
文
化
庁
で
は
、
祖
父
母
、
父
母
か
ら
伝
わ
る
雑
煮

や
各
地
に
伝
わ
る
雑
煮
な
ど
、
平
成

一
七
年
の
正
月

に
食
し
た
雑
煮
を
広
く
募
集
す
る
「
お
雑
煮
一

0
0

選
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

全
国
的
に
祝
わ
れ
る
正
月
の
儀
礼
食
の
中
で
雑
煮

の
占
め
る
位
置
は
大
き
な
も
の
で
す
が
、
雑
煮
は
地

域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
各
家
庭
に
よ

っ
て
も
差
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
お
雑
｀

煮
一

0
0
選
」
は
、

日
本
の
地
域
文
化
の
多
様
性
の

一
端
を
と
ら
え
る
試
み
と
し
て
、
文
化
庁
の
企
画
に

よ
っ
て
実
施
し
た
も
の
で
す
。
実
際
の
選
考
に
あ
た

っ
て
は
、
「
『
お
雑
煮
一

0

0
選
j

選
考
委
員
会
」
（委

員
長
河
合
隼
雄
文
化
庁
長
官
）
を
組
織
し
、
応
募

さ
れ
た
雑
煮
の
中
か
ら
選
考
委
員
会
が
地
方
の
特
徴

を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る

一
0
二
件
を

「お
雑
煮

一

0

0
選
」
と
し
て
選
定
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方

の
特
徴
を
特
に
顕
著
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
、
あ
る

い
は
、
家
庭
の
伝
統
を
よ
く
守
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
八
作
品
（
写
真
l
¥
8
)
に
対
し
て
、
審

査
員
特
別
貨
を
贈
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

〈
応
募
作
品
か
ら
見
る
雑
煮
の
特
徴
〉

雑
煮
は
地
域
の
産
物
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
そ

の
土
地
特
有
の
素
材
が
入
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
素
材
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
い
伝

t
孟
碑
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え
や
習
わ
し
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

今
回
の
応
募
で
実
例
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
新
潟
な
ど
日
本
海
側
の
地
方
の
雑
煮
に

は
、
鮭
が
入
っ
た
も
の
が
多
く
、
蛙
を
使
う
の
は

「勢

い
が
よ
い
の
で
幸
せ
を
招
ぐ
」
と
い
う
言
い
伝
え
に
基

づ
い
て
い
た
り
、
福
岡
県
な
ど
ブ
リ
を
用
い
る
と
こ
ろ

は
、
プ
リ
が
出
世
魚
で
あ
る
こ
と
に
縁
起
を
か
つ
い
で

い
た
り
す
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
全
国
的
に
小
芋
を
入

れ
る
雑
煮
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
小
芋
に
は

「子

孫
繁
栄
」
の
願
い
が
託
さ
れ
て
お
り
、
小
芋
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
全
国
共
通
の
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
丸

も
ち
ゃ
丸
く
切
っ
た
素
材
を
用
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

「丸
」
の
形
に
「
家
庭
円
満
」
な
ど
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
た
り
、
「
年
男
は
雑
煮
を
三
が
日
食
い
上
げ
を

す
る
（
三
が
日
で
毎
日

一
個
ず
つ
増
や
し
て
食
べ
る
）
」

（
東
京
）
、
ま
た
‘

―
二
月
二
九
日
は

「
苦
を
つ
く
」

と
い
っ
て
忌
み
、
も
ち
を
掲
か
な
い
（
東
京
な
ど
）
と

い
う
習
わ
し
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
応
募
者
の
出
身
地
か
ら
み
る
と
、
も

