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東
日
本
大
震
災
、
原
子
力
発
電
所
事
故
の
風
評
か
ら
一
日
も
早
い
脱
出
を
願
い
、
会
津
若
松
商
工
会
議
所
で
は
、
会

津
の
優
れ
た
遺
産
に
光
を
当
て
活
性
化
を
図
る
こ
と
と
し
、
会
津
遺
産
の
第
一
弾
と
し
て
、『
残
し
た
い
美
し
い
会
津

弁
〜
お
あ
い
な
は
ん
し
ょ
〜
』
を
発
刊
し
、
全
国
の
皆
様
か
ら
の
共
感
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
日
本
料
理
が
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
無
形
文
化
遺
産
に
「
和
の
食
」
と
し
て
登
録
さ
れ
、
世
界
に
通
用
す
る
食

文
化
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
観
光
庁
の
「
訪
日
外
国
人
消
費
動
向
」（
平
成
二
十
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
訪
日
外
国

人
の
活
動
の
第
一
位
が
「
日
本
食
を
食
べ
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

会
津
は
恵
ま
れ
た
素
晴
ら
し
い
大
自
然
の
中
で
、
会
津
盆
地
な
ら
で
は
の
独
特
の
食
文
化
が
発
達
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
発
事
故
地
域
か
ら
一
〇
〇
㎞
以
上
離
れ
、
殆
ど
事
故
の
影
響
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
風

評
被
害
に
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
当
所
も
参
加
す
る
会
津
方
部
商
工
観
光
団
体
協
議
会
は
、
内
堀
福

島
県
知
事
と
懇
談
す
る
機
会
が
あ
り
、
会
津
が
風
評
か
ら
脱
出
す
る
に
は
、
優
れ
た
会
津
の
食
文
化
に
光
を
当
て
、
活

性
化
を
図
る
こ
と
が
最
も
大
切
と
の
考
え
に
至
り
、
会
津
遺
産
の
第
二
弾
と
し
て
《
会
津
の
風
土
が
育
ん
だ
食
文
化
》

に
光
を
当
て
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

北
前
船
の
発
達
に
よ
り
発
展
し
た
会
津
料
理
は
、
若
狭
小
浜
と
京
都
を
結
ぶ
鯖
街
道
か
ら
北
前
船
の
恵
み
を
得
て
発

展
し
た
京
料
理
と
似
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
を
控
え
、
世
界
に
通
用
す
る

京
料
理
、
加
賀
料
理
に
匹
敵
す
る
日
本
三
大
「
和
の
食
」
を
目
指
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。



　Preface

Yasuhiro Miyamori, 
 President of Aizu Wakamatsu 

Chamber of Commerce

To regain our footing following the Great East Japan Earthquake and the 
reputational damages caused by the nuclear plant disaster as early as 
possible, the Aizu Wakamatsu Chamber of Commerce has focused on 
Aizu’s remarkable heritage in an attempt to revitalize the Aizu region.
As part of a concrete initiative towards that goal, we are developing a 
series of booklets entitled "Aizu Heritage." The recently-published fi rst 
issue of the series, "The Beautiful Aizu Dialect - Oaina hansho -", was 
favorably received by people around the country.
Recently registered by UNESCO as an intangible cultural heritage, 
Japanese cuisine has been recognized as one of the world's greatest 
cuisines.

Blessed with the bountiful nature, the Aizu basin developed a distinctive 
cuisine all its own. However, we people living the region are still suffering 
from reputational damages in spite of the fact that Aizu is more than 100 
km away from the ground zero, which had little effect on Aizu.

In the midst of this, having been given an opportunity to talk with 
Fukushima Prefecture Governor Uchibori at a meeting of the Aizu Region 
Commerce, Industry and Tourism Organization Conference, I came to a 
realization. That is, I realized that the most important aspect of 
eliminating reputational damages is shedding light on Aizu’s excellent 
cuisine as part of an effort to rejuvenate Aizu. Accordingly, we decided to 
feature “The Native Cuisine of Aizu” in the second issue of Aizu Heritage. 

Aizu's cuisine was nurtured by the development of the Kitamaebune, a 
shipping route in Edo-era Japan. It is said to strongly resemble that of 
Kyoto, which was developed by the bounty of the Kitamaebune brought 
through the Saba Kaidou ("Mackeral Highway") that connected Wakasa 
Obama and Kyoto. With the 2020 Tokyo Olympic Games just a few years 
away, I truly hope that Aizu’s cuisine will soon be counted as one of the 
top three Japanese cuisines alongside those of Kyoto and Kaga.
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。
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会
津
の
風
土
が
育
ん
だ
食
文
化
　

　

会
津
地
域
に
は
、
古
来
よ
り
、
そ
の
気
候
風
土
や
歴
史
、
生
活
様
式
等
を
背
景
に
、
地
域
に
根
差
し
た
多
数
の
郷
土
・

伝
統
食
が
存
在
し
ま
す
。

　

ま
た
、
商
工
業
等
〝
生
業
〟
の
歴
史
の
観
点
か
ら
も
伝
統
的
な
も
の
づ
く
り
分
野
で
の
食
文
化
が
形
成
さ
れ
て
き
て

お
り
、
今
な
お
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

盆
地
や
山
間
地
か
ら
な
る
会
津
地
方
は
、
広
大
な
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域
内
で
も
多
様
な
食
形
態
が
み
ら
れ

ま
す
。
盆
地
の
主
要
河
川
の
沿
岸
は
、
主
に
米
作
地
帯
で
あ
り
、
一
方
、
山
間
地
域
は
、
山
菜
や
沢
の
魚
介
、
獣
肉
な

ど
に
よ
る
食
形
態
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

地
域
全
体
が
豪
雪
に
見
舞
わ
れ
る
冬
期
間
は
、
漬
物
な
ど
の
保
存
食
、
発
酵
食
文
化
も
広
が
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
自
給
型
の
食
文
化
が
あ
る
一
方
で
、
海
か
ら
遠
い
会
津
地
域
に
は
、
か
つ
て
江
戸
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た

北
前
船
が
新
潟
を
経
由
し
て
も
た
ら
し
た
海
産
物
（
乾
物
が
主
）
と
地
場
生
産
物
の
食
材
と
の
組
合
せ
に
よ
り
で
き
あ

が
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
乾
物
料
理
が
会
津
の
食
文
化
を
語
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

The food culture that clim
ate of Aizu brought up.
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▪
盆
地
と
山
間
部
と
多
様
な
食
形
態

▪
多
彩
な
保
存
食
と
発
酵
食
文
化

▪
欠
か
せ
な
い
魚
介
類
の
乾
物

湯川村

〈会津食文化形成の分布図〉
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会
津
若
松
商
工
会
議
所
で
は
、『
会
津
・
食
の
遺
産
』
と
し
て
、
会
津

の
気
候
風
土
や
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
、
特
徴
的
な
食
を
『
会
津
十
食
』

と
名
付
け
分
類
し
ま
し
た
。

　

代
表
的
な
食
を
独
自
に
“
九
食
”
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

残
り
の
一
食
は
皆
様
が
お
選
び
く
だ
さ
い
。

※
掲
載
の
画
像
は
す
べ
て
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
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一
般
的
に
は
郷
土
料
理
と
呼
ば
れ
る
こ
づ
ゆ
・
鰊
の
山
椒
漬
け
・
棒
た
ら
の
甘
煮
な
ど
は
、
歴
史
的
に
、
主
に
、
江

戸
期
に
北
前
船
が
も
た
ら
し
た
海
産
物
と
会
津
古
来
の
地
場
産
品
の
組
合
せ
に
よ
り
で
き
あ
が
っ
た
料
理
で
す
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
会
津
の
先
人
が
風
土
に
根
差
し
た
当
地
固
有
の
料
理
と
し
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
貴
重
な

海
産
物
を
保
存
加
工
し
独
自
に
つ
く
り
あ
げ
た
、
い
わ
ば
会
津
料
理
と
い
え
る
も
の
で
す
。

 

代
表
的
料
理 

　

こ
づ
ゆ
、
鰊
の
山
椒
漬
け
・
棒
た
ら
の
甘
煮
・
豆
数
の
子
・
鰊
の
昆
布
巻
き
・
鰊
天
麩
羅 

な
ど

　

会
津
の
代
表
的
な
郷
土
料
理
。
そ
の
歴
史
は
、
江
戸

後
期
会
津
藩
八
代
藩
主
松
平
容
敬
公
の
参
勤
交
代
の

折
、
食
べ
ら
れ
た
『
重
』
と
い
う
料
理
が
ル
ー
ツ
と
さ

れ
る
。

　

元
々
冬
期
間
の
お
祝
い
膳
に
出
さ
れ
た
が
、
現
在
は

冠
婚
葬
祭
や
お
正
月
な
ど
特
別
な
日
に
欠
か
せ
な
い
お

も
て
な
し
料
理
と
な
っ
て
い
る
。
伝
統
工
芸
会
津
塗
の

〝
大
平
〟
と
い
う
椀
に
盛
ら
れ
「
手
塩
皿
」
と
い
う
朱

塗
り
の
小
皿
に
分
け
て
食
べ
ら
れ
る
。

Aizu dish

　

会
津
料
理
の

祝
い
膳
に
は
会

津
漆
器
朱
塗
り

の
本
膳
が
使
用

さ
れ
ま
し
た
。

Kozuyu

▪
会
津
の
地
場
産
品
と
北
前
船
に
よ
る
他
産
地
の
食
材
（
主
に
海
産
物
の

干
物
等
）
に
よ
り
生
ま
れ
た
料
理
を
「
会
津
料
理
」
と
し
、
会
津
固
有

の
食
材
だ
け
を
調
理
し
た
も
の
を
「
伝
統
郷
土
料
理
」
と
し
ま
し
た
。
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会
津
全
域
で
食
べ
ら
れ
る
代
表
的
な
鰊
料
理
。
背
肉

だ
け
を
と
っ
て
乾
燥
し
た
鰊
の
干
物
を
〝
身
欠
き
鰊
〟

と
い
い
、
山
椒
の
葉
と
醤
油
・
酢
・
砂
糖
な
ど
の
調
味

料
と
と
も
に
漬
け
る
。

　

新
鮮
な
魚
が
入
手
困
難
だ
っ
た
昔
、
タ
ン
パ
ク
源
、

カ
ル
シ
ウ
ム
源
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
食
べ

物
で
酢
を
使
っ
て
長
期
保
存
で
き
る
伝
統
食
と
し
て
今

日
も
食
さ
れ
て
い
る
。

　

鱈
の
素
干
し
を
水
に
浸
し
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
醤

油
・
砂
糖
な
ど
で
ゆ
っ
く
り
煮
あ
げ
た
も
の
。
古
く
は

正
月
や
祭
り
の
ご
馳
走
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、

比
較
的
裕
福
な
家
で
な
い
と
な
か
な
か
つ
く
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

干
物
の
鱈
を
使
っ
た
料
理
は
、
長
野
や
山
形
に
も
み

ら
れ
る
が
、
会
津
と
京
都
が
有
名
。
京
都
で
は
エ
ビ
芋

と
棒
鱈
を
一
緒
に
煮
た
「
い
も
棒
」
と
呼
ば
れ
る
料
理

を
提
供
す
る
お
店
が
あ
る
。

 

＊各家庭によって食材
やその切り方が異なっ
ていることがある。

Herring soaked in
Japanese pepperBotaras boiled in sugar

代
表
的
な
【
こ
づ
ゆ
】
の
作
り
方

※
材　

料

・
里
芋
・
人
参
・
干
し
き
く
ら
げ

・
干
し
貝
柱
・
干
し
椎
茸
・
豆
麩

・
し
ら
た
き
・
塩
出
し
わ
ら
び

※
作
り
方

①
干
し
貝
柱
と
干
し
き
く
ら
げ
・
干
し

椎
茸
を
水
に
ひ
た
し
戻
し
て
お
く
。

②
塩
出
し
わ
ら
び
は
さ
っ
と
茹
で
２
㎝

長
さ
に
切
る
。
豆
麩
は
水
に
₁₀
分
間
ひ

た
し
水
切
り
を
し
軽
く
絞
る
。

③
鍋
に
、
椎
茸
と
ひ
た
し
汁
、
貝
柱
と

ひ
た
し
汁
、
だ
し
汁
、
酒
を
入
れ
、
中

火
に
か
け
る
。

④
沸
騰
後
５
分
程
度
煮
て
か
ら
人
参
と

き
く
ら
げ
を
入
れ
、
人
参
が
柔
ら
か
く

な
っ
た
ら
里
芋
を
入
れ
、
里
芋
が
柔
ら

か
く
な
っ
た
ら
醤
油
で
味
を
整
え
る
。

⑤
豆
麩
を
入
れ
て
、
一
煮
立
ち
し
た
ら

で
き
あ
が
り
。
盛
り
付
け
に
、
わ
ら
び

を
の
せ
る
。
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海
産
物
と
会
津
の
自
給
食
材
に
よ
る
会
津
料
理

　
　
　
材
　
材
料
　
レ
　
レ
シ
ピ

鰊
の
鮓
漬
け

　

鰊
の
鮓
漬
け
は
当
時
、
正
月
料
理
と
し
て
は
最

高
級
品
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伊
南
川
流

域
に
は
ア
ユ
な
ど
川
魚
の
は
ら
わ
た
を
利
用
し
、

そ
れ
と
同
量
位
の
塩
を
加
え
て
イ
カ
の
塩
辛
と
同
じ
よ
う
に
つ
く
る

「
ナ
ツ
チ
モ
ノ
」
や
、
鮠
・
ア
ユ
を
使
っ
て
飯
と
と
も
に
漬
け
る
川
魚

の
す
し
漬
け
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
発
酵
技
術
の
影
響
を
受
け
て
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

材 

鰊

鰊
と
ふ
き
の
煮
物

　

手
軽
に
で
き
る
常
備
菜
で
あ
る
。

材 

鰊
、
ふ
き
、
生
姜
汁

レ 

身
欠
鰊
を
切
り
、
ぬ
る
ま
湯
に
生
姜
汁
を
い
れ

て
漬
け
て
お
く
。
ふ
き
を
熱
湯
で
固
め
に
茹
で
流
水
で
流
し
、
皮
を

剥
き
切
り
分
け
る
。
鍋
に
水
と
調
味
料
を
い
れ
て
煮
立
せ
、
水
分
を

拭
き
取
っ
た
鰊
を
い
れ
落
し
蓋
を
し
て
煮
る
。
鰊
に
照
り
が
出
た
ら

鍋
か
ら
取
り
出
し
、
ふ
き
を
煮
る
。
落
し
蓋
を
し
、
ふ
き
が
色
づ
い

た
ら
火
を
止
め
、
完
成
で
あ
る
。

鰊
の
昆
布
巻
き

材 

鰊
、
昆
布

レ 

昆
布
を
水
に
ひ
た
し
良
く
水
を
切
っ
て
鰊
を
巻

き
、
醤
油
、
砂
糖
な
ど
で
味
を
つ
け
よ
く
煮
ふ
く

め
る
。

ず
い
き
汁	

　

ず
い
き
は
、
い
も
が
ら
と
も
い
う
。
里
芋
の
茎

で
あ
る
。
芋
は
汁
や
煮
物
に
多
く
使
わ
れ
る
が
、

寒
さ
に
弱
い
の
で
冬
の
貯
蔵
に
は
い
ろ
り
の
下
に

む
ろ
を
作
り
籾
殻
の
中
に
入
れ
て
お
き
利
用
す
る
都
度
、
簡
単
に
取

り
出
す
よ
う
先
人
は
工
夫
し
た
。
生
鮮
野
菜
の
少
な
い
冬
か
ら
翌
春

に
か
け
て
汁
の
実
な
ど
に
利
用
す
る
。

材 
ず
い
き
、
じ
ゃ
が
い
も
、
人
参
、
鰊
、
大
根

レ 
ず
い
き
は
二
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
切
り
ぬ
る
ま
湯
で
戻
す
。
鰊
は
米

の
と
ぎ
汁
に
一
晩
漬
け
て
お
き
、
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
二
セ
ン
チ
ぐ
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ら
い
に
切
る
。
野
菜
、
鰊
を
一
緒
に
煮
る
。
煮
え
た
ら
ア
ク
を
と
り
、

味
付
け
を
す
る
。

磐
梯
た
け
と
鰊
の
味
噌
煮

材 

磐
梯
た
け
、
干
し
鰊

レ 
味
噌
、
砂
糖
で
味
を
つ
け
気
長
に
煮
込
む
。
煮

れ
ば
煮
る
ほ
ど
美
味
し
く
な
る
。

棒
た
ら
の
昆
布
巻
き

　

昔
は
お
産
後
の
食
事
に
は
蛋
白
源
と
し
て
棒
た

ら
が
す
す
め
ら
れ
た
。

材 

棒
た
ら
、
昆
布

松
前
漬

　

