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茶
粥
考│

主
食
品
を
め
ぐ
る
食
事
文
化
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ

│

加
　
藤
　
幸
　
治

は
じ
め
に

茶
粥
（
ち
ゃ
が
ゆ
）
と
は
、茶
で
粳
米
を
煮
た
主
食
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

紀
伊
半
島
や
四
国
、
中
国
山
地
な
ど
で
は
、
ご
く
一
般
的
な
主
食
品
と
し
て

普
及
し
た
調
理
法
で
あ
る
。
茶
粥
は
、
穀
物
が
得
難
か
っ
た
過
去
の
時
代
の

代
物
で
は
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
日
本
各
地
で
多
く
の
人
々
が
日
常
の
主

食
品
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

茶
粥
の
民
俗
学
に
お
け
る
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
中
村
羊
一
郎
は
茶
の

文
化
史
研
究
の
視
座
か
ら
「
正
史
に
残
る
茶
の
在
り
方
と
は
別
な
茶
利
用
の

歴
史
を
改
め
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る）

1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
庶
民
文
化
に

お
け
る
茶
の
浸
透
、
と
り
わ
け
「
食
べ
る
茶
」
ま
た
は
調
味
料
と
し
て
の
茶

の
利
用
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
漢
方
医
学
や
茶
道
と
い
っ
た
文
化
に
連

な
る
も
の
と
は
別
の
文
化
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
例
え
ば
、
昭
和
一
六
年
の
民
間
伝
承
の
会
が
行
っ
た
食
習
調
査
に
お

い
て
、
東
北
か
ら
関
東
に
か
け
て
は
庶
民
の
茶
は
贅
沢
品
で
あ
り
、
人
を
も

て
な
し
た
り
、
公
の
場
に
集
っ
た
り
し
た
と
き
に
振
舞
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
事
例
が
見
ら
れ
る
が
、そ
の
茶
と
は
緑
茶
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
代
で
も
、
客
人
に
対
し
緑
茶
と
漬
物
を
振
舞
う
と
い
っ
た
場
面
が
、
普
通

に
見
ら
れ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
、
関
西
以

西
の
事
例
で
は
家
族
や
私
的
な
交
流
の
場
で
日
常
的
に
嗜
む
茶
や
、
食
事
に

用
い
る
茶
が
広
く
存
在
し
、
そ
の
茶
は
番
茶
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
客
人

に
出
す
茶
と
、
家
族
で
飲
む
茶
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
日
本
で
は
特

別
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
番
茶
は
た
い
て
い
の
場
合
自
家
製
造
さ
れ
た
。

中
村
の
い
う
「
正
史
に
残
る
茶
の
在
り
方
と
は
別
な
茶
利
用
の
歴
史
」
は
、

実
際
に
は
庶
民
の
茶
の
受
容
の
多
様
性
や
地
域
差
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
茶
の
受
容
の
地
域
的
差
異
に
つ
い

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
流
通
を
基
点
に
民
俗
を
考

え
る
流
通
民
具
論
の
有
効
性
が
予
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
準
備
と
し
て
個
別
地

域
の
食
に
お
け
る
、
茶
の
利
用
に
つ
い
て
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も

と
に
検
討
す
る
の
が
本
論
の
大
き
な
目
的
で
あ
る
。

高
野
山
周
辺
地
域
（
和
歌
山
県
）
か
ら
吉
野
地
域
（
奈
良
県
）
は
、
現
在

で
も
茶
粥
食
が
色
濃
く
残
る
地
域
で
あ
る
。茶
粥
を
日
常
食
と
す
る
地
域
は
、

紀
伊
半
島
か
ら
中
国
山
地
、
四
国
山
地
と
い
っ
た
西
日
本
に
展
開
し
て
い
る

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
茶
粥
に
焦
点
を
あ
て
て
行
わ
れ
た
調
査
は
あ
ま

り
な
い
。
地
域
で
の
ミ
ク
ロ
な
調
査
に
よ
る
成
果
と
し
て
は
、
谷
阪
智
佳
子

の
『
自
家
用
茶
の
民
俗）

2
（

』、
中
村
洋
一
郎
の
『
番
茶
の
民
俗
誌）

3
（

』
な
ど
、
茶
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の
利
用
の
多
様
性
に
関
心
を
注
い
だ
も
の
が
あ
る
。

茶
粥
は
米
飯
に
比
べ
て
使
用
す
る
米
の
量
が
少
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
腹

持
ち
が
悪
い
主
食
品
で
あ
る
。
空
腹
を
満
た
す
た
め
、
茶
粥
の
食
事
の
回
数

は
お
の
ず
と
増
え
、
通
常
の
朝
飯
、
昼
飯
、
晩
飯
に
加
え
、
ケ
ン
ズ
イ
（
間

水
）
を
加
え
て
一
日
四
回
、
さ
ら
に
藁
草
履
作
り
や
縄
綯
い
な
ど
の
夜
な
べ

仕
事
が
あ
る
と
き
な
ど
に
摂
る
ヤ
シ
ョ
ク
（
夜
食
）
を
加
え
て
一
日
五
回
食

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
代
で
は
多
く
の
人
々
が
米
飯
を
主
体
と
し

た
食
事
で
あ
る
が
、
中
高
年
の
な
か
に
は
白
米
に
よ
る
米
飯
を
〝
食
べ
づ
ら

い
〞
と
し
て
嫌
厭
す
る
人
も
み
ら
れ
、
日
常
的
な
主
食
は
パ
ン
か
茶
粥
か
と

い
う
食
生
活
も
決
し
て
珍
し
く
な
い
。

筆
者
は
、
二
〇
〇
八
年
〜
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、
和
歌
山
県
・
高
野
町

教
育
委
員
会
よ
り
委
嘱
さ
れ
、『
高
野
町
史
・
民
俗
編）

4
（

』
の
作
成
に
携
わ
り
、

衣
食
住
と
民
具
に
関
す
る
生
活
の
項
目
を
担
当
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
調

査
に
よ
る
事
例
を
も
と
に
、
茶
粥
を
主
食
品
と
す
る
こ
の
地
域
の
食
の
特
徴

を
把
握
し
た
い
。

一
　
食
の
民
俗
の
学
術
用
語
と
研
究

食
は
、単
に
生
き
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
栄
養
の
摂
取
に
と
ど
ま
ら
ず
、

風
土
や
歴
史
、
経
済
、
文
化
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
る
民
俗
で
あ
る
。
本
稿

の
は
じ
め
に
、
食
を
め
ぐ
る
用
語
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

食
事
の
民
俗
の
記
述
の
枠
組
み
を
示
し
た
研
究
に
、
宮
本
馨
太
郎
の
「
食

事
の
研
究
・
調
査）

5
（

」
が
あ
る
。
宮
本
は
、「
食
」
の
民
俗
研
究
は
レ
シ
ピ
を

記
述
し
て
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、「
食
事
」
を
研
究
対
象
と
す
べ
き
と
述

べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
食
事
」
の
定
義
を
「
人
類
が
生
命
保
持
そ
の

他
の
必
要
か
ら
、
飲
み
食
い
す
る
物
、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
調
整
し
、
飲
み
食

い
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
総
称
」
で
あ
る
と
し
、
地
域
的

な
理
解
に
た
っ
た
「
食
事
」
の
理
解
、
そ
の
う
え
で
の
比
較
研
究
の
必
要
性

を
訴
え
て
い
る
。
同
書
で
は
研
究
の
用
語
と
し
て
、「
食
品
」
は
人
が
飲
み

食
い
す
る
物
、「
食
料
」
は
食
品
を
つ
く
る
素
材
・
原
料
、「
調
整
」
は
食
品

を
つ
く
る
こ
と
、「
食
制
」
は
食
品
を
飲
み
食
い
す
る
仕
方
と
定
義
づ
け
た
。

そ
れ
を
さ
ら
に
分
解
し
、「
食
品
」
を
、
主
食
品
・
代
用
食
品
・
間
食
品
・

救
荒
食
品
・
副
食
品
・
そ
の
他
の
食
品
に
分
類
し
、「
食
料
」
を
、「
食
品
」

に
対
応
し
て
、
主
食
料
・
代
用
食
料
・
間
食
料
・
救
荒
食
料
・
副
食
料
・
そ

の
他
の
食
料
に
分
類
し
た
。
ま
た
、「
調
整
」
に
は
、
炊
事
（
飯
・
粥
）・
醸

造
（
酒
・
醤
油
な
ど
）・
製
造
（
コ
ン
ニ
ャ
ク
・
豆
腐
な
ど
）・
調
理
（
茹
で

物
・
揚
げ
物
・
和
え
物
な
ど
）
が
あ
り
、
加
え
て
「
貯
蔵
方
法
」
と
し
て
、

温
蔵
・
冷
蔵
・
乾
蔵
・
塩
蔵
が
あ
り
、
そ
の
方
法
と
用
具
の
調
査
を
必
要
と

す
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
食
制
」
は
、
日
常
の
食
制
と
祝
祭
の
食
制
に

注
意
す
べ
き
と
促
す
。
こ
の
整
理
は
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
〜
四
〇
年
代
を

中
心
に
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
民
俗
地
図）

6
（

の
作
成
の
た
め
の
項
目

に
活
か
さ
れ
、
そ
の
後
の
研
究
の
基
礎
的
な
区
分
と
し
て
使
わ
れ
て
い
く
は

ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
治
体
史
編
纂
や
民
俗
調
査
報
告
書
等
で
は
、
食

の
記
述
方
法
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

調
理
法
や
保
存
方
法
に
つ
い
て
、
聞
書
き
を
し
た
ま
ま
を
列
記
す
る
方
法
が

中
心
と
な
っ
た
。
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食
事

人
類
が
生
命
保
持
そ
の
他
の
必
要
か
ら
、
飲
み
食
い
す
る
物
、
お
よ
び
そ
れ
ら

を
調
整
し
、
飲
み
食
い
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
総
称

食
品

人
が
飲
み
食
い
す
る
物

　
　
　

・
主
食
品　
　

・
代
用
食
品　
　

・
間
食
品　
　

・
救
荒
食
品

　
　
　

・
副
食
品　
　

・
そ
の
他
の
食
品

食
料

食
品
を
つ
く
る
素
材
・
原
料

　
　
　

・
主
食
料　
　

・
代
用
食
料　
　

・
間
食
料　
　

・
救
荒
食
料

　
　
　

・
副
食
料　
　

・
そ
の
他
の
食
料

調
整

食
品
を
つ
く
る
こ
と

　
　
　

・
炊
事
（
飯
・
粥
）　　

 

・
醸
造
（
酒
・
醤
油
な
ど
）

　
　
　

・
製
造
（
コ
ン
ニ
ャ
ク
・
豆
腐
な
ど
）　　

・
発
酵
（
鮨
・
鮓
）

　
　
　

・
調
理
（
茹
で
物
・
揚
げ
物
・
和
え
物
な
ど
）

食
制

食
品
を
飲
み
食
い
す
る
仕
方

　
　
　

