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■ 世界の主要料理圏

インド
料理圏

ヨーロッパ
料理圏

中国料理圏
ペルシャ・アラブ

料理圏

　

文
化
を
持
っ
た
人
間
を
他
の
動
物
と
区
別
す
る
言
い

方
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
す
。
例
え
ば「
人
間
は
言
葉

を
使
う
動
物
で
あ
る
」、
ま
た「
人
間
は
道
具
を
作
り
、

使
う
動
物
で
あ
る
」と
も
言
い
ま
す
。
私
は
こ
の
ほ
か

に
、
人
間
の
食
の
文
化
に
お
け
る
特
徴
か
ら
、
次
の
２

つ
の
言
い
方
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず「
人
間
は
料
理
を
す
る
動
物
で
あ
る
」。
も
ち
ろ

ん「
料
理
」の
定
義
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

特
に
火
を
使
っ
て
料
理
を
す
る
の
は
、
動
物
に
は
一
切

な
い
も
の
で
、非
常
に
人
間
ら
し
い
行
動
と
言
え
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は「
人
間
は
共
食
を
す
る
動
物
で
あ

る
」。
動
物
で
も
、
親
が
子
に
食
べ
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
成
長
す
る
と
自
分
で
餌
を
探
し
、
見
つ
け
た

も
の
が
食
べ
る
の
が
原
則
。
一
方
、
人
間
は
ど
の
民
族

で
も
分
か
ち
合
っ
て
食
べ
る
の
が
一
般
的
で
、
そ
の
基
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本
的
な
集
団
が
家
族
だ
と
言
え
ま
す
。
人
間
の
家
族
は

食
と
性
を
め
ぐ
っ
て
成
立
し
た
集
団
で
す
。
女
性
に
は

妊
娠
期
間
や
子
育
て
が
あ
り
、
狩
り
を
す
る
の
は
男
た

ち
の
仕
事
。
仕
留
め
た
獲
物
を
持
ち
帰
っ
て
、
そ
れ
を

家
族
に
食
べ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
分
か
ち
合
い
な
が
ら
食

べ
る
。そ
う
な
る
と
、強
い
者
が
独
り
占
め
し
な
い
よ
う

に
分
配
の
ル
ー
ル
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
後
の
食
事
作
法

の
出
発
点
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
新
石
器
時
代
か
ら
人
間
は
農
耕
と
牧
畜
に

よ
り
食
料
の
生
産
を
始
め
ま
す
。さ
ら
に
時
代
が
過
ぎ
、

食
の
視
点
か
ら
は
、
や
が
て
い
く
つ
か
の
料
理
文
明
圏

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、ペ
ル
シ
ャ
・
ア
ラ
ブ
、イ
ン
ド
、中
国
の
４
つ
で
、

他
の
地
域
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

ペ
ル
シ
ャ
・
ア
ラ
ブ
料
理
圏
は
、
西
ア
ジ
ア
、
古
代
ペ

ル
シ
ャ
に
始
ま
っ
て
、
そ
の
上
に
イ
ス
ラ
ム
の
ア
ラ
ブ

文
化
、そ
こ
に
ト
ル
コ
料
理
が
重
な
る
。イ
ン
ド
料
理
圏

は
、カ
レ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
料
理
。東
南
ア
ジ
ア

に
は
、
イ
ン
ド
料
理
が
さ
ま
ざ
ま
な
ス
パ
イ
ス
を
使
う

こ
と
な
ど
で
ま
ず
影
響
を
与
え
、
近
世
に
な
る
と
華
僑

が
進
出
し
、
中
国
料
理
圏
の
象
徴
で
あ
る
箸
を
使
う
地

域
も
広
が
り
ま
す
。　
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■ アジアの中での日本の位置

東 南 ア ジ ア
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■ 食事の構成概念図

ご 飯

食 事

炊いた米

副 食 物

ご 飯

おかず

熱量

米
55.0％

11.7
          ％

10.6
   ％

 その他
雑穀

その他

ヒエ
22.7％

タンパク質

米
38.6％

14.3％

17.3％

3.7％

その他雑穀

豆類

その他

3.9％
魚・獣類

ヒエ
22.7％

■ 『斐太後風土記』の食品の
     熱量とタンパク質

　

こ
の
と
き
、
日
本
を
取
り
巻
く
ア
ジ
ア
全
体
の
様
相

を
大
ま
か
に
捉
え
て
お
く
と
こ
う
な
り
ま
す
。ま
ず
、北

の
シ
ベ
リ
ア
は
寒
冷
で
農
業
が
で
き
な
い
。
昔
は
狩

猟
・
採
集
の
生
活
。
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
西
ア

ジ
ア
一
帯
は
乾
燥
気
候
で
砂
漠
も
多
く
、
牧
畜
が
主
で

し
た
。少
し
南
に
な
る
と
、イ
ン
ド
の
北
方
は
麦
作
と
粟

や
黍
な
ど
の
雑
穀
で
、
ベ
ン
ガ
ル
平
野
や
南
部
に
行
く

と
稲
作
地
帯
。中
国
は
東
北
や
華
北
は
雑
穀
と
麦
作
で
、

南
の
揚
子
江
流
域
な
ど
は
稲
作
。
東
南
ア
ジ
ア
も
稲
作

地
帯
。
朝
鮮
半
島
で
は
、
北
部
は
伝
統
的
に
は
雑
穀
で
、

南
部
は
稲
作
。そ
の
中
で
、日
本
は
北
海
道
以
外
は
ず
っ

と
稲
作
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
人
が
考
え
る
食
事
は
、
伝
統
的
に
ご
飯
と
お
か