冬
が
始
ま
る
頃
に
保
存
食
と
し
て
作
ら
れ
て
い

た
郷
土
料
理
。
会
津
の
寒
く
長
い
冬
の
時
期
に
不

足
し
が
ち
だ
っ
た
た
ん
ぱ
く
質
を
補
う
と
て
も
大

切
な
保
存
食
で
あ
る
。

材 

す
る
め
、
に
ん
じ
ん

レ 

す
る
め
は
横
に
三
～
四
等
分
に
切
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
縦
に
適
当

な
太
さ
に
切
る
。
さ
っ
と
水
洗
い
を
し
て
水
気
を
切
り
、
酒
を
振
り

掛
け
て
お
く
。
に
ん
じ
ん
は
ス
ル
メ
と
お
な
じ
く
ら
い
の
長
さ
に
切

り
、
全
体
に
塩
、
砂
糖
を
軽
く
も
ん
で
一
時
間
お
く
。
そ
の
後
水
で

塩
気
を
と
る
。
鍋
に
醤
油
、
砂
糖
、
み
り
ん
、
酒
を
入
れ
砂
糖
が
溶

け
る
ま
で
沸
騰
さ
せ
、
冷
ま
す
。
器
に
す
る
め
と
人
参
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
入
れ
、
冷
ま
し
た
調
味
液
を
入
れ
て
、
ザ
ッ
ク
リ
と
和
え
て
か

ら
そ
の
ま
ま
漬
け
込
む
。

つ
ゆ
煮
染
め

　

田
島
地
方
へ
江
戸
か
ら
赴
任
し
て
き
た
役
人
が
、

こ
の
地
で
入
手
で
き
る
材
料
を
使
っ
て
作
り
出
し

た
の
が
「
つ
ゆ
煮
染
め
」
で
あ
る
。

材 

人
参
、
里
芋
、
つ
と
豆
腐
、
す
る
め
、
か
ち
ぐ
り

レ 

す
る
め
を
よ
く
ふ
い
て
汚
れ
を
去
り
、
か
ち
ぐ
り
も
下
茹
で
し
、

つ
と
豆
腐
を
小
口
に
切
る
。
昆
布
は
結
び
こ
ん
ぶ
に
す
る
。
醤
油
、塩
、

み
り
ん
で
味
付
け
し
、
最
後
に
あ
さ
つ
き
を
さ
っ
と
ち
ら
す
。

塩
く
じ
ら
の
酢
味
噌
あ
え

材 

ネ
ギ
、
塩
ク
ジ
ラ

レ 

塩
く
じ
ら
を
切
り
、
熱
湯
で
ゆ
で
、
ゆ
で
汁
を

す
て
て
き
れ
い
に
洗
う
。
ネ
ギ
を
切
り
、
さ
っ
と
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茹
で
て
水
を
切
る
。
味
噌
、
酢
、
砂
糖
で
酢
味
噌
を
作
り
和
え
る
。

サ
メ
煮
（
サ
メ
の
煮
つ
け
、
サ
メ
の
う
ま
煮
）

　

正
月
料
理
・
祭
り
の
お
膳
に
は
、
保
存
が
効
く

サ
メ
を
甘
辛
く
炊
い
た
「
サ
メ
の
煮
付
け
」
と
「
こ

づ
ゆ
」
が
並
ぶ
の
が
定
番
。
サ
メ
は
絶
命
時
に
体

内
に
た
め
込
ん
だ
尿
素
が
ア
ン
モ
ニ
ア
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
腐
敗
を

防
止
し
、
通
常
の
魚
よ
り
か
な
り
長
持
ち
す
る
。

材 

サ
メ

レ 

サ
メ
は
一
度
ゆ
で
こ
ぼ
し
て
、
醤
油
、
ザ
ラ
メ
、
水
を
ひ
と
煮
立

ち
さ
せ
た
中
に
サ
メ
を
入
れ
、
弱
火
で
気
長
に
煮
る
。

豆
数
の
子

　

お
せ
ち
の
代
表
的
な
祝
肴
。
卵
が
多
い
の
で
子

宝
・
子
孫
繁
栄
を
願
う
た
め
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
。

材 

豆
、
塩
数
の
子

レ 

塩
数
の
子
は
、
米
の
と
ぎ
汁
に
つ
け
六
時
間
く
ら
い
浸
し
て
、
塩

辛
さ
と
え
ぐ
み
を
と
る
。
数
の
子
を
水
洗
い
し
、
ま
わ
り
の
薄
皮
を

と
る
。
小
鍋
に
鰹
節
一
つ
ま
み
と
、
醤
油
、
み
り
ん
を
入
れ
ひ
と
煮

立
ち
さ
せ
、
だ
し
汁
を
取
り
、
冷
め
た
ら
数
の
子
を
つ
け
て
味
付
け

を
す
る
。

え
ご

　

え
ご
海
苔
で
紅
藻
の
一
種
で
あ
る
。
寒
天
物
質

を
含
み
、
寒
天
の
原
藻
の
ひ
と
つ
に
も
な
る
。
も

と
も
と
新
潟
地
方
に
伝
わ
る
有
名
な
郷
土
食
で
、

隣
接
す
る
西
会
津
町
な
ど
は
古
く
か
ら
交
流
が
活
発
で
あ
っ
た
の
で
、

海
辺
の
食
文
化
が
内
陸
の
会
津
に
も
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

材 

え
ご
海
苔

レ 

え
ご
海
苔
を
水
洗
い
す
る
。
水
に
一
〇
分
間
浸
す
。
え
ご
海
苔
と

水
を
鍋
に
入
れ
、
良
く
か
き
回
し
な
が
ら
溶
け
る
ま
で
煮
る
。
型
に

入
れ
冷
ま
す
。
酢
醤
油
、
し
ょ
う
が
醤
油
な
ど
を
つ
け
て
食
べ
る
。

ざ
く
ざ
く
煮

　

大
晦
日
な
ど
に
食
さ
れ
る
。
ざ
く
ざ
く
の
名
は
、

よ
り
ご
ち
そ
う
に
す
る
た
め
、
多
く
の
材
料
を
用

い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

材 
棒
た
ら
・
煮
干
し
・
鮭
・
す
る
め
・
大
根
・
人
参
・
里
芋
・
ご
ぼ
う
・

糸
こ
ん
に
ゃ
く
・
き
く
ら
げ
な
ど

レ 

材
料
を
全
部
一
緒
に
鍋
に
入
れ
軟
ら
か
く
煮
て
、
醤
油
味
に
仕
上
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げ
る
。

ひ
じ
き
と
油
揚
げ
煮

　

造
血
食
品
。

材 

ひ
じ
き
、
油
揚
げ
、
打
ち
豆

レ 
ひ
じ
き
を
良
く
水
に
ひ
た
し
、
細
か
い
砂
な
ど

を
取
り
除
き
、
水
を
切
り
、
油
揚
げ
、
打
ち
豆
な
ど
を
サ
ラ
ダ
油
と

共
に
炒
め
、
醤
油
と
砂
糖
で
味
を
つ
け
て
つ
く
る
。

鮭
（
塩
引
き
）
の
粕
汁

材 

酒
粕
、
塩
引
き
鮭
、
大
根
、
に
ん
じ
ん
、
ご

ぼ
う
、
味
噌

レ 

鍋
を
火
に
か
け
、
沸
い
て
き
た
ら
野
菜
を
入

れ
、
野
菜
に
火
が
通
っ
た
ら
塩
ぬ
き
し
た
鮭
を
加
え
る
。

	

鮭
の
色
が
変
わ
っ
て
火
が
通
っ
た
ら
、
酒
粕
と
味
噌
を
溶
き
入
れ
味

を
整
え
る
。
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北前船の航路と主な港

　「
北
前
船
」
と
会
津
の
食
文
化

　

海
か
ら
遠
く
離
れ
、
特
に
、
海
産
物
（
鮮
魚
）
の
入
手
・
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
会
津
地
方
で
は
、
新
潟
か
ら
阿
賀
川
を

遡
上
す
る
鮭
・
鱒
な
ど
は
大
型
魚
と
し
て
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
海
の
魚
類
は
、
干
物
と
し
て
北
前
船
に
よ
り
北
海
道
か
ら
新

潟
港
を
経
由
し
阿
賀
川
を
舟
で
会
津
へ
運
ば
れ
、
ま
た
南
会
津
地
方
へ
は
、
六
十
里
峠
や
八
十
里
峠
を
人
の
背
に
よ
り
運
ば

れ
て
い
ま
し
た
。

　

主
な
海
産
物
は
、
塩
、
鰊
、
す
る
め
、
昆
布
な
ど
で
、
特
に
鰊
は
、
北

海
道
産
身
欠
き
鰊
で
あ
り
、
鰊
の
山
椒
漬
け
を
始
め
、
今
な
お
鰊
料
理
の

食
文
化
は
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
近
江
商
人
は
、
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
の
豊
富
な
海

産
物
等
を
買
付
け
、北
前
船
で
新
潟
な
ど
に
卸
し
て
い
ま
し
た
。会
津
へ
は
、

阿
賀
川
や
越
後
街
道
を
通
っ
て
大
量
に
物
産
品
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
に
会
津
の
米
な
ど
の
物
産
を
積
ん
で
大
阪
な
ど
で
商
い
を
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
大
手
廻
船
問
屋
が
独
占
権
益
を
得
る
よ
う
に
な

り
、銭
谷
五
兵
衛
（
加
賀
）、高
田
屋
嘉
兵
衛
（
兵
庫
）
本
間
四
郎
三
郎
（
酒

田
）
と
い
っ
た
藩
財
政
に
影
響
を
与
え
る
ま
で
の
商
人
も
現
れ
ま
し
た
。
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地
名
が
示
す
通
り
、
水
の
都
会
津
で
は
、
か
つ
て
鮮
魚
は
猪
苗
代
湖
、

阿
賀
川
、
只
見
川
、
伊
南
川
な
ど
の
湖
沼
・
河
川
で
獲
れ
る
川
魚
が
主
で
、

自
給
で
き
る
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
し
た
。
そ
れ
ら
を
塩
焼
や
干
物
、
ま

た
、
冬
期
の
保
存
食
と
し
て
「
す
し
漬
け
」
な
ど
に
加
工
し
食
べ
て
き
ま

し
た
。

　

代
表
的
な
鮮
魚
と
し
て
は
、
う
な
ぎ
、
鯉
、
あ
ゆ
、
う
ぐ
い
（
赤
腹
）、

鮒
、
い
わ
な
、
や
ま
め
、
泥
鰌
、
な
ま
ず
、
鰍
、
鱒
、
鮭
、
わ
か
さ
ぎ
、

沢
蟹
、
川
え
び
な
ど
で
す
。

　

特
に
、
船
運
で
栄
え
た
塩
川
は
川
魚
の
宝
庫
で
、
う
な
ぎ
、
な
ま
ず
は

昔
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
祝
い
や
祭
り
の
膳
に
欠
か
せ
な

い
鯉
の
甘
煮
は
、
か
つ
て
農
家
の
種
ま
き
や
稲
刈
り
後
に
は
温
泉
に
入
っ

て
鯉
を
食
べ
る
「
鯉
湯
治
」
と
い
う
習
慣
も
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
代
表
的
な
川
魚
料
理
は
、
あ
ゆ
や
岩
魚
の
塩
焼
、
鯉
の
甘
煮
、

う
な
ぎ
の
蒲
焼
き
な
ど
が
食
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

Freshw
ater fish cuisine
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【
猪
苗
代
北
部
】
鮒
食
い
と
称
し
、鮒
の
味
噌
煮
、

ま
た
、
す
ず
め
焼
き
と
い
い
、

小
鮒
を
串
刺
し
に
し
て
火
棚
に

下
げ
て
お
き
、来
客
の
際
な
ど
、

か
ら
揚
げ
や
煮
つ
け
で
も
て
な

す
。

【
猪
苗
代
南
部
】
赤
腹
を
串
刺
し
に
し
て
食
べ
る
。

【
塩　

川
】　　

 

う
な
ぎ
・
な
ま
ず
は
蒲
焼
・
か

ら
揚
げ
・
甘
露
煮
な
ど
で
食
す
。

【
檜
原
湖
】　　

 

わ
か
さ
ぎ
は
塩
焼
・
か
ら
揚
げ
・

甘
露
煮
な
ど
で
食
す
。

【
伊
南
川
】　　

 

鮠
・
い
わ
な
・
や
ま
め
・
鱒
は

塩
焼
・
か
ら
揚
げ
・
甘
露
煮
な

ど
に
て
食
す
。

【
奥
会
津
地
方
】
飯
鮓
（
あ
ゆ
・
鰍
・
い
わ
な
・

鮠
な
ど
の
魚
と
ご
飯
を
一
緒
に

漬
け
こ
む
す
し
漬
け
）
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湖
沼
・
川
魚
料
理

　
　
　
材
　
材
料
　
レ
　
レ
シ
ピ

川
魚
の
鮓
漬
け

　

長
い
期
間
置
く
の
が
よ
く
、
特
に
土
用
を
越
さ

な
い
と
本
来
の
味
が
出
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
晦
日
か
ら
食
べ
始
め
正
月
料
理
に
使
わ
れ
る
。

魚
類
の
長
期
保
存
の
た
め
に
始
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

食
べ
始
め
る
の
は
「
年

※

取
り
の
晩
」
か
ら
で
、
塩
引
き
と
、
頭
の

あ
る
鮓
漬
け
を
尾
頭
つ
き
と
し
て
盛
り
合
わ
せ
る
。

　

 

※
「
年
取
り
の
晩
」
…
大
晦
日
の
意
。

材 

川
魚
（
鮠
）、
米
、
山
椒
の
葉
、
笹
の
葉

レ 

鮠
の
腹
を
割
い
て
は
ら
わ
た
を
出
し
、
腹
の
中
に
飯
と
塩
を
混
ぜ

て
詰
め
た
も
の
を
作
っ
て
お
く
。
こ
れ
を
半
切
り
の
樽
に
一
つ
並
べ

に
し
、
そ
の
上
に
山
椒
の
葉
を
並
べ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
笹
の
葉
を

並
べ
る
。
最
上
部
に
重
石
を
の
せ
、
数
か
月
間
冷
涼
な
場
所
に
保
存

す
る
。

鯉
こ
く
（
鯉
の
味
噌
汁
）

材 

鯉
・
豆
腐
・
ネ
ギ
・
味
噌

鯉
の
甘
煮

　

祝
い
や
祭
り
の
膳
に
は
欠
か
せ
な
い
料
理
。
縁

起
が
良
く
強
い
鯉
を
当
時
は
貴
重
で
あ
っ
た
砂
糖

を
た
っ
ぷ
り
使
っ
て
煮
る
、
甘
い
料
理
で
あ
っ
た

か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

材 

鯉
、
砂
糖
、
水
あ
め
、
日
本
酒
、
し
ょ
う
ゆ

レ 

鯉
は
う
ろ
こ
と
苦
玉
と
呼
ば
れ
る
胆
の
う
を
取
り
除
き
、
切
り
身

に
す
る
。
砂
糖
、
水
あ
め
、
醤
油
な
ど
の
調
味
料
を
合
わ
せ
、
煮
立

た
せ
る
。
そ
こ
に
鯉
を
入
れ
、落
し
蓋
を
し
、一
時
間
三
〇
分
程
煮
る
。

山
椒
魚

　

桧
枝
岐
村
で
獲
れ
る
の
は
ハ
コ
ネ
サ
ン
シ
ョ
ウ

ウ
オ
で
あ
る
。
昔
か
ら
漢
方
薬
の
原
料
と
し
て
貴

重
な
地
場
産
品
で
あ
る
。

材 

山
椒
魚
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レ 
塩
水
を
張
っ
た
桶
に
山
椒
魚
を
入
れ
、
十
数
匹
ず
つ
竹
串
に
通
す
。

枯
れ
木
を
炊
き
、
い
ぶ
す
。
一
昼
夜
い
ぶ
し
、
竹
串
か
ら
は
ず
す
。

ヨ
モ
ギ
の
中
に
入
れ
て
わ
ず
か
に
水
に
浸
し
、
柔
ら
か
く
仕
上
げ
る
。

鮒
の
す
ず
め
焼
き

　

冬
に
は
な
い
新
鮮
な
蛋
白
資
源
と
し
て
食
べ
ら

れ
た
。
猪
苗
代
の
北
部
で
は
、
さ
つ
き
あ
が
り
に

鮒
食
い
と
称
し
て
鮒
の
味
噌
煮
を
食
す
。
ま
た
、

す
ず
め
焼
き
と
い
っ
て
小
鮒
を
串
刺
し
に
し
火
棚
に
さ
げ
、
来
客
時
、

か
ら
揚
げ
や
煮
つ
け
で
食
し
た
。

材 

鮒
レ 

小
さ
め
の
鮒
を
背
開
き
に
し
、
内
臓
を
取
り
除
き
、
き
れ
い
に
水

を
ふ
き
取
り
、
ざ
る
に
広
げ
て
天
日
で
干
す
。
よ
く
乾
燥
し
た
鮒
を

両
面
あ
ぶ
る
程
度
に
焼
き
上
げ
る
。
鍋
に
、
酒
、
醤
油
、
み
り
ん
、

砂
糖
を
入
れ
、
煮
溶
か
し
、
鮒
を
並
べ
て
ゆ
っ
く
り
と
煮
含
め
る
。



19

15年ぶりに再会した英世と母シカ（大正４年東京見物で、三越での記念撮影）
（公財）野口英世記念会提供

　