・
日
常
の
食
制　
　

・
祝
祭
の
食
制

貯
蔵
方
法

食
品
の
腐
敗
を
避
け
保
存
す
る
方
法

　
　
　

・
温
蔵　
　

・
冷
蔵　
　

・
乾
蔵　
　

・
塩
蔵

主
食
品

主
食
材
を
調
整
し
て
作
る
主
要
な
食
品

　
　

＝
米
飯
・
粥
・
餅
・
団
子
・
麺
・
パ
ン
・
お
焼
な
ど 

　
　
　

 

・
穀
物
：
米
（
糯
米
・
粳
米
）・
麦
（
小
麦
・
大
麦
・
裸
麦
）・ 

蕎
麦
・
稗
・

　
　
　

・
粟
・
豆
・
芋
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
木
の
実 

副
食
品

主
食
品
を
補
う
食
品

　
　

＝ 

煮
る
・
焼
く
・
蒸
す
・
茹
で
る
・
揚
げ
る
・
燻
す
等
し
て
調
整
さ
れ
た

食
品 

　
　
　

・
蔬
菜
・
根
菜
・
果
実
・
茎
・
花
・
キ
ノ
コ
な
ど 

　
　
　

・
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
：
鳥
獣
肉
食
、
魚
介
類
食
、
昆
虫
食

間
食
品

食
事
と
食
事
の
中
間
に
食
す
る
食
品

民
間
薬

経
験
主
義
的
な
民
俗
知
に
も
と
づ
き
、
自
然
由
来
の
素
材
を
加
工
し
て
作
成
し

使
用
す
る
薬 

　
　
　

・
植
物
由
来
の
飲
み
薬
・
煎
じ
薬
・
塗
り
薬
・
貼
り
薬 

　
　
　

・
動
物
由
来
の
飲
み
薬
・
煎
じ
薬
・
塗
り
薬
・
貼
り
薬 

　
　
　

・
薬
で
は
な
い
が
滋
養
が
つ
く
と
さ
れ
る
食
材

二
　
食
事
文
化
研
究
の
展
開

宮
本
馨
太
郎
の
提
起
し
た
「
食
」
の
民
俗
研
究
か
ら
「
食
事
」
の
そ
れ
へ

の
転
換
は
、
戦
前
の
民
俗
研
究
か
ら
の
飛
躍
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
初

期
の
食
の
民
俗
研
究
は
、
食
糧
の
調
達
や
、
調
整
方
法
、
食
品
の
内
容
、
お

よ
び
儀
礼
食
の
内
容
な
ど
、
食
に
ま
つ
わ
る
調
査
項
目
の
体
系
性
を
も
っ
て

食
の
民
俗
を
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
な
柳
田
の

食
の
民
俗
へ
の
関
心
は
、
昭
和
一
五
年
刊
行
の
『
食
物
と
心
臓
』
に
よ
く
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
柳
田
は
本
書
の
な
か
で
食
の
研
究
を
、
以
下
の
よ
う
に
分

類
し
て
い
る
。

第
一
が
食
品
、
一
つ
一
つ
の
食
物
の
名
と
形
と
拵
え
方
と
由
来
等
で
、

此
部
分
が
誰
に
も
珍
し
が
ら
れ
る
か
ら
、
今
度
も
恐
ら
く
其
話
が
最
も

多
い
で
あ
ら
う
。
第
二
に
は
食
制
卽
ち
食
べ
方
で
あ
る
。
食
べ
方
は
口

へ
持
つ
て
行
く
一
種
し
か
無
い
や
う
な
も
の
だ
が
、
實
は
變
化
が
あ
つ

て
通
例
は
家
内
限
り
、
或
時
に
は
他
人
を
喚
び
又
集
ま
つ
て
食
べ
、
食

べ
る
時
と
處
と
に
も
定
ま
つ
た
約
束
が
あ
り
、
多
く
の
食
品
は
そ
れ
ぞ

れ
に
或
食
制
を
伴
な
う
て
居
る
。
飲
食
の
社
會
的
意
義
と
も
名
づ
く
べ

き
も
の
は
、
主
と
し
て
此
方
面
に
發
揮
せ
ら
れ
た
の
で
、
私
な
ど
の
様

に
成
る
べ
く
他
の
民
俗
と
の
交
渉
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
者
に

は
、
氣
を
つ
け
て
觀
る
べ
き
事
實
が
一
ば
ん
に
茲
に
多
い
。
第
三
第
四

の
項
目
と
し
て
は
、
食
料
と
食
具
と
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ

は
古
今
東
西
の
變
化
が
比
較
的
少
な
く
、
普
通
の
常
識
と
な
つ
て
居
る

も
の
が
今
も
大
部
分
を
占
め
て
居
る
た
め
か
、
我
々
の
語
彙
の
上
へ
は
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さ
う
澤
山
に
現
は
れ
て
居
ら
ぬ）

7
（

。

『
食
物
と
心
臓
』は
、様
々
な
儀
礼
に
お
け
る
餅
の
象
徴
性
に
つ
い
て
述
べ
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
論
を
儀
礼
食
や
神
饌
に
お
け
る
食
品
と
し
て
の
米
の
役
割

な
ど
に
展
開
さ
せ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
柳
田
は
、
こ
の
食
品
・
食
制
・
食

料
・
食
具
う
ち
、
特
に
食
品
と
食
制
に
関
心
が
あ
り
、
彼
に
け
ん
引
さ
れ
た

民
俗
研
究
も
そ
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
は
、
前
掲
の

宮
本
馨
太
郎
の
『
め
し
・
み
そ
・
は
し
・
わ
ん
』
に
加
え
、
宮
本
常
一
と
潮

田
鉄
雄
の
共
著
に
よ
る
『
食
生
活
の
構
造）

8
（

』
な
ど
、
い
わ
ば
「
食
事
文
化
の

ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
に
研
究
を
シ
フ
ト
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
九
八
四
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
各
県
の
『
日
本
の
食
生
活
全
集）

9
（

』
の
編
纂
は
、

ひ
と
つ
の
到
達
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
採
用
さ
れ
た
、
地
域
の
食

の
あ
り
様
を
自
然
や
生
業
、
流
通
と
関
連
さ
せ
て
ひ
と
つ
の
構
造
と
し
て
把

握
し
、
複
数
地
域
の
比
較
を
行
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
後
の
自
治
体
史
編

さ
ん
等
で
の
食
文
化
の
記
述
方
法
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
そ
の
方
法
論
は
磨
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
食
事
文
化

の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
の
研
究
は
陳
腐
化
し
て
い
き
、
現
在
の
「
存
在
感
な
き

衣
食
住
研
究）

10
（

」
と
い
う
状
況
へ
と
至
っ
た
。
石
毛
直
道
は
、
日
本
の
食
事
研

究
が
江
戸
時
代
以
来
の
料
理
書
や
食
物
本
草
、
故
事
来
歴
に
関
心
を
持
つ
随

筆
な
ど
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
近
代
以
降
も
農
学
や
食
品
加
工
学
、
栄
養
学

な
ど
の
自
然
科
学
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、「
食
の
歴
史
や
文

化
に
関
す
る
論
考
は
、
知
識
人
の
趣
味
的
な
「
あ
そ
び
」
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
て
き
た
」
こ
と
の
要
因
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
実
用
の
学
と
し
て
展
開
し
て
き
た
食
事
の
研
究
そ
の
も
の
も
含
め
て
、

文
化
的
関
心
を
持
っ
て
研
究
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

た
だ
、
個
別
分
野
内
で
の
動
向
に
拘
ら
ず
、
研
究
と
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
目

を
向
け
て
み
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
食
事
文
化
の
研
究
は
、
き

わ
め
て
実
り
豊
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
八
年
か
ら
刊

行
さ
れ
た
芳
賀
登
・
石
川
寛
子
監
修『
全
集
日
本
の
食
文
化
』全
一
二
巻）

12
（

（
は
、

広
範
な
分
野
か
ら
選
ら
れ
た
論
文
集
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
ひ
と
つ
の
特

徴
は
、
人
文
学
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
、
と
り
わ
け
文
化
史
や
環
境
史
の
研

究
の
充
実
に
よ
っ
て
、
日
本
の
食
文
化
研
究
の
総
合
化
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
日
本
料
理
、
日
本
の
食
文
化
の
輪
郭
が
明

確
に
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ま
た
同
時
期
の
成
果
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
日
本
の
食
事
文

化
を
輪
郭
づ
け
よ
う
と
し
た
仕
事
に
、
石
毛
直
道
監
修
『
講
座
食
の
文
化）

13
（

』

が
あ
る
。
人
文
社
会
科
学
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
日

本
食
」
の
意
義
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め
て
お
り
、
今
後
は
「
日
本
食
」
に

対
す
る
社
会
科
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。「
和

食
」
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
登
録
、
食
料
・
食
品
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
、

食
の
安
全
性
な
ど
の
国
際
的
な
標
準
を
め
ぐ
る
動
向
、
資
源
管
理
や
関
税
な

ど
の
国
家
間
の
軋
轢
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
代
表
さ
れ
る
食
と
人
権
に
関
す

る
問
題
提
起
、
海
外
で
の
日
本
食
ブ
ー
ム
と
ひ
と
り
歩
き
す
る
日
本
イ
メ
ー

ジ
な
ど
、様
々
な
問
題
が
食
を
基
点
に
展
開
し
て
い
る
の
が
現
代
で
あ
っ
て
、

食
事
の
研
究
の
意
義
は
、
複
雑
化
・
多
様
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
、
民
俗
学
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
捉

え
る
食
事
文
化
の
様
相
を
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
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か
。
地
域
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
脱
文
脈
化
さ
れ
て
い
く
「
日
本
食
」
に
対

し
、
民
俗
学
は
良
く
も
悪
く
も
ミ
ク
ロ
な
デ
ー
タ
を
集
積
し
て
き
た
。
伝
統

的
な
食
事
文
化
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
食
の
均
質
化
や
飽
食
化
と

い
っ
た
社
会
的
な
変
化
を
経
験
し
た
。
さ
ら
に
伝
統
食
の
再
認
識
と
い
う
か

た
ち
で
、
新
た
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
食
の
地
域

的
な
特
色
を
観
光
資
源
や
教
育
資
源
に
活
用
す
る
動
き
や
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド

に
代
表
さ
れ
る
自
然
志
向
の
思
想
を
農
山
漁
村
の
文
化
に
投
影
す
る
動
き

や
、
現
代
の
食
に
地
域
的
な
食
料
を
織
り
交
ぜ
て
考
案
す
る
B
級
グ
ル
メ
や

復
興
商
店
街
の
交
流
を
目
指
し
た
復
興
グ
ル
メ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
食

を
通
じ
た
地
域
振
興
と
交
流
の
活
動
な
ど
で
あ
る
。
筆
者
は
、
伝
統
が
活
用

さ
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
伝
統
的
と
さ
れ
る
要
素
は
、
人
々
に
わ
か
り
や
す

