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第
一
項 

日
本
料
理
作
法
の
こ
こ
ろ 

 

一 

求
道
の
精
神 

 

日
本
の
文
化
に
は
古
来
よ
り
道
を
究
め
る
と
い
っ
た 

「
求
道
の
精
神
」
が
あ
り
ま
す
。
茶
道
、
華
道
、
書
道
、 

武
道
な
ど
の
道
の
教
え
は
、
日
本
文
化
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち

の
人
格
や
日
常
生
活
の
質
を
高
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

私
た
ち
は
そ
の
道
を
、*
所
作
や
姿
勢
な
ど
の
決
め
事
の
修
練
や
鍛
錬
の
積
み
重
ね
に
よ
り

究
め
て
い
き
ま
す
。 

「
求
道
の
精
神
」
に
は
共
通
し
て
、「
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
」
と
い
う
相
手
に
対
す

る
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
」
が
あ
り
、
無
形
の
こ
こ
ろ
の
文
化
と
言
え
ま
す
。 

こ
の
「
求
道
の
精
神
」
は
、
日
本
の
食
文
化
に
お
い
て
も
、*

庖
丁
道
、*

食
礼
な
ど
の

日
本
料
理
作
法
の
中
に
生
き
て
お
り
ま
す
。「
食
べ
る
」
こ
と
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
不

*

所
作
（
し
ょ
さ
） 

そ
の
場

に
応
じ
て
の
た
ち
ふ
る
ま

い
。
茶
道
や
礼
儀
作
法
だ
け

で
は
な
く
能
や
歌
舞
伎
、
日

本
舞
踊
な
ど
で
も
使
わ
れ
る

こ
と
ば
。 
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可
欠
な
毎
日
の
行
為
で
す
が
、
人
間
は
他
の
生
物
と
は
違
い
、
そ
こ
に
「
食
事
作
法
の
文

化
」
を
見
出
し
、
そ
の
作
法
は
他
人
と
食
事
を
す
る
場
面
で
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
食
事
の
作
法
は
、
ど
こ
か
に
通
っ
て
習
う
も
の
で
は
な
く
、
躾
や
毎
日
の
生
活
、

こ
こ
ろ
が
け
に
よ
り
自
然
と
身
に
つ
け
て
い
く
も
の
で
す
。 

  二 

「
作
法
」
と
「
こ
こ
ろ
」 

 

で
は
何
故
、
所
作
や
姿
勢
な
ど
の
決
め
事
（
作
法
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
道
を
究

め
る
こ
と
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
、
決
ま
っ
た
所
作
や
姿
勢
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味

を
理
解
し
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 
内
面
で
あ
る
「
こ
こ
ろ
」（
感
謝
・
思
い
や
り
・

や
さ
し
さ
）
が
磨
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
磨
か
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
が
再
び
「
作
法
」
へ

と
宿
り
循
環
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
美
し
い
「
こ
こ
ろ
」
と
「
作
法
」
が
完
成
さ
れ
て
い

*

食
礼 

食
事
の
礼
儀
作
法 

*

庖
丁
道 

日
本
料
理
の
流

派
は
平
安
時
代
か
ら
始
ま
る

と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
料

理
に
関
す
る
作
法
、
故
実
（
昔

の
法
例
や
儀
式
の
規
定
・
慣

例
な
ど
）、
調
理
法
な
ど
の
こ

と
で
、
庖
丁
と
い
う
最
も
頻

用
す
る
調
理
器
具
を
象
徴
し

て
呼
ば
れ
る
。 

 『
職
人
尽
歌
合
』（
模
本
）
部
分 

（
七
十
一
番
職
人
歌
合
） 

東
京
国
立
博
物
館
蔵 

Image:TNM Image Archives Source:http://TnmArchives.jp/ 

し
つ
け 

ひ

と 
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く
の
で
す
。 

一
家
団
欒
、
親
族
の
集
ま
り
、
宴
席
な
ど
の
食
事
の
場
面
で
は
、
お
互
い
の
理
解
を
深

め
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
た
め
の
機
会
を
提
供
し
て
く
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
作

法
」
が
互
い
の
「
こ
こ
ろ
」
を
通
わ
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。 

作法 

こころ

四
條
司
家
で
祝
う
人
日
の
節
供
（
一
月
七
日
） 

だ
ん
ら
ん 