野
口
英
世
博
士
の
母
シ
カ
と
猪
苗
代
湖

　

世
界
的
に
有
名
な
医
学
者
、
野
口
英
世
（
幼
名
清
作
）
博
士
は
、
一
八
七

六
年
十
一
月
福
島
県
耶
麻
郡
三
ツ
和
村
（
現
在
の
猪
苗
代
町
）
に
生
ま
れ
ま

し
た
。

　

一
歳
半
の
時
、
囲
炉
裏
に
落
ち
大
火
傷
を
負
い
、
左
手
が
不
自
由
と
な
っ

た
こ
と
を
悔
や
む
母
シ
カ
は
、
畑
仕
事
が
で
き
な
い
わ
が
子
に
、
農
業
以
外

の
仕
事
も
で
き
る
よ
う
学
校
に
行
か
せ
自
分
の
道
を
見
つ
け
さ
せ
よ
う
と
昼

夜
、
必
死
で
働
き
ま
し
た
。
近
く
の
川
や
猪
苗
代
湖
で
エ
ビ
を
取
り
、
街
で

売
り
、
猪
苗
代
と
若
松
の
間
約
二
〇
キ
ロ
の
峠
道
を
大
き
な
荷
物
を
背
負
い

往
復
す
る
荷
運
び
を
し
て
、
学
費
を
稼
ぎ
ま
し
た
。
当
時
、
裕
福
な
家
庭
の

子
し
か
行
か
な
か
っ
た
高
等
小
学
校
に
、
貧
し
い
家
庭
の
子
は
清
作
一
人
だ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

野
口
博
士
の
偉
大
な
功
績
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
母
の
支
え
が
あ
り
ま
し

た
。
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会
津
の
そ
ば
の
歴
史
は
古
く
、
山
間
部
で
は
か
つ
て
主
食
に
近
い
も
の
と
し
て

食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

つ
な
ぎ
を
使
わ
ず
丸
く
伸
ば
し
何
枚
も
重
ね
裁
ち
切
る
桧
枝
岐
地
域
の
「
裁
ち

そ
ば
」
や
、
会
津
藩
祖
保
科
正
之
公
が
信
州
高た
か

遠と
お

の
家
臣
を
伴
い
会
津
に
入
封
し

た
際
伝
え
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
辛
味
大
根
と
共
に
食
べ
る
「
高
遠
そ
ば
」
が
、

今
日
で
も
会
津
地
域
で
食
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
野
県
高
遠
町
（
現
・
伊
那
市
）
に
は
今
で
も
、
辛

味
大
根
と
焼
味
噌
を
用
い
て
つ
ゆ
を
作
り
そ
ば
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。会
津
で
も「
高

遠
そ
ば
」
が
伝
え
ら
れ
た
頃
は
、
高
遠
町
と
同
じ
よ
う
に
焼
味
噌
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
会
津
に
は
、
結
婚
式
の
披
露
宴
等
の
祝
い
の
席
で
、
客
に
蕎
麦
を
振
る
舞
う
「
後

段
の
蕎
麦
」
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、
そ
の
際
、
客
を
も
て
な
す
側
の
人
が
「
そ
ば
口
上
」
と

い
う
、
蕎
麦
を
ほ
め
る
言
葉
に
お
も
し
ろ
お
か
し
く
節
を
付
け
て
唄
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
そ
ば
粉
の
生
産
量
は
、
北
海
道
に
次
ぎ
全
国
第
二
位
を
占
め
、
全
会
津
の
各
地
で
生

産
さ
れ
、
秋
の
収
穫
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が
、
そ
ば
処
と
し
て
そ
ば
ま
つ
り

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

満開のそばの花が咲く夏の風景

Aizu Soba
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　「
高
遠
そ
ば
」
と
ア
ザ
キ
大
根

　

会
津
藩
祖
保
科
正
之
公
は
、
徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
公
の
第
四
子
と
し
て

生
ま
れ
、
高
遠
、
最
上
藩
主
を
経
て
、
一
六
四
三
年
、
会
津
二
三
万
石
の

藩
主
と
し
て
転
封
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
多
く
の
家
臣
の
他
に
様
々
な
職
人

も
連
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
高
遠
の
そ
ば
文
化
も
伝
え
ら
れ
、
今

で
も
「
高
遠
そ
ば
」
が
食
べ
ら
れ
て
お
り
、
会
津
で
は
、「
た
か
と
う
」

と
い
え
ば
そ
ば
を
食
べ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

保
科
公
が
幼
少
を
過
ご
し
、藩
主
で
あ
っ
た
信
州
高
遠
で
は
、実
は
「
高

遠
そ
ば
」
と
い
う
名
前
も
、
食
べ
方
も
忘
れ
去
ら
れ
、
辛
味
大
根
の
栽
培

も
消
滅
し
て
お
り
、
一
九
九
七
年
頃
に
会
津
若
松
市
に
来
訪
し
た
地
元
の

方
々
が
辛
味
大
根
の
汁
で
食
べ
る
高
遠
そ
ば
が
会
津
で
食
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
知
り
、
そ
の
後
、
高
遠
町
（
現
：
伊

那
市
）
で
は
、「
高
遠
そ
ば
」
の
復
活
に
取

り
組
み
始
め
て
い
ま
す
。

　

辛
味
大
根
で
あ
る
ア
ザ
キ
大
根
も
元
は
高

遠
大
根
と
も
い
わ
れ
、
高
遠
で
生
ま
れ
た
そ

ば
文
化
が
会
津
で
伝
承
・
育
ま
れ
三
〇
〇
年

以
上
の
歴
史
を
経
て
故
郷
高
遠
へ
里
帰
り
し

た
わ
け
で
す
。

　

は
っ
と
う
～
ご
法
度
の
食
べ
も
の

　

そ
ば
料
理
の
独
特
な

も
の
に
「
は
っ
と
う
」

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
そ
ば
粉
を

鉢
で
こ
ね
板
の
上
で
伸

ば
し
て
５
㎝
ほ
ど
の
大

き
さ
に
切
っ
て
ゆ
で
上

げ
、
じ
ゅ
う
ね
ん
（
え

ご
ま
）
を
ま
ぶ
し
て
食

べ
る
も
の
で
、
南
会
津
の
桧
枝
岐
地
方
で
食

べ
ら
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
桧
枝
岐
に
や
っ
て
き
た
巡
見

の
役
人
に
出
し
た
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
お
い

し
く
て
「
お
祭
り
や
祝
い
事
な
ど
の
時
は
い

い
が
、
常
日
頃
か
ら
こ
ん
な
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
る
の
は
“
ご
法は
っ

度と

”
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

主に奥会津・金山町の太
郎布高原に自生する会津
の伝統野菜アザキ大根
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会
津
地
鶏
は
、
昔
、
平
家
の
落
人
が
愛
玩
用
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
も
の

が
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

黒
く
長
い
尾
羽
を
持
ち
、
そ
の
尾
羽
は
郷
土
芸
能
「
会
津
彼ひ

岸が
ん

獅じ

子し

」

の
獅
子
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
な
ど
、
約
四
五
〇
年
前
か
ら

会
津
の
歴
史
と
と
も
に
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

　

特
に
、
山
間
地
域
で
は
、
正
月
や
祝
い
行
事
な
ど
に
は
、
山
鳥
で
だ
し

を
取
っ
た
と
り
そ
ば
や
と
り
雑
煮
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

純
粋
種
は
絶
滅
寸
前
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
福
島
県
の
養
鶏
試
験

場
が
会
津
地
方
の
飼
育
農
家
か
ら
譲
り
受
け
、
大
型
で
肉
質
も
良
く
産
卵

能
力
も
向
上
さ
せ
た
、
現
在
流
通
し
て
い
る
「
会
津
地
鶏
」
に
改
良
さ
れ

ま
し
た
。

　

会
津
地
鶏
は
、
鶏
特
有
の
臭
み
が
少
な
く
適
度
な
歯
ご
た
え
が
あ
り
コ

ク
と
旨
味
に
優
れ
、
現
在
は
焼
き
鳥
や
鍋
物
、
と
り
そ
ば
、
丼
物
な
ど
で

食
べ
ら
れ
ま
す
。

Aizu Jidori
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彼
岸
獅
子

　

い
わ
ゆ
る
獅
子
舞
で
す
が
、
会
津

で
は
春
彼
岸
に
舞
う
こ
と
か
ら
彼
岸

獅
子
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
会
津
に

春
を
告
げ
る
代
表
的
な
民
俗
芸
能
で

す
。
か
つ
て
は
会
津
全
域
で
三
〇
ヶ

所
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
現
在
で
は

十
数
か
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く

は
彼
岸
の
入
り
に
地
元
の
寺
社
で
演

じ
近
隣
の
市
町
村
に
繰
り
出
し
各
家

を
巡
っ
て

舞
っ
て
い

ま
す
。

【
戊
辰
戦
争
と
彼
岸
獅
子
】

　

幕
末
の
戊
辰
戦
争
で
、
す
で
に
敵

軍
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
鶴
ヶ
城
に
入

城
す
る
一
策
と
し
て
、
時
の
家
老
山

川
大
蔵
の
一
隊
が
、
小
松
村
（
現
会

津
若
松
市
北
会
津
）
の
獅
子
団
を
編

成
し
、
こ
れ
を
先
頭
に
「
通
り
囃
子
」

を
奏
し
な
が
ら

進
み
、
虚
を
衝

か
れ
た
西
軍
は
、

唯
々
山
川
隊
の

行
軍
を
見
送
る

ば
か
り
で
、
一

兵
も
損
じ
る
こ

と
な
く
入
城
し

た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
な
り
、
旧
藩
主
松
平

容
保
公
父
子
が
御
薬
園
に
仮
寓
し
て

い
た
際
、
小
松
彼
岸
獅
子
の
舞
が
披

露
さ
れ
、
先
の
入
城
の
際
の
褒
め
言

葉
と
共
に
小
松
の
獅
子
に
限
り
、
頬

掛
と
高
張
提
灯
に
会
津
葵
紋
の
使
用

を
許
可
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

小松彼岸獅子舞
（小松獅子保存会提供）
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餅
、生
揚
げ
、里
芋
、鰊
な
ど
に
甘
味
噌
を
ぬ
っ

て
炭
火
で
あ
ぶ
っ
て
食
べ
ま
す
。

　

会
津
若
松
市
内
東
山
温
泉
沿
い
の
奴や

郎ろ
う

ヶが

前ま
え

に

は
か
つ
て
数
軒
の
田
楽
茶
屋
が
並
び
、
湯
治
客
で

賑
わ
い
ま
し
た
。

　

会
津
若
松
市
内
、
奴
郎
ヶ
前
に
あ
る
「
お
秀
茶

屋
」
は
、
約
三
〇
〇
年
以
上
前
の
延
宝
年
間
（
一
六

七
三
～
一
六
八
〇
年
）
に
、
当
時
の
猪
苗
代
に
至
る
東
山
街
道
沿
い
に
、

峠
の
腰
か
け
茶
屋
と
し
て
店
を
出
し
ま
し
た
。

　

当
時
、会
津
藩
の
処
刑
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
河
原
が
近
く
に
あ
り
、

罪
人
の
“
最
後
の
食
べ
物
”
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
味
噌
の
醸
造
元
や
市
内
の
お
食
事
処
な
ど
で
も
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
観
光
客
に
も
人
気
が
あ
り
、
修
学
旅
行
で
訪
れ

る
児
童
・
学
生
な
ど
も
食
べ
て
い
ま
す
。

　

会
津
の
三
大
茶
屋
料
理

　

周
囲
を
全
て
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地

の
会
津
は
、
昔
は
峠
道
や
城
下
の
出

入
口
に
は
必
ず
「
茶
屋
」
が
あ
り
、

そ
の
茶
屋
に
は
必
ず
名
物
の
品
が
あ

り
ま
し
た
。

　

東
山
街
道
「
奴
郎
ヶ
前
の
田
楽
」

の
他
、
旧
滝
沢
街
道
「
強こ
わ

清し

水み
ず

の
天

麩
羅
」
旧
日
光
街
道
「
一
ノ
堰
の
棒

た
ら
」
が
会
津
の
三
大
茶
屋
料
理
と

し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
強
清
水
の
天
麩
羅
」
は
、
身
欠

き
鰊
・
す
る
め
、
ま
ん
じ
ゅ
う
の
天

麩
羅
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
「
一
ノ
堰
の
棒
た
ら
」
は
、
か
た

い
棒
た
ら
を
や
わ
ら
か
く
な
る
ま
で

何
日
も
水
に
つ
け
、
甘
か
ら
く
煮
付

け
た
京
風
の
上
品
な
料
理
で
す
。

Aizu D
engaku
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会
津
は
、
熊
本
、
長
野
と
並
ぶ
日
本
三
大
馬
刺
し
の
地
で
す
。

　

会
津
の
馬
刺
し
は
、
霜
降
り
で
な
く
脂
身
の
な
い
赤
身
の
肉
が
特
徴
で
、
わ
さ
び
醤
油

な
ど
で
は
な
く
、
ニ
ン
ニ
ク
入
り
辛
味
噌
と
醤
油
に
つ
け
る
食
べ
方
が
主
流
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

か
つ
て
会
津
地
域
は
、
東
西
南
北
を
結
ぶ
交
通
の
要
所
で
、
荷
役
馬
や
農
耕
馬
も
多
く
、

屠
畜
場
と
セ
リ
場
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
馬
肉
が
身
近
な
食
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
“
桜
肉
”
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
鉄
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
馬

肉
が
、
切
っ
た
時
に
空
気
に
触
れ
る
と
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が
反
応
し
て
鮮
や
か
な
う
っ
す
ら

ピ
ン
ク
が
か
っ
た
赤
色
を
帯
び
る
こ
と
か
ら
、桜
（
さ
く
ら
）
肉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

昭
和
二
十
年
代
頃
ま
で
は
、
俗
に
「
蹴け

っ
飛と

ば
し
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

会
津
で
は
、馬
肉
は
元
々
、煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、現
在
の
よ
う
に
生
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
、
会
津
は
戊
辰
戦
争
で
多
く
の
負
傷
者
を
出
し
ま
し
た
。
平
石
辨
蔵
著
『
会
津
戊
辰
戦
争
』
に
は
、
そ
の
負
傷

者
を
収
容
し
た
際
、
牛
馬
の
肉
を
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

H
orse m

eat
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　〝
力
道
山
〟
と
会
津
の
馬
刺
し
�

　

元
々
は
、
煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
馬
肉
で
す
が
、
会
津
で
馬
刺
し
と
し
て
生
食
が
普
及
し
た
の
は
、
昭

和
三
十
年
代
に
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
力
道
山
が
巡
業
で
会
津
若
松
市
を
訪
れ
た
際
、
興
行
後
に
弟
子
を
連
れ
て
市
内
の
精
肉
店

を
訪
れ
、
店
に
あ
っ
た
馬
肉
に
辛
子
味
噌
を
付
け
て
生
の
ま
ま
食
べ
て
か
ら
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　
馬
肉
料
理
あ
れ
こ
れ

　

会
津
地
域
で
食
べ
ら
れ
る
主
な
馬
肉
料
理

◆
桜
刺
し
（
馬
刺
し
）

◆
馬
刺
し
に
ぎ
り
寿
司

◆
鍋
も
の
（
桜
鍋
）

◆
馬
ホ
ル
モ
ン
煮

◆
馬
肉
ソ
ー
ス
か
つ
丼　

な
ど

※
一
口
メ
モ

　
馬
油
は
、
火
傷
な
ど
の
常

備
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
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“
わ
っ
ぱ
”
と
は
、
木
こ
り
や
旅
人
が
弁
当
箱
と
し
て
使
っ
た
木
製
丸
型
の

容
器
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

特
に
南
会
津
地
方
の
桧
枝
岐
で
は
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
、
稲
作
が
で
き
ず
、

昔
か
ら
林
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
木
製
品
を
生
産
販
売
し
て
生
活
用
品
を
調
達
し

て
い
ま
し
た
。
代
々
、
山
人
（
や
も
ー
ど
）
の
冬
期
間
の
手
仕
事
と
し
て
受
け

継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　

黒
桧
と
い
う
ヒ
ノ
キ
材
を
薄
く
板
状
に
削
り
湯
曲
げ
し
て
側
の
と
じ
合
わ
せ

を
山
桜
の
皮
で
結
び
止
め
し
た
も
の
が
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。
黒
桧
は
普