く
単
純
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
地
域
内
の
経
済
的
な

格
差
や
生
業
を
め
ぐ
る
環
境
の
違
い
、人
々
の
嗜
好
性
の
時
代
的
な
変
化
は
、

取
捨
選
択
さ
れ
て
「
昭
和
後
期
ま
で
、
こ
の
地
域
で
は
こ
う
し
た
食
材
を
こ

の
よ
う
に
食
し
て
き
た
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
。
本
稿

で
紹
介
す
る
茶
粥
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。町
史
編
纂
の
た
め
の
調
査
で
は
、

実
に
多
様
な
茶
粥
の
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
り
、
そ
れ
は
現
代
の
伝
統
食
と
し

て
の
茶
粥
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

民
俗
学
が
、
地
球
時
代
の
食
事
文
化
の
展
開
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
役
割

を
果
た
し
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
個
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
戦
略
的

な
固
執
で
あ
ろ
う
。「
日
本
食
」
や
「
伝
統
食
」
と
い
っ
た
、
単
純
化
さ
れ

て
い
く
言
説
に
抗
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
伝
統
食
」

と
さ
れ
る
も
の
が
、
削
ぎ
落
と
し
て
い
っ
た
多
様
性
を
も
う
一
度
あ
ぶ
り
出

す
こ
と
が
、
言
説
そ
の
も
の
を
解
読
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
本
論
で
詳
述
す
る
こ
と
だ
が
、「
伝
統
食
」
と
理
解
さ

れ
て
い
る
高
野
山
周
辺
地
域
の
茶
粥
は
「
番
茶
で
白
米
を
煮
る
茶
粥
」
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
白
米
を
炊
い
た
御
飯
が
現
代
の
主
流
の
主
食
品
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
立
っ
た
時
に
、
地
域
的
特
色
を
帯
び
る
。
し
か
し
か
つ
て
の
茶
粥

は
、
白
御
飯
と
二
項
対
立
で
対
峙
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
単
一
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
実
際
に
は
白
米
の
茶
粥
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
む
し

ろ
そ
れ
は
憧
憬
の
産
物
で
あ
っ
た
。
現
代
に
お
け
る
食
事
文
化
の
民
俗
研
究

は
、
こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な
多
様
性
に
固
執
す
る
こ
と
で
、
言
説
そ
の
も
の
を

相
対
化
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
出
せ
よ
う
。

今
後
の
民
俗
学
の
食
の
民
俗
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
る
う
え
で
示
唆

的
な
仕
事
と
し
て
、
野
本
寛
一
の
近
著
『
土
地
と
餅 

│ 

食
の
民
俗
構
造
を

探
る 

│）
14
（

』
を
挙
げ
た
い
。
本
書
は
、前
述
の
「
食
事
文
化
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」

が
い
か
に
多
様
で
豊
か
な
世
界
を
内
包
し
て
い
た
か
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ

る
。
野
本
は
こ
の
民
俗
誌
を
、「「
手
の
と
ど
く
過
去
」「
耳
の
と
ど
く
過
去
」

「
目
か
ら
の
記
憶
」「
口
・
舌
の
記
憶
」、
そ
し
て
現
在
の
民
俗
事
象
を
資
料

蒐
集
の
範
囲
と
し
て）

15
（

」
記
述
し
た
と
記
し
て
い
る
。
野
本
の
こ
れ
ま
で
の
仕

事
に
一
貫
し
た
態
度
を
も
っ
て
、「
食
べ
る
こ
と
の
民
俗
誌
」
を
目
指
し
た

と
さ
れ
る
本
書
が
見
据
え
る
の
は
、
現
代
社
会
を
相
対
化
す
る
た
め
の
食
の

ミ
ク
ロ
な
多
様
性
の
記
述
の
戦
略
で
あ
る
。
同
氏
の
編
集
に
よ
る
『
食
の
民

俗
事
典）

16
（

』
の
編
集
方
針
は
一
般
的
な
定
義
や
歴
史
の
記
述
よ
り
も
、
個
々
の

伝
承
者
の
名
前
を
挙
げ
、
そ
の
人
物
に
よ
る
食
の
実
践
を
民
俗
誌
的
背
景
を

ほ
の
め
か
し
つ
つ
記
述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
執
筆
陣
に
加
え
て
い
た

だ
い
た
筆
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
本

書
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
ま
さ
に
個
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
戦
略
的
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な
固
執
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
一
人
ひ
と
り
の
く
ら
し
を
出
発
点
と
し
、
そ
の

集
積
に
よ
っ
て
民
俗
誌
を
描
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。

近
年
の
民
俗
学
の
食
の
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
化
過
程
お

よ
び
国
民
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
在
来
知
の
変
質
や
新
た
な
食
文
化
の
生

成
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
矢
野
敬
一
の
『「
家
庭
の
味
」
の
戦
後
民
俗

誌）
17
（

』
や
田
中
宣
一
編
著
の
『
暮
ら
し
の
革
命 

│ 

戦
後
農
村
の
生
活
改
善
事

業
と
新
生
活
運
動）

18
（

』
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
深
化
が
現
代
の
民
俗

研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
民
俗
学
が
従
来

か
ら
大
切
に
し
て
き
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
盤
を
据
え
た
ミ
ク
ロ
な
文

脈
へ
の
戦
略
的
な
固
執
、
そ
し
て
民
俗
誌
か
ら
し
か
立
ち
現
れ
得
な
い
食
の

リ
ア
ル
な
記
述
も
同
等
に
必
要
で
あ
る
。
筆
者
が
高
野
町
史
の
食
の
記
述
で

目
標
と
し
た
の
は
後
者
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

を
中
心
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、「
食
事
文
化
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
の
意
義
を

再
考
す
る
契
機
と
し
た
い
。

三
　
調
査
地
概
要

和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
は
、
和
歌
山
県
北
東
部
の
山
間
地
域
に
あ
る
。

こ
の
地
域
は
紀
ノ
川
・
吉
野
川
上
流
域
の
奈
良
県
吉
野
郡
と
と
も
に
、
紀
ノ

川
流
域
の
町
場
に
む
け
て
山
林
資
源
と
畑
作
物
を
出
荷
す
る
生
業
的
特
色
を

共
有
し
て
い
る
。
紀
伊
半
島
北
部
の
山
地
は
、
高
野
・
吉
野
・
大
峰
と
い
う

日
本
の
仏
教
を
代
表
す
る
聖
地
の
後
背
地
域
に
あ
た
り
、
歴
史
的
に
川
や
尾

根
筋
の
山
道
を
常
に
人
々
が
盛
ん
に
行
き
か
う
開
け
た
気
風
の
あ
る
山
村
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
高
野
町
か
ら
有
田
郡
に
わ
た
る
山
間
地
域
は
、
高
野
山

の
旧
寺
領
に
あ
た
る
地
域
で
あ
り
、
仏
教
儀
礼
や
人
生
儀
礼
に
お
け
る
共
通

性
も
有
し
て
い
る
。
特
に
、
高
野
山
内
の
特
定
の
寺
と
個
別
の
集
落
が
、
野

菜
や
花
卉
な
ど
を
納
め
る
関
係
を
築
き
、
逆
に
寺
院
が
什
器
や
仏
像
な
ど
を

集
落
に
下
賜
す
る
贈
与
関
係
は
、今
後
も
研
究
を
深
め
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

こ
の
地
域
に
は
、
寺
を
中
心
と
し
た
座
や
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
継
承
さ
れ

て
き
た
民
俗
行
事
な
ど
、
社
会
伝
承
に
お
け
る
研
究
素
材
も
豊
富
で
あ
る
。

生
業
に
お
い
て
は
、
楮
栽
培
と
紙
す
き
の
手
工
業
、
棕
櫚
栽
培
と
日
用
品
製

作
、
林
業
、
ハ
ナ
シ
と
呼
ぶ
焼
畑
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
対
象
と
し
た
狩
猟

な
ど
、
山
村
の
生
計
維
持
戦
略
と
生
業
の
関
係
が
興
味
深
い
。
人
と
モ
ノ
の

流
れ
と
い
う
意
味
で
は
、
紀
ノ
川
流
域
の
町
と
同
等
に
重
要
な
の
が
、
標
高

約
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
宗
教
都
市
高
野
山
の
存
在
で
あ
る
。
各
集

落
は
、
信
仰
面
だ
け
で
な
く
経
済
面
で
も
高
野
山
に
深
く
依
存
し
て
き
た
歴

史
が
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
観
光
都
市
と
し
て
国
内
外
か
ら
人
々
が
集
ま

る
高
野
山
の
存
在
は
、
地
域
の
生
活
を
大
き
く
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
て
い

る
。
山
間
地
域
の
斜
面
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
点
在
す
る
集
落
は
、
全
体
的

な
傾
向
と
し
て
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

全
盛
の
現
代
に
あ
っ
て
は
、
山
村
の
く
ら
し
は
不
利
な
条
件
が
多
い
。
し
か

し
、
高
野
山
の
諸
物
件
の
世
界
遺
産
登
録
や
高
野
山
が
国
際
的
な
有
名
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
に
高
評
価
で
掲
載
さ
れ
る
な
ど
の
外
部
か
ら
の
動
き
を
受
け
て
、

地
域
の
人
々
は
自
ら
の
文
化
を
客
体
化
し
、
観
光
資
源
あ
る
い
は
地
域
の
交

流
の
起
点
と
し
て
民
俗
が
使
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
茶
粥
に
関

し
て
も
、
地
域
内
で
茶
粥
を
競
っ
た
り
比
べ
た
り
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
サ
ー
ク

ル
活
動
が
生
ま
れ
て
お
り
、
地
域
文
化
へ
の
関
心
は
一
定
の
高
ま
り
を
み
せ

て
い
る
。
そ
う
し
た
時
期
に
出
版
さ
れ
た
『
高
野
町
史
』
は
、
新
た
な
意
義
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を
持
っ
て
活
用
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
地
域
的
な
背
景
に
お
い
て
食
文
化
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な

点
と
し
て
、「
地
形
と
生
業
」「
物
資
集
散
地
と
物
流
」「
資
源
の
分
配
」「
格

差
」
以
下
の
四
点
を
挙
げ
て
み
た
。

①
　
地
形
と
生
業

平
地
が
比
較
的
多
く
水
田
を
営
み
や
す
い
地
域
、
例
え
ば
富
貴
と
か
花
坂

と
い
っ
た
集
落
で
は
、
米
の
確
保
が
他
よ
り
は
安
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
、
傾
斜
地
に
集
落
が
所
在
し
畑
作
が
中
心
で
あ
る
地
域
、
例
え
ば
東
又
と

か
下
筒
香
と
い
っ
た
集
落
で
は
、
商
品
作
物
に
よ
る
現
金
収
入
を
も
と
に
米

を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
野
町
内
の
い
ず
れ
の
地
域
も
、
主
食
は

