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は
じ
め
に
│
│
歴
史
と
和
食
│
│

　

和
食
と
い
う
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
も
近
代
に
お
け
る
洋
食
の
移
入
に
伴
っ
て
登
場
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
食
の
意
味
で
す
か
ら
、
日
本
の
食
文
化
史
を
描
く
こ
と
が
本

書
の
課
題
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
食
の
歴
史
を
考
え
る
場
合
に
、
大
き
な
壁
と
な
る
の

が
史
料
の
不
足
で
す
。
日
常
茶
飯
事
と
い
っ
た
庶
民
の
出
来
事
は
、
ほ
と
ん
ど
記
録
と
し

て
残
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
政
治
の
指
導
者
た
ち
の
儀
式
や
宴
会
の
食
事
内
容
が
、

そ
の
後
の
参
考
と
し
て
部
分
的
に
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
ま
た
食
生
活
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
階
層
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
い
う
難
し
い
問
題
が
あ
り
、

日
本
の
食
の
歴
史
を
ト
ー
タ
ル
に
描
き
出
す
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
歴
史
と
は
、
や
は
り
残
さ
れ
た
史
料
を
通
じ
て
語
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ゆ
え
、
あ
く
ま
で
も
、
記
録
か
ら
窺
う
こ
と
の
で
き
る
社
会
上
層
の
人
た
ち
の
料
理
を

中
心
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
社
会
の
上
層
で
行
わ
れ
る
儀
式
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
最
高
の
料
理
が
供
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
本
書
で
は
料
理
様
式
と
呼
ぶ
こ

4



と
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
本
書
で
は
、
時
代
ご
と
に
社
会
を
代
表
す
る
よ
う
な
料
理
様
式
の

変
遷
を
軸
に
、
日
本
の
食
文
化
史
の
流
れ
を
概
観
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
食
文
化
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
国
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
気
候
や

風
土
に
よ
っ
て
大
き
な
地
域
的
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
国
を
越
え
て
伝
わ
る
習

俗
や
技
術
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
和
食
と
い
う
も
の
を
ど
う
規
定
す
る
の

か
も
、
難
し
い
問
題
で
す
。
ひ
と
ま
ず
本
書
で
は
、
ご
飯
と
汁
を
中
心
に
出だ

汁し

や
発
酵
調

味
料
を
用
い
た
料
理
の
体
系
を
伝
統
的
な
和
食
と
規
定
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う

な
か
た
ち
で
成
立
し
て
き
た
の
か
を
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
見
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
で
は
、
伝
統
的
な
和
食
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、

日
本
に
お
け
る
食
文
化
の
流
れ
を
見
渡
し
な
が
ら
、
和
食
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

5 はじめに



二
　
和
食
の
完
成
と
展
開

（
一
） 

本
膳
料
理

　

先
に
み
た
大
饗
料
理
の
台
盤
は
、
中
国
に
お
け
る
椅
子
の
文
化
の
影
響
で
す
が
、
床
に

座
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
朝
鮮
半
島
や
日
本
で
は
、
食
台
と
し
て
の
膳
が
発
達
を
み
ま
し

た
。
先
の
『
病
草
紙
』
で
も
食
器
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
折
敷
と
い
う
足
の
な
い
膳

で
し
た
。
折
敷
の
登
場
は
奈
良
時
代
く
ら
い
ま
で
遡
り
ま
す
し
、
神
饌
な
ど
に
使
わ
れ
る

三さ
ん

方ぽ
う

も
衝つ

い

重が
さ
ねと

呼
ば
れ
る
膳
の
一
種
で
、
大
饗
料
理
の
よ
う
な
儀
式
の
場
を
除
け
ば
、
古

く
か
ら
日
常
的
に
は
銘め

い

々め
い

膳ぜ
ん

が

※

用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
銘
々
膳
を
主
役
と
し
た
の
が
、
室
町
時
代
中
期
に
登
場
し
て
く
る
本
膳