ち
の
形
は
、
東
日
本
は
角
も
ち
、
西
日
本
に
は
丸
も

ち
が
多
い
と
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
香
川
県
に
は
も
ち

の
中
に
あ
ん
こ
を
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
、

汁
の

味
は
、
近
畿
一
円
は
白
み
そ
が
多
く
、
そ
れ
以
外
は

し
ょ
う
ゆ
味
（
す
ま
し
）
が
多
い
、
山
陰
地
方
に
は

「
あ
ず
き
汁
」
の
雑
煮
が
伝
わ
っ
て
い
る
な
ど
、

の
移
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
、
出
身

地
（
実
家
）
の
雑
煮
を
守
り
伝
え
て
い
る
と
い
う
傾

向
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

〈
実
施
結
果
に
つ
い
て
〉
．

．

 

今
回
応
募
い
た
だ
い
た
応
募
用
紙
や
写
真
を
も
と

に
報
告
書
を
作
成
し
、
「
お
雑
煮

一
0
0
選
」
の
結
果

を
広
く
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す。

「お雑煮100選」
選考委員会委員名簿

※委員は50音順

委員長

河合隼雄（文化庁長官）

委員

香川芳子（女子栄蓑大学長〉

橿 ふみ（女優・エッセイスト）

§
’
＝
翌

i

や
生
爵
臼
塁

安室

人
々

知（国立歴史民俗博物館助教授）

山本益博（料理評論家）
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ー
、
趣
旨

日
本
の
伝
統
的
な
正
月
料
理
で
あ
る
お
雑
煮
は
、
地
方

ご
と
だ
け
で
な
く
家
庭
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
多
租
多
様

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
雑
煮
に
つ
い
て
、
祖
父

母
、
父
母
か
ら
伝
わ
る
も
の
、
地
域
に
伝
わ
る
も
の
な
ど

を
広
く
一
般
公
募
し
、
選
定
す
る
「
お
雑
煮
1
0
0選
」

を
実
施
し
、
わ
が
国
の
食
文
化
の
多
様
性
の

一
端
を
捉
え

る
こ
と
を
狙
い
と
し
ま
し
た
。

2
、
選
考
委
員
※
委
貝
は
50音
順

委
員
長
河
合
隼
雄
（
文
化
庁
長
官
）

委
員
香
川
芳
子
（
女
子
栄
養
大
学
学
長
）

桜
ふ
み
（
女
優

・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

安
室
知
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
助
教
授
）

山
本
益
博
（
料
理
評
論
家
）

3
、
経
過

0
平
成
16年
12月
22
日
葬
集
開
始
1
平
成
17
年

1
月
12
日
締
切

0
平
成
17
年
2
月
1
日
、
選
考
委
員
会
を
開
催
し
、
応
募
作
品

2
8
0点
か
ら

「お
雑
煮
1
0
0
選
J
(実
際
に
は
1
0
2点）

を
選
定
。
ま
た
、
応
募
作
品
の
中
か
ら

「審
森
員
特
別
賞
」

(8
点
）
を
選
定

0
平
成
17年
2
月
9
日
（
旧
正
月
）
、
公
表

0
平
成
17
年
3
月
13
日
、
審
査
貝
特
別
賞
授
貸
式
・
受
貸
作
品

試
食
会
を
開
催

~̀r ？で
し、っ・̀ ：：・ 
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文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文
化
課

「お
雑
煮
100
選
」
概
要
に
つ
い
て



文化庁長官

河合隼雄 （かわいはやお）
..................................................................... 
プロフィール●1況咋兵靡県生まれ。臨床心理
繹。京都大糠9繹士。京都大学名脊教授
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「お
雑
煮
1
0
0選
」
が
思
い
の
ほ

