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昨
年
1
2
月
、
「
和
食
」
が
ユ

ネ
ス
コ
世
界
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
も

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
大
変

喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
ま
ま
で
は
失
っ
て
し

亭
つ
か
も
し
れ
な
い
、
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
遺
産
」
と

し
て
世
界
が
日
本
料
理
を
認
め

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん。

私
の
父
で
あ
る
柳
原
敏
雄

（
東
京
高
等
造
園
学
校
昭
和
6

年
卒
）
は
、
す
で
に
日
本
料
理

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
家
庭

で
料
理
を
し
な
く
て
も
生
き
て

い
け
る
世
の
中
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
て
も

危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
家
庭
に

こ
そ
本
来
の
食
が
あ
る
べ
き
だ

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に

舌
は
小
さ
い
時
に
食
べ
て
き
た

も
の
が
味
の
基
準
と
な
り
、
子

ど
も
の
時
か
ら
外
食
ば
か
り
し

て
い
る
と
、
濃
い
味
、
は
っ
き

り
と
し
た
味
を
好
む
偏
っ
た
味

覚
と
な
り
、
根
菜
類
の
持
つ
や

わ
ら
か
な
甘
味
や
、
葉
物
の
持

つ
ほ
ん
の
り
し
た
若
さ
な
ど
微

関
係
で
農
業
は
野
菜
や
畜
産

物
な
ど
の
食
材
を
作
り
、
料
理

に
な
る
こ
と
で
人
の
口
に
入
り

ま
す
。
料
理
は
農
業
と
人
間
を

つ
な
ぐ
橋
渡
し
の
関
係
な
の
で

す。

私
は
亡
く
な
っ
た
父
の
影

響
で
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
植
物
が

好
き
で
、
造
園
学
科
に
入
学
し

ま
し
た
。
造
園
と
日
本
料
理

と
い
う
と
一
見
つ
な
が
り
が
な

さ
そ
う
で
す
が
、
関
わ
り
は
思

い
の
ほ
か
深
い
の
で
す
。
例
え

ば
盛
り
付
け
。
日
本
料
理
で

は
、
正
面
を
決
め
て
、
向
こ
う

さ
ら
に
私
の
卒
論
は
、
庭

園
の
夜
間
照
明
に
つ
い
て
で
し

た
。
そ
の
研
究
は
、
料
理
本
を

作
る
時
に
掘
る
料
理
写
真
で

も
、
光
の
陰
影
を
考
え
な
が
ら

の
盛
り
付
け
を
す
る
こ
と
が
で

き
、
今
で
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

卒
輪
で
僚
っ
写
真
は
赤
坂
の
料

亭
に
頼
ん
で
夜
に
撮
影
さ
せ
て

も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
場
所
柄

た
び
た
び
警
察
官
に
不
審
者
に

間
違
わ
れ
た
の
も
、
今
と
な
っ

て
は
良
き
思
い
出
と
な
っ
て
い

ま
す
。息

子
で
あ
る
尚
之
は
、
造

す
」
な
ど
た
っ
ぷ
り
の
水
を
使

い
下
処
理
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

は
日
本
の
素
早
く
引
く
だ
し
の

文
化
も
、
き
れ
い
な
水
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
で
、
水
の
味
そ
の

も
の
が
日
本
料
理
の
味
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
湿
度

の
多
い
日
本
の
気
候
が
微
生
物

の
発
酵
を
促
し
、
し
ょ
う
ゆ
、

み
そ
、
み
り
ん
な
ど
日
本
料
理

に
は
欠
か
せ
な
い
調
味
料
を
生

み
ま
し
た
。
今
で
は
、
し
ょ
う

ゆ
な
ど
の
発
酵
調
味
料
が
な

い
日
本
料
理
は
想
像
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
発
想
の
源
と
な
る
穣

が
だ
ん
だ
ん
と
崩
れ
は

じ
め
て
い
る
と
感
じ
、

正
し
く
次
世
代
に
伝
え

な
く
て
ほ
な
ら
な
い
と

の
思
い
で
「
江
戸
時
代

文
化
文
政
年
間
か
ら

伝
わ
る
柳
原
家
家
伝
の

近
茶
料
理
を
あ
ら
た
め

て
、
一
般
の
方
に
お
教

え
す
る
形
の
料
理
教
室

火
山
雲
◎

日
本
料
理
の
姿
を
次
世
代
に
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茶

流

宗

家
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流
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家