料
理
と
い
う
料
理
様
式
で
、
こ
れ
が
日
本
料
理
の
正
統
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
膳

料
理
は
大
饗
料
理
の
流
れ
を
汲
む
儀
式
料
理
で
す
が
、
精
進
料
理
の
高
度
な
調
理
技
術
を

取
り
込
ん
だ
も
の
で
、
本
格
的
な
和
食
の
成
立
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
盃

さ
か
ず
き

事ご
と

に

※
※

※
一
人
一
人
に
出
す
、
一
人
用
の
膳
。

※
※
ひ
と
つ
の
盃
を
複
数
人
で
飲
み
回

す
儀
礼
。
も
と
も
と
は
飲
ん
だ
者
同
志

の
約
束
事
を
固
め
る
た
め
に
行
わ
れ

た
。
三
々
九
度
も
こ
の
一
種
。
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あ
た
る
式し

き

三さ
ん

献こ
ん

か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
初
献
か
ら
三
献
を
行
っ
た
後
に
、
膳ぜ

ん

部ぶ
※

と
し
て
七

五
三
の
膳

※
※

が
供
さ
れ
、
再
び
献こ

ん

部ぶ

に
戻
っ
て
延
々
と
酒
宴
が
続
く
盛
大
な
饗
宴
で
、
本
格

的
な
料
理
が
次
か
ら
次
へ
と
供
さ
れ
ま
す
。

　

上
図
は
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
の
『
山
内
料
理
書
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
本
膳
・
二

膳
・
三
膳
の
内
容
で
す
が
、
い
ず
れ
も
調
味
さ
れ
た
料
理
が
並
び
、
味
付
け
用
の
小
皿
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
一
部
の
料
理
に
は
酢
や
塩
な
ど
の
手
塩
皿
が
添
え
ら
れ
ま
す

が
、
メ
イ
ン
と
な
る
料
理
に
は
完
成
さ
れ
た
味
付
け
が
施
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
膳
を
使
い
な
が
ら
、
箸
の
み
を
用
い
た
奇
数
組
み
の
献

立
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
本
膳
料
理
に
い
た
っ
て
、
古
い
料
理
の
形
式
か
ら

も
中
国
料
理
の
影
響
か
ら
も
脱
却
し
て
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
独
自
な
味
覚
体
系
が
創
出

さ
れ
、
本
格
的
な
日
本
料
理
、
つ
ま
り
和
食
が
成
立
を
み
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
本
膳
料
理
に
は
、
武
家
と
い
う
存
在
が
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
成

立
は
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
順
を
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本

膳
料
理
が
生
ま
れ
た
室
町
時
代
の
前
は
、
武
家
が
政
治
の
実
権
を
握
り
始
め
た
鎌
倉
時
代

で
し
た
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
儀
式
料
理
と
し
て
垸お

う

飯ば
ん

が
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
大お

お

盤ば
ん

（
垸
飯
）
振ぶ

る

舞ま
い

の
語
源
で
す
が
、も
と
も
と
垸
飯
と
は
、公
家
た
ち
が
、殿
上
に
集
ま
っ

※
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
に
あ
た
る
食
膳

の
部
の
意
。

※
※
本
膳
に
七
菜
、
二
の
膳
に
五
菜
、

三
の
膳
に
三
菜
を
出
す
膳
組
。
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小

飯
の
け
わ

か
い

三 本
膳
の
図
（『
続
群
書
類
従
』
の
『
山
内
料
理
書
』

よ
り
）



た
時
に
出
す
簡
単
な
供
膳
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
承
け
て
武
家
の
間
に
も
垸
飯
と
い
う
饗
宴
が
広
ま
り
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る

と
、
年
始
や
元
服
な
ど
の
儀
礼
の
際
に
、
垸
飯
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
く