か
に
楽
し
く
塁
か
な
収
穫
を
得
て
、

こ
の
よ
‘
つ
な
報
告
書
を
出
せ
る
の
を
、

非
常
に
あ
り
が
た
く
、
う
れ
し
く
思

っ
て
い
ま
す
。

文
化
庁
で
は
、

「文
化
で
日
本
を
元

気
に
」
と
い
う
標
語
の
も
と
に
、
打

ち
統
く
不
況
で
何
と
な
く
沈
み
が
ち

な
日
本
を
、
日
本
の
持
つ
文
化
の
カ

で
元
気
に
し
よ
う
、
経
済
力
と
共
に

「
文
化
力
」
も
、
日
本
の
発
展
を
促
す

車
の
両
輪
と
し
て
大
切
に
し
て
ゆ
こ

う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
そ
の
た

め
に
い
ろ
い
ろ
な
企
画
を
す
す
め
て

き
ま
し
た
。

て
み
る
と
2
8
0も
の
応
募
が
あ
り
、

内
容
も
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で

い
て
大
変
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
添
付
さ
れ
て
い
る

説
明
文
や
写
真
な
ど
を
見
る
と
、
応

募
者
の
方
々
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
で
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た

く
思
い
ま
し
た
。

応
募
作
品
に
は
小
学
生
の
総
合
学

習
の
成
果
が
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
、
あ
る
い
は
、
家
の
特
色
が

生
か
さ
れ
て
い
て
、
「
日
本
文
化
は
豊

か
だ
な
あ
」
と
実
感
し
ま
し
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
お
雑
煮
の
背
後
に

「物
語
」

が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が

「文

化」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
単
に

「
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
ど
ん

な
動
物
も
人
間
も
同
じ
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
が

「
物
語
」
に
よ
っ
て
味

付
け
さ
れ
る
ど
な
る
と
、
人
問
特
有

の
文
化
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
い
か
に

多
様
で
あ
り
、
人
々
の
心
を
結
び
つ

け
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
こ
の

「お

雑
煮
1
0
0選
」
が
示
し
て
く
れ
た

お
雑
煮
の
背
後
に
あ
る

物
語
こ
そ
が
文
化

熱
意
の
込
め
ら
れ
た

2
8
0も
の
応
募
に
感
激

「
文
化
」
と
い
う
と
す
ぐ
に

「文
化

芸
術
」
と
考
え
、

芸
術
の
振
興
を
考

え
が
ち
で
す
が
、
文
化
は
も
っ
と
広

く
、
人
間
の
生
活
そ
の
も
の
に
結
び

つ
い
て
い
る
も
の
で
す
。
日
本
は
近

代
文
明
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
伝
統
的

な
文
化
を
相
当
に
保
持
し
、
し
か
も
、

各
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
生
き
方

を
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、

非
常
に
多
様
で
幾
か
な
生
活
様
式
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
と
関

連
す
る
行
事
が
何
か
で
き
な
い
か
な
、

と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の

「お

雑
煮
1
0
0
選
」
の
企
画
が
で
き
て

き
ま
し
た
。

さ
っ
そ
く
実
行
し
て
み
た
も
の
の
、

実
は

「
ほ
ん
と
う
に
1
0
0も
集
ま

る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
心
配
も
あ
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ふ
た
を
あ
け

と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
企
画
が
で
き
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
熱
心
に
応

募
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
お

礼
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
地

域
の
特
色
や
多
様
性
な
ど
を
考
慮
し

て
「
1
0
0
選
」
を
選
び
ま
し
た
の

で
、
選
に
も
れ
た
方
も
、
ど
う
か
事

情
を
察
し
て
お
許
し
く
だ
さ
い
ま
す

ょ
う
に
。
決
し
て
優
劣
を
争
っ
た
わ

け
で
は
あ
h
ま
せ
ん
。

な
お
、
お
忙
し
い
な
か
、
審
査
に

当
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
選
考
委
貝
の

香
川
芳
子
さ
ん
、
檀
ふ
み
さ
ん
、
安

・
室
知
さ
ん
、
山
本
益
博
さ
ん
に
も
心

か
ら
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

多
く
の
方
々
の
努
力
に
よ
っ
て
こ

の
よ
う
な
企
画
が
で
き
ま
し
た
が
、

文
化
庁
と
し
て
は
ま
た
何
か
楽
し
い

企
画
が
あ
れ
ば
や
っ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
の
で
、
皆
様
ど
う
か
応

援
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

生
活
様
式
に
結
び
つ
い
た

豊
か
な
お
雑
煮
文
化