茶
粥
と
い
う
米
食
が
基
本
で
あ
る
か
ら
、
穀
物
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
米
を

い
か
に
確
保
す
る
か
が
、
最
大
の
課
題
と
な
る
。

②
　
物
資
集
散
地
と
物
流

集
散
地
と
は
、
第
一
に
高
野
山
で
あ
る
。
高
野
山
は
、
多
く
の
寺
院
が
集

ま
る
宗
教
都
市
と
し
て
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
口
を
か
か
え
る
物

資
の
消
費
地
で
も
あ
る
。
ま
た
信
仰
や
観
光
を
目
的
に
訪
れ
る
人
々
に
物
を

販
売
す
る
商
店
が
並
ぶ
商
業
都
市
で
あ
り
、
仏
具
や
寺
院
の
消
費
財
を
手
作

り
す
る
職
人
町
で
も
あ
る
。
高
野
周
辺
の
集
落
に
視
座
を
置
い
た
今
回
の
民

俗
調
査
で
は
、
高
野
山
と
い
か
に
関
わ
る
か
、
あ
る
い
は
関
わ
ら
な
い
か
が

重
要
で
あ
っ
た
。

一
方
、
西
郷
や
花
坂
の
よ
う
な
高
野
山
の
北
麓
に
展
開
す
る
集
落
、
西
麓

の
湯
川
な
ど
で
は
、
む
し
ろ
九
度
山
や
橋
本
、
笠
田
と
い
っ
た
紀
ノ
川
中
流

域
の
町
場
と
の
関
わ
り
が
中
心
と
な
る
。
徒
歩
や
木
材
搬
出
用
ト
ロ
ッ
コ
を

利
用
し
て
、
人
々
は
直
接
こ
う
し
た
町
へ
出
向
い
て
い
く
。
紀
ノ
川
中
流
域

の
町
か
ら
高
野
北
麓
の
村
々
へ
物
資
を
売
り
歩
く
行
商
を
す
る
人
も
あ
り
、

人
と
も
の
、
情
報
の
流
通
は
活
発
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
、
相
ノ
浦
な
ど

高
野
山
の
南
麓
の
集
落
で
は
、
有
田
川
沿
い
の
花
園
や
有
田
と
の
関
わ
り
が

出
て
く
る
し
、
東
麓
で
は
奈
良
県
の
五
條
と
の
関
わ
り
が
深
く
な
る
。
富
貴

は
、
そ
こ
自
体
が
消
費
地
と
し
て
の
性
格
も
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
五
條

と
の
経
済
的
な
関
係
が
重
要
で
あ
る
。

③
　
資
源
の
分
配

主
と
し
て
山
林
や
藪
で
獲
得
す
る
資
源
を
い
か
に
活
用
す
る
か
に
お
い
て

問
題
と
な
る
。
高
野
周
辺
で
は
、
専
業
の
川
漁
師
が
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、

河
川
の
資
源
に
対
し
て
は
規
制
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
い
。
一
方
、
山
林
資
源

は
私
有
地
・
共
有
地
に
関
わ
ら
ず
開
放
的
な
資
源
利
用
が
な
さ
れ
る
食
料
と
、

マ
ツ
タ
ケ
な
ど
商
品
的
価
値
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
厳
し
い
利
用
制
限
を

と
も
な
う
食
料
と
が
あ
る
。

④
　
格
差

日
々
の
食
事
は
、
家
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
集
落
内
の
家
々
に
は

経
済
的
な
格
差
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
階
層
差
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。「
食
」
の
聞
書
き
で
は
、
そ
の
集
落
で
一
般
的
と
さ
れ

る
食
事
の
内
容
と
、
食
べ
る
と
い
う
個
人
的
な
行
為
を
も
と
に
し
た
語
り
と

が
混
在
し
て
く
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、「
う
ち
で
は
昔
は
牛
肉
な
ん
か
食

う
た
こ
と
も
な
い
。
金
持
ち
の
家
は
う
ら
や
ま
し
い
と
思
っ
た
け
ど
ね
、
食

べ
る
習
慣
が
な
か
っ
た
か
ら
今
で
も
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
ん
よ
。」と
い
っ

た
よ
う
に
、
憧
憬
と
嫉
妬
が
入
り
混
じ
っ
た
表
現
と
な
る
。
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三
　
穀
物
の
調
整

さ
て
、
主
要
な
概
念
と
地
域
概
要
に
整
理
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
本
節
で

は
高
野
山
周
辺
地
域
に
お
け
る
主
食
品
に
用
い
る
穀
物
の
調
整
に
つ
い
て
、

具
体
例
を
見
て
い
く
。
実
際
の
事
例
は
『
高
野
町
史　

民
俗
編
』
に
掲
載
し

て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

三
│
一
　
主
食
品
を
作
る
炊
事
法
と
し
て
の
茶
粥

高
野
山
周
辺
の
集
落
の
食
事
に
お
い
て
主
食
品
と
な
る
の
は
、
オ
カ
イ
サ

ン
と
呼
称
さ
れ
る
茶
粥
で
あ
っ
た
。
粥
は
、
多
め
の
水
で
穀
物
を
炊
飯
し
た

流
動
食
で
あ
り
、
茶
粥
は
そ
の
水
に
茶
を
用
い
る
も
の
を
い
う
が
、
こ
の
地

域
で
は
炊
飯
に
茶
を
用
い
な
い
も
の
を
シ
ラ
カ
ユ
（
白
粥
）
と
し
て
明
確
に

区
別
さ
れ
、現
在
で
も
病
人
食
あ
る
い
は
乳
児
食
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

茶
粥
が
主
食
品
で
あ
る
の
に
対
し
、
シ
ラ
カ
ユ
は
日
常
の
食
卓
に
並
ぶ
こ
と

は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

茶
粥
は
米
飯
に
比
べ
て
使
用
す
る
米
の
量
が
少
な
い
た
め
、
い
わ
ゆ
る
腹

持
ち
が
悪
い
主
食
品
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
朝
飯
、
昼
飯
、
ケ
ン
ズ
イ

（
間
水
）、
晩
飯
、
ヤ
シ
ョ
ク
（
夜
食
）
と
い
う
一
日
五
回
の
茶
粥
に
よ
る
食

事
の
リ
ズ
ム
は
、
生
活
の
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
き
た
。
茶
粥
は
、

茶
を
用
い
て
穀
物
を
煮
る
の
で
あ
る
が
、
高
野
山
周
辺
の
粥
食
は
、
そ
の
内

容
や
炊
事
方
法
、
食
し
方
に
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

ま
ず
、
茶
粥
の
茶
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
高
野
町
内
の
ほ
と
ん
ど
の
集

落
は
、
茶
粥
に
チ
ャ
の
木
の
葉
か
ら
作
る
い
わ
ゆ
る
番
茶
を
用
い
る
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
集
落
で
チ
ャ
の
木
を
栽
培
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え

ば
高
野
町
大
滝
の
よ
う
な
川
沿
い
の
村
で
は
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
と
呼
ぶ
柳
の
木
の

葉
を
用
い
た
ヤ
ナ
ギ
ジ
ャ
（
柳
茶
）
を
作
っ
て
き
た
。
川
に
あ
る
柳
の
枝
を

冬
の
間
に
切
っ
て
お
く
と
春
に
新
芽
が
出
て
そ
れ
を
扱
（
し
ご
）
い
て
取
り
、

番
茶
と
同
じ
工
程
で
番
茶
に
し
た
の
が
ヤ
ナ
ギ
ジ
ャ
で
あ
る
。
一
方
、
和
歌

山
県
中
部
で
は
ハ
ブ
茶
を
茶
粥
に
使
う
家
が
多
い
が
、
高
野
山
周
辺
で
は
そ

れ
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
も
特
色
と
い
え
る
。

茶
粥
の
炊
事
方
法
は
、
地
域
的
な
差
異
よ
り
も
個
人
的
差
異
の
方
が
顕
著

に
み
ら
れ
、
例
え
ば
、
現
在
の
茶
粥
の
炊
き
方
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。【

米
を
研
い
で
あ
げ
て
お
く
、
茶
巾
に
入
れ
た
番
茶
を
鉄
鍋
に
入
れ
て

あ
ら
か
じ
め
水
か
ら
茶
を
わ
か
し
て
お
き
、沸
い
た
ら
茶
巾
を
取
出
し
、

米
入
れ
て
煮
る
。
米
が
開
く
（
米
粒
が
膨
れ
て
破
れ
る
）
前
に
火
を
止

め
て
蒸
ら
す
と
、
米
が
開
く
頃
に
食
べ
ら
れ
る
。（
高
野
町
細
川
）】

【
米
は
軽
く
洗
う
程
度
で
研
が
な
い
、
番
茶
を
入
れ
た
茶
巾
と
米
と
を

同
時
に
水
か
ら
炊
き
始
め
、
沸
騰
し
た
ら
茶
巾
を
取
り
出
し
、
米
が
開

か
な
い
よ
う
に
火
を
お
と
し
、
米
は
開
か
せ
な
い
。
こ
れ
は
残
り
を
冷

ま
し
て
食
べ
る
ヒ
ヤ
カ
ユ
の
時
に
、
米
が
開
く
と
糊
状
に
な
っ
て
美
味

し
く
な
い
か
ら
。（
高
野
町
東
又
）】

【
米
を
軽
く
研
い
で
鉄
鍋
に
入
れ
、
水
の
み
で
炊
く
、
こ
の
と
き
水
は

少
な
め
に
し
て
お
き
、
米
を
炊
く
の
と
同
時
に
、
脇
で
カ
ン
ス
（
茶
釜
）

に
茶
巾
に
入
れ
た
番
茶
を
入
れ
て
茶
を
沸
か
し
、
粥
が
炊
き
上
が
る
ま

え
に
茶
を
粥
に
注
ぎ
、好
み
の
濃
さ
の
茶
粥
に
す
る
。（
高
野
町
大
滝
）】

【
炊
い
た
米
飯
を
、
あ
ら
か
じ
め
沸
か
し
た
茶
で
煮
る
茶
漬
け
の
よ
う
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な
も
の
。（
高
野
町
西
富
貴
）】

こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
り
、炊
き
方
ひ
と
つ
と
っ
て
も
差
異
が
あ
り
、

そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
炊
く
人
の
数
だ
け
あ
る
と
い
え
る
。
①
〜
③ 

は

い
わ
ゆ
る
「
炊
き
粥
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し 

④ 

は
「
入
れ
粥
」
で
あ
る
。

こ
の
例
に
加
え
、
塩
を
加
え
る 

│ 

加
え
な
い
と
い
う
違
い
や
、
炊
き
あ
が
っ

た
時
の
水
分
の
量
な
ど
に
も
、
個
人
的
思
考
が
反
映
さ
れ
る
。
高
野
山
周
辺

の
人
々
に
と
っ
て
、
茶
粥
は
あ
ま
り
に
身
近
す
ぎ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て

