ぷ
り
。
今
の

よ
う
に
若
布
が
３
枚
浮
い
て
い
る
と
い

う
、
具
の
少
な
い
汁
で
は
な
い
。
実
が

少
な
い
か
ら
、
味
（
実
）
噌
汁
で
は
な

く
、
粗
汁
で
す
。

伝
統
的
な
日
本
食
に
す
る
と
、
米
が

塩
分
を
欲
し
が
り
ま
す
か
ら
、
塩
分
を

取
り
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
か
ら

汁
も
の
に
は
海
藻
や
野
菜
を
た
っ
ぷ
り

入
れ
て
ほ
し
い
。
海
藻
に
含
ま
れ
て
い

る
ア
ル
ギ
ン
酸
が
、
体
内
の
余
分
な
塩

分
を
出
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

吸
い
も
の
、
と
い
う
と
き
に
は
お
澄

ま
し
で
は
な
く
、
酒
の
肴
。
椀
に
は
必

ず
蓋
が
し
て
あ
る
。
実
も
汁
も
少
な
い

ん
で
す
。
つ
ま
り
、
上
品
。

つ
ゆ
に
だ
し
を
多
く
使
う
麺
の
こ
と

で
い
え
ば
、
室
町
か
ら
江
戸
中
期
ぐ
ら

い
ま
で
は
、
そ
う
め
ん
も
冷
麦
も
う
ど

18

こ
の
黒
米
を
、
平
安
時
代
に
は
馬
の

餌
に
も
し
て
い
ま
す
。
百
姓
は
も
ち
ろ

ん
粟あ

わ

稗ひ
え

黍き
び

も
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
れ
ら
も
食
べ
た
で
し
ょ
う
が
、
完
全

な
玄
米
は
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
当
時
は
、
籾
擦
り
機
が
な
い

か
ら
完
全
な
玄
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
。

江
戸
中
期
に
な
る
と
、
籾
擦
り
機
が
中

国
か
ら
入
っ
て
き
て
、
完
全
な
玄
米
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
で
も
、
百
姓
は

精
白
し
ま
し
た
よ
。
臼
と
杵
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
に
、
当
時
は
煮
炊
き

は
薪
で
す
か
ら
、
玄
米
な
ん
か
炊
こ
う

と
し
た
ら
た
く
さ
ん
の
薪
が
必
要
に
な

る
の
で
す
。
そ
の
薪
代
が
馬
鹿
に
な
ら

ん
。
山
だ
っ
て
入
会
権
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
勝
手
に
薪
を
取
っ
て
く
る
わ
け
に

は
い
か
ん
の
で
す
よ
。

江
戸
中
期
に
江
戸
患
い
と
い
わ
れ
た

脚
気

か
っ
け

が
起
こ
っ
た
の
は
、
天
候
不
順
で

野
菜
が
高
騰
し
た
か
ら
な
の
で
す
。
仕

方
な
く
、
江
戸
の
人
々
は
白
米
を
多
く

食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

が
原
因
で
す
。

う
ま
さ
か
ら
い
っ
て
も
、「
ま
し
ら

げ
」
に
し
た
ほ
う
が
い
い
。
日
本
の
飯

の
炊
き
方
は
お
ネ
バ
も
捨
て
な
い
炊
き

干
し
法
で
す
か
ら
、
米
の
う
ま
味
が
１

０
０
％
残
る
。

ご
飯
が
炊
き
あ
が
っ
て
し
ゃ
も
じ
で

切
る
の
は
、
空
気
に
触
れ
さ
せ
て
お
ネ

バ
の
う
ま
味
を
ご
飯
に
固
着
す
る
た
め

で
す
。
日
本
の
米
、
温
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ

は
世
界
で
一
番
う
ま
い
米
。
そ
の
こ
と

が
う
ま
味
文
化
の
根
底
に
あ
る
の
で
す
。

実
は
、
米
の
炊
き
汁
も
だ
し
な
の
で
す
。

も
っ
と
言
う
と
ね
、
麦
飯
も
あ
ん
ま

り
食
べ
て
な
い
ん
で
す
よ
。
室
町
時
代

に
、
ち
ょ
っ
と
麦
飯
の
話
が
出
て
き
ま

す
け
れ
ど
ね
。
奈
良
時
代
に
は
麦
を
あ

ま
り
つ
く
っ
て
な
い
。
つ
く
っ
た
大
麦

を
、
青
刈
り
を
し
て
馬
の
餌
と
し
て
売

っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
何
度
も
禁

止
し
て
い
る
。

戦
国
時
代
に
な
っ
て
、
米
が
兵
糧
に

取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
仕
方

な
く
大
麦
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

精
進
料
理
が
武
家
料
理
と
融
合
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
魚
貝
を
使
っ
た
り
、