に
正
月
垸
飯
は
、
年
始
に
御
家
人
が
将
軍
に
饗
膳
を
捧
げ
る
重
要
な
儀
礼
と
さ
れ
ま
し
た
。

京
風
の
文
化
を
好
ん
だ
三
代
将
軍
・
源

み
な
も
と
の

実さ
ね

朝と
も

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
武
家
は
公
家
か

ら
多
く
を
摂
取
し
な
が
ら
独
自
の
文
化
を
創
出
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
料
理
文
化
も
同

じ
よ
う
な
展
開
を
た
ど
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

鎌
倉
中
期
の
料
理
書
『
世せ

俗ぞ
く

立り
つ

要よ
う

集し
ゅ
う』（『
群
書
類
従
』）
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
は
蔵く

ろ

人う
ど

所ど
こ

にろ
※

務
め
る
滝
口
の
武
士

※
※

に
は
、
上
図
左
の
よ
う
な
膳
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

武
家
が
政
治
的
な
優
位
性
を
も
つ
よ
う
な
承
久
年
間
（
一
二
一
九
～
二
二
）
以
降
に
な
る

と
、
武
家
の
正
月
垸
飯
の
膳
が
上
図
の
Ａ
が
Ｂ
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
ま
で
の
打う

ち

鮑あ
わ
び・
ク
ラ
ゲ
に
加
え
て
、
梅
干
し
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
武
士
が
敵
に

毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
た
場
合
に
、
梅
干
し
が
利
く
と
信
じ
ら
れ
た
た
め
で
す
が
、
Ｂ
は
明
ら

か
に
Ａ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
Ｂ
の
膳
で
は
調
味
料

を
除
け
ば
三
皿
と
い
う
奇
数
の
料
理
数
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
調
理
は
神
饌
料
理
・
大
饗

料
理
の
場
合
と
同
じ
で
、
塩
と
酢
で
好
み
の
味
付
け
を
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
武

※
新
た
に
設
け
ら
れ
た
令
外
官
で
、
天

皇
の
私
的
な
用
務
を
果
た
し
て
い
た

が
、
職
能
の
範
囲
を
拡
大
し
て
重
要
な

役
所
と
な
っ
た
。

31 二　和食の完成と展開

公
家
か
ら
武
士
へ
（『
世
俗
立
要
集
』
よ
り
）

Ａ　蔵人所瀧口ノマチザカナ

ウ
チ

ア
ハ
ヒ

ク
ラ
ケ

シ
ホ ス

Ｂ　武家ノサカナノスエヤウ

ウ
チ

ア
ハ
ヒ

ム
メ

ホ
シ

ク
ラ

ケ
　

シ
ホ ス



家
の
垸
飯
は
、
基
本
的
に
公
家
の
大
饗
料
理
の
伝
統
を
引
く
も
の
で
す
。

　

し
か
も
鎌
倉
時
代
の
垸
飯
に
お
い
て
は
、
ま
だ
室
町
時
代
の
本
膳
料
理
の
よ
う
な
和
食

的
要
素
が
出
そ
ろ
っ
て
は
お
ら
ず
、
精
進
料
理
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
高
度
な
調
理
法
が
採

り
入
れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
鎌
倉
武
士
の
垸
飯
は
、
必
ず
し
も
質
素
な
も

の
で
は
な
く
、『
吾
妻
鏡
』
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
正
月
元
日
条
に
は
、
千ち

葉ば

常つ
ね

胤た
ね

が

源
頼よ

り

朝と
も

に
献
じ
た
垸
飯
で
、
三
尺
（
約
九
一
セ
ン
チ
）
ほ
ど
の
コ
イ
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま

な
肴
と
酒
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
意
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
公
家
に
か
わ
っ
て
政
権

を
手
中
に
収
め
た
武
家
た
ち
は
、
自
ら
の
料
理
様
式
を
確
立
し
よ
う
と
努
力
し
、
大
饗
料

理
の
よ
う
な
儀
式
料
理
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
寺
家
の
精
進
料
理
か
ら
も
優
れ
た