説
明
を
求
め
ら
れ
た
ら
逆
に
窮
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
女
性

た
ち
が
、
他
の
人
が
ど
う
炊
い
て
い
る
か
を
見
る
機
会
は
実
は
驚
く
ほ
ど
少

な
い
よ
う
で
、
そ
れ
故
に
粥
の
炊
き
方
の
何
を
説
明
し
た
ら
い
い
か
困
惑
し

て
し
ま
う
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
調
査
を
始
め
て
み
る
と
、「
茶
粥
を
ど
う
炊
き
ま
す
か
?
」
と

い
う
問
い
に
、
話
者
の
多
く
は
茶
を
沸
か
す
こ
と
と
白
米
を
炊
く
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
通
し
て
深
ま
っ
た

筆
者
の
疑
問
は
「
白
米
の
み
で
炊
く
茶
粥
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
存
在
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
麦
飯
で
は
な
く
白
米
を
炊
飯
す
る
米
飯
が
第
二
次
大
戦
後

に
普
及
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
食
さ
れ
て
い
る
茶
粥
は
大
き
な
転
換

を
経
た
姿
な
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
野
町
は
、
真

言
宗
の
聖
地
で
あ
る
宗
教
都
市
・
高
野
山
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
山
あ
い
の
農

村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
水
田
を
広
く
作
れ
る
集
落
は
ご
く
一
部
で
む
し

ろ
畑
作
を
中
心
と
し
た
集
落
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
大
正
期

〜
昭
和
初
期
の
茶
粥
の
炊
き
方
に
つ
い
て
調
査
を
す
る
と
、
様
々
な
食
料
を

混
入
さ
せ
る
茶
粥
の
存
在
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

い
く
つ
か
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

【
オ
カ
イ
サ
ン
に
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
と
、
ビ
シ
ャ
ギ
麦
を
混
ぜ
た
。
精

麦
し
た
丸
麦
は
、
ヨ
マ
シ
と
い
っ
て
何
度
も
炊
か
な
け
れ
ば
軟
ら
か
く

な
ら
な
い
。
ロ
ー
ラ
ー
で
潰
し
た
麦
は
ビ
シ
ャ
ギ
麦
と
呼
ん
で
、
ヨ
マ

シ
よ
り
も
炊
く
の
が
早
く
で
き
る
。
こ
れ
を
す
る
機
械
を
持
っ
て
い
る

人
が
古
沢
に
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
自
分
が
作
っ
た
麦
を
背
負
っ
て
運
ん

で
、
ビ
シ
ャ
ギ
麦
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
ソ
バ
粉
を
入
れ
た
ソ

バ
粥
も
作
っ
た
。
ソ
バ
を
麺
に
う
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
石

臼
で
ひ
い
て
粥
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
米
が
少
な
い
と
き
は
、

オ
カ
イ
サ
ン
に
ハ
ッ
タ
イ
粉
を
入
れ
て
食
べ
た
。
お
や
つ
と
し
て
お
茶

へ
ハ
ッ
タ
イ
粉
を
入
れ
て
飲
む
人
も
い
る
く
ら
い
、
ソ
バ
粉
と
番
茶
は

よ
く
合
う
も
の
だ
（
高
野
町
細
川
）】

【
オ
オ
ム
ギ
を
搗
い
た
も
の
を
ヨ
マ
シ
て
（
ふ
や
か
せ
て
）
オ
カ
イ
サ

ン
と
一
緒
に
入
れ
て
食
べ
た
。
ム
ギ
オ
カ
イ
と
い
う
。
さ
ら
に
サ
ツ
マ

イ
モ
を
入
れ
て
、
量
を
増
や
し
て
食
べ
た
。（
高
野
町
杖
ケ
藪
）】

【
尾
細
や
作
水
で
は
水
田
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
米
は
九
度
山
へ
買
い
に

行
っ
て
い
た
。
シ
ナ
事
変
前
の
平
和
な
時
代
は
米
の
オ
カ
イ
サ
ン
を
食

べ
ら
れ
た
が
、
戦
時
中
は
麦
を
半
分
ま
ぜ
た
オ
カ
イ
サ
ン
が
主
食
と
な

り
、
昭
和
一
二
年
ご
ろ
か
ら
は
米
が
ほ
と
ん
ど
な
い
粥
と
な
っ
て
し
ま

い
、
サ
ツ
イ
マ
イ
モ
ば
か
り
の
粥
と
な
っ
た
。
終
戦
近
く
な
る
と
ニ
ド

イ
モ
（
こ
の
あ
た
り
で
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
こ
と
を
二
度
取
れ
る
か
ら
ニ

ド
イ
モ
と
呼
ぶ
）
を
入
れ
た
粥
と
な
っ
て
、
こ
れ
は
全
く
美
味
し
く
な

か
っ
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
の
粥
は
米
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ま
だ
美
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味
し
く
食
べ
ら
れ
た
が
、
ニ
ド
イ
モ
の
粥
は
ひ
ど
い
味
だ
っ
た
。
米
が

な
い
と
汁
気
が
多
い
の
で
、
オ
オ
ム
ギ
を
ひ
い
た
ハ
ッ
タ
イ
粉
を
い
れ

て
粘
ら
せ
た
。ハ
ッ
タ
イ
粉
は
搗
き
臼
で
な
く
、碾
き
臼
で
ひ
い
た
。（
高

野
町
作
水
）】

【
オ
カ
イ
サ
ン
は
、
基
本
的
に
麦
の
ヨ
マ
シ
を
入
れ
た
ム
ギ
オ
カ
イ
サ

ン
。
ヨ
マ
シ
、
ヨ
マ
す
と
は
、
炊
く
こ
と
を
い
う
。
麦
は
各
戸
で
精
麦

す
る
。
た
い
て
い
の
家
に
は
、
玄
関
あ
た
り
の
土
間
に
麦
ヨ
マ
シ
の
唐

臼
が
あ
る
。
現
在
で
も
床
下
に
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
米
の
精
米
用
の

唐
薄
と
は
別
の
臼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
足
で
踏
ん
で
石
製
の
臼
に
入
れ

た
麦
を
搗
く
。
精
麦
し
た
も
の
を
調
整
し
て
、
鍋
で
炊
く
こ
と
を
麦
ヨ

マ
シ
と
い
う
。
な
か
な
か
炊
け
な
い
も
の
で
、
時
間
が
か
か
っ
た
。
こ

う
し
て
で
き
た
も
の
を
少
量
の
米
と
一
緒
に
粥
に
炊
く
の
が
ム
ギ
オ
カ

イ
サ
ン
で
、
一
回
に
ヨ
マ
し
た
麦
で
数
日
間
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
が
無
く
な
る
と
、ま
た
足
で
搗
い
て
鍋
で
炊
く
の
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
れ
だ
け
で
は
空
腹
は
満
た
せ
な
い
の
で
、
ム
ギ
オ
カ
イ
サ
ン
へ
さ
ら

に
サ
ツ
マ
イ
モ
や
ハ
ッ
タ
イ
粉
を
入
れ
て
炊
い
た
。（
高
野
町
東
又
）】

【
オ
カ
イ
サ
ン
に
ボ
ロ
餅
を
入
れ
て
炊
い
て
食
べ
た
。
ボ
ロ
餅
と
は
、

正
月
に
作
っ
て
保
存
し
て
食
べ
る
餅
で
、
粳
（
う
る
ち
）
米
と
糯
（
も

ち
）
米
を
半
々
で
混
ぜ
て
搗
い
た
餅
の
こ
と
で
あ
る
。
餅
と
お
に
ぎ
り

の
中
間
の
よ
う
な
食
感
で
、
ボ
ロ
ボ
ロ
と
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
の
で
ボ
ロ

餅
と
い
う
。
ソ
バ
も
粥
に
入
れ
た
ほ
か
、
ケ
ン
ズ
イ
と
し
て
ソ
バ
ガ
キ

と
か
ソ
バ
ガ
ユ
と
い
っ
て
、
少
し
醤
油
で
味
を
つ
け
た
ソ
バ
粉
の
み
の

粥
も
作
っ
て
食
べ
た
。（
高
野
町
湯
川
）】

【
今
で
は
食
べ
な
い
め
ず
ら
し
い
お
粥
の
話
を
す
る
と
、
戦
前
は
栃
餅

を
作
っ
て
お
粥
に
入
れ
る
の
は
ふ
つ
う
に
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
精
米

し
た
時
に
で
き
る
潰
れ
た
米
、こ
れ
は
飴
の
工
場
に
売
っ
て
も
い
い
が
、

こ
れ
を
と
っ
て
お
い
て
粥
に
混
ぜ
る
と
お
い
し
か
っ
た
。（
高
野
町
花

坂
）】

【
あ
る
家
で
下
働
き
を
し
て
い
た
か
ら
わ
か
る
の
だ
が
、
ク
ジ
ヤ
（
公

事
家
）
さ
ん
や
大
き
な
地
主
さ
ん
な
ど
、
裕
福
な
家
で
も
茶
粥
が
主
食

だ
っ
た
。
茶
粥
は
貧
し
い
食
事
で
は
な
い
ん
だ
と
、
ち
ょ
っ
と
安
心
し

た
。
と
は
い
っ
て
も
麦
よ
り
も
白
米
の
量
が
は
る
か
に
多
い
し
、
炊
い

た
ご
飯
に
粥
を
か
け
て
食
べ
る
ヅ
ケ
、
ま
た
は
ツ
ケ
オ
カ
ユ
な
ど
、
小

作
人
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
た
。
粥

に
も
家
に
よ
る
差
が
あ
っ
た
の
だ
。（
高
野
町
相
ノ
浦
）】

こ
の
事
例
に
現
れ
る
様
々
な
混
ぜ
物
を
す
る
粥
を
挙
げ
て
み
る
と
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①　

サ
ツ
マ
イ
モ
を
混
ぜ
る
イ
モ
ガ
イ
（
芋
粥
）。

②　

ビ
シ
ャ
ギ
麦
（
石
製
ロ
ー
ラ
ー
で
潰
し
た
麦
）
を
混
ぜ
る
ム
ギ
オ
カ

イ
（
麦
お
粥
）。

③　

ヨ
マ
シ
（
精
麦
し
た
オ
オ
ム
ギ
を
搗
い
て
一
度
炊
い
て
乾
燥
さ
せ
た

麦
）
を
混
ぜ
る
ム
ギ
オ
カ
イ
。

④　

ソ
バ
粉
を
入
れ
る
ソ
バ
ガ
イ
（
蕎
麦
粥
）
や
黄
な
粉
を
入
れ
る
キ
ナ

コ
ガ
イ
（
黄
な
粉
粥
）

⑤　

ハ
ッ
タ
イ
粉
を
入
れ
る
ハ
ッ
タ
イ
コ
ガ
イ
（
ハ
ッ
タ
イ
粉
粥
）

⑥　

ニ
ド
イ
モ
（
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
在
来
種
、年
に
二
度
収
穫
で
き
る
か
ら
）
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を
混
ぜ
た
粥
。

