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ま
た
奈
良
・
平
安
時
代
は
、
新
漬
け
よ

り
古
漬
け
が
喜
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
発
酵

が
進
ん
だ
も
の
で
す
。
発
酵
が
進
む
と
乳

酸
発
酵
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
よ
り
保
存

性
を
高
め
て
い
た
わ
け
で
す
。

塩
漬
け
の
次
に
出
て
く
る
の
が
「
ひ
し

お
漬
け
」。
ひ
し
お
（
醬
）
と
は
大
豆
と
糯も

ち

米ご
め

と
麴
と
酒
と
塩
な
ど
で
作
る
醬
油
の
祖お

や

で
す
。
そ
れ
を
絞
っ
た
液
＝
ひ
し
お
（
醬
）

の
滓か

す
に
漬
け
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
現
在

の
醬
油
漬
け
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
も

う
ひ
と
つ
が
「
味
噌
漬
け
」
で
す
。
こ
れ

が
室
町
時
代
に
「
香
の
物
」
と
い
う
名
前

に
変
わ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
「
香
の

物
」
と
い
う
場
合
は
味
噌
漬
け
を
言
い
ま

す
。
い
ま
、
浅
漬
け
の
糠ぬ
か
漬
け
を
東
京
で

お
新
香
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
古

漬
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

応
神
天
皇
の
時
代
に
は
糟か
す

漬
け
の
技
術

も
あ
り
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
は

「
百
済
か
ら
酒
を
造
る
技
術
を
知
っ
て
い

り
鮓
へ
と
大
発
展
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り

漬
け
物
は
日
本
独
自
の
文
化
で
は
な
く
、

中
国
や
朝
鮮
の
食
文
化
が
基
本
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

原
型
は
奈
良
時
代
に
あ
り

日
本
で
漬
け
物
の
原
型
が
で
き
た
の
が

奈
良
時
代
。
こ
の
と
き
に
現
在
の
漬
け
物

の
基
本
が
で
き
て
い
ま
す
。

一
番
多
い
の
が
塩
漬
け
で
、
平
安
時
代

に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』（
宮
廷
行
事
の

進
め
方
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
）
に
よ

る
と
、
素
材
の
量
に
対
す
る
塩
の
割
合
は

だ
い
た
い
四
〜
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
多
い
。

少
々
日
持
ち
を
長
く
す
る
も
の
は
十
パ
ー

セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
割

合
は
い
ま
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば

白
菜
の
塩
漬
け
は
、
い
ま
も
お
よ
そ
四
パ

ー
セ
ン
ト
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
即
席
漬

け
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。

い
ろ
な
漬
け
物
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ア
ン

チ
ョ
ビ
や
ピ
ク
ル
ス
、
ザ
ー
サ
イ
、
キ
ム

チ
、
そ
れ
か
ら
ハ
ム
や
ベ
ー
コ
ン
も
肉
の

塩
漬
け
で
す
か
ら
漬
け
物
に
入
り
ま
す
。

馴な

れ
鮓ず

し
も
漬
け
物
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
素
材
に
は
動
物
を
使
っ

た
も
の
、
魚
介
を
使
っ
た
も
の
、
野
菜
を

使
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は

あ
ま
り
動
物
の
漬
け
物
は
発
達
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
ほ
と
ん
ど
が
森
林
で
平
野
部
が

少
な
い
の
と
、
牧
草
が
育
ち
に
く
か
っ
た

た
め
、
牧
畜
の
文
化
が
発
達
し
な
か
っ
た

の
で
す
。
け
れ
ど
も
魚
介
の
種
類
は
た
い

へ
ん
に
豊
富
で
す
。
そ
う
し
た
環
境
の
中

で
発
達
し
た
の
が
鮓
の
文
化
で
す
ね
。

鮓
は
も
と
も
と
東
南
ア
ジ
ア
の
メ
コ
ン

デ
ル
タ
地
帯
か
ら
中
国
の
雲
南
地
方
に
か

け
て
の
少
数
民
族
の
文
化
で
、
弥
生
時
代

に
少
数
民
族
に
よ
り
中
国
か
ら
日
本
に
伝

え
ら
れ
、
日
本
は
島
国
で
す
か
ら
海
の
魚

介
が
多
く
、
馴
れ
鮓
か
ら
シ
ン
プ
ル
な
握

ぬ
漬
け
物
で
す
。
ご
飯
と
漬
け
物
は
仲
睦

ま
じ
い
夫
婦
の
よ
う
な
も
の
で
、
切
っ
て

も
切
れ
な
い
仲
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
一

汁
二
菜
、
三
菜
と
い
う
場
合
、
ご
飯
と
漬

け
物
は
入
り
ま
せ
ん
。
こ
の
糅
飯
と
漬
け

物
の
組
み
合
わ
せ
は
、
す
で
に
飛
鳥
・
奈

良
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
の
で
す
。

漬
け
物
は
発
酵
食
品
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

食
材
を
保
存
す
る
た
め
の
人
類
の
知
恵
と

い
え
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
各
国
で
い
ろ

そ
れ
か
ら
、
必
ず
し
も
全
国
民
は
昭
和

の
戦
前
ま
で
は
米
を
常
食
し
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
江
戸
時
代
か
ら
米
を
食
べ
ら

れ
た
の
は
都
市
部
の
消
費
者
と
豪
農
で
あ

っ
て
、
多
く
は
米
を
作
り
な
が
ら
も
米
を

食
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん

ど
の
人
が
雑
穀
を
入
れ
て
常
食
糧
と
し
て

き
ま
し
た
。
日
本
人
は
長
ら
く
雑
穀
の
多

い
ご
飯
（
糅か

て
飯め

し
）
を
食
べ
て
き
た
わ
け
で
、

そ
の
ご
飯
を
支
え
て
き
た
の
が
ほ
か
な
ら

漬
け
物
の
ル
ー
ツ
は
中
国
と
朝
鮮

日
本
人
の
主
食
は
米
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
三
つ
の
理
由
で
正
し
い
言
い
方
で

は
な
い
ん
で
す
ね
。
ま
ず
「
主
食
」
と
い

う
言
い
方
。
こ
れ
は
主
上
が
食
べ
る
物
の

意
味
で
す
。
奈
良
時
代
、
貴
族
や
官
吏
な

ど
が
常
に
食
べ
る
も
の
で
し
た
か
ら
、

「
常
食
」
が
正
し
い
ん
で
す
。
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ご
飯
に
漬
け
物
│
│
こ
れ
ぞ
日
本
食
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
コ
ン
ビ
だ
。

若
い
人
は
い
ざ
知
ら
ず
、歳
重
ね
れ
ば
、ぜ
い
た
く
な
各
種
惣
菜
な
ん
か
い
ら
な
い
。

い
に
し
え
の
時
代
か
ら
、こ
の
列
島
の
住
人
の
食
を
支
え
て
き
た
漬
け
物
。

だ
が
大
き
な
変
化
も
あ
る
。漬
け
物
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？

文
化
と
し
て
の
漬
け
物
と
文
明
と
し
て
の
漬
け
物

「
漬
け
物
王
国
」の
来
し
方
行
く
末