通
の
桧
に
比
べ
独
特
の
香
り
が
少
な
く
抗
菌
性
も
強
い
た
め
、
お
弁
当
箱
な
ど

に
適
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
余
分
な
水
分
を
適
度
に
吸
い
と
る
の
で
、

冷
め
て
も
ご
は
ん
の
う
ま
味
を
逃
が
さ
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

わ
っ
ぱ
の
他
に
も
柄
杓
や
鉢
な
ど
色
々
な
木
工
製
品
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は　

こ
の
中
に
、
四
季
折
々
の

山
菜
や
川
の
幸
（
き
の
こ
、
鮭
、
鳥
そ
ぼ
ろ
、
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
の
山
菜
な
ど
）
の
具
材
を
の
せ
蒸
し
上
げ
る
食
べ
方
が

基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

W
appa M

eshi
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山
人
（
や
も
ー
ど
）
料
理

　

桧
枝
岐
地
域
で
は
、
山
に
住
み
山
で
仕
事
を
す

る
人
を
「
山
人
（
や
も
ー
ど
）」、
山
人
が
食
べ
て

い
た
料
理
を
山
人
料
理
と
い
い
、
現
在
も
食
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

標
高
が
高
く
米
作
が
で
き
な
い
の
で
、
あ
わ
・

そ
ば
・
ひ
え
な
ど
を
主
食
と
し
て
い
た
が
、
現
在

も
残
っ
て
い
る
山
人

料
理
は
、
そ
ば
を
材

料
と
す
る
も
の
が
多

く
、
特
別
の
季
節
に

し
か
食
べ
ら
れ
な
い

物
も
あ
り
ま
す
。

　

代
表
的
な
も
の
に

は
、【
裁
ち
そ
ば
】

【
は
っ
と
う
】【
や
き

も
ち
】
な
ど
。

　
輪
箱
（
わ
っ
ぱ
）

　

檜
を
使
っ
た
民
芸
品
が
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い

る
檜
枝
岐
村
で
は
、
檜
を
加
工
し
生
計
を
立
て
て
い
た
「
ま
た
ぎ
」

達
は
現
在
で
も
木
材
を
切
り
出
し
、
冬
の
間
の
農
作
業
が
閉
ざ
さ

れ
る
時
期
を
利
用
し
て
木
工
品
を
生
産
販
売
し
て
い
ま
す
。
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新
潟
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
く
じ
ら
（
塩
く
じ
ら
）
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
新
じ
ゃ
が

と
な
る
頃
に
、
ね
ぎ
な
ど
と
併
せ
て
食
し
ま
し
た
。

　

会
津
で
く
じ
ら
汁
と
い
う
の
は
、
塩
蔵
し
た
く
じ
ら
の
脂
身
を
煮
た
汁
の
こ
と
で

す
。

　

古
来
よ
り
夏
場
の
滋
養
・
脂
肪
を
と
る
た
め
の
食
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

南
会
津
地
方
で
は
、
米
の
収
穫
を
祝
う
も
の
と
し
て
「
し
ん
ご
ろ
う
」
を
つ
く
り

ま
す
。
こ
の
時
に
く
じ
ら
汁
を
煮
て
も
て
な
す
習
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

　

く
じ
ら
の
脂
身
を
食
べ
て
い
る
地
域
は
珍
し
く
、
会
津
の
ほ
か
、
山
形
・
福
井
・

鳥
取
・
島
根
な
ど
日
本
海
側
で
多
く
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
会
津
流
は
、
短
冊
に

切
っ
た
脂
身
に
味
噌
味
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ね
ぎ
、
人
参
な
ど
の
具
材
で
作
る
の
が

一
般
的
で
す
。

Kujirajiru
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会
津
地
方
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
、
き
の
こ
が
採
れ
る
秋
に
な
る
と
き
の
こ
汁
を

食
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
が
、
丁
度
、
秋
野
菜
が
た
く
さ
ん
採
れ
る
季
節
と
重
な

り
、
収
穫
祭
の
“
が
ら
ご
り
”（
反
省
会
）
に
、
き
の
こ
・
里
芋
・
大
根
な
ど
の
鍋

料
理
を
囲
む
習
慣
が
広
が
り
ま
し
た
。

　

会
津
で
は
そ
の
鍋
を
「
き
の
こ
山
」
と
呼
び
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
習
慣
は
続

け
ら
れ
て
お
り
、
秋
の
芋
煮
会
と
し
て
、
川
原
な
ど
に
仲
間
や
家
族
、
町
内
会
や
職

場
の
グ
ル
ー
プ
が
集
い
、
春
の
花
見
と
並
び
会
津
で
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
秋
の
行
事

で
す
。

　

芋
煮
と
い
え
ば
・
・
・
知
名
度
で
は
山
形
芋
煮
の
名
が
通
っ
て
い
ま
す
が
、
会
津

芋
煮
（
き
の
こ
山
）
は
起
源
も
古
く
山
形
芋
煮
と
は
、具
材
も
味
も
全
く
違
い
ま
す
。

山
形
の
芋
煮
が
、
し
ょ
う
油
味
で
、
具
材
は
、
牛
肉
、
里
芋
、
ね
ぎ
、
こ
ん
に
ゃ
く
が
基
本
で
あ
る
の
に
比
べ
、
会
津

の
芋
煮
（
き
の
こ
山
）
は
、
し
ょ
う
油
と
味
噌
の
あ
わ
せ
味
に
、
豚
肉
、
き
の
こ
が
基
本
で
す
。
具
材
は
、
里
芋
、
き

の
こ
、
豚
肉
、
大
根
、
ね
ぎ
、
人
参
、
こ
ん
に
ゃ
く
（
ち
ぎ
り
）
が
入
り
ま
す
。

Kinokoyam
a ～

Aizu Im
oni
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こ
こ
で
「
会
津
十
食
」
の
十
番
目
は
、
本
書
を
ご
覧
の
皆
様
に

選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

食
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
家
庭
の
味
な
ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
、

会
津
の
食
に
関
す
る
想
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
掲
載
し
た
《
一
の
食
》
～
《
九
の
食
》
の
ほ
か
に
、

会
津
の
食
材
や
料
理
の
一
部
を
次
ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

あ
な
た
な
ら
で
は
の
「
会
津
の
食
」
が
、
本
書
で
の
会
津
十
食

の
十
番
目
《
十
の
食
》
と
な
り
ま
す
。
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▪
会
津
地
域
に
根
差
し
た
産
物
を
地
元
な
ら
で
は
の
方
法
で
調
理

　

こ
こ
で
は
、
会
津
地
域
で
採
れ
る
食
材
を
地
域
の
気
候
風
土
に
併
せ
独
自
に
調
理
加
工
し
、
伝
統
的
に
食
さ
れ
る
料

理
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
ま
す
。

　

山
に
囲
ま
れ
た
山
間
地
域
で
あ
る
会
津
地
域
は
、
野
菜
の
他
に
も
山
の
恵
み
で
あ
る
山
菜
や
湖
沼
・
川
の
恵
み
で
あ

る
川
魚
な
ど
を
様
々
な
技
術
工
夫
に
よ
り
食
糧
と
し
て
き
ま
し
た
。

【
穀
類
・
青
果
類
・
山
菜
き
の
こ
類
】

【
魚
・
鳥
・
獣
類
】

材食な主

伝
統
野
菜
（
雪
中
あ
さ
つ
き
・
真
渡
瓜
・
か
お
り
枝
豆
・
荒
久
田
茎
立
・
ち
り
め

ん
茎
立
・
会
津
丸
茄
子
・
会
津
小
菊
南
瓜
・
立
川
ご
ぼ
う
・
慶
徳
玉
葱
・
ア
ザ
キ

大
根
・
舘
岩
蕪
・
会
津
赤
筋
大
根
・
と
こ
い
ろ
青
豆
・
余
蒔
胡
瓜
・
会
津
地
葱
）

里
芋
、
大
根
、
人
参
、
あ
か
ざ
、
し
そ
、
か
ぶ
、
菊
、
黒
豆
、
柿
、
梅
、
ふ
き
、

ふ
き
の
と
う
、
わ
ら
び
、
ぜ
ん
ま
い
、
う
ど
、
こ
ご
み
、
う
る
い
、
た
ら
の
芽
、

こ
し
あ
ぶ
ら
、
き
く
ら
げ
、
ま
た
た
び
、
た
け
の
こ
、
山
椒
、
く
る
み
、
か
や
の
実
、

栗
、
土
筆
、
薬
用
人
参
、
し
ょ
う
ろ
ぎ
、
米
、
麦
、
そ
ば
、
え
ご
ま
、
い
も
の
茎
、

切
り
干
し
大
根
、
麩
　
　
な
ど

あ
ゆ
、
い
わ
な
、
や
ま
め
、
赤
腹
、
鯉
、
鮒
、

泥
鰌
、
わ
か
さ
ぎ
、
鰍
、
な
ま
ず
、
う
な
ぎ
、
鱒
、

鮭
、
山
椒
魚
、
い
な
ご
、
川
え
び
、
沢
蟹
、
地

鳥
、
牛
、
豚
、
猪
、
山
鳥
　
な
ど



33

会
津
の
伝
統
的
な
野
菜
・
山
菜
料
理
、
食
材

　
　
　
材
　
材
料
　
レ
　
レ
シ
ピ

い
も
が
ら
の
粕
汁

材 
い
も
が
ら
、
に
ん
じ
ん
、
豆
腐
、
酒
粕

レ 
い
も
が
ら
を
湯
で
何
度
も
も
み
洗
い
し
た
も
の

を
、
水
気
を
よ
く
し
ぼ
り
、
切
る
。
鍋
に
入
れ
て

水
を
適
当
に
入
れ
火
に
か
け
煮
る
。
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
粕
、
み
そ

を
入
れ
て
少
し
煮
る
。呉

汁

　

冬
の
わ
り
あ
い
ひ
ま
な
時
期
に
よ
く
つ
く
る
。

材 

大
豆
、
ネ
ギ

レ 

一
晩
水
に
つ
け
て
柔
ら
か
く
な
っ
た
大
豆
を
す

り
ば
ち
で
ど
ろ
ど
ろ
に
す
る
。
そ
れ
を
だ
し
汁
に
入
れ
火
に
か
け
る
。

沸
騰
す
る
に
つ
れ
て
泡
が
た
く
さ
ん
出
る
の
で
、
ふ
き
こ
ぼ
れ
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
る
。

つ
と
豆
腐

　

普
通
の
豆
腐
よ
り
も
日
持
ち
が
よ
い
の
が
特
徴
。

わ
ら
の
風
味
に
加
え
、
煮
く
ず
れ
し
に
く
く
味
が

染
み
込
み
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
、「
煮
染
め
」
料

理
な
ど
に
は
か
か
せ
な
い
材
料
の
一
つ
。「
苞つ

と

」
と
は
、「
わ
ら
な
ど

を
束
ね
て
、そ
の
中
に
食
品
を
包
ん
だ
も
の
」
と
の
意
味
で
あ
り
、昔
、

柔
ら
か
い
豆
腐
を
運
ぶ
と
き
に
豆
腐
を
苞
に
い
れ
て
い
た
が
、
た
ま
た

ま
苞
に
包
ん
だ
ま
ま
煮
た
の
が
誕
生
の
キ
ッ
カ
ケ
だ
と
い
わ
れ
る
。

材 

豆
腐

レ 

豆
腐
を
切
り
、
水
を
切
る
。
藁
は
、
き
れ
い
に
す
き
、
水
切
り
を

し
た
豆
腐
を
二
、
三
切
れ
入
れ
て
包
む
。
鍋
に
湯
を
沸
か
し
、
塩
少
々

を
入
れ
、
藁
に
包
ん
だ
豆
腐
を
入
れ
三
〇
分
煮
る
。
豆
腐
を
藁
か
ら

だ
し
、
水
に
さ
っ
と
さ
ら
し
、
取
り
出
す
。

豆
腐
餅

　

以
前
は
日
常
食
が
大
変
粗
食
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
祝
い
日
な
ど
月
に
一
～
二
回
餅
を
搗
く
習
わ

し
は
、
栄
養
的
に
も
カ
ロ
リ
ー
的
に
も
餅
を
食
す

る
理
由
が
あ
っ
た
。
納
豆
餅
な
ど
と
と
も
に
、
豆
腐
は
各
家
で
作
っ
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て
い
た
こ
と
か
ら
、
身
近
に
あ
る
素
材
と
し
て
、
餅
食
を
さ
ら
に
お

い
し
く
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

材 

豆
腐
、
餅

人
参
な
ま
す

材 
人
参
、
春
雨
、
大
根

レ 
酒
を
煮
立
て
、
人
参
・
大
根
を
入
れ
酒
が
な

く
な
る
ま
で
乾
煎
す
る
。
酢
・
砂
糖
・
塩
少
々
を

ま
ぜ
人
参
・
春
雨
を
和
え
、
下
ゆ
で
し
た
せ
り
を
い
ろ
ど
り
に
入
れ
る
。

納
豆
ひ
し
お

　

納
豆
に
麹
と
塩
を
加
え
冬
の
寒
い
時
期
に
漬
け

こ
み
、
夏
に
食
べ
る
発
酵
保
存
食
で
調
味
料
の
一

つ
で
あ
る
。
冬
の
寒
さ
を
活
か
し
、
発
酵
さ
せ
保

存
性
を
高
め
、
夏
に
不
足
し
が
ち
な
タ
ン
パ
ク
質
を
補
う
た
め
に
、
そ

し
て
農
作
業
が
忙
し
い
の
で
炊
事
時
間
の
短
縮
に
意
を
払
っ
た
大
切

な
食
で
あ
っ
た
。

材 

納
豆
、
麹
、
塩

レ 

納
豆
に
湯
で
湿
ら
せ
た
糀
と
塩
を
加
え
て
よ
く
混
ぜ
、
甕
に
仕
込

む
。
仕
込
み
を
終
え
た
ら
和
紙
な
ど
で
密
閉
し
、
ひ
ん
や
り
と
し
た

土
蔵
な
ど
に
保
存
す
る
。

な
す
だ
し

　
「
な
ん
に
も
な
い
か
ら
、
な
す
だ
し
で
も
つ
く
る

か
」
と
い
っ
て
つ
く
る
料
理
で
あ
る
。

材 

丸
茄
子
、
薬
味

レ 

丸
茄
子
の
皮
を
む
き
、
千
切
り
し
、
塩
水
に
さ
ら
し
、
軽
く
絞
り
、

薬
味
（
大
葉
、
ミ
ョ
ウ
ガ
、
ね
ぎ
、
か
つ
お
節
）
と
和
え
て
、
醤
油

を
か
け
て
つ
く
る
。ず

き
ん
は
ず
し

　

大
黒
様
が
頭
巾
を
は
ず
す
ほ
ど
、
美
味
し
い
と

い
わ
れ
て
い
る
。

材 

大
根
の
葉
、
油
揚
げ
、
納
豆

レ 

大
根
の
葉
と
油
揚
げ
を
醤
油
等
で
味
付
け
す
る
。
納
豆
を
よ
く
混

ぜ
て
も
美
味
し
く
い
た
だ
け
る
。

ぜ
ん
ま
い
の
油
入
り

　

ぜ
ん
ま
い
は
貴
重
品
で
あ
る
の
で
正
月
や
祭
り

或
い
は
祝
い
日
や
仏
事
の
と
き
に
、
油
い
た
め
や
、

く
る
み
あ
え
な
ど
に
し
て
利
用
さ
れ
る
。
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材 
ぜ
ん
ま
い
、
油
揚
げ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
人
参

レ 
乾
し
て
あ
る
も
の
を
水
の
う
ち
か
ら
火
に
か
け
、
湯
を
捨
て
ア
ク

を
抜
く
。
ぜ
ん
ま
い
、
油
揚
げ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
人
参
等
と
一
緒
に

煮
る
。

ぜ
ん
ま
い
の
く
る
み
和
え

材 
ぜ
ん
ま
い
、
く
る
み

レ 

く
る
み
を
な
め
ら
か
に
な
る
ま
で
す
り
鉢
で
す

り
、
ぜ
ん
ま
い
と
和
え
る
。

ぜ
ん
ま
い
の
白
和
え

材 

ぜ
ん
ま
い
、
豆
腐

レ 

豆
腐
は
ふ
き
ん
に
つ
つ
み
軽
い
重
石
で
水
気
を

き
り
、
も
ど
し
た
ぜ
ん
ま
い
は
切
り
、
好
み
に
よ

り
下
味
を
つ
け
て
お
く
。
豆
腐
は
す
り
鉢
で
す
り
、
砂
糖
、
塩
、
醤

油
で
味
を
つ
け
る
。
な
お
、
豆
腐
、
く
る
み
に
代
わ
っ
て
ご
ま
を
使

う
こ
と
が
あ
る
。

ぜ
ん
ま
い
の
煮
染
め

　