柳
原
一
成
氏
　
　
　
　
柳
原
尚
之
氏

（
昭
和
側
年
3
月
　
農
学
部
造
園
学
科
卒
業
）
　
　
（
平
成
1
3
年
3
月
　
農
学
部
醸
造
学
科
卒
葦

造
学
窓
等
C
た
こ
と

で
、
彼
は
科
学
的
に
料

理
を
考
え
る
こ
と
が
で

卓
ヽ
懇
姐
理
で
は
欠

か
せ
な
い
、
経
験
だ
け

で
は
な
く
、
理
翰
と
と

も
に
料
理
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
開
き
ま
し
た
。
現
在
、

東
京
・
赤
坂
の
柳
原
料
理
教
室

で
は
、
私
が
父
の
遵
志
を
継
ぎ
、

息
子
で
あ
る
尚
之
と
共
に
教
壇

に
立
ち
、
ご
飯
の
炊
き
方
や
だ

し
の
引
き
方
か
ら
始
ま
り
、
お

客
さ
ま
料
理
命
轟
懐
石
に
い
た

る
ま
で
、
献
立
の
立
て
方
、
器

の
選
び
方
、
作
法
も
含
め
て
、

日
本
文
化
と
し
て
の
組
理
を
お

教
え
し
て
い
ま
す
。

「
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ

と
」
で
あ
り
、
毎
日
食
べ
る
こ

と
で
命
を
つ
な
ぎ
ま
す
。
今
は

昔
よ
り
楽
に
食
べ
物
が
手
に
入

り
、
手
軽
に
外
食
が
で
き
る

妙
な
お
い
し
さ
を
感
じ
取
れ
な

く
な
っ
て
し
亭
つ
の
で
す
。
日

本
人
が
繊
細
な
舌
を
持
つ
こ
と

で
、
今
の
日
本
料
理
が
あ
る
の

で
す
か
ら
、
子
ど
も
の
舌
を
育

て
る
こ
と
が
将
来
の
日
本
料
理

の
発
展
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

そ
の
碁
つ
な
思
い
か
ら
、
少
し

で
も
日
本
料
理
の
お
い
し
さ
を

家
産
に
伝
え
る
た
め
に
日
々
教

壇
に
立
っ
て
い
ま
す
。

わ
が
家
で
は
父
、
私
、
息

子
と
親
子
3
代
、
東
京
農
業
大

学
を
卒
業
し
て
い
ま
す
。
食
と

農
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い

側
が
高
く
、
手
前
を
低
く
盛
り

付
け
ま
す
。
日
本
庭
園
の
遣
り

方
に
似
て
い
て
、
刺
身
の
手
前

に
添
鼻
句
全
体
の
勇
姿
を
整

え
る
た
め
の
薬
味
や
つ
ま
の
こ

と
を
「
根
締
め
」
と
い
い
、
造

園
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
も
分
か
り
ま
す
。
余
談
で
す

が
、
二
百
前
の
フ
ラ
ン
ス
料
理

は
、
盛
り
付
け
は
平
た
く
、
左

右
対
称
に
盛
り
付
け
る
こ
と
が

多
く
、
西
洋
庭
園
に
似
て
お
り
、

料
理
の
盛
り
付
け
と
庭
園
の
配

置
に
も
お
国
柄
が
出
る
の
が
面

白
い
と
こ
ろ
で
す
。

園
学
科
卒
の
私
と
し
て
は
少
々

残
念
で
し
た
が
、
自
ら
が
望
ん

で
醸
造
学
科
に
進
み
ま
し
わ
旬

彼
は
、
小
さ
い
時
か
ら
微
生
物

学
に
興
味
を
持
ち
、
4
年
生
の

時
は
小
泉
華
道
先
生
の
発
酵
食

品
化
学
研
究
室
に
属
し
て
酢
の

研
究
な
ど
し
て
、
調
味
料
を
深

く
勉
強
し
た
碁
つ
で
す
。

日
本
料
理
は
、
水
と
発
酵

調
味
料
の
文
化
で
す
。
日
本
は
、

南
北
に
細
長
く
、
中
心
に
山
脈

が
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
豊

富
で
き
れ
い
な
水
が
手
に
入

り
、
「
ゆ
で
る
」
「
霜
降
る
」
「
蒸

は
彼
の
将
来
に
と
て
も

有
琴
彼
な
ら
で

は
の
、
日
本
料
理
の
伝

え
方
が
持
て
る
と
患
っ
て
い
ま

す。

東
京
農
業
大
学
の
理
念
に

「
実
学
主
義
」
が
あ
り
ま
す
。

私
の
好
き
な
青
葉
で
あ
り
、
料

理
も
農
業
と
同
じ
く
実
学
で
あ

り
、
す
ぐ
に
人
の
役
に
立
つ
道

で
あ
る
と
倍
じ
て
い
ま
す
。
文

化
と
い
う
物
は
一
度
失
う
と
取

り
戻
す
の
に
は
、
大
変
な
苦
労

が
伴
い
ま
す
。
失
う
前
に
も
う

一
度
見
つ
め
直
し
、
日
本
料
理

の
真
の
姿
を
次
世
代
に
伝
え
る

こ
と
が
、
私
ど
も
の
役
目
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
（
柳
原
一
盛