野
鳥
を
使
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
世
に
な
る
と
、
鶏
も
加
わ
っ
て
い
ま

す
が
18
種
類
ほ
ど
の
野
鳥
を
食
べ
て
い

ま
す
。
塩
漬
け
し
た
鴨
や
雁
の
肉
を
切

っ
て
水
か
ら
煮
て
だ
し
を
取
り
、
そ
の

肉
も
食
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
船
場
煮

で
す
。
大
阪
の
船
場
汁
は
戦
後
生
ま
れ

で
す
。

織
田
信
長
が
徳
川
家
康
を
も
て
な
し

た
と
き
に
は
、
鶴
が
出
て
、
次
に
白
鳥

が
出
て
、
と
り
は
ウ
ズ
ラ
と
あ
り
ま
す

か
ら
、
日
本
人
が
肉
食
を
し
な
か
っ
た

と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。

江
戸
時
代
に
も
、
土
用
の
と
き
な
ん

か
は
暑
気
払
い
と
い
っ
て
、
農
家
の
人

が
ニ
ン
ニ
ク
を
入
れ
て
鹿
肉
を
煮
て
食

べ
て
い
ま
す
。
冬
は
イ
ノ
シ
シ
の
味
噌

煮
。
こ
れ
だ
と
野
獣
の
だ
し
で
煮
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。



演
に
行
っ
た
ん
で
す
。

一
人
、
二
人
の
料
理
な
ら
だ
し
を
取

ら
な
く
て
い
い
ん
で
す
よ
、
と
言
っ
た
。

朝
の
味
噌
汁
な
ら
、
寝
し
な
に
冷
蔵

庫
の
中
に
残
っ
て
い
る
野
菜
を
刻
ん
で
、

小
さ
い
鍋
に
入
れ
、
ひ
た
ひ
た
に
水
を

加
え
て
、
煮
干
し
も
入
れ
る
。
煮
干
し

の
頭
も
内
臓
も
取
り
ま
せ
ん
。

朝
起
き
た
ら
、
良
い
だ
し
が
出
て
い

る
。
日
本
独
特
の
浸
け
だ
し
。
目
が
覚

め
て
か
ら
鍋
を
火
に
か
け
る
。
歯
を
磨

い
て
、
顔
を
洗
っ
て
身
支
度
を
整
え
て

い
る
内
に
煮
え
て
い
る
。
そ
こ
に
味
噌

を
加
え
て
溶
い
て
、
煮
干
し
も
全
部
食

べ
て
し
ま
う
。
鰹
節
を
使
う
場
合
は
、

テ
ィ
ー
バ
ッ
ク
用
の
小
袋
に
詰
め
て
、

加
え
る
。
味
つ
け
す
る
前
に
取
り
出
し

て
絞
る
。
昆
布
は
ハ
サ
ミ
で
切
っ
て
加

え
、
こ
れ
も
食
べ
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
煮
も
の
。
私
は
季
節
の
野