冠
婚
葬
祭
に
必
ず
使
わ
れ
る
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
豊

富
、
カ
ロ
リ
ー
多
く
、
昔
か
ら
よ
く
妊
婦
に
食
べ

さ
せ
る
と
良
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

き
く
ら
げ
の
白
和
え

材 

き
く
ら
げ
、
豆
腐

レ 

干
し
た
き
く
ら
げ
は
よ
く
ご
み
を
と
っ
て
う
る

か
す
。
充
分
に
戻
っ
た
ら
熱
湯
に
て
ゆ
で
、
再
び

水
に
さ
ら
す
。
そ
の
後
豆
腐
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
。

こ
ご
み
の
お
ひ
た
し

材 

こ
ご
み

レ 

塩
を
入
れ
た
熱
湯
で
さ
っ
と
ゆ
で
て
食
す
。

き
ゃ
ら
ぶ
き

材 

ふ
き

レ 

生
の
ふ
き
を
切
っ
て
鍋
に
い
れ
、
酒
、
醤
油
、

調
味
料
を
入
れ
て
し
ば
ら
く
煮
て
砂
糖
を
入
れ
水

気
が
な
く
な
る
ま
で
煮
詰
め
る
。
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わ
ら
び
の
油
い
た
め

　

前
の
年
に
塩
漬
け
し
て
保
存
し
て
お
い
た
わ
ら

び
を
使
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
と
き
は
わ
ら
び
を

塩
抜
き
し
て
か
ら
油
炒
り
す
る
。

材 

わ
ら
び
、
に
ん
じ
ん
、
鰹
節

レ 

塩
出
し
を
し
た
わ
ら
び
を
油
で
い
た
め
、
醤
油
で
味
付
け
す
る
。

鰹
節
等
入
れ
る
と
良
い
。

わ
ら
び
の
天
ぷ
ら

材 

わ
ら
び

レ 

塩
漬
け
の
わ
ら
び
を
戻
し
、
普
通
の
天
ぷ
ら
に

す
る
。
新
わ
ら
び
の
場
合
は
あ
く
抜
き
を
し
た
も

の
を
使
用
す
る
。

あ
か
ざ
の
切
り
和
え

　

一
月
十
六
日
に
あ
か
ざ
を
食
べ
る
と
、
中
風
に

な
ら
な
い
と
の
説
が
あ
る
。

材 

あ
か
ざ
、
竹
輪
、
は
ん
ぺ
ん

レ 

あ
か
ざ
に
竹
輪
は
ん
ぺ
ん
な
ど
を
入
れ
て
食
べ
る
。

ご
へ
え
餅
（
し
ん
ご
ろ
う
）

　

餅
食
は
ハ
レ
食
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
疲
労

回
復
、
体
力
増
強
に
速
効
あ
る
食
と
し
て
農
繁
期

に
は
た
び
た
び
食
べ
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。

材 

も
ち
米
、
じ
ゅ
う
ね
ん

レ 

蒸
し
た
も
ち
米
を
半
練
り
に
し
て
ま
る
め
、
串
に
刺
し
、
じ
ゅ
う

ね
ん
味
噌
を
つ
け
て
、
い
ろ
り
火
で
焼
き
な
が
ら
食
べ
る
。
し
ん
ご

ろ
う
餅
と
も
い
う
。笹

団
子

　

会
津
で
五
月
の
節
句
の
頃
に
作
ら
れ
る
郷
土
料

理
。
江
戸
後
期
頃
か
ら
の
食
べ
物
で
あ
る
。
会
津

や
越
後
の
山
は
柏
の
木
は
育
た
な
い
が
、
笹
は
よ

く
育
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

材 

も
ち
米
、
う
る
ち
米
、
笹
の
葉
、
ヨ
モ
ギ
、
ゴ
ボ
ウ
の
葉
、
小
豆
、
い
草

ひ
し
ま
き

　

五
月
の
節
句
の
頃
に
作
ら
れ
る
郷
土
料
理
。
ひ

し
ま
き
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
素
朴
な
も
の
で
あ
る

が
、
笹
に
含
ま
れ
る
防
腐
性
を
活
か
し
、
初
夏
の
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頃
に
も
か
な
り
保
存
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

材 
笹
の
葉
、
も
ち
米
、
い
草

レ 

も
ち
米
を
一
晩
水
に
浸
す
。
他
の
用
意
が
で
き
た
ら
ざ
る
に
上
げ
、

水
気
を
切
る
。
笹
の
葉
は
良
く
洗
い
、
水
で
ぬ
ら
し
、
や
わ
ら
か
く

し
て
お
く
。
笹
の
葉
を
三
角
形
に
つ
く
り
、
も
ち
米
を
入
れ
る
。
鍋

に
ひ
し
巻
き
を
入
れ
、
茹
で
る
。
笹
に
包
ん
だ
も
ち
米
が
十
分
に
煮

え
る
と
ひ
し
巻
き
は
ふ
く
れ
弾
力
が
あ
る
。
き
な
粉
を
つ
け
て
食
べ

る
の
が
一
番
う
ま
い
。と

ち
餅

　

最
近
で
は
殆
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。
奥
会
津

地
方
で
は
水
田
も
少
な
く
、
も
ち
米
を
容
易
に
入

手
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
餅
を
搗
く
こ
と
は
大
変

困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
も
ち
米
を
節
約
す
る
た
め
に
、
と
ち

の
実
を
混
ぜ
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。
の
し
て
保
存
も
す
る
。

材 

と
ち
の
実
、
も
ち
米
、
木
灰

山
椒
ゆ
べ
し

　

結
婚
式
な
ど
の
祝
儀
の
席
に
は
必
ず
「
は
さ
み

も
の
」
と
し
て
膳
に
つ
い
て
い
た
。
ま
た
正
月
の

お
せ
ち
料
理
の
一
品
と
し
て
つ
く
り
、
客
へ
の
お

茶
請
け
と
し
て
出
す
の
が
習
慣
で
あ
っ
た
。
柚
代
わ
り
に
山
椒
を
使
っ

た
ゆ
べ
し
は
全
国
的
に
珍
し
く
、
金
山
地
方
の
み
限
ら
れ
た
伝
統
食

で
あ
る
。
山
椒
ゆ
べ
し
は
、
香
り
や
味
だ
け
で
な
く
、
山
椒
の
持
つ

特
性
か
ら
、
安
全
性
や
保
存
性
を
一
層
高
い
も
の
に
し
て
い
る
。

材 

う
る
ち
米
粉
、
も
ち
米
粉
、
山
椒
の
粉

レ 

み
そ
を
す
り
、
粉
山
椒
を
混
ぜ
る
。
砂
糖
は
水
で
溶
か
し
少
し
煮

た
て
、
粉
に
か
け
固
め
に
練
る
。
蒸
し
器
で
蒸
し
、
ひ
き
鉢
に
と
り

だ
し
熱
い
う
ち
に
手
早
く
こ
ね
る
。
水
で
溶
い
た
片
栗
粉
を
上
に
塗

り
つ
け
る
。
再
び
五
分
間
ぐ
ら
い
蒸
し
、
そ
の
後
冷
や
す
。

饅
頭
の
て
ん
ぷ
ら

　

お
盆
・
お
彼
岸
・
法
事
な
ど
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
。

小
豆
や
砂
糖
が
手
に
入
り
に
く
か
っ
た
時
代
は
、

御
仏
前
等
に
御
供
え
し
、
少
し
固
く
な
っ
た
ま
ん

じ
ゅ
う
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
、
高
温
の
油
で
揚
げ
る
事
に
よ
っ
て
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や
わ
ら
か
さ
と
殺
菌
効
果
を
得
て
、
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

し
た
。

材 

饅
頭

レ 

饅
頭
を
天
ぷ
ら
で
揚
げ
る
。

い
な
ご
の
佃
煮

　

秋
は
未
収
穫
期
の
冬
に
備
え
て
の
保
存
食
の
準

備
の
時
期
で
あ
り
、
特
に
動
物
性
蛋
白
質
の
補
給

源
と
し
て
い
な
ご
は
大
切
に
さ
れ
た
。
昔
は
そ
こ

ら
じ
ゅ
う
を
飛
び
跳
ね
て
い
た
い
な
ご
も
現
在
は
、
あ
ま
り
見
か
け

な
く
な
っ
て
き
た
。
足
は
と
っ
て
調
理
す
る
。

材 

い
な
ご
、
醤
油
、
三
温
糖
、
み
り
ん
、
酒

い
も
が
ら
　
※
食
材

　

ぬ
る
ま
湯
に
少
し
つ
け
、
洗
っ
て
使
う
。
油
で

あ
げ
て
も
合
う
。
里
芋
の
く
き
を
湯
に
通
し
て
皮

を
む
き
、
細
か
い
わ
ら
に
通
し
て
乾
燥
さ
せ
た
も

の
で
、
使
用
す
る
と
き
は
湯
に
ひ
た
し
て
も
ど
し
て
使
う
。

打
ち
豆
　
※
食
材

　

打
ち
豆
は
常
色
青
豆
を
つ
ぶ
し
た
も
の
で
、
江

戸
時
代
か
ら
会
津
の
冬
の
大
切
な
蛋
白
質
源
と
し

て
食
べ
ら
れ
て
き
た
。
味
噌
汁
に
入
れ
る
と
、
立

ち
込
め
る
大
豆
の
香
り
が
一
層
増
す
。

材 

青
豆

レ 

石
臼
の
上
で
水
に
浸
し
た
青
豆
を
木
槌
で
一
粒
一
粒
つ
ぶ
す
。

凍
み
豆
腐
（
や
か
じ
豆
腐
）　
※
食
材

　

正
月
や
祭
り
な
ど
の
ハ
レ
食
に
作
ら
れ
る
煮
染

な
ど
の
材
料
に
欠
か
せ
な
い
保
存
食
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
凍
み
豆
腐
を
「
高
野
豆
腐
」

と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
古
く
か
ら
和
歌
山
の
高
野
山
で
作
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
冬
の
寒
い
夜
に
お
坊
さ
ん
が
戸
外
に
豆
腐

を
置
き
去
り
、
そ
れ
が
凍
み
て
し
ま
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
る
。

材 
大
豆
、
豆
乳

レ 
大
豆
を
一
晩
水
に
浸
し
、
石
臼
で
水
を
少
々
た
ら
し
な
が
ら
挽
く
。

そ
れ
を
窯
に
入
れ
て
煮
る
。
泡
が
た
つ
の
で
、
泡
消
し
に
水
油
を
ま
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ぜ
る
。
絞
り
袋
に
入
れ
て
絞
る
。
絞
り
汁
の
豆
乳
に
苦
汁
を
た
ら
し
、

ま
ぜ
る
。
箱
に
入
れ
蓋
を
し
て
木
材
を
の
せ
て
お
く
と
豆
腐
が
で
き

る
。

凍
み
大
根
　
※
食
材

　

会
津
が
凍
み
物
を
つ
く
る
の
に
適
し
た
気
象
条

件
を
巧
み
に
利
用
し
た
伝
承
で
あ
り
、
春
の
農
繁

期
に
備
え
て
、
労
力
に
ゆ
と
り
の
あ
る
寒
中
に
手

間
を
か
け
、
農
繁
期
の
労
力
を
少
し
で
も
省
こ
う
と
す
る
労
働
配
分

の
工
夫
で
あ
る
。

材 

凍
み
大
根

レ 

大
根
は
皮
を
む
き
輪
切
り
に
し
て
、
寒
中
戸
外
に
出
し
て
凍
ら
す
。

こ
れ
を
乾
燥
し
貯
え
て
お
き
、
調
理
す
る
。

大
根
干
し
　
※
食
材

　

軽
く
洗
っ
て
か
ら
水
に
漬
け
て
戻
し
、
醤
油
や

酢
を
か
け
て
そ
の
ま
ま
食
べ
る
他
、
煮
物
な
ど
の

料
理
に
用
い
る
。
三
月
末
か
ら
四
月
頃
に
雪
の
下

で
貯
蔵
し
て
お
い
た
大
根
を
千
本
切
り
に
し
、
大
鍋
で
煮
て
家
や
土

蔵
の
軒
下
に
筵
に
拡
げ
寒
さ
の
残
る
日
差
し
の
下
で
干
し
あ
げ
る
。

あ
か
ざ
の
実
　
※
食
材

材 

枝
豆
、
あ
か
ざ
の
実

レ 

枝
豆
は
ゆ
で
て
つ
ぶ
す
。
あ
か
ざ
の
実
は
ゆ
で

て
す
り
鉢
で
す
り
つ
ぶ
す
。
枝
豆
と
実
を
ま
ぜ
て

砂
糖
と
塩
を
ま
ぜ
て
味
か
げ
ん
す
る
。
そ
れ
を
団
子
に
か
ら
む
。

じ
ゅ
う
ね
ん
（
え
ご
ま
）
※
食
材

　

シ
ソ
科
に
属
す
る
植
物
で
え
ご
ま
の
こ
と
を

「
じ
ゅ
う
ね
ん
」
と
呼
ぶ
。
た
ん
ぱ
く
質
、
脂
肪
が

多
く
、
鉄
分
、
ビ
タ
ミ
ン
類
も
含
ま
れ
て
い
る
栄

養
価
の
高
い
食
品
で
食
べ
る
と
一
〇
年
長
生
き
す
る
と
い
わ
れ
る
。

麩
（
車
麩
、
豆
麩
）
※
食
材

　
「
豆
麩
」
は
会
津
の
郷
土
料
理
「
こ
づ
ゆ
」
に
無

く
て
は
な
ら
な
い
、
丸
い
形
の
焼
き
麩
で
あ
る
。
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三
〇
〇
余
年
の
昔
に
全
国
に
先
駆
け
て
体
系
化
さ
れ
た
会
津
の
農
業

　
　
　

佐
瀬
与
次
右
衛
門
と
会
津
伝
統
野
菜

　

優
れ
た
会
津
の
伝
統
料
理
を
支
え

る
の
が
、
会
津
の
歴
史
に
育
ま
れ
た

伝
統
野
菜
や
恵
ま
れ
た
大
自
然
が
生

ん
だ
山
菜
な
ど
の
食
材
で
す
。

　

今
か
ら
約
三
三
〇
年
前
に
発
刊
さ

れ
た
書
物
が
あ
り
ま
す
。
一
六
八
四

年
（
貞
享
元
年
）、会
津
幕
内
村
（
現
：

会
津
若
松
市
神
指
町
）
の
肝
煎
佐
瀬

与
次
右
衛
門
が
書
い
た
「
会
津
農
書
」

で
す
。

　

佐
瀬
氏
は
こ
の
書
を
自
身
の
農
作

業
の
記
録
と
し
て
子
孫
に
伝
え
る
た

め
、
一
方
で
、
肝
煎
の
立
場
か
ら
農

業
技
術
を
未
熟
な
者
た
ち
に
教
え
る

た
め
に
記
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
農
に
つ
い
て
土
質
、
作
物
、

農
業
技
術
な
ど
農
作
物
の
栽
培
技
術

を
実
証
実
験
を
踏
ま
え
整
理
し
体
系

化
し
た
書
物
は
他
に
類
を
見
な
い
ば

か
り
か
、
農
書
と
し
て
有
名
な
宮
崎

安
貞
の「
農
業
全
書
」（
一
六
九
七
年
：

元
禄
十
年
）
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た

も
の
で
す
。

　

会
津
の
伝
統
的
な
食
文
化
の
継
承

の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
他
地
域
に

は
な
い
三
〇
〇
有
余
年
の
農
に
関
す

る
歴
史
的
背
景
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
伝
統
野
菜
は
『
会
津
の
伝

統
野
菜
を
守
る
会
』
に
よ
り
Ｐ
Ｒ
・

普
及
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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▪
漬
物
と
保
存
食
〈
熟
れ
食
（
発
酵
食
）〉

　

会
津
地
域
は
雪
深
い
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冬
季
に
備
え
漬
物
や
乾
物
に
生
活

の
知
恵
が
結
集
し
、
様
々
な
漬
物
文
化
が
発
達
し
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

代
表
的
な
漬
物
と
し
て
、
三
五
八
漬
け
（
三
（
塩
）・
五
（
も
ち
米
）・
八
（
麹
））

や
大
根
を
な
た
で
切
っ
て
甘
酒
や
麹
に
漬
け
た
「
切
り
漬
け
」
な
ど
が
あ
り
、ま
た
、

良
質
な
山
菜
・
き
の
こ
類
は
乾
燥
・
塩
蔵
で
保
存
し
年
間
を
通
し
て
食
膳
に
の
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
冬
の
魚
食
と
し
て
、
ま
す
・
い
わ
な
・
は
や
・
あ
ゆ
な
ど
の
川
魚
を
飯
に

漬
け
こ
む
“
飯
ず
し
（
す
し
漬
け
）”
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
白
菜
の

鰊
漬
け
、
ひ
し
ょ
納
豆
な
ど
多
彩
な
発
酵
食
が
存
在
し
ま
す
。

　