技
術
や
作
法
な
ど
を
採
り
入
れ
つ
つ
、
新
た
な
模
索
を
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
う
し
た
努
力
の
結
果
と
し
て
、
室
町
時
代
も
一
五
世
紀
に
入
る
と
、
本
膳
と
い
う
言

葉
が
登
場
し
、
本
膳
料
理
の
内
実
も
徐
々
に
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
一い

ち

条じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し

（
一
四
〇

二
～
八
一
）
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
尺せ

き

素そ

往お
う

来ら
い

』
と
い
う
往
来
物
に
は
、
豪
華
な
精
進
料

理
が
数
多
く
並
び
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
に
「
本
膳
・
追
膳
・
三
の
膳
・
大
汁
・
小
汁
」
と

あ
り
ま
す
。
ま
た
同
時
代
の
史
料
『
蔭い

ん

涼り
ょ
う

軒け
ん

日に
ち

録ろ
く

』
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
正
月
二

五
日
条
で
は
、
将
軍
・
足
利
義
政
の
御
所
で
の
饗
膳
に
「
御お

斎と
き

に
三
之
膳
あ
り
」
と
し
た

※
※
内だ

い

裏り

の
警
護
に
あ
た
っ
て
い
た
武

士
。

※
熊
倉
功
夫
『
日
本
料
理
の
歴
史
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

※
※
宴
席
な
ど
で
将
軍
に
従
い
同
席
す

る
人
々
。

32



お
わ
り
に
│
│
和
食
の
特
色
と
将
来
│
│

　

和
食
は
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
の
米
文
化
圏
の
な
か
で
、
米
を
中
心
と
し
な
が
ら

も
、
肉
食
の
排
除
と
魚
類
へ
の
集
中
と
い
う
特
異
な
食
文
化
を
形
成
し
た
点
に
大
き
な
特

色
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
神
に
供
え
て
み
せ
る
神
饌
料
理
と
し
て
、
庖
丁
の
切
り
方
な
ど

見
た
目
に
こ
だ
わ
り
、
懐
石
料
理
の
も
て
な
し
や
し
つ
ら
え
の
思
想
に
よ
っ
て
、
と
り
わ

け
美
し
く
て
お
い
し
い
料
理
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
肉
を
排
除
し
た
こ
と
か

ら
、
動
物
性
油
脂
に
頼
ら
ず
に
味
の
ベ
ー
ス
を
整
え
る
出
汁
が
発
明
さ
れ
て
、
飽
和
脂
肪

酸
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
抑
制
さ
れ
、
ヘ
ル
シ
ー
な
食
事
の
体
系
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
醤
油
な
ど
の
発
酵
調
味
料
が
独
自
に
多
様
な
発
展
を
遂
げ
、
複
雑
な
味
付
け
を
可
能

と
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
和
食
の
形
成
・
展
開
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
あ
る
い
は
欧
米
な
ど
海
外
の
料
理

文
化
を
摂
取
し
な
が
ら
、
独
自
の
料
理
体
系
を
模
索
し
、
肉
料
理
を
採
り
入
れ
る
な
ど
取

り
合
わ
せ
の
多
様
性
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
。
冒
頭
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
食
文
化
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に
は
保
守
性
と
革
新
性
が
同
居
し
て
い
ま
す
か
ら
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
取
り
組

み
が
な
さ
れ
、
緩
や
か
に
変
化
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
日
本
人
に
体
質
的

に
染
み
込
み
、
調
味
料
・
嗜
好
品
な
ど
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
米
の
需
要
は
、
食
事
の
な

か
で
の
比
重
が
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
米
飯
自
体
が
な
く
な
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
今
後
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
よ
り

豊
か
な
和
食
を
私
た
ち
の
食
生
活
の
な
か
に
広
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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