⑦　

ボ
ロ
餅
（
粳
米
と
糯
米
を
半
々
で
混
ぜ
て
搗
い
た
餅
、
正
月
に
作
る

保
存
食
）
を
混
ぜ
た
ボ
ロ
ガ
イ
（
ボ
ロ
粥
）。

⑧　

キ
ビ
や
ア
ワ
を
混
ぜ
た
キ
ビ
ガ
イ
（
黍
粥
）。

⑨　

ト
チ
ノ
キ
の
実
を
さ
ら
し
て
か
ら
粉
に
し
て
蒸
し
た
ト
チ
餅
を
茶
粥

に
入
れ
る
ト
チ
モ
チ
ガ
イ
（
栃
餅
粥
）。

⑩　

精
米
し
た
時
に
崩
れ
た
米
を
た
め
て
お
き
、
そ
れ
を
茶
粥
に
入
れ
る

コ
メ
コ
ガ
イ
（
米
粉
粥
）。

⑪　

戦
時
中
に
栽
培
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
入
れ
た
茶
粥
。

⑫　

炊
飯
し
た
麦
飯
に
粥
を
か
け
た
ツ
ケ
オ
カ
ユ
（
漬
け
お
粥
？
）

こ
の
よ
う
に
戦
前
の
茶
粥
は
、
ム
ギ
、
ソ
バ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
餅
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
穀
物
を
混
ぜ
て
食
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
オ
オ
ム
ギ
を
混
ぜ

る
の
は
ご
く
一
般
的
で
、
ヨ
マ
シ
と
ビ
シ
ャ
ギ
麦
、
ハ
ッ
タ
イ
粉
の
二
種
類

に
分
類
さ
れ
る
。
ヨ
マ
シ
は
、
精
麦
し
た
オ
オ
ム
ギ
を
釜
で
茹
で
て
お
く
も

の
で
、
そ
れ
を
米
の
茶
粥
を
炊
い
て
混
ぜ
る
も
の
で
あ
る
。
麦
は
、
米
よ
り

も
炊
き
上
が
る
時
間
が
は
る
か
に
長
く
か
か
る
た
め
、
こ
う
し
た
下
拵
え
が

必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ビ
シ
ャ
ギ
麦
は
、
い
わ
ゆ
る
押
し
麦
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
火
を
通
し
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、ハ
ッ

タ
イ
粉
は
粉
で
あ
る
か
ら
火
が
通
り
や
す
い
の
で
広
く
用
い
ら
れ
た
。
ソ
バ

粉
も
同
様
の
目
的
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
野
山
周
辺
地

域
の
み
な
ら
ず
、
西
日
本
に
は
馬
鈴
薯
が
日
本
に
定
着
し
て
在
来
種
化
し
た

イ
モ
が
あ
る
こ
と
は
、
千
葉
徳
爾
の
「
馬
鈴
薯
雑
考）
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」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

当
該
地
域
で
も
ニ
ド
イ
モ
と
呼
ぶ
馬
鈴
薯
が
あ
り
、
近
代
化
過
程
で
普
及
し

と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
時
中
の
救
荒
食
と
し
て
強
制
的
に
栽
培
さ
れ
た

ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
茶
粥
に
入
れ
る
伝
統
が
あ
る

が
、こ
れ
に
倣
っ
て
戦
時
中
に
学
校
校
庭
な
ど
で
栽
培
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、

茶
粥
に
馴
染
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
味
の
悪
さ
は
語
り
草
と
な
っ
て
い

る
。戦
時
中
の
ひ
も
じ
い
思
い
出
に
は
、必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
こ
の
ジ
ャ

ガ
イ
モ
の
粥
の
話
が
登
場
す
る
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
決
ま
っ
て
「
あ
ん

な
時
代
も
あ
っ
た
」「
そ
れ
が
意
外
と
お
い
し
い
と
感
じ
た
も
の
だ
」「
あ
の

よ
う
な
粗
末
な
食
事
に
は
二
度
と
戻
り
た
く
な
い
」
と
い
っ
た
感
慨
を
伴
っ

て
語
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
高
野
周
辺
の
集
落
の
茶
粥
を
見
て
み
る
と
、
茶
粥
と
は
さ
ま
ざ

ま
な
食
料
を
主
食
品
と
し
て
食
す
る
た
め
の
調
理
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
茶
粥
に
混
ぜ
物
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
聞
き
書
き
で
は
食
事
が
貧
し

い
こ
と
の
例
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
む
し
ろ
米
だ
け
の
茶
粥
を

食
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
の
ほ
う
が
稀
有
な
状
況
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
サ
ツ
マ
イ
モ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
入
れ
た
茶
粥
は
あ
る
種
の
救
荒

食
品
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
入
れ
た
茶
粥
は
、
そ
の
味
の
悪

さ
を
戦
時
中
の
つ
ら
い
体
験
の
ひ
と
つ
と
し
て
語
る
場
合
が
み
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
羊
一
郎
が
「
山
口
県
の
周
防
大
島
で
は
、
領

主
が
飢
饉
に
際
し
て
空
腹
を
紛
ら
わ
す
手
段
と
し
て
教
え
た
と
い
う
が
、
こ

れ
は
貧
し
さ
を
連
想
さ
せ
る
茶
粥
の
由
来
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た
説
明
に

す
ぎ
な
い）

20
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
茶
粥
の
貧
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は

根
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

米
を
ふ
ん
だ
ん
に
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ

高
度
経
済
成
長
期
か
ら
現
在
の
こ
と
で
あ
る
。
米
だ
け
の
茶
粥
と
は
、
毎
日
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の
食
事
は
そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
、
理
想
的
な
主
食
品
と
し
て
語
ら
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
茶
粥
を
め
ぐ
る
語
り
の
一
方
で
、
実
際
の
食
事
に
お

け
る
茶
粥
の
あ
り
方
は
、
米
と
さ
ま
ざ
ま
な
主
食
料
を
主
食
品
と
し
て
炊
事

す
る
た
め
の
調
理
法
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。

三
―
二
　
も
う
ひ
と
つ
の
主
食
品
と
し
て
の
麦
飯

昭
和
初
期
ま
で
の
高
野
山
周
辺
地
域
で
は
、
日
常
の
家
で
食
す
る
食
事
の

主
食
品
は
も
っ
ぱ
ら
茶
粥
で
あ
っ
た
。
西
富
貴
地
区
で
は
、
ト
ウ
キ
ビ
に
わ

ず
か
な
米
を
混
ぜ
て
炊
飯
し
た
飯
を
農
閑
期
の
主
食
品
と
し
た
と
い
う
家
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
ト
ウ
キ
ビ
の
調
理
方
で
あ
り
、
炊
飯
し
た
飯
が
日

常
の
食
卓
に
上
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

一
方
、
粥
は
液
体
の
た
め
、
外
へ
持
ち
出
す
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
山
仕

事
や
賃
労
働
な
ど
の
弁
当
に
は
麦
飯
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
弁
当
は
一
度
に

す
べ
て
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
数
回
に
分
け
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
、
湯
川
地
区
で
の
聞
き
書
き
で
は
、
メ
ッ
パ
（
曲
物
）
の
蓋
と
身
に
そ
れ

ぞ
れ
五
合
ず
つ
の
麦
飯
を
詰
め
た
弁
当
を
作
り
、
山
仕
事
の
現
場
ま
で
歩
い

て
遠
い
場
合
は
到
着
し
て
す
ぐ
に
蓋
の
半
分
を
食
し
、
昼
食
と
し
て
蓋
の
残

り
分
と
身
の
飯
を
半
分
程
度
食
し
、
午
後
三
時
ご
ろ
に
仕
事
が
ひ
と
区
切
り

つ
く
と
、
ケ
ン
ズ
イ
と
し
て
残
り
の
飯
を
食
べ
て
、
家
に
帰
る
た
め
の
栄
養

供
給
を
す
る
。
た
だ
し
、弁
当
の
飯
は
一
口
分
残
し
て
お
く
が
、こ
れ
は
「
ダ

ル
に
憑
か
れ
た
」
時
に
気
付
け
薬
が
わ
り
に
食
す
る
だ
の
と
さ
れ
る
。
帰
宅

す
る
と
茶
粥
を
食
べ
、
弁
当
に
残
し
た
米
飯
を
、
子
供
に
あ
げ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
飯
の
食
し
方
は
こ
の
地
域
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

国
有
林
で
の
仕
事
や
、
羽
振
り
の
い
い
林
業
会
社
の
仕
事
で
は
、
米
飯
が
供

給
さ
れ
た
の
で
、
日
雇
い
賃
金
よ
り
も
そ
れ
が
目
当
て
で
仕
事
を
請
け
負
っ

た
と
い
っ
た
話
も
聞
け
る
。

こ
う
し
た
弁
当
の
お
か
ず
は
、
梅
干
し
と
雑
魚
の
佃
煮
の
ほ
か
、
ア
カ
イ

ワ
シ
と
い
う
も
の
も
定
番
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
塩
で
漬
け
す
ぎ
て
赤

く
変
色
し
た
イ
ワ
シ
の
こ
と
で
、「
海
で
生
き
て
い
る
よ
り
、
塩
で
漬
け
ら

れ
て
陸
で
過
ご
す
時
間
の
ほ
う
が
長
い
よ
う
な
イ
ワ
シ
」で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
弁
当
の
蓋
と
身
に
詰
め
た
飯
の
間
に
挟
む
と
、
塩
分
と
魚
の
旨
み
が

適
度
に
飯
に
し
み
て
美
味
し
か
っ
た
と
い
う
。
塩
分
供
給
の
意
味
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

聞
き
書
き
で
は
、
み
ず
か
ら
の
体
験
談
の
ほ
か
、
自
分
の
子
供
時
代
の
こ

と
も
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
に
、
弁
当
の
麦
飯
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
多
い
。
例
え
ば
、
大
滝
地
区
で
は
、
父
親
が
気
付
け
薬
が
わ
り
に
必
ず

残
し
て
持
ち
帰
る
麦
飯
は
い
つ
も
子
供
に
与
え
ら
れ
、
子
供
は
そ
れ
に
味
噌

を
つ
け
て
囲
炉
裏
の
火
で
焼
い
て
食
べ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
父
親
が
残
し
た
米
飯
を
兄
弟
で
奪
い
合
っ

た
話
も
あ
る
。
ま
た
大
滝
地
区
で
の
聞
書
き
で
は
、
家
族
総
出
で
山
仕
事
に

出
る
と
き
に
子
供
に
も
米
飯
の
弁
当
が
持
た
さ
れ
る
が
、
絶
対
に
箸
を
持
た

せ
て
く
れ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
弁
当
を
す
べ
て
食
べ
て
し

ま
う
か
ら
で
、
昼
食
時
に
枝
を
削
っ
て
箸
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
と
い