南
会
津
地
方
で
は
赤
腹
を
す
し
漬
け
に
し
た
残
り
の
内
臓
に
塩
を
加
え
塩
辛
に
し

た
も
の
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
赤
腹
の
卵
を
塩
蔵
魚
卵
に
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。
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会
津
の
漬
物

材
　
材
料
　
レ
　
レ
シ
ピ

三さ

五ご

八は
ち

漬
け

　

以
前
は
、
夏
の
仕
事
は
大
変
忙
し
く
厳
し
か
っ

た
。
こ
れ
に
耐
え
る
た
め
の
食
事
の
と
り
方
や
、

炊
事
の
手
間
を
容
易
に
確
保
す
る
た
め
、
比
較
的

暇
な
冬
に
、
そ
し
て
寒
さ
を
活
か
し
て
計
画
的
に
夏
の
食
を
保
存
食

と
し
て
工
夫
し
、
つ
く
っ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

材 

米
、
塩
、
麹
、
野
菜

レ 

材
料
を
全
部
一
緒
に
し
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
て
び
ん
に
入
れ
て
お

く
。
す
ぐ
に
で
も
食
べ
ら
れ
る
が
一
か
月
ぐ
ら
い
た
つ
と
ぬ
め
ぬ
め

し
て
大
変
お
い
し
い
。
小
さ
な
蓋
物
な
ど
に
出
す
と
し
ゃ
れ
た
酒
の

肴
、
お
弁
当
の
お
菜
、
お
茶
漬
に
も
良
い
。
発
酵
食
品
で
あ
る
。

梅
漬
け

　

食
欲
増
進
・
疲
労
回
復
・
整
腸
作
用
な
ど
を
す

す
め
る
も
の
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
ほ
か
、
弁
当
や

お
む
す
び
の
お
か
ず
に
利
用
さ
れ
、
庶
民
の
生
活

に
密
着
し
た
貴
重
な
食
で
あ
る
。
わ
が
国
に
は
今
か
ら
一
五
〇
〇
年

前
に
中
国
か
ら
薬
用
と
し
て
梅
が
渡
来
し
た
の
が
最
初
と
い
わ
れ
て

い
る
。
梅
干
し
と
は
違
い
、
カ
リ
カ
リ
と
し
た
食
感
が
特
徴
。

材 

高
田
梅
、
酢
、
砂
糖
、
赤
し
そ

レ 

梅
を
三
～
四
時
間
水
に
浸
し
洗
っ
て
水
切
り
。
塩
と
に
が
り
で
よ

く
揉
み
、
重
石
を
し
て
一
晩
漬
け
る
。
翌
日
、
酢
と
砂
糖
を
入
れ
る
。

砂
糖
は
四
～
五
日
お
き
に
入
れ
る
。
砂
糖
が
溶
け
た
ら
重
石
を
減
ら

し
、
常
に
梅
が
漬
け
汁
の
中
に
あ
る
よ
う
に
す
る
。
赤
し
そ
を
塩
も

み
し
て
ア
ク
を
搾
り
、
さ
ら
に
梅
の
漬
け
汁
で
揉
ん
で
、
梅
の
間
と

上
に
た
っ
ぷ
り
入
れ
る
。
涼
し
い
と
こ
ろ
に
置
く
。

菊
の
三
杯
漬
け

皇
室
を
表
す
紋
章
が
菊
で
あ
り
、
そ
れ
を
食
す
こ

と
か
ら
「
も
っ
て
の
ほ
か
」
と
も
呼
ぶ
。

材 

食
用
菊
、
酢
、
三
杯
酢

レ 

菊
の
花
び
ら
を
が
く
か
ら
は
ず
す
。
大
き
め
の
鍋
に
た
っ
ぷ
り
の

お
湯
を
沸
か
し
て
、
小
さ
じ
一
程
度
の
お
酢
を
加
え
る
。
菊
の
花
弁

を
湯
が
き
、
三
ば
い
酢
に
漬
け
こ
む
。
冷
水
を
用
意
す
る
。
先
ほ
ど

の
鍋
に
花
び
ら
を
さ
っ
と
湯
が
い
て
冷
水
に
つ
け
て
冷
ま
す
。
ざ
る
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に
あ
げ
、
花
び
ら
を
し
っ
か
り
絞
っ
て
水
分
を
き
る
。
こ
れ
を
三
ば

い
酢
に
漬
け
て
冷
蔵
庫
で
一
時
間
ほ
ど
置
く
。

こ
ま
こ
漬
け

材 

大
根
、
打
ち
豆
、
す
る
め
、
白
菜

レ 

大
根
は
千
切
り
、
打
ち
豆
は
茹
で
、
す
る
め
、
白
菜
も
細
か
く
切
っ

て
、
全
部
一
緒
に
塩
漬
け
に
す
る
。

切
り
漬
け

材 

大
根
・
鰊
・
糀
・
す
る
め
・
昆
布

レ 

大
根
の
ぶ
つ
切
り
と
葉
を
糀
と
塩
で
漬
け
る
。

中
に
ス
ル
メ
、鰊
、昆
布
な
ど
を
き
ざ
ん
で
漬
け
る
。

大
根
の
長
漬
け

材 

大
根
、
塩

レ 

大
根
を
丸
の
ま
ま
、
葉
も
共
に
乾
か
さ
ず
塩
ば

か
り
で
漬
け
る
。
四
～
五
日
水
を
切
っ
て
お
い
て

色
を
つ
け
な
い
で
漬
け
る
。
発
酵
食
品
で
あ
る
。

こ
ご
み
の
塩
漬
け

材 

こ
ご
み

レ 

鍋
に
こ
ご
み
と
水
を
入
れ
て
火
に
か
け
、
さ
っ

と
沸
騰
し
た
ら
火
を
と
め
水
に
ひ
た
し
、
あ
く
を

抜
き
、
軽
く
水
気
を
し
ぼ
っ
て
鰹
節
を
か
け
て
お
ひ
た
し
に
す
る
（
調

理
法
）。

青
し
そ
の
葉
の
塩
漬
け

　

し
そ
の
葉
は
解
毒
剤
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
海

苔
の
代
わ
り
に
お
む
す
び
に
つ
か
う
。

材 

青
し
そ
の
葉

レ 

青
し
そ
の
葉
を
、
塩
で
漬
け
る
。

し
そ
の
実
漬
け

材 

し
そ
の
実

レ 

し
そ
の
実
を
と
り
白
布
で
作
っ
た
袋
に
入
れ
、

薄
醤
油
、
み
そ
お
け
な
ど
に
入
れ
て
お
く
。
昔
は

醤
油
の
も
ろ
み
の
中
に
入
れ
て
作
っ
た
。
ご
は
ん
に
か
け
て
食
す
。
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し
そ
の
実
の
袋
漬
け

材 

し
そ
の
実
、
切
昆
布
、
み
ょ
う
が
、
し
ょ
う
が
、

な
す
、
瓜
、
き
ゅ
う
り

レ 

し
そ
の
実
、
切
昆
布
、
み
ょ
う
が
、
し
ょ
う
が
、

な
す
、
瓜
、
き
ゅ
う
り
等
を
下
漬
け
し
、
水
気
を
し
ぼ
り
木
綿
の
袋

に
入
れ
て
味
噌
漬
け
に
す
る
。

ふ
き
の
塩
漬
け

材 

ふ
き

レ 

ふ
き
は
ゆ
で
て
皮
を
む
い
て
塩
漬
け
に
し
、
最

後
に
ふ
き
の
皮
を
蓋
の
よ
う
に
重
ね
て
重
石
を
す
る
。

わ
ら
び
の
塩
漬
け

レ 

塩
漬
け
し
た
わ
ら
び
は
、
銅
鍋
ま
た
は
鍋
に
銅

を
入
れ
水
で
煮
る
。
沸
騰
し
た
ら
少
し
煮
て
そ
の

ま
ま
さ
ま
す
。
何
度
も
水
を
か
え
る
。

わ
ら
び
の
粕
漬
け

材 

わ
ら
び
、
酒
粕

レ 

塩
漬
け
の
わ
ら
び
を
塩
出
し
し
、
ざ
る
で
水
を

切
る
。
器
に
酒
粕
を
し
き
、
よ
く
水
を
き
っ
た
わ

ら
び
を
な
ら
べ
、
そ
の
上
に
酒
粕
を
平
ら
に
の
せ
て
こ
れ
を
繰
り
返

し
漬
け
る
。
ぴ
っ
た
り
蓋
を
し
て
一
週
間
位
か
ら
食
す
。

わ
ら
び
の
味
噌
漬
け

材 

わ
ら
び

レ 

塩
漬
け
に
し
て
お
い
た
の
を
取
り
出
し
、
塩
出

し
を
し
て
味
噌
に
直
す
。
一
年
中
食
べ
れ
る
。
三

年
前
の
古
傷
が
出
る
と
い
わ
れ
る
位
精
が
強
い
の
で
産
婦
に
は
食
べ

さ
せ
な
い
ほ
う
が
良
い
。

し
ょ
う
ろ
ぎ
漬
け
（
ち
ょ
う
ろ
ぎ
と
も
言
う
）

　

ニ
ン
ニ
ク
、
ネ
ギ
類
に
属
し
強
精
剤
の
は
た
ら

き
を
し
、
さ
ら
に
酸
性
を
中
和
さ
せ
る
食
品
で
も

あ
る
。
食
欲
増
進
食
材
で
あ
る
。

材 

し
ょ
う
ろ
ぎ
、
塩
、
梅
干
し
の
赤
い
汁

レ 

し
ょ
う
ろ
ぎ
を
洗
っ
て
水
を
切
り
、
一
旦
塩
漬
け
に
し
、
良
く
つ

か
っ
て
し
ん
な
り
し
た
と
こ
ろ
を
ざ
る
に
入
れ
塩
水
を
良
く
切
る
。

梅
干
し
の
後
の
赤
い
汁
に
漬
け
こ
む
。
で
き
あ
が
る
と
梅
干
し
の
よ

う
に
赤
く
見
た
目
も
お
い
し
い
漬
物
が
で
き
る
。
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鰊
の
山
椒
漬
け
と
会
津
本
郷
焼
鰊
鉢

　

会
津
の
伝
統
的
郷
土
料
理
「
鰊
の
山
椒
漬
け
」
も
会

津
地
方
独
特
の
も
の
で
、
身
欠
き
鰊
を
山
椒
の
葉
や
調

味
料
と
一
緒
に
漬
け
こ
ん
だ
漬
物
で
す
。

　

こ
れ
に
は
、
会
津
本
郷
で
焼
か
れ
る
専
用
の
＂
鰊
鉢
＂

が
使
用
さ
れ
ま
す
。

　
飯
鮓
︵
い
ず
し
︶

　

夏
の
節
に
獲
っ
た
鮠
の
腹
に
ご
飯
を
詰
め
、
桶
に
笹

を
敷
き
交
互
に
漬
け
こ
ん
で
つ
く
り
、
食
べ
る
の
が
正

月
料
理
の
一
つ
で
し
た
。
こ
れ
を
食
べ
る
奥
会
津
地
方

伊
南
川
流
域
で
は
次
の
よ
う
な
正
月
歌
が
あ
り
ま
し
た
。

　
♬
﹁
正
月
ち
ゅ
う
も
ん
は
い
い
も
ん
だ

　
　
　
雪
の
よ
う
な
飯
食
っ
て

　
　
　
油
の
よ
う
な
酒
飲
ん
で

　
　
　
木
羽
の
よ
う
な
鮓
食
っ
て
⋮
﹂
♬
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そ
の
名
の
示
す
通
り
“
水
”
の
集
ま
る
と
こ
ろ
会
津
は
、
北
は
飯

豊
連
峰
、
西
は
越
後
山
脈
、
東
は
奥
羽
分
水
山
地
に
囲
ま
れ
た
盆
地

で
、
地
下
湧
水
が
豊
富
で
あ
り
、
ま
た
、
大
小
多
く
の
河
川
が
流
れ

こ
む
扇
状
地
を
形
成
し
良
質
な
米
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
も
あ
り
ま

す
。

　

お
よ
そ
四
〇
〇
年
前
入
封
し
た
蒲
生
氏
郷
公
が
商
工
業
の
発
展
を

奨
励
し
、
そ
の
後
江
戸
時
代
に
会
津
藩
祖
保
科
正
之
公
が
余
剰
米
を

使
用
し
て
酒
造
り
を
奨
励
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
年
）
酒
造
方
役

人
を
置
き
酒
造
蔵
を
建
設
、藩
営
に
よ
る
酒
造
り
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

現
在
、
福
島
県
内
に
は
、
日
本
酒
の
蔵
元
が
六
一
軒
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
三
〇
軒
が
会
津
地
方
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
明
治
四
十
四

年
よ
り
始
ま
っ
た
日
本
酒
の
新
酒
の
全
国
規
模
の
鑑
評
会
で
あ
る
全
国
新
酒
鑑
評
会
で
、福
島
県
産
酒
は
平
成
二
十
四
・

二
十
五
・
二
十
六
酒
造
年
度
の
三
年
連
続
で
金
賞
受
賞
数
日
本
一
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
会
津
地
域
の
蔵
元

が
多
数
を
占
め
る
な
ど
、
全
国
で
も
有
数
の
酒
処
で
す
。
会
津
若
松
市
で
は
、
平
成
二
十
六
年
に
「
会
津
清
酒
の
普
及

の
促
進
に
関
す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
清
酒
に
よ
る
乾
杯
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
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御お

造み

酒き

地
蔵
尊

　

会
津
若
松
市
大
町
に
、
日
本
で
唯
一

の
御
造
酒
地
蔵
尊
が
あ
り
ま
し
た
。

　

会
津
二
十
一
地
蔵
尊
巡
り
で
七
番
目

の
地
蔵
尊
。

　

よ
く
酒
を
た
し
な
む
こ
と
で
有
名

だ
っ
た
徳
蔵
と
い
う
人
物
が
、
会
津
の

地
に
堂
宇
を
建
て
尊
躰
を
安
置
し
、
こ

の
地
蔵
尊
が
御
造
酒
地
蔵
尊
と
人
々
に

呼
ば
れ
、
会
津
の
名
酒
を
生
む
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
お
み
き
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
、
銘

酒
醸
造
成
願
、

家
内
安
全
、
商

売
繁
盛
、
中
風

脚
気
治
癒
に
霊

験
が
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

会
津
民
謡
「
会
津
磐
梯
山
」
の
中
に
出
て
く

る
一
節

　

♬　

小
原
庄
助
さ
ん　

　
　
　

な
ん
で
身
上
つ
ぶ
し
た　

　
　
　

朝
寝　

朝
酒　

朝
湯
が
大
好
き
で

　
　
　

そ
れ
で
身
上
つ
ぶ
し
た

　
　
　

ハ
ァ
～　

も
っ
と
も
だ　

も
っ
と
も
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

♬

　

小
原
庄
助
さ
ん
に
関
し
て
は
、
元
禄
時
代
の
材
木
問
屋
で
あ
る
説
、

戊
辰
戦
争
の
時
戦
死
し
た
武
士
と
す
る
説
、
会
津
漆
器
の
塗
り
師
説
な

ど
様
々
あ
り
ま
す
。

　

他
に
も
、
か
つ
て
会
津
藩
祖
保
科
正
之
公
が
会
津
転
封
の
際
に
、
多

く
の
家
臣
の
他
に
も
様
々
な
職
人
も
連
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
時
、
高

遠
か
ら
連
れ
て
き
た
家
来
の
子
孫
に
、
小
原
の
庄
助
さ
ん
と
い
う
人
物

が
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
民
謡
会
津
磐
梯
山
に
歌
わ
れ
る

小
原
庄
助
さ
ん
本
人
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
で
も
長
野

県
伊
那
市
高
遠
町
に
は
小
原
（
お
ば
ら
）
と
い
う
地
区
が
あ
り
ま
す
。
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別
名
を
西さ
い

念ね
ん

寺じ

柿
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
一
）
安
達
郡
岩

代
町
（
現
在
の
福
島
県
二
本
松
市
）
に
あ
る
西
念
寺
の
住
職
夕
安
が
中
国
に
留
学
し
、
帰
国

の
際
、
柿
苗
か
種
子
を
持
ち
帰
っ
て
境
内
に
植
栽
し
こ
の
果
実
を
参
詣
者
に
振
る
舞
っ
た
の

で
西
念
寺
柿
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
同
地
の
住
民
が
会
津
に
移
住
す

る
時
、こ
の
柿
苗
を
持
参
し
た
の
が
当
地
に
お
け
る
栽
培
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
身み
し
ら
ず

不
知
」
と
い
う
名
が
つ
い
た
の
に
は
、
三
つ
の
説
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
一
つ
は
、

枝
が
折
れ
そ
う
な
ほ
ど
に
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
る
（
身
の
程
知
ら
ず
な
柿
）
こ
と
。
２
つ

目
は
、
こ
の
柿
を
将
軍
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、「
未
だ
か
か
る
美
味
し
い
柿
を
知
ら
ず
」
と
大
い
に
賞
賛
さ
れ
た
こ
と
。

