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と
し
て
あ
ち
こ
ち
で
売
り
出
さ

れ
て
い
る
の
で
便
利
に
な
っ

た
。
酒
も
口
当
た
り
の
よ
い
み

り
ん
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

て
、
上
戸
の
縁
も
薄
ら
ぐ
と
と

も
に
、
薬
効
を
期
待
す
る
よ
り

は
単
な
る
形
式
に
過
ぎ
な
く

な
っ
た
感
も
あ
る
。

　

さ
て
屠
蘇
に
限
ら
ず
、
生
薬

を
配
合
し
た
漢
方
薬
を
酒
に
入

れ
た
り
湯
で
煮
出
し
た
り
し
た

も
の
に
は
、
強
い
薬
草
の
に
お

い
が
あ
る
。
実
は
あ
の
快
い
香

り
は
大
変
に
意
味
を
持
つ
も
の

な
の
で
あ
る
。
中
国
に
は
古
く

か
ら
、
に
お
い
を
か
が
せ
て
病

気
を
治
す「
芳
香
療
法
」と
い
っ

た
た
ぐ
い
の
も
の
が
あ
り
、「
香

は
正
気
を
助
け
、邪
気
を
払
い
、

穢け
が

れ
を
去
り
、
心
を
養
う
」
な

ど
と
し
て
罹り

病び
ょ
う

者
の
治
療
に
に

お
い
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て

き
た
伝
統
が
あ
る
。

　

そ
の
考
え
方
が
日
本
に
も

移
っ
て
き
て
、
正
月
の
七
草
粥

に
芳
香
性
の
高
い
植
物
を
選
ん

だ
り
、
五
月
の
端
午
の
節
句
に

蓬よ
も
ぎ

や
菖し

ょ
う

蒲ぶ

を
浴
湯
に
入
れ
る
例

に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の

七
草
粥
は
、
正
月
の
七
日
に
春

の
七
草
の
菜
、
即す

な
わ

ち
芹せ

り

、
薺な

ず
な

、

御ご

形ぎ
ょ
う

、
繁は

縷こ
べ

、
仏ほ

と
け

座の
ざ

、
菘す

ず
な

、
蘿す

ず

蔔し
ろ

を
俎

ま
な
い
た

に
載
せ
て
囃は

や

し
て
た

た
き
、
そ
れ
を
粥
に
入
れ
て
ま

ず
神
様
に
供
え
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
家
族
が
揃
っ
て
食
べ
る

の
が
嘉か

例れ
い

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
七
草
は
、
全
て
越
冬
性
の
強

い
植
物
で
、
冬
枯
れ
の
季
節
に

貴
重
な
青
物
を
補
給
で
き
る
と

い
う
、
栄
養
的
に
も
理
に
適か

な

っ

た
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
食
せ

ば
万
病
に
効
く
と
信
じ
ら
れ
、

昔
の
人
は
こ
の
よ
う
な
正
月
行

事
を
大
概
怠
ら
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
食
に
ま
つ
わ
る
新
年

行
事
に
「
骨
正
月
」
と
い
う
の

が
あ
っ
た
。
今
は
そ
の
風
習
は

ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た

が
、
昔
は
正
月
の
伝
統
を
重
ん

じ
て
、
家
々
で
行
わ
れ
た
。

　

地
方
に
よ
っ
て
は
二は

十つ

日か

正

月
、骨
し
ゃ
ぶ
り
、骨
降
ろ
し
、

頭
正
月
と
も
言
う
。
正
月
も
二

十
日
過
ぎ
に
は
料
理
の
材
料
を

ほ
と
ん
ど
使
い
果
た
し
、
残
っ

た
も
の
で
は
ひ
と

り
だ
ち
の
献
立
品

目
に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
台
所

整
理
の
方
便
と
し

て
一
日
ぐ
ら
い
は
骨
を
し
ゃ

ぶ
っ
て
暮
ら
そ
う
と
い
う
の
が

骨
正
月
の
意
味
。

　

し
か
し
そ
の
裏
に
は
、
料
理

材
料
に
無
駄
を
出
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
戒
め
、
祝
い
気
分

の
暴
飲
暴
食
で
疲
れ
た
体
を
休

め
る
狙
い
、
骨
に
も
滋
養
成
分

が
多
い
と
い
う
教
え
な
ど
が
あ

る
。

　