う
。昭

和
初
期
の
高
野
山
周
辺
地
域
に
あ
っ
て
は
、
麦
飯
の
米
飯
は
と
て
も
贅

沢
な
食
事
で
あ
り
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
食
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
日
常
の
食
卓
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
労
働
食
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
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三
│
三
　
祝
祭
食
と
し
て
の
餅
と
粽
・
煎
餅

日
常
の
主
食
品
と
し
て
の
茶
粥
、
労
働
食
と
し
て
の
米
飯
と
い
う
性
格
に

対
し
、
年
中
行
事
の
ハ
レ
の
場
で
食
さ
れ
る
祝
祭
食
は
、
糯
米
を
調
整
し
た

も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
高
野
町
湯
川
で
は
、
正
月
用
の
餅
は
、
白
餅
、
キ
ビ
餅
、
ア
ワ
餅
、

ボ
ロ
餅
（
粳
米
と
糯
米
を
半
々
用
い
る
）
を
搗
い
た
。
白
餅
は
丸
餅
と
切
り

餅
の
両
方
を
作
り
、
正
月
に
食
べ
た
り
飾
っ
た
り
す
る
ほ
か
、
保
存
用
に
も

搗
い
た
の
で
、
四
〜
五
斗
も
の
量
の
餅
を
、
一
二
月
二
八
日
に
半
日
か
け
て

搗
い
て
、
何
ケ
月
も
保
存
し
な
が
ら
食
べ
た
と
い
う
。
ま
た
高
野
町
杖
ヶ
藪

地
区
で
は
、
麦
餅
を
夏
祭
り
や
盆
に
作
っ
て
、
黄
な
粉
を
つ
け
て
食
べ
た
。

日
持
ち
が
す
る
た
め
、
餅
を
大
き
な
鉢
に
な
ら
べ
、
蒸
し
た
布
巾
を
湿
ら
せ

て
か
け
て
、
乾
燥
し
き
ら
な
い
よ
う
に
保
存
し
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
、
粽
（
ち
ま
き
）
は
端
午
の
節
句
の
祝
祭
食
で
あ
っ
た
。
相

の
浦
地
区
で
は
、
端
午
の
節
句
に
、
米
の
粉
を
使
っ
て
餡
入
り
チ
マ
キ
と
、

餅
に
砂
糖
だ
け
を
入
れ
た
餡
無
し
チ
マ
キ
を
作
っ
た
。
笹
に
巻
い
て
蒸
籠
で

蒸
す
作
業
は
、
親
族
総
出
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
の
餡
入
り
粽
は
、

節
句
の
主
食
品
と
し
て
食
し
、
後
者
の
餡
無
し
粽
は
、
縁
側
の
天
井
か
ら
つ

る
し
て
保
存
食
と
し
た
と
い
う
。

ま
た
こ
の
地
域
で
は
、
正
月
の
餅
搗
き
で
は
鏡
餅
と
正
月
に
食
す
る
丸
餅

を
、
上
巳
の
節
句
の
際
に
は
着
色
し
た
菱
餅
を
作
る
。
そ
の
折
、
餅
を
搗
い

た
際
に
、
細
か
く
刻
ん
だ
キ
リ
コ
・
カ
キ
モ
チ
と
い
う
煎
餅
の
た
め
の
薄
く

延
ば
し
て
細
か
く
切
っ
た
餅
を
作
っ
て
干
し
、
間
食
品
と
し
て
保
存
し
た
。

キ
リ
コ
は
単
に
餅
を
細
か
く
切
っ
て
干
し
た
所
謂
ア
ラ
レ
で
、
カ
キ
モ
チ
は

砂
糖
を
入
れ
て
甘
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
火
鉢
で
自
分
で
焼
い
て

食
べ
る
の
で
、
子
供
に
と
っ
て
は
お
や
つ
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
焼
く
こ

と
自
体
が
遊
び
で
あ
っ
た
。上
巳
の
節
句
で
作
っ
た
ア
ラ
レ
は
、四
月
の
シ
ャ

カ
ノ
ネ
ハ
ン
と
よ
ぶ
花
祭
り
に
も
供
え
る
の
で
、
一
か
月
ぐ
ら
い
は
楽
し
め

る
お
や
つ
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
餅
・
粽
・
煎
餅
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
粥
と
飯
で
は
な
い

主
食
品
を
行
事
で
食
し
、
そ
の
折
に
少
し
調
理
法
を
変
え
た
保
存
食
の
主
食

品
を
作
り
、
日
常
食
を
補
う
食
品
、
あ
る
い
は
お
や
つ
と
し
て
楽
し
ん
だ
こ

と
で
あ
る
。
聞
書
き
で
は
、
ひ
と
つ
の
行
事
が
終
わ
る
と
日
常
に
戻
る
と
い

う
よ
り
は
、
行
事
の
余
韻
と
し
て
保
存
食
を
そ
の
後
一
か
月
程
度
食
す
る
と

い
っ
た
あ
り
か
た
が
読
み
取
れ
る
。
正
月
に
餅
を
つ
き
、
端
午
の
節
句
に
粽

を
作
り
、
盆
に
麦
餅
を
作
り
、
秋
か
ら
冬
に
か
き
餅
や
あ
ら
れ
を
作
る
の
で
、

一
定
間
隔
で
日
常
の
粥
に
加
え
て
餅
や
粽
の
保
存
食
を
楽
し
め
る
こ
と
に
な

る
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
様
々
な
主
食
品
に
つ
い
て
の
調
査
か
ら
、
地
域
的
な
食
事
文

化
の
あ
り
方
の
多
様
性
、
す
な
わ
ち
「
食
事
文
化
の
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
」
を
あ

ぶ
り
だ
そ
う
と
試
み
た
。

ま
ず
、
茶
粥
に
つ
い
て
地
域
で
調
査
を
す
る
と
、
決
ま
っ
て
説
明
さ
れ
る

の
は
白
米
と
番
茶
を
ど
う
粥
に
調
整
す
る
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
筆
者
に

と
っ
て
、
水
田
に
乏
し
く
畑
作
と
山
林
資
源
に
依
存
す
る
こ
の
地
域
に
あ
っ

て
、
白
米
の
茶
粥
ほ
ど
違
和
感
を
抱
か
せ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
茶
粥
に
つ

い
て
の
語
り
や
実
演
に
よ
る
解
説
に
は
、
明
ら
か
に
白
米
へ
の
憧
憬
が
含
ま
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れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
調
査
方
針
を
変
え
て
、
生
業
の
調
査
と
関
連
さ
せ
て
、
自
給
す
る

畑
作
物
の
調
査
に
関
連
付
け
て
「
茶
粥
に
混
ぜ
も
の
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

し
た
か
?
」
と
執
拗
に
聞
く
よ
う
に
し
た
。
す
る
と
昭
和
初
期
ま
で
の
茶
粥

に
は
、
ム
ギ
、
ソ
バ
、
ア
ワ
、
黄
な
粉
、
ボ
ロ
餅
な
ど
の
穀
物
だ
け
で
な
く
、

戦
時
中
の
救
荒
食
と
し
て
ジ
ャ
ガ
イ
モ
ま
で
混
ぜ
た
と
い
う
デ
ー
タ
が
上
が

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
茶
粥
と
は
、
そ
の
時
々
に
収
穫
で
き
る
さ
ま
ざ
ま

な
食
料
を
、
主
食
品
に
転
換
さ
せ
る
調
理
法
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
粳
米
に
様
々
な
雑
穀
や
イ
モ
類
、
マ
メ
類
、
根
菜
、
山
菜
な

ど
を
混
ぜ
て
炊
飯
す
る
米
飯
は
、
関
東
か
ら
東
北
地
方
に
は
一
般
的
に
見
ら

れ
る
。
こ
れ
を
食
の
研
究
で
は
古
語
を
概
念
化
し
て
糅
飯
（
か
て
め
し
）
と

呼
び
、
混
ぜ
る
食
料
を
カ
テ
と
呼
ぶ
民
俗
語
彙
も
広
範
に
存
在
す
る
。
本
調

査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
様
々
な
収
穫
物
を
粳
米
に
混
ぜ
て
煮
る
粥
は
、
い
わ

ば
「
糅
粥
」（
か
て
が
ゆ
）
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
七
草
粥
や
小
正
月

に
食
す
る
小
豆
粥
も
こ
う
し
た
も
の
の
一
種
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
儀
礼

食
と
は
別
に
日
常
の
主
食
品
と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
「
糅
粥
」
に
つ
い
て
の

デ
ー
タ
も
、
実
は
多
く
の
自
治
体
史
や
民
俗
調
査
報
告
書
に
散
在
す
る
。
今

後
、
主
食
品
の
記
述
に
お
い
て
意
識
的
に
聞
き
書
き
デ
ー
タ
を
採
集
し
て
い

け
ば
、
生
業
や
流
通
と
の
深
い
関
係
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

改
め
て
茶
粥
と
は
何
か
、
そ
の
答
え
は
「
主
食
品
を
作
り
出
す
調
理
法
」

で
あ
る
。
そ
し
て
茶
粥
が
日
常
的
な
主
食
品
と
な
る
背
景
に
は
、
チ
ャ
の
栽

培
と
番
茶
の
自
家
製
造
、
自
給
用
の
畑
作
と
い
う
生
業
基
盤
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
白
米
の
茶
粥
は
理
想
の
食
事
を
、「
糅
粥
」
は
御
し
難

い
貧
困
を
表
象
す
る
食
事
と
し
て
、
現
代
に
お
い
て
再
解
釈
さ
れ
語
ら
れ
て

い
た
。

次
に
、
麦
飯
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
食
と
し
て
男
性
が
弁
当
と
し
て
持
ち
歩
く

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
憧
れ
の
主
食
品
で
あ
り
、

「
ダ
ル
」
に
憑
か
れ
た
と
き
の
気
付
け
薬
が
わ
り
に
残
す
米
飯
を
楽
し
み
に

し
た
り
、
家
族
で
山
に
入
る
時
の
弁
当
が
楽
し
み
だ
っ
た
り
と
い
っ
た
話
が

聞
か
れ
る
。

最
後
に
、
餅
と
粽
、
つ
ま
り
糯
米
を
蒸
し
て
調
整
し
た
も
の
は
、
行
事
の

時
に
食
べ
る
祝
祭
食
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
行
事
の
祝
祭
食
の
調
整
は
、
行
事

後
の
日
常
食
の
主
食
品
を
作
る
機
会
で
も
あ
り
、
行
事
終
了
後
数
週
間
か
ら

数
か
月
間
に
わ
た
り
、
そ
れ
が
日
常
の
食
卓
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
こ
の
地
域
で
は
ハ
レ
と
ケ
と
い
っ
た
二
分
法
で
は
、
食
の
民
俗
を
仕
分

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
前
期
の
高
野
山
周
辺
地
域
で
は
粥
と
飯
と
餅
・
粽
が
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
役
割
を
持
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
、
食
の
リ
ズ
ム
を
形
作
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
た
主
食
品
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
時