３
つ
目
は
、
あ
ま
り
に
美
味
し
い
の
で
我
が
身
も
考
え
ず
に
食
べ
す
ぎ
て
し
ま
う
柿
だ
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　

現
在
で
は
皇
室
へ
の
献
上
柿
と
し
て
、
毎
年
、
天
皇
家
、
各
宮
家
に
献
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
津
藩
主
ゆ
か
り
の
松
平
勢
津
子
様
が
秩
父
宮
様
と
ご
結
婚
（
昭
和
三
年
）
さ
れ
た
お
祝
い
に

生
産
農
家
が
共
同
で
献
上
し
た
の
が
こ
の
風
習
の
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
身
不
知

柿
」
は
、
元
々
は
渋
柿
で
、
焼
酎
で
二
週
間
程
か
け
て
渋
抜
き
す
る
こ
と
で
渋
が
抜
け
て
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
渋
抜
き
の
こ
と
を
会
津
で
は
柿
を
「
さ
わ
す
」
と
い
い
、
俗

に
「
さ
わ
し
柿
」
と
も
い
い
ま
す
。

献上柿は一つ一つ磨き、
和紙で包装される
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　【
柿
の
さ
わ
し
方
】

　（
渋
柿
の
渋
抜
き
）

＊
樽
な
ど
に
柿
を
入
れ
焼
酎
な
ど
を

か
け
て
抜
く
方
法
が
一
般
的
で
す
。

　

現
在
は
、
樽
の
代
わ
り
に
専
用
の

柿
箱
や
ビ
ニ
ー
ル
袋
、
段
ボ
ー
ル
箱

に
入
れ
焼
酎
を
か
け
て
渋
を
抜
く
方

法
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
販
さ
れ
て
い
る
贈
答
用
な
ど
の

﹁
さ
わ
し
柿
﹂
を
購
入
さ
れ
た
際
は
、

箱
の
表
面
に
﹁
○
月
○
日
に
開
封
﹂

と
記
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ

る
の
で
、
こ
の

開
封
日
ま
で
は

開
封
し
な
い
で

お
く
こ
と
が
大

事
で
す
。

　
会
津
冬
の
風
景

　

近
代
版
画
家
と
し
て
有
名
な
斎
藤
清
氏
の
版
画
（
会
津
の

冬
、
柿
の
会
津
な
ど
）
に
は
、
会
津
の
柿
の
木
が
あ
る
風
景

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

赤
く
熟
し
た
実
を
つ
け
た
柿
の
木
と
白
銀
の
雪
と
の
色
彩

の
調
和
の
風
景
は
雪
国
会
津
の
冬
の
美
し
い
風
景
の
一
つ
で

す
。

斎
藤 

清（
一
九
〇
七
～
一
九
九
七
）版
画
家　

福
島
県
会
津
坂
下
町
生
ま
れ　

四
歳
の
時
、

父
親
の
事
業
の
関
係
で
会
津
を
離
れ
、
北
海
道
へ
移
る
。
安
井
曽
太
郎
氏
の
木
版
画
作
品

に
魅
せ
ら
れ
版
画
制
作
へ
傾
倒
。
一
九
五
〇
年
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
展
で
、
戦

後
、
日
本
人
初
の
国
際
展
で
の
受
賞
と
な
る
在
サ
ン
パ
ウ
ロ
日
本
人
賞
を
受
賞
。
斎
藤
清

の
名
を
世
界
中
に
広
め
る
こ
と
と
な
る
。

※
会
津
地
域
で
は
、﹁
木
守
柿
﹂・﹁
布
施
柿
﹂
と
い
っ
て
数
個
の
柿
を
木
に
残
し
て
お
く

こ
と
が
あ
り
、
や
が
て
新
し
い
命
の
増
殖
す
る
事
を
願
っ
た
り
、
神
様
へ
の
お
供
え
物
と

し
た
り
、
野
鳥
へ
の
思
い
や
り
と
す
る
な
ど
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
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戊
辰
戦
争
後
、
北
海
道
に
渡
っ
た
旧
会
津
藩
士
が
明
治
四
年
、
現
在
の
余
市
町
に
入

植
し
、
開
墾
な
ど
の
苦
労
し
た
生
活
の
中
、
明
治
十
二
年
、
旧
会
津
藩
士　

赤
羽
源
八

ら
に
よ
り
日
本
で
初
め
て
栽
培
に
成
功
し
た
り
ん
ご
の
原
木
が
「
緋
ノ
衣
」
で
す
。

　

平
成
十
二
年
二
月
会
津
地
方
の
り
ん
ご
栽
培
農
家
で
組
織
す
る
「
平
成
り
ん
ご
研
究

会
」
が
余
市
町
を
訪
問
し
、「
緋
ノ
衣
」
の
原
木
農
園
主
の
ご
好
意
に
よ
り
原
木
の
枝

を
持
ち
帰
り
接
ぎ
木
し
た
も
の
が
現
在
会
津
若
松
市
門
田
町
に
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

会
津
若
松
商
工
会
議
所
も
余
市
商
工
会
議
所
と
友
好
関
係
を
通
し
て
「
緋
ノ
衣
」
の

里
帰
り
に
協
力
い
た
し
ま
し
た
。

※
「
緋
の
衣
」
の
名
に
つ
い
て
は
、
幕
末
、
京
都
守
護
職
を
務
め
た
会
津
藩
主
松
平
容
保
公
が
、

孝
明
天
皇
か
ら
強
い
信
頼
を
受
け
下
賜
さ
れ
た
「
緋
の
御
衣
」
と
、会
津
戦
争
終
結
の
際
、開
城
式
で
敷
か
れ
て
い
た
「
緋
の
毛
氈
」

の
赤
が
、
勤
皇
の
心
を
持
ち
な
が
ら
逆
賊
と
さ
れ
た
会
津
の
人
々
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

余市町にある緋ノ衣の原木
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古
か
ら
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
会
津
地
方
は
、
会
津
盆
地
の
肥
沃
な
土
壌

と
豊
か
な
灌
漑
水
に
恵
ま
れ
、
温
暖
な
気
候
で
昼
夜
の
寒
暖
差
も
あ
り
稲
作
に
は
好
適

な
環
境
が
整
っ
て
お
り
、
全
国
で
も
有
数
の
米
の
産
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
財
団
法
人
日
本
米
穀
検
定
協
会
が
昭
和
四
十
六
年
産
米
か
ら
毎
年
全
国
規
模
の

産
地
品
種
に
つ
い
て
実
施
し
て
い
る
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ
で
も
、
会
津
産
米
（
コ
シ

ヒ
カ
リ
）
は
、
ほ
ぼ
毎
年
、
基
準
米
よ
り
も
特
に
良
好
と
さ
れ
る
「
特
Ａ
」
評
価
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

※
福
島
県
で
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
の
原
発
事
故
後
、
平
成
二
十
四
年
度
よ
り
世
界
初
の

取
り
組
み
と
な
る
「
全
量
全
袋
検
査
」（
出
荷
前
に
す
べ
て
の
米
を
検
査
す
る
）
を
実
施
し
、
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
米
の
み
を
流

通
さ
せ
る
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

国
産
稲
ワ
ラ
を
中
心
と
し
た
良
質
な
粗
飼
料
と
、
良
質
な
地
下
水
、
安
全
・
安
心
な
大
麦
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
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配
合
飼
料
を
十
二
分
に
与
え
、
一
頭
一
頭
愛
情
を
こ
め
て
丹
精
に
育
て
上
げ
た
牛
肉
で

す
。 

　

そ
の
肉
質
は
、
キ
メ
細
や
か
な
霜
降
り
と
常
温
で
も
と
ろ
け
る
良
質
な
脂
と
共
に
、

大
変
お
い
し
い
風
味
の
あ
る
牛
肉
で
す
。
そ
の
肉
質
が
認
め
ら
れ
、
東
京
食
肉
市
場
や
福

島
県
食
肉
流
通
セ
ン
タ
ー
で
の
各
種
肉
牛
共
励
会
に
お
い
て
数
々
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
受

賞
し
、
そ
の
名
声
は
県
内
は
も
ち
ろ
ん
、
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
肥
育
産
地
と
し

て
、
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。 

　

会
津
一
円
を
区
域
と
す
る
和
牛
経
営
農
家
の
い
る
Ｊ
Ａ
、
Ｊ
Ａ
全
農
福
島
の
会
員
よ

り
生
産
さ
れ
る
黒
毛
和
種
の
去
勢
・
雌
（
経
産
牛
を
除
く
）
の
内
、
社
団
法
人
日
本
格
付
協
会
肉
質
等
級
「
４
」「
５
」

で
Ａ
・
Ｂ
規
格
の
も
の
で
す
。　

一
五
九
二
年
に
蒲
生
氏
郷
公
が
植
え
付
け
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
御

薬
園
に
種
子
を
ま
き
一
七
六
六
年
に
は
門
田
町
諏
訪
原
に
試
作
に
成
功
し
、
一
八
二
八

年
に
は
中
国
に
も
輸
出
し
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
は
藩
の
財
政
を
潤
す
た
め
の
官
制
薬
用

人
参
で
し
た
。
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明
治
以
降
は
自
由
栽
培
の
時
代
に
な
り
大
正
末
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
全
国
一
の
生
産
量
を
あ
げ
ま
し
た
。
薬
用

人
参
は
せ
り
科
に
属
す
る
食
用
人
参
と
違
い
、
ウ
コ
ギ
科
に
属
し
、
和
名
を
チ
ョ
ウ
セ
ン
ニ
ン
ジ
ン
あ
る
い
は
、
オ
タ

ネ
ニ
ン
ジ
ン
と
呼
び
、
ま
た
、
そ
の
根
を
人
参
、
高
麗
人
参
、
朝
鮮
人
参
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

会
津
で
か
つ
丼
と
い
え
ば
、
ソ
ー
ス
か
つ
丼
と
い
う
の
が
、
定
番
で
す
。

　

ご
飯
の
上
に
キ
ャ
ベ
ツ
の
千
切
り
を
の
せ
、
そ
の
上
に
ソ
ー
ス
に
浸
し
た
と
ん
か
つ

を
の
せ
ま
す
。（
お
店
に
よ
っ
て
は
、
ソ
ー
ス
に
浸
さ
ず
に
と
ん
か
つ
を
の
せ
、
そ
の

上
か
ら
ソ
ー
ス
を
か
け
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。）

　

こ
の
ソ
ー
ス
か
つ
丼
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
、
大
正
時
代
か

ら
食
堂
に
行
っ
た
時
の
庶
民
の
味
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

現
在
、会
津
若
松
市
に
は
こ
の
ソ
ー
ス
か
つ
丼
を
提
供
す
る
お
店
で「
伝
統
会
津
ソ
ー

ス
か
つ
丼
の
会
」
も
で
き
て
い
ま
す
。
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会
津
の
ラ
ー
メ
ン
は
、
こ
し
の
あ
る
中
太
平
打
ち
縮
れ
麺
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、

会
津
地
域
全
域
で
食
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ラ
ー
メ
ン
が
食
さ
れ
た
初
期
の
こ
ろ
は
、
会
津
で
は
「
支
那
そ
ば
」
と
い
う
呼
称
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

会
津
地
域
の
ラ
ー
メ
ン
食
の
起
源
は
、
会
津
若
松
市
内
に
あ
る
食
堂
の
店
主
が
昭
和

初
期
に
開
業
し
た
食
堂
が
始
ま
り
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
、
近
年
ラ
ー
メ
ン
の
街
と
し
て

も
全
国
区
に
な
っ
て
い
る
喜
多
方
市
で
は
、
大
正
期
に
ラ
ー
メ
ン
店
が
開
業
し
て
い
ま

す
。

　

喜
多
方
市
内
に
あ
る
ラ
ー
メ
ン
店
数
は
約
一
二
〇
軒
と
人
口
に
対
し
て
の
店
舗
数
で

は
日
本
一
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

会
津
地
域
で
は
、
近
時
、
喜
多
方
市
を
中
心
に
、
朝
か
ら
ラ
ー
メ
ン
を
食
す
る
『
朝
ラ
ー
』
と
い
う
風
習
も
広
ま
っ

て
き
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
会
津
若
松
市
内
に
は
「
若
麺
会
」、
喜
多
方
市
に
は
「
老
麺
会
」
と
い
う
お
店
が
集
ま
っ
た
団
体
が
設
立
さ

れ
て
い
ま
す
。

会
津
地
域
で
受
け
継
が
れ
る
食
作
法
　
～
会
津
小
笠
原
流
礼
法
～
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小
笠
原
家
は
、
小
笠
原
長
清
を
祖
と
し
、
弓
馬
の
作
法
と
し
て
始
め
た
と
さ
れ
る
『
武
家
故
実
（
武
家
礼
法
）』
を

司
る
家
柄
で
し
た
。

　

中
世
で
は
、
京
都
小
笠
原
家
・
総
領
家
・
平
兵
衛
家
（
赤
沢
家
）
な
ど
の
諸
流
が
あ
り
、
近
世
で
は
徳
川
家
の
礼
法

で
あ
っ
た
た
め
“
お
止
め
流
”
と
し
て
一
子
相
伝
、
一
般
に
普
及
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
、
秘
伝
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
江

戸
期
に
町
人
も
教
養
を
求
め
、
礼
法
を
記
し
た
礼
書
も
刊
行
さ
れ
る
な
ど
し
、
庶
民
の
中
に
も
そ
の
普
及
が
見
ら
れ
各

地
に
小
笠
原
流
の
巻
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
会
津
・
只
見
町
で
す
。（
金
山
町
、
昭
和
村
、
旧
南
郷
村
に
も
巻
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
）

　

只
見
町
に
伝
わ
る
小
笠
原
流
礼
法
は
総
領
家
と
い
わ
れ
る
信
濃
の
小
笠
原
長
時
・
貞
慶
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、
会

津
藩
家
中
の
者
に
そ
の
礼
法
を
伝
授
し
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
主
な
食
膳
形
式
に
は
、
本
膳
料
理
・
会
席
料
理
・
懐
石
料
理
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

【
本
膳
料
理
】
は
、
和
食
の
最
も
正
式
な
日
本
古
来
の
料
理
で
す
。
一
の
膳
か
ら
、
多
い
も
の
だ
と
五
の
膳
ま
で
並
べ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
会
席
料
理
】
は
、
元
々
茶
会
の
懐
石
料
理
に
な
ら
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
か
ら
酒
宴
向
け
の
料
理
と
し

て
普
及
し
ま
し
た
。

【
懐
石
料
理
】
は
、
本
来
茶
会
の
時
に
出
さ
れ
る
も
の
で
「
温
め
た
石
を
懐
に
抱
い
て
、
一
時
空
腹
を
忘
れ
る
」
と
い

う
意
味
の
禅
宗
の
僧
家
か
ら
出
た
言
葉
を
茶
の
湯
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

会
津
地
域
で
受
け
継
が
れ
る
食
作
法
　
～
会
津
小
笠
原
流
礼
法
～
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●

『
和
食
』
の
作
法

　

こ
こ
で
は
、
食
事
に
欠
か
せ
な
い
箸
の
扱
い

を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

【
箸
の
扱
い
】

　

＊
和
食
の
作
法
で
は
、
箸
の
扱
い
は
食
事
作

法
の
中
心
に
な
っ
て
お
り
、“
箸
に
始
ま

り
、
箸
に
終
わ
る
”
と
い
う
ほ
ど
、
そ
の

上
げ
下
ろ
し
一
つ
と
っ
て
も
細
か
い
決
ま

り
が
あ
り
ま
す
。

　

箸
に
関
わ
る
主
な
扱
い
方
を
上
げ
る
と
・・・

　

＊
「
箸
先
五
分
、長
く
て
一
寸
」
と
い
わ
れ
、

あ
ま
り
箸
を
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

　

＊
箸
を
休
め
る
時
は
、箸
置
き
に
置
き
ま
す
。

　
　
（
昔
は
、
食
事
の
全
部
終
わ
ら
な
い
間
は
、

箸
は
膳
の
縁
に
立
て
か
け
膳
の
内
側
に
落

と
せ
ば
終
わ
り
の
し
る
し
と
決
め
て
い
ま

し
た
）

【
小お

笠が
さ

原わ
ら

長な
が

時と
き

（
一
五
一
四
―
一
五
八
三
）】

　

中
世
末
期
に
信
濃
国
深
志
城
主
で
し
た
が
、
武
田
信
玄
と

の
戦
に
敗
れ
、
の
ち
越
後
、
伊
勢
、
京
都
を
経
て
会
津
に
至

り
、
数
年
間
滞
在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
小
笠
原
流
礼
法
を
大
成
し
、
家
督
を
継
い
だ
子
貞

慶
に
伝
授
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
時
は
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
年
）
会
津
で
没
し
、

そ
の
墓
は
、
会
津
若
松
市
内
慶
山
の
大
龍
寺
に
あ
り
ま
す
。

　