こ
の
日
は
、
魚
や
鳥
の
骨
を

水
か
ら
入
れ
て
、
中
火
以
下
で

気
長
に
煮
熱
し
、
や
わ
ら
か
く

な
っ
た
と
こ
ろ
を
塩
と
酒
と
で

調
味
し
た
。
家
族
全
員
で
骨
を

し
ゃ
ぶ
り
、
汁
を
飲
ん
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
骨
を
材
料
に
し

た
料
理
は
昔
か
ら
多
い
。
そ
の

代
表
格
が
サ
ケ
の
頭
の
氷ひ

頭ず

料

理
。
軟
骨
が
氷
の
よ
う
に
透
き

通
る
の
で
こ
の

名
が
付
い
た
。

薄
く
切
り
刻
み
、

酢
の
も
の
に
し

た
の
が
氷
頭
膾な

ま
す

。

氷
頭
、
ニ
ン
ジ

ン
、
大
根
お
ろ

し
、
煮
豆
な
ど

を
酢
で
仕
上
げ

た
の
が
酢す

憤む
つ
か
り。

頭
を
と
ろ
火
で
煮
込
ん
だ
も
の

は
さ
ま
ざ
ま
な
煮
込
み
料
理
に

も
珍
重
さ
れ
る
。
昔
は
サ
ケ
の

代
用
と
し
て
鯨
や
サ
メ
、
ア
カ

エ
イ
な
ど
の
軟
骨
を
利
用
し
た
。

　

薩
摩
の
つ
け
揚
げ
や
四
国
の

雑じ
ゃ

魚こ

天て
ん

な
ど
も
、
本
来
は
魚
肉

を
骨
ご
と
た
た
い
て
油
で
揚
げ

た
叩た

た
き

揚あ
げ

で
あ
る
。
つ
く
ね
や
摘つ

み

入れ

も
同
様
に
骨
ご
と
が
本
式
。

野
鳥
の
肉
と
骨
を
よ
く
た
た
い

て
丸
め
、
団
子
に
し
た
じ
ぶ
煮

や
じ
ぶ
汁
も
、
格
別
の
野
趣
味

を
持
つ
。

　

豚
の
骨
付
き
肉
を
油
で
い
た

め
て
焼
酎
で
煮
、
ミ
ソ
で
炊
き

込
む
の
は
鹿
児
島
の
豚
骨
料

理
。
鰹
を
骨
ご
と
た
た
い
て
油

で
揚
げ
、
汁
に
つ
け
て
食
べ
る

の
は
鰹
の
骨
た
た
き
。
ほ
か
に

鯨
の
軟
骨
の
粕か

す

漬
け
や
、
タ
イ

の
骨
を
煮
込
ん
で
ダ
シ
汁
を
と

り
、
こ
れ
に
い
リ
ゴ
マ
と
焼
き

み
そ
を
加
え
て
濃
汁
を
つ
く

り
、
熱
い
飯
に
ぶ
っ
か
け
た
タ

イ
骨
茶
漬
け
は
飛
び
上
が
る
ほ

ど
う
ま
い
。

　

