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第
一
項 

日
本
料
理
の
起
源 

 

一 

日
本
料
理
の
は
じ
ま
り 

 

日
本
料
理
の
起
源
は
、
神
に
お
供
え
す
る
食
事
で
あ
る
「*

神
饌
」
で
あ
り
、
神
饌
は 

 
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

太
古
の
時
代
に
は
、生
き
る
た
め
に
食
べ
物
を
採
集
し
調
理
し
て
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、

い
つ
の
日
か
神
へ
の
供
え
物
を
す
る
儀
式
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
文
化
や
信
仰
を
持

っ
た
人
間
が
、
自
然
が
与
え
て
く
れ
る
恵
み
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
た
め
に
行
っ
た

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
々
は
神
が
あ
ら
ゆ
る
生
命
、
自
然
の
恵
み
を
与
え
る
存
在

で
あ
る
と
信
じ
、
感
謝
の
気
持
ち
を
神
へ
の
供
え
物
と
し
て
捧
げ
祈
り
ま
し
た
。 

心
の
こ
も
っ
た
神
饌
を
お
供
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
謝
の
意
を
表
し
、
そ
し
て
祭
礼

の
あ
と
に
「*

直
会
」
と
い
う
儀
式
を
行
い
、
神
饌
を
神
と
共
食
す
る
と
い
う
人
間
独
自
の

行
動
で
、
神
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
ま
し
た
。 

*

神
饌
（
し
ん
せ
ん
） 

神
社

の
神
に
供
え
る
食
事
の
こ
と 

 

し
ん
せ
ん 

 

な
お
ら
い 

 

*

直
会
（
な
お
ら
い
） 

神
事

の
後
に
神
饌
を
さ
げ
、
神
と

同
じ
も
の
を
飲
食
す
る
こ
と

で
神
と
人
と
が
一
体
と
な
る

儀
式
。
神
事
の
特
別
な
状
態

か
ら
平
常
心
に
も
ど
る
「
な

お
り
あ
い
」
の
意
味
が
あ
る
。 
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英
語
で
宗
教
の
こ
と
をreligion

と
い
い
、
そ
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
で
神
と
人
間
を
「
再

び
結
び
つ
け
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
直
会
は
宗
教
の
原
点

と
も
言
え
ま
す
。 

神
へ
の
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
神
饌
は
日
本
料
理
の
は
じ
ま
り
と

い
え
、神
饌
の
う
ち
調
理
さ
れ
た*

熟
饌
か
ら
料
理
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
内
在
す
る
日
本
料

理
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

神
へ
の
供
え
物
で
あ
る
熟
饌
は
、
季
節
の
食
材
、
調
理
方
法
、
器
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
安
全
性
、
清
潔
感
な
ど
全
て
が
求
め
ら
れ
、
現
代
の
料
理
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。 

ま
た
、
神
と
人
間
、
人
間
同
士
の
連
帯
感
を
も
つ
直
会
は
日
本
料
理
様
式
の
始
ま
り
と

な
り
、
そ
の
形
式
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。 

現
代
に
お
い
て
も
、
家
庭
や
宴
席
に
お
い
て
、
日
本
の
国
土
や
気
候
が
与
え
て
く
れ
る

四
季
折
々
の
自
然
に
、
海
や
山
や
大
地
か
ら
採
れ
る
料
理
の
素
材
に
、
米
や
野
菜
を
作
る

人
に
、
そ
れ
を
料
理
す
る
人
に
、
配
膳
す
る
人
に
、
食
べ
る
人
に
、
一
緒
に
食
す
る
人
に
、

そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
に
か
わ
り
は
あ
り
ま
せ

じ
ゅ
く
せ
ん 

 

し
ん
せ
ん 

 

な
お
ら
い 

 

*

熟
饌
（
じ
ゅ
く
せ
ん
） 

 

神
社
の
神
に
供
え
る
食
事
の

う
ち
、
加
熱
調
理
し
て
実
際

に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

も
の
。 
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ん
。
そ
れ
は
、
日
本
料
理
の
起
源
が
神
饌
と
直
会
に
あ
り
、
相
手
に
対
す
る
「
感
謝
の
こ

こ
ろ
」
は
料
理
に
だ
け
で
は
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。 

  

▲
伊
勢
神
宮
で
は
二
十
年

に
一
度
社
殿
の
建
替
え
が

行
わ
れ
て
お
り
、
御
造
営

の
開
始
に
際
し
て
は
、
作

業
の
安
全
を
祈
っ
て
「
木

造
始
祭
」
の
祭
儀
が
執
り

行
わ
れ
る
。
写
真
は
伊
勢

神
宮
の
外
宮
に
お
い
て
、

木
造
始
祭
の
祭
儀
の
の
ち

に
行
わ
れ
る
饗
膳
の
儀
。 

  

▼
饗
膳
は
白
木
机
で
供
さ

れ
る
。
写
真
中
央
は
高
盛

り
の
御
飯
。 

写
真
提
供
「
神
宮
司
庁
」 

伊
勢
神
宮 
木
造
始
祭
の
あ
と
の
饗
膳
の
儀 

 
こ
づ
く
り
は
じ
め
さ
い 