小
笠
原
流
礼
法
は
、
息
子
貞
慶
か
ら
そ
の
息
子
秀
政
―
忠

政
に
継
承
さ
れ
、こ
の
子
孫
は
豊
前
小
倉
藩
主
に
任
じ
ら
れ
、

以
後
小
倉
藩
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
世
以
来
の
総
領
家
小
笠
原
流
礼
法
は
こ
の
よ
う
に
受
け

継
が
れ
、
そ
の
秘
伝
の
巻
物
は
小
倉
藩
の
藩
校
を
引
き
継
い

だ
福
岡
県
立
豊
津
高
校
の
同
窓
会
の
手
に
よ
っ
て
『
小
笠
原

文
庫
』
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
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＊
箸
使
い
の
タ
ブ
ー
「
嫌
い
箸
」（
箸
で
器
を
引
く
、
食
べ
物
を
突
き
刺
す　

な
ど
）

【
具
体
的
な
箸
の
扱
い
に
つ
い
て
】

　

①
箸
の
と
り
方

　
　

～
右
手
で
箸
の
中
ほ
ど
を
持
つ

　
　

～
右
手
を
箸
に
沿
っ
て
滑
ら
し
と
り
直
し

　
　

～
左
手
を
添
え
て
膝
元
に
引
き
寄
せ

　
　

～
左
手
を
引
い
て
正
し
く
箸
を
持
つ

　

②
箸
の
持
ち
方

　
　

～
一
本
は
人
差
し
指
と
中
指
で
は
さ
み
親
指
を
添
え
る

　
　

～
他
の
一
本
は
薬
指
で
支
え
る

　
　

～
使
う
と
き
は
、
親
指
を
軸
と
し
て
人
差
し
指
と
中
指
で
挟
ん
だ
方
を
動
か
し
て
使
う

　

③
嫌
わ
れ
る
箸
使
い

　
　

＊
も
ぎ
箸　
　
　
　
　

＊
込
み
箸　
　
　
　

＊
渡
し
箸

　
　

＊
ね
ぶ
り
箸　
　
　
　

＊
探
り
箸　
　
　
　

＊
た
て
箸

　
　

＊
惑
い
箸　
　
　
　
　

＊
空
箸　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

　
　

＊
移
り
箸　
　
　
　
　

＊
迷
い
箸
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大
関　

会
津
蝋
燭

関
脇　

本
郷
瀬
戸

小
結　

小
田
絹
糸

前
頭　

明
珍
冑

前
頭　

高
田
麻

前
頭　

慶
山
松
茸

前
頭　

干
紫
蕨

前
頭　

沼
尻
硫
黄

前
頭　

國
安
失
根

前
頭　

河
口
紙

前
頭　

小
見
中
烟
草

前
頭　

下
坂
鎗

前
頭　

輪
篩

同　

松
尾
梨
子

　
　

銅
細
工

　
　

む
き
胡
桃

　
　

布
引
竹
子

　
　

錦
手
陶
器

　
　

高
瀬
蛍

　
　

大
塩
し
ほ

　
　

名
酒
清
美
川

　
　

羽
黒
鮎

　
　

出
ヶ
原
紙

　
　

小
田
真
綿

　
　

名
酒
源
氏
山

　
　

蘇
香
圓

　
　

楊
川
鮭

　
　

一
ノ
戸
杉

　
　

流
金
細
工

同　

南
山
材
木

　
　

北
方
あ
ら
物

　
　

虫
巣
織

　
　

尾
俣
炭

　
　

地
傘

　
　

平
沢
あ
ま
瓜

　
　

山
郷
そ
は

　
　

保
童
圓

　
　

古
川
し
ゝ
み

　
　

沼
尻
ゆ
あ
か

　
　

西
勝
紙

　
　

八
日
町
赤
土

　
　

や
か
ち
と
う
ふ

　
　

慶
山
陶
器

　
　

深
川
大
根

　
　

御
山
失
根
石

　
　

針
生
し
め
じ

同　

戸
ノ
口
ち
ゆ
ん
さ
い

　
　

樽
川
む
し
ろ

　
　

若
松
ま
ん
ち
う

　
　

長
濱
黒
濱
石

　
　

飯
豊
山
氷
雪

　
　

諸
在
り
ん
き

　
　

東
山
あ
ら
も
の

　
　

慶
山
石
材

　
　

ひ
わ
よ
う
と
う

　
　

か
き
色
う
ち
ハ

　
　

笈
川
な
ま
つ

　
　

松
川
や
ほ
く
ち

　
　

八
木
沢
う
す
へ
り

　
　

蔴
畠
か
ふ

　
　

北
方
こ
う
花

　
　

逆
セ
川
理
木

　
　

黒
も
り
す
ミ

　
　

や
ろ
う
か
前
て
ん
角

　
　

滝
沢
町
な
つ
と
う

　
　

こ
け
の
実

大
関　

若
松
塗
物

関
脇　

地
張
煙
筒

小
結　

伊
北
か
ら
ム
シ

前
頭　

早
山
鋳
物

前
頭　

伊
北
細
布

前
頭　

湖
水
鮒

前
頭　

薇
漬

前
頭　

日
中
硎

前
頭　

長
道
刀

前
頭　

融
通
寺
畳
表

前
頭　

馬
越
煙
草

前
頭　

竹
田
鐙

前
頭　

紙
煙
草
入

同　

雀
林
氷
餅

　
　

蚕
養
瀬
戸

　
　

南
勝
栗

　
　

冑
独
活

　
　

絵
蝋
燭

　
　

大
塚
山
鈴
虫

　
　

坂
下
煙
草

　
　

長
尾
名
酒

　
　

原
川
鮠

　
　

西
方
紙

　
　

縞
木
綿

　
　

相
生
酒

　
　

調
痢
丸

　
　

只
見
川
鱒

　
　

内
山
赤
松

　
　

ひ
な
人
形

同　

水
あ
ふ
ら

　
　

南
た
は
こ

　
　

小
倉
袴
地

　
　

藤
原
流
木

　
　

紙
桐
油

　
　

中
荒
井
水
瓜

　
　

黒
ま
め

　
　

肥
児
丸

　
　

大
川
河
鹿

　
　

小
川
庄
石
灰

　
　

杉
原
の
り
入
紙

　
　

崎
川
鉄
砂

　
　

若
松
素
麺

　
　

北
方
畳
表

　
　

後
庵
い
も

　
　

日
中
木
は
石

　
　

大
の
原
初
茸

同　

小
平
か
た
松
ろ

　
　

こ
ハ
清
水
よ
し
す

　
　

若
松
飴

　
　

片
門
ほ
ん
石

　
　

諸
在
柿

　
　

岩
尾
早
百
合

　
　

柳
ハ
ら
あ
ら
物

　
　

北
山
石
材

　
　

萬
ひ
よ
う
と
う

　
　

磐
梯
山
氷
雪

　
　

せ
ゝ
な
き
う
な
き

　
　

塩
川
火
う
ち

　
　

小
出
紙

　
　

大
寺
大
こ
ん

　
　

柳
つ
く
つ
の
こ

　
　

湯
入　

玉

　
　

ふ
と
う
か
や

　
　

行
仁
町
て
ん

　
　

新
て
ん
青
物

　
　

の
あ
さ
つ
き

※   あみかけ：食に関する項目

　江戸時代の会津名物を記した番付で、全会津地域からとれる名産
品が記されており、上記網掛け部分が食に関する素材等である。現
在では中々入手が困難な伝統食材も見られる。

著
者
：
大
須
賀
清
光
（
一
八
〇
八
年
～
一
八
七
五
年
）

書
名
：
会
津
千
代
松
袖
鑑
に
収
録
（
木
版
）（
一
八
五
四
年
頃
）

出
典
：
会
津
図
書
館 

蔵

①
會
津
名
物
類
聚（
あ
い
づ
め
い
ぶ
つ
る
い
し
ゅ
う
）

會 

津
名 

物
類 

聚

行司 　

地
製
酒　
　

白
銀 

会
津
米

　

赤
味
噌　
　

頭取

秤暦舛

世話役

伽
羅
油

金　

銀

銅　

鈆

　

鍬

差添
石
黄

熊
膽

白
粉

勧進元

絹
糸　

人
参　

正
阿
弥

〝
会
津
の
食
〟
に
関
す
る
参
考
資
料
　
～
歴
史
資
料
に
見
る
会
津
の
食
～
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②
大
成
武
鑑
（
た
い
せ
い
ぶ
か
ん
）

　

江
戸
時
代
に
は
、「
武
鑑
」と
呼
ば
れ
る
大
名
や
徳
川
幕
府
役
人
の
名
鑑
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
大
名
・
役
人
の
家
系
・
紋
所
、
叙
任
年
月
、
江
戸
屋
敷
の
場
所
、
妻
子
、
参
勤

交
代
の
献
上
品
・
拝
領
品
や
期
日
・
路
程
、
江
戸
市
中
行
列
の
槍や
り

や
駕か

籠ご

舁か

き
の
羽
織
の

図
、
幕
府
大
礼
の
際
の
服
装
、
大
名
火ひ

消け
し

の
纏ま
と
いや
船
印
の
図
、
所
領
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

寛
永
二
十
（
一
六
四
三
）
年
か
ら
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

左
記
に
掲
載
し
て
い
る
も
の
は
、
元
治
元
年
、
会
津
藩
主
が
松
平
容
保
公
の
（
京
都
守

護
職
）
時
代
に
発
行
さ
れ
た
武
鑑
で
す
。
記
載
内
容
を
み
ま
す
と
当
時
の
将
軍
家
へ
の
献

上
品
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
会
津
の
産
品
の
一
端
が
窺
え
ま
す
。

　
※
江
戸
時
代
～
会
津
藩
か
ら
幕
府
へ
の
献
上
品

出典：国立国会図書館
　　　デジタルコレクションより

年
始
八
朔
　
御
太
刀
、
金
馬
代

　
端
午
、
重
陽
、
歳
暮
、
御
時
服
献
上

正
月
三
日　
　

御
盃
台
鶴
亀
松
竹　

正
月　
　
　
　

鮭さ
け

子こ
ご

籠も
り

　
　
　
　
　
　
※
鮭
塩
引
（
鮭
の
塩
蔵
物
）
の

う
ち
で
、腹
に
卵
巣
（
す
じ
こ
）

を
詰
め
て
作
っ
た
も
の

三
月　
　
　
　

榧ひ

子し

　
　
　
　
　
　
※
駆
虫
薬

四
月　
　
　
　

鮮
魚  

蝋
燭
二
種
一
荷

五
月　
　
　
　

氷
漬
雁

　
　
　
　
　
　

氷
餅

　
　
　
　
　
　

暑
中
青あ
お

鷺さ
ぎ

七
月
六
日　
　

鯖
代
黄
金

七
・
八
月　
　

榲マ
ル

桲メ
ロ

八
月　
　
　
　

漬
蕨

八
・
九
月
内　

初
鮭

　
　
　
　
　
　

初
鶴

九
・
十
月
内　

松
尾
梨
子

十
月　
　
　
　

胡
桃

　
　
　
　
　
　

寒
中
鴨

十
二
月　
　
　

蝋
燭

　
　
　
　
　
　

鯛
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会
津
の
食
に
関
す
る
当
所
の
取
組
紹
介

　
会
津
若
松
商
工
会
議
所
で
は
、
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
後
、
そ
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
各
種
事
業
展
開
を
し
て
き
ま
し
た
。

特
に
、
長
期
化
が
懸
念
さ
れ
る
風
評
被
害
の
一
刻
も
早
い
払
拭
を
図
る
た
め
に
、
食
に
関
す
る
情
報
発
信
に
も
注
力
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
活
動
の
一
端
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

会津会様のご協力により首都圏はじめ
全国の会津所縁の皆様に、会津ブラン
ド認定品をはじめとした会津の物産品
の注文販売を実施しました。

平成25年１月に東日本大震災からの復興を支
援する京都商工会議所と会津若松商工会議所
が「相互交流Year推進協定」締結により実現し
た事業で、その年８月に当所・福島県・県観
光物産交流協会主催による「福島県の物産と
観光展」を京都高島屋において開催。

会津会様のご協力により、平成25年度より
総会会場の東京上野精養軒において、会津
の伝統郷土料理・食材等の物産を販売。

１
ふるさと会津
宅配便

２
京都で
物産展開催

３
「會津

ごっつお市」
の開催
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「会津若松商工会議所広場」において会津遺産事
業の一環で、秋の伝統的風物として欠かせない〝芋
煮（きのこ山）〟を新米おにぎりと共に振舞。

会津地域の基幹産業である農業、
特に会津の米について、市内飲
食店、小売店等各店舗にポスター
を掲示しＰＲ。

会津の伝統的食文
化の継承事業とし
て会津を代表する
伝統郷土料理『こ
づゆ』・『鰊の山椒
漬け』の料理教室
を開催。

４
〝芋煮

（きのこ山）〟
をPR

５
〝会津米〟
をＰＲ

６
伝統郷土料理の
講習会を開催

会津若松市内の郷土料理や地酒などが味
わえる飲食店等をご紹介しています。
http://www.aizu-cci.or.jp/umaimono/

会　津
ブランド
認 定 品

會　　津
うまいもの
ガイドブック

会津ブランド推進委員会により認定された、会津
らしい地域イメージ（自然と伝統）の産品であり、
会津の優れた素材や技術等を活かした会津を代表
する産品です。
会津ブランド推進委員会
http://aizubrand.shop-pro.jp/
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あ
と
が
き

　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
に
、「
和
食

：

日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
（
世
界
遺
産
）

に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
申
請
に
際
し
日
本
政
府
は
そ
の
特
徴
と
し
て
、

　

①
多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち
味

　

②
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た
健
康
的
な
食
生
活

　

③
自
然
の
美
し
さ
や
季
節
の
移
ろ
い
の
表
現

　

④
年
中
行
事
と
の
密
接
な
関
わ
り
・
・
・
・
・
・
の
四
点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

会
津
若
松
商
工
会
議
所
で
は
、
平
成
二
十
五
年
大
河
ド
ラ
マ
『
八
重
の
桜
』
放
映
を
契
機
に
京
都
と
の
連
携
・
交
流

事
業
を
通
し
て
再
認
識
で
き
た
会
津
地
域
の
魅
力
あ
る
地
域
資
源
を
活
か
し
た
活
性
化
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
な
ら
い
、「
会
津
自
然
遺
産
」「
会
津
文
化
遺
産
」「
会
津
無
形
遺
産
（
会
津
の
食
・
残
す
べ
き

会
津
弁
・
会
津
の
教
学
）」
を
会
津
遺
産
と
捉
え
、
地
域
資
源
再
発
掘
・
会
津
遺
産
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

福
島
県
土
の
約
半
分
を
占
め
る
広
大
な
会
津
地
域
は
、
そ
の
気
候
風
土
か
ら
食
材
や
料
理
は
数
多
に
の
ぼ
り
、
古
来

よ
り
伝
承
さ
れ
て
き
た
風
習
・
行
事
・
文
化
と
食
の
密
接
な
関
係
が
他
に
類
を
見
な
い
独
特
な
形
成
を
し
て
い
ま
す
。

　

古
い
に
し
えよ
り
会
津
の
人
々
が
遭
遇
し
た
自
然
の
優
し
さ
や
厳
し
さ
、
ま
た
歴
史
的
転
換
期
の
幾
多
の
慶
祝
哀
悼
の
事
象
を

経
つ
つ
、
そ
の
風
土
に
根
差
し
た
食
を
創
造
し
、
故
郷
を
思
い
出
す
会
津
の
食
文
化
と
し
て
今
日
ま
で
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
発
行
が
、
こ
こ
に
会
津
の
食
文
化
の
系
譜
を
今
一
度
紐
解
き
、
こ
の
会
津
に
し
か
な
い
、
会
津
で
し
か
出
会

え
な
い
、会
津
の
食
を
通
し
た
数
多
の
物
語
を
内
外
の
多
く
の
皆
様
に
体
感
し
て
い
た
だ
く
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
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史
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日
本
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※
本
書
の
製
作
に
際
し
て
は
、
食
文
化
の
継
承
と
い
う

観
点
か
ら
、
古
書
や
昭
和
五
十
年
代
発
行
各
種
調
査

書
等
に
基
づ
き
、
ま
た
、
旧
家
の
食
生
活
、
商
家
や

農
家
（
町
方
と
村
方
）
な
ど
の
食
生
活
に
関
す
る
文

献
や
、
会
津
出
身
（
現
在
他
所
に
居
住
）
の
皆
様
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
参
考
資
料
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

同
じ
会
津
地
域
で
も
食
文
化
は
地
域
慣
習
等
に
よ
り

異
な
る
場
合
も
多
々
見
受
け
ら
れ
、
本
書
で
は
、
一

般
的
な
共
通
部
分
で
多
数
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
食
文

化
に
つ
い
て
、
独
自
に
記
載
い
た
し
ま
し
た
。

【
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光
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