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和
食
の
基
本
は
一
汁
三
菜
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ご
飯

と
漬
け
物
を
別
に
し
て
、
汁
１
品
と
お
か
ず
３
品
と
い

う
意
味
だ
。「
菜
」
は
お
か
ず
＝
お
そ
う
ざ
い菜

だ
が
、
野

菜
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
。
和
食
に
は
野
菜
の
お
か
ず

が
多
い
し
、
野
菜
が
と
て
も
お
い
し
い
の
で
、
混
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
わ
た
し
は
信
じ
て
い
る
。

　
野
菜
は
元
を
た
ど
れ
ば
野
草
が
改
良
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
何
百
年
何
千
年
間
も
栽
培
さ
れ
る
う
ち
に
、
気
候

風
土
に
合
わ
せ
て
性
質
が
変
わ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、

農
家
の
人
た
ち
が
そ
の
よ
う
に
改
良
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
わ
た
し
は
、
野
菜
は
人
間
が
創
り
出
し
た
文
化
遺
産
だ
と
呼
び
た
い
。

　
野
菜
は
ご
く
身
近
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
冷
蔵
庫
が
な
く
、
流
通
手
段
に
と
ぼ乏
し
い

時
代
に
は
、
野
菜
は
地
元
で
つ
く
り
、
地
元
で
食
べ
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
の
だ
。
現
代

の
「
ち地

　さ
ん産 

ち地
　し
よ
う消

」
の
動
き
は
、
じ
つ
は
、
温
故
知
新
の
一
例
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
風
土
に
根
付
い
た
野
菜
は
そ
の
土
地
に
合
っ
て
い
る
ぶ
ん
、
食
べ
や
す
く
、
お

い
し
い
。
こ
れ
が
地
方
野
菜
の
い
ち
ば
ん
の
魅
力
で
、
持
ち
味
を
生
か
し
た
調
理
法
が
工
夫

さ
れ
、
郷
土
料
理
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
地
方
野
菜
で
最
初
に
知
名
度
が
全
国
区
に
な
っ
た
の
は
京
野
菜
で
あ
る
。
か賀

　も茂
な
す
、
く九

　じ
よ
う条

ね
ぎ
な
ど
地
名
が
付
い
て
い
る
か
ら
、
産
地
名
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
京
の
街
を
ぐ
る

り
と
取
り
囲
む
ラ
イ
ン
に
な
る
。
な
に
わ

浪
速
野
菜
、
加
賀
野
菜
、
庄
内
野
菜
な
ど
も
、
い
ち
い
ち

の
野
菜
名
を
地
図
で
た
ど
っ
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
。

　
東
京
で
も
、
い
ま
、
江
戸
東
京
野
菜
が
勢
い
づ
い
て
い
る
。
東
京
都
に
は
現
在
も
野
菜
農

家
が
健
在
で
、
江
東
区
・
か
つ葛
　しか飾
区
な
ど
で
は
小
松
菜
、
西
郊
の
武
蔵
野
台
地
で
は
﹅
　
﹅

う
ど
が
特

産
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
昔
の
野
菜
の
復
活
運
動
も
盛
ん
で
、
絶
滅
し
か
け
た
地
元
野
菜
が

40
種
類
以
上
も
息
を
吹
き
返
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
大
根
だ
。
江
戸
時
代
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
は
３
種
類
。
江
東
区
か
め亀
　い
ど戸
特
産
の
亀
戸
大
根
は
、

も
と
も
と
は
関
西
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
小
ぶ
り
の
品
種

で
、
水
気
が
多
く
や
わ
ら
か
い
の
で
、
葉
も
一
緒
に
浅

漬
け
に
さ
れ
た
。
江
戸
庶
民
が
こ
ぞ
っ
て
愛
好
し
た
お

か
ず
だ
。
世
田
谷
区
大
蔵
の
大
蔵
大
根
は
み
ご
と
な
円

筒
形
で
、
先
端
部
が
く
る
り
と
丸
い
。
こ
ち
ら
は
、
水

分
が
少
な
く
繊
維
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、
風
呂

吹
き
大
根
な
ど
に
向
く
。
も
う
ひ
と
つ
、
練
馬
区
の
練

馬
大
根
は
大
型
種
の
人
気
も
の
で
、
た
く
あ
ん
や
煮
物

用
な
ど
食
べ
方
に
合
わ
せ
て
数
品
種
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
練
馬
大
根
は
５
代
将
軍
綱

吉
が
栽
培
を
命
じ
、
お尾 

わ
り張
の
み
や宮
　し
げ重
大
根
を
導
入
し
て
創
り
出
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　
食
べ
方
万
能
を
う
た
う
青
首
大
根
が
主
流
の
現
代
に
く
ら
べ
、
地
方
野
菜
の
時
代
の
大
根

は
個
性
豊
か
で
、
味
わ
い
方
も
い
ろ
い
ろ
だ
っ
た
の
だ
。

　
今
も
昔
も
、
人
生
の
楽
し
み
は
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
知
ら

な
い
野
菜
に
は
誰
も
が
興
味
し
ん
し
ん
で
、
往
時
は
江
戸
み
や
げ
に
は
野
菜
の
種
子
が
大
喜

び
さ
れ
た
。
そ
ん
な
種
子
か
ら
始
ま
っ
た
野
菜
が
各
地
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
だ
。

　
無
形
文
化
遺
産
「
和
食
　
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
の
認
定
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
郷

土
料
理
の
多
彩
ぶ
り
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
地
方
野
菜
と
い
う
わ
け
だ
。
身
近
な
野
菜

を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
し
、
新
た
な
お
い
し
さ
を
発
見
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

    

衣
食
住
遊

第
三
回

文 

向
笠 

千
恵
子

む
か
さ・ち
え
こ
／
フ
ー
ド
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、食
文
化
研
究
家
。東
京・日
本
橋

生
ま
れ
。慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
卒
業
。本
物
の
味
、伝
統
食
品
、郷
土
料
理
、

生
産
者
、歴
史
、器
な
ど
を
多
面
的
に
と
ら
え
な
が
ら
、現
代
の
食
と
食
文
化
を

綴
る
。農
と
食
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
サ
ポ
ー
タ
ー
も
つ
と
め
る
。『
食
の
街
道
を

行
く
』で
グ
ル
マ
ン
世
界
料
理
本
大
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
。著
書
に『
す
き
焼
き

通
』『
日
本
の
朝
ご
は
ん
』『
食
べ
る
俳
句
』な
ど
多
数
。

「
和
食
」
を
支
え
る
地
方
野
菜

※指定外全てデータ参照。
※イラストあたりです。反射原稿に差し替えの上、アタリのように2色分解してください。