家
庭
で
も
昔
か
ら
、
煮
魚
や

焼
き
魚
の
骨
を
器
に
入
れ
て
熱

湯
を
注
ぎ
、
軽
く
塩
か
醤
油
で

味
付
け
し
た
骨こ

つ

湯ゆ

は
健
康
に
よ

い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
焼
い
た

タ
イ
や
甘
ダ
イ
、
ヒ
ラ
メ
の
骨

を
焦
が
し
、
熱あ

つ

燗か
ん

を
注
い
だ
骨こ

つ

酒ざ
け

は
、酒
客
に
大
層
喜
ば
れ
た
。

骨
は
ミ
ネ
ラ
ル
や
ゼ
ラ
チ
ン
、

グ
リ
コ
ー
ゲ
ン
の
よ
う
な
タ
ン

パ
ク
質
な
ど
の
栄
養
を
豊
富
に

含
む
。
だ
が
今
日
で
は
、
食
物

が
豊
か
な
の
で
、
骨
な
ど
顧
み

る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ

た
。「
骨
」の
意
味
の
一
つ
に「
事

に
堪
え
る
力
。
気
概
。
気
骨
」

と
あ
る
（『
広
辞
苑
』）。
私
は

時
々
、
行
き
つ
け
の
魚
屋
で
、

骨
や
鰭ひ

れ

を
た
だ
で
も
ら
う
。
そ

れ
を
こ
ん
が
り
と
焙あ

ぶ

っ
て
骨
酒

を
飲や

る
。
そ
の
酒
た
る
や
、
ど

ん
な
こ
と
に
も
堪
え
る
力
を

養
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

三
角
に
縫
っ
た
布
袋
に
、
肉に

っ

桂け
い

、
山さ

ん

椒し
ょ
う

、
白び

ゃ
く

朮じ
ゅ
つ

、
桔き

梗き
ょ
う

、
防ぼ

う

風ふ
う

の
生
薬
を
配
合
し
た
も
の
を

入
れ
、
こ
れ
を
大
み
そ
か
の
晩

か
ら
井
戸
の
内
側
に
つ
る
し
て

お
く
。
元
旦
の
早
朝
に
取
り
出

し
て
酒
の
中
に
振
り
出
し
、
一

家
そ
ろ
っ
て
雑
煮
の
前
に
こ
れ

を
飲
ん
で
祝
い
、
来
客
に
も
勧

め
る
。

　

松
の
内
が
過
ぎ
て
か
ら
、
こ

の
袋
の
中
の
薬や

く

滓し

は
も
と
の
井

戸
に
投
じ
、
こ
の
井
戸
水
を
飲

め
ば
年
中
無
病
で
あ
る
と
い
わ

れ
た
。

　

屠と

蘇そ

は
、
正
月
松
の
内
の
祝

儀
に
用
い
ら
れ
る
代
表
的
な
酒

で
あ
る
。
五
種
配
合
し
た
も
の

を
屠
蘇
散
と
い
い
、
中
国
唐
代

の
書
に
は
、
こ
の
生
薬
の
ほ
か

に
大だ

い

黄お
う

、
虎い

た

杖ど
り

、
烏う

頭ず

を
加
え

て
「
八
角
散
」
と
呼
び
、
紅
色

の
袋
に
入
れ
て
、
や
は
り
大
み

そ
か
の
暮
れ
が
た
に
井
戸
の
内

側
に
つ
る
し
て
元
日
に
引
き
上

げ
、
袋
の
ま
ま
酒
に
浸
し
た
、

と
あ
る
。

　

正
統
で
は
、
杯
に
注
い
で
ま

ず
神
棚
に
さ
さ
げ
、
皆
で
そ
れ

を
拝
ん
で
か
ら
飲
み
回
し
た
。

「
一
人
こ
れ
を
飲
め
ば
一
家
疾く

る
し
み

な
く
、
一
家
こ
れ
を
飲
め
ば
一

里
病
な
し
」
と
唱
え
て
年
少
者

か
ら
順
に
飲
ん
だ
と
い
う
。

　

近
年
で
も
井
戸
に
袋
を
つ
る

し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に
水

道
の
敷
設
が
普
及
し
て
か
ら
は

こ
の
風
習
も
廃
れ
、
ま
た
最
近

は
袋
に
詰
め
ら
れ
「
屠
蘇
散
」

今月の主なニュース
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正月の食行事

　
新
年
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
ま
す
ま
す
延
び
、
健
康
長

寿
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
昨
今
。
年
の

改
ま
り
と
と
も
に
、
食
に
関
す
る
正
月
の
伝
統
行
事

を
振
り
返
り
、
今
一
度
、「
食
べ
る
」
こ
と
の
意
味

を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
発
酵
学
者
・
小
泉
武

夫
氏
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

屠
と

蘇
そ

、 七
な な

草
く さ

粥
が ゆ

、 骨
ほ ね

正
しょう

月
が つ

香
は
正
気
を
助
け

邪
気
を
払
い
　
穢
れ
を
去
り

心
を
養
う

小
こ い

泉
ず み

　武
た け

夫
お

　1943年福島県の酒造家に生まれ
る。東京農業大学名誉教授。農学博士。
専門は食文化論、発酵学、醸造学。
　現在、鹿児島大学、琉球大学、広
島大学大学院医学研究科、福島大学
ほかの客員教授を務める。
　特定非営利活動法人発酵文化推進
機構理事長。全国発酵のまちづくり
協議会会長。全国地産地消推進協議
会会長（農水省）。「和食」文化保護・
継承国民会議委員（農水省大臣官房）。
食料自給率向上協議会会長（農水省
大臣官房）など、食に関わるさまざ
まな活動を展開し、和食の魅力を広
く伝えている。
　著書は、『発酵食品礼讃』（文春新
書）、『食と日本人の知恵』（岩波現代
文庫）など、単著は143冊を超える。
日本経済新聞に掲載の「食あれば楽
あり」は、現在24年間にわたり連載中。