代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。上
記
の
基
盤
の
う
え
に
白
米
の
米
飯
、

パ
ン
、
麺
類
、
そ
し
て
現
代
的
な
白
米
の
み
の
茶
粥
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い

る
の
が
、
現
代
の
主
食
品
の
様
相
で
あ
ろ
う
。

日
常
的
な
食
の
実
践
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
あ
た
り
ま
え
す
ぎ
て
語
り
得
ぬ

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
時
点
で
言
説
に
絡
め
と
ら
れ
る

よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
食
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
集

積
、
そ
し
て
そ
こ
に
含
ま
れ
る
地
域
の
く
ら
し
の
展
開
の
分
析
か
ら
描
か
れ

る
く
ら
し
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
民
俗
学
に
し
か
描
け
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
民
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俗
学
が
、
地
球
時
代
の
食
事
文
化
の
展
開
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
役
割
を
果
た

し
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
個
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
戦
略
的
な
固
執

か
ら
記
述
を
立
ち
上
げ
る
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
食
の

比
較
文
化
研
究
で
知
ら
れ
る
石
毛
直
道
は
、
食
の
研
究
の
ひ
と
つ
の
課
題
と

し
て
「
個
人
や
家
庭
に
た
ち
も
ど
っ
た
基
礎
的
研
究）

21
（

」
が
必
要
と
指
摘
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な
記
述
に
基
礎
を
置
い
た
地
域
研
究
は
、
民
俗
学

の
食
の
研
究
の
ひ
と
つ
の
方
向
性
と
し
て
意
識
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

註（
1
）　

中
村
羊
一
郎　
「
食
べ
る
お
茶
」　

芳
賀
登
・
石
川
寛
子
監
修
『
全
集
日
本
の
食
文
化　

六
巻　

和
菓
子
・
茶
・
酒
』　

雄
山
閣　

一
九
九
六
、 

一
九
五
頁

（
2
）　

谷
阪
智
佳
子　
『
自
家
用
茶
の
民
俗
』　

大
河
書
房　

二
〇
〇
四
、
野
本
寛
一
の
調
査

手
法
を
受
け
継
い
だ
豊
富
な
事
例
紹
介
を
も
と
に
、
紀
伊
山
地
を
中
心
と
し
た
番
茶

の
文
化
を
、
生
業
と
食
文
化
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。

（
3
）　

中
村
洋
一
郎　
『
番
茶
の
民
俗
誌
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
四
、
茶
ど
こ
ろ
静
岡
を

基
点
と
し
た
中
村
の
茶
の
民
俗
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
西
日
本
は
お
ろ
か
東
南
ア

ジ
ア
に
も
及
ん
で
い
る
。

（
4
）　

高
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　
『
高
野
町
史　

民
俗
編
』　

高
野
町　

二
〇
一
二

（
5
）　

宮
本
馨
太
郎　
『
め
し
・
み
そ
・
は
し
・
わ
ん
』　

岩
崎
美
術
社　

一
九
七
七　

二
〜

五
頁

（
6
）　

民
俗
地
図
と
は
、
民
俗
学
の
研
究
手
段
の
一
つ
と
し
て
比
較
研
究
と
分
布
論
の
観
点

か
ら
製
作
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
定
事
象
の
所
在
を
プ
ロ
ッ
ト
し
、
そ
こ
か
ら
民

俗
の
変
遷
や
地
域
的
な
展
開
、
地
域
差
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、

一
九
六
〇
〜
七
〇
年
代
に
国
レ
ベ
ル
、
県
レ
ベ
ル
で
行
政
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

（
7
）　

柳
田
國
男　
『
食
物
と
心
臓
』　

創
元
社　

一
九
四
〇　

二
七
六
〜
二
七
七
頁
。
こ
の

分
類
を
も
と
に
戦
後
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
を
主
体
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら

れ
た
の
が
、
柳
田
國
男
編　
『
分
類
食
物
習
俗
語
彙
』　

角
川
書
店　

一
九
七
四
で
あ

る
。
も
と
も
と
昭
和
一
六
年
に
民
間
伝
承
の
会
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
全
国
的

な
食
習
調
査
の
デ
ー
タ
を
ま
と
め
て
刊
行
し
た
も
の
。

（
8
）　

宮
本
常
一
・
潮
田
鉄
雄　
『
食
生
活
の
構
造
』　

柴
田
書
店　

一
九
七
八
、
食
の
民
俗

を
ふ
た
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
比
較
研
究
す
る
と
い
う
斬
新
な
記
述
法
が
採
用
さ
れ
た
。

（
9
）　
『
日
本
の
食
生
活
全
集
』
全
五
〇
巻　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

一
九
八
三
は
、
各
県
の

「
聞
き
書　

宮
城
の
食
事
」
な
ど
の
副
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
民
俗
研
究
者
等
に

よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
一
般
に
も
読
み
や
す
い
文
体
で
、
現
在
で
も
様
々
な
郷
土
食

の
実
践
の
た
め
の
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

宮
内
貴
久　
「
存
在
感
な
き
衣
食
住
研
究
」『
日
本
民
俗
学
』
第
二
六
二
号　

日
本
民

俗
学
会　

二
〇
一
〇
、
住
に
関
わ
る
多
角
的
な
研
究
で
知
ら
れ
る
宮
内
が
動
向
号
で

衣
食
住
を
扱
っ
た
も
の
。
食
に
つ
い
て
は
、「
存
在
感
」が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
過
程
や
、

民
俗
研
究
に
お
け
る
展
望
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
11
）　

石
毛
直
道　
「
食
文
化
に
関
す
る
民
族
学
的
研
究
の
動
向
」『
季
刊
V
E
S
T
A
』
第

一
〇
号　

味
の
素
食
の
文
化
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二

（
12
）　

芳
賀
登
・
石
川
寛
子
監
修　
『
全
集
日
本
の
食
文
化
』
全
一
二
巻　

雄
山
閣　

一
九
九
八
〜
一
九
九
九
、
各
巻
の
構
成
は
、「
1
食
文
化
の
領
域
と
展
開
」「
2 

食

生
活
と
食
物
史
」「
3 

米
・
麦
・
雑
穀
・
豆
」「
4 

魚
・
野
菜
・
肉
」「
5 

油
脂
・

調
味
料
・
香
辛
料
」「
6 

和
菓
子
・
茶
・
酒
」「
7 

日
本
料
理
の
発
展
」「
8 

異
文

化
と
の
接
触
と
受
容
」「
9 

台
所
・
食
器
・
食
卓
」「
10 

日
常
の
食
」「
11 

非
常
の
食
」

「
12 

郷
土
と
行
事
の
食
」
で
あ
っ
た
。
編
者
ら
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
と
に
、
学

問
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
お
け
る
分
野
設
定
を
超
え
て
、
論
文
を
集
め
た
。

（
13
）　

石
毛
直
道
監
修　
『
講
座
食
の
文
化
』
全
七
巻　

財
団
法
人
味
の
素
食
の
文
化
セ
ン

タ
ー　

一
九
九
八
〜
一
九
九
九
、
各
巻
の
構
成
は
、「
1 

人
類
の
食
文
化
」「
2 

日

本
の
食
事
文
化
」「
3 

調
理
と
た
べ
も
の
」「
4 

家
庭
の
食
事
空
間
」「
5 

食
の
情

報
化
」「
6 

食
の
思
想
と
行
動
」「
7 

食
の
ゆ
く
え
」
と
な
っ
て
お
り
、
食
文
化
の

伝
承
と
近
現
代
に
至
る
変
容
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
普
遍
性
と
特
殊
性
、
食
の
社
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会
化
と
情
報
化
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
、
異
文
化
表
象
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

い
っ
た
、
現
代
的
な
食
の
課
題
に
つ
い
て
幅
広
く
扱
っ
て
い
る
。

（
14
）　

野
本
寛
一　
『
栃
と
餅 

│ 

食
の
民
俗
構
造
を
探
る 

│
』　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
五

（
15
）　

前
掲
註
13
、
九
頁

（
16
）　

野
本
寛
一
編　
『
食
の
民
俗
事
典
』　

柊
風
舎　

二
〇
一
一

（
17
）　

矢
野
敬
一　
『「
家
庭
の
味
」
の
戦
後
民
俗
誌
』　

青
弓
社　

二
〇
〇
七

（
18
）　

田
中
宣
一
編
著　
『
暮
ら
し
の
革
命 

│ 

戦
後
農
村
の
生
活
改
善
事
業
と
新
生
活
運
動
』　

農
山
漁
村
文
化
協
会　

二
〇
一
一

（
19
）　

千
葉
徳
爾
の
「
馬
鈴
薯
雑
考
」『
植
物
と
文
化
』
第
八
号　

八
坂
書
房　

一
九
七
三

（
20
）　

中
村
羊
一
郎
執
筆
「
茶
粥
」、
福
田
ア
ジ
オ
ほ
か
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』　

吉
川
弘

文
館　

二
〇
〇
〇

（
21
）　

田
村
眞
八
郎
・
石
毛
直
道
編　
『
食
の
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム　

国
際
化
時
代
の
食
』　

ド

メ
ス
出
版　

一
九
九
四
、二
一
二
〜
二
一
三
頁
、
本
研
究
に
お
い
て
重
要
な
示
唆
を
含

む
の
で
以
下
に
引
用
す
る
。

 

国
民
文
化
、
民
族
文
化
、
地
方
文
化
と
い
っ
た
よ
う
に
集
団
と
し
て
の
文
化
の
単

位
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
し
か
し
、
つ
き
つ
め
て
み
た
ら
、
文
化
の

保
持
単
位
は
個
人
に
帰
着
す
る
。
身
に
つ
け
た
文
化
は
個
人
ご
と
に
異
な
っ
て
い

る
。
本
来
、
個
人
差
異
を
持
つ
文
化
と
い
う
も
の
を
、
集
団
と
し
て
と
ら
え
よ
う

と
し
、
あ
る
集
団
に
共
通
し
た
公
約
数
に
よ
っ
て
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
阪

人
の
文
化
と
か
日
本
人
の
文
化
と
い
っ
た
話
が
成
立
す
る
。
食
の
文
化
に
お
い
て

も
、
個
人
が
最
小
の
保
持
単
位
と
な
る
。
個
人
の
食
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
あ

た
え
る
の
は
、
文
化
を
保
持
す
る
集
団
の
最
小
の
単
位
の
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
家

庭
の
食
で
あ
る
。（
中
略
）
と
も
す
る
と
個
人
や
家
庭
の
食
の
文
化
は
、「
嗜
好
」

と
い
う
評
価
で
か
た
づ
け
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
上
は
つ
き
つ
め
た
話
題
と
さ
れ
な

い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、食
に
お
け
る
文
化
の
形
成
過
程
を
考
察
す
る
と
き
に
は
、

個
人
や
家
庭
に
た
ち
も
ど
っ
た
基
礎
的
研
究
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。