菜
し
か
食
べ
ま
せ
ん
。

私
は
利
尻
昆
布
を
使
い
ま
す
が
、
昆

布
を
下
に
敷
い
て
材
料
を
入
れ
、
ひ
た

ひ
た
に
水
を
加
え
、
鰹
節
は
テ
ィ
ー
バ

ッ
ク
に
入
れ
て
放
り
込
む
。
杓
子
定
規

な
や
り
方
で
、
だ
し
は
取
り
ま
せ
ん
。

煮
立
っ
て
き
た
ら
、
醤
油
や
み
り
ん
で

味
を
調
え
て
、
味
を
見
る
。
こ
れ
を
ベ

ロ
（
舌
）
メ
ー
タ
ー
と
い
い
ま
す
。
人

間
し
か
持
っ
て
い
な
い
、
味
の
メ
ー
タ

ー
で
す
。

甘
い
辛
い
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
味
。

昆
布
は
刻
ん
で
一
緒
に
盛
り
つ
け
る
。

鰹
節
は
ふ
り
か
け
に
す
る
。
煮
物
だ
っ

て
多
め
に
つ
く
っ
て
小
分
け
し
て
冷
凍
。

ご
飯
も
同
じ
。
多
め
に
炊
い
て
、
炊

き
た
て
を
一
食
分
に
分
け
て
、
ラ
ッ
プ

フ
ィ
ル
ム
に
包
ん
で
冷
凍
し
て
お
く
。

食
べ
る
と
き
に
電
子
レ
ン
ジ
で
解
凍
し

た
ら
い
い
。

「
だ
か
ら
、
う
ち
は
チ
ン
チ
ン
ク
ッ

キ
ン
グ
ク
ラ
ブ
で
す
」
と
、
そ
ん
な
話

を
す
る
と
「
そ
う
や
、
そ
ん
な
ん
で
い

い
ん
や
」
と
言
っ
て
安
心
し
て
く
れ
た
。

奥
村
彪
生
は
、
さ
ぞ
か
し
毎
日
手
の
込

ん
だ
も
の
を
つ
く
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
、

と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
う
や
っ
て
肩
の
力
を
抜
い
て
生
活

を
す
る
と
、
和
食
は
す
ご
く
楽
。

板
前
さ
ん
た
ち
が
テ
レ
ビ
で
や
っ
た

り
記
事
に
書
い
た
り
す
る
の
は
、
金
儲

け
の
た
め
に
き
れ
い
に
つ
く
ら
な
く
ち

ゃ
な
ら
な
い
「
商
売
の
料
理
」
で
、
家

で
つ
く
る
も
の
は
、
自
分
と
家
族
の
身

体
と
心
を
「
養
う
食
」
な
ん
で
す
。

心
身
を
と
も
に
育
て
て
い
く
。
そ
の

味
が
癒
し
に
な
る
。
我
が
家
の
味
を
、

自
分
が
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
子
供
が
「
お
か
あ

さ
ー
ん
」
と
叫
ん
で
く
れ
る
。

日
本
は
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
、
逆

く
の
字
型
の
国
で
す
か
ら
海
産
物
が
豊

富
。
そ
れ
と
内
陸
部
で
で
き
る
穀
物
や

野
菜
や
キ
ノ
コ
を
組
み
合
わ
せ
た
の
が
、

日
本
料
理
。
そ
の
野
菜
や
乾
物
、
キ
ノ

コ
、
豆
類
の
煮
も
の
や
汁
も
の
を
う
ま

く
昇
華
さ
せ
た
の
は
、
基
本
的
に
は
鰹

節
と
昆
布
。
海
は
ま
た
、
う
ま
味
の
生

19 だしの起源と変遷

ん
も
、
酒
の
肴
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て

か
ら
、
食
事
代
わ
り
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ど
っ
ち
み
ち
、
麺
類

の
文
化
は
寺
方
の
文
化
で
す
。
寺
院
か

ら
発
達
し
て
、
公
家
に
移
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
上
層
社
会
の
食
べ
も
の
だ
っ
た
。

な
ぜ
、
酒
の
肴
に
な
っ
た
か
と
い
う

と
、
つ
ゆ
の
塩
気
と
だ
し
の
う
ま
味
が

酒
を
う
ま
く
し
た
。
酒
の
う
ま
味
を
生

か
す
に
は
、
肴
は
ま
ず
は
塩
気
、
そ
し

て
う
ま
味
。
他
の
う
ま
味
を
重
層
さ
せ

て
、
よ
り
う
ま
く
感
じ
る
。
次
が
酢
の

も
の
で
す
。
こ
れ
は
絶
対
米
か
ら
つ
く

っ
た
米
酢
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

江
戸
っ
子
が
蕎
麦
通
を
気
取
っ
て
、

つ
け
汁
を
少
し
つ
け
て
食
べ
た
と
い
う

の
は
、
み
り
ん
や
砂
糖
が
あ
ま
り
使
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
汁
が
塩
っ
辛

か
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

つ
け
汁
に
み
り
ん
が
使
わ
れ
出
す
の

は
、
元
禄
以
降
か
ら
で
す
。
砂
糖
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代

後
期
。
砂
糖
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン

島
や
台
湾
か
ら
入
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
当
時
の
砂
糖
は
、
氷
砂
糖
で
す
。

そ
れ
を
お
ろ
し
金
で
お
ろ
し
て
使
っ
た
。

こ
れ
を
氷
お
ろ
し
と
い
い
ま
す
。

江
戸
で
料
理
屋
の
八
百
善
な
ん
か
が

流
行
っ
た
の
は
、
味
つ
け
が
甘
か
っ
た

か
ら
。「
う
ま
か
っ
た
」
か
ら
じ
ゃ
な

く
、「
甘
か
っ
た
」
か
ら
で
す
。
要
す

る
に
江
戸
の
味
は
、
甘
辛
。
上
方
は
素

材
の
味
を
生
か
す
、
品
の
良
い
だ
し
の

味
。
京
は
酒
と
塩
を
使
い
、
淡
口
醤
油

を
補
い
ま
し
た
。
大
阪
は
淡
口
醤
油
に

み
り
ん
を
少
し
加
え
ま
し
た
。
京
は

「
は
ん
な
り
」、
大
阪
は
「
ま
っ
た
り
」

し
た
味
で
し
た
。

家
庭
料
理
の
復
興
を
！

私
は
こ
の
30
年
、「
家
庭
料
理
の
復

興
を
！
」
と
叫
ん
で
い
ま
す
。
な
か
な

か
難
し
い
。
若
い
お
母
さ
ん
方
に
聞
く

と
、
だ
し
を
取
る
の
が
難
し
く
、
邪
魔

く
さ
い
と
言
い
ま
す
。
お
年
寄
り
も
そ

う
言
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、
板
前
さ
ん
や
料
理
研

究
家
が
難
し
く
教
え
る
か
ら
で
す
。

「
心
を
込
め
て
」
と
、
精
神
論
を
言
い

過
ぎ
で
す
。

先
日
、
自
立
型
の
老
人
ホ
ー
ム
に
講

み
の
親
で
も
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
国
が
置
か
れ
て
い
る
環
境

の
恵
み
で
す
。
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま

で
、
変
化
に
富
ん
だ
風
土
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
作
物
や
獲
物
が
捕
れ
る
。
そ
れ

を
う
ま
く
生
か
し
て
お
い
し
く
い
た
だ

く
知
恵
が
、
生
き
る
た
め
の
基
本
で
す
。

景
気
の
悪
い
と
き
は
、
家
で
ご
飯
を

食
べ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
必

要
な
の
は
、
ご
飯
の
お
か
ず
。
こ
れ
も

手
づ
く
り
し
た
ほ
う
が
安
く
つ
く
。

今
、
政
治
、
経
済
、
情
報
は
す
べ
て

東
京
か
ら
発
信
さ
れ
ま
す
か
ら
、
東
京

一
律
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
地
場
の
文

化
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

家
庭
料
理
と
と
も
に
地
場
の
食
文
化

を
育
て
て
い
か
な
い
と
、
日
本
は
良
く

な
り
ま
せ
ん
。

私
は
岡
本
太
郎
が
好
き
。
彼
が
言
う

「
伝
統
は
守
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
破
る
ん

だ
。
そ
こ
か
ら
新
し
い
も
の
を
つ
く
っ

て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
日
本
文
化
論
に

感
動
し
ま
し
た
。

米
を
食
べ
続
け
て
い
る
以
上
、
日
本

か
ら
う
ま
味
の
文
化
は
消
え
な
い
で
し

ょ
う
。
だ
し
は
、
単
な
る
液
体
で
は
な

い
。
こ
の
文
化
を
、
こ
れ
か
ら
外
国
に

発
信
す
る
時
代
に
入
っ
て
い
ま
す
。

今
、
日
本
は
不
健
康
者
が
増
加
し
て

い
ま
す
。
野
菜
や
乾
物
を
し
っ
か
り
食

べ
て
、
健
康
に
な
ら
な
く
て
は
。
そ
の

た
め
に
も
、
だ
し
は
不
可
欠
。「
だ
し

よ
、
バ
ン
ザ
イ
」
で
す
。