ず
の
２
つ
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。ま
た
、我
々
は
食
事
の

こ
と
を「
ご
飯
」と
言
い
ま
す
が
、

炊
い
た
お
米
が
食
事
と
同
じ
意

味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
隣
の

中
国
で
は
、
華
北
の
饅
頭
や
粟

飯
も
あ
り
、
必
ず
し
も
主
食
は

米
で
は
な
い
の
で
す
が
、
食
事

は
や
は
り
主
食
の「
飯
」と
お
か

ず
の「
菜
」か
ら
な
り
、
食
事
は

「
喫
飯
」と
言
い
ま
す
。同
様
に
、

タ
イ
語
や
ジ
ャ
ワ
語
で
も
、
ご
飯
と
お
か
ず
の
両
方
が

揃
っ
て
食
事
に
な
り
、
米
の
飯
を
指
す
言
葉
が
食
事
に

あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
稲
作
民
族
に
共
通
す
る
伝
統
的

な
食
事
観
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

で
は
な
ぜ
、ご
飯
が
食
事
の
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
。私
の
大
先
輩
で
、食
物
史
を
総
合

的
に
研
究
さ
れ
た
篠
田
統
さ
ん
は
こ
う
言
い
ま
す
。タ
ン

パ
ク
質
の
元
に
な
る
必
須
ア
ミ
ノ
酸
は
人
体
で
は
合
成

で
き
な
い
の
で
、食
べ
物
と
し
て
摂
ら
な
い
と
い
け
な

い
。そ
れ
が
お
米
の
中
に
は
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
お
り
、

た
い
へ
ん
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
食
品
で
あ
る
か
ら
だ
と
。

　

篠
田
さ
ん
は
お
も
し
ろ
い
計
算
を
し
て
い
ま
す
。ビ
タ

ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
必
須
の
微
量
成
分
は
ひ
と
ま
ず

お
い
て
、も
し
人
間
が
主
食
だ
け
を
食
べ
て
生
き
よ
う
と

し
た
ら
ど
う
な
る
か
。体
重
60
キ
ロ
の
男
性
で
は
、計
算

上
は
１
日
６
・
５
合
の
ご
飯
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
タ
ン
パ
ク

質
は
補
給
で
き
る
そ
う
で
す
。極
端
な
話
で
す
が
、昔
の

お
百
姓
さ
ん
は
農
繁
期
に
一
升
飯
を
食
べ
た
と
言
わ
れ

ま
す
。一
方
、パ
ン
だ
け
で
生
き
よ
う
と
す
る
と
、１
日

６
斤
は
必
要
。こ
れ
は
胃
袋
に
収
ま
ら
な
い
。そ
こ
で
パ

ン
食
の
民
族
で
は
乳
や
肉
を
原
料
と
す
る
食
品
が
食
卓

に
置
か
れ
る
の
で
す
。結
局
、稲
作
圏
に
暮
ら
す
人
々
に

は
、米
は
文
字
通
り
主
食
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
斐
太
後
風
土
記
」は
、
明
治
２
年
か
ら
５
年
に
か
け

て
、
今
の
岐
阜
県
の
飛
騨
の
国
全
域
の
戸
数
、
人
口
、
米

の
石
高
、
作
物
量
や
魚
の
と
れ
高
な
ど
を
村
ご
と
に
細

か
く
記
録
し
た
も
の
で
す
。
明
治
と
い
っ
て
も
江
戸
か

ら
続
く
生
活
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
、
昔
、
国
立
民
族
学

博
物
館
で
私
の
同
僚
だ
っ
た
小
山
修
三
さ
ん
が
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
計
算
を
し
て
い
ま
す
。結
果
は
、飛
騨
の
国
で
生

産
さ
れ
た
食
料
か
ら
、
人
が
得
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

90
％
は
穀
物
か
ら
で
、米
が
55
・
０
％
、ヒ
エ
22
・
７
％
。
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■ 塩辛の伝統的分布

こ
れ
で
、
１
日
１
人
あ
た
り
１
５
１
５
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー

に
な
る
計
算
。
タ
ン
パ
ク
質
は
米
か
ら
た
く
さ
ん
摂
っ

て
い
て
、
他
の
雑
穀
や
豆
類
は
元
々
の
摂
取
量
が
少
な

い
。こ
こ
に
、さ
ら
に
他
国
か
ら
移
入
し
た
と
記
録
さ
れ

て
い
る
米
１
万
５
千
石
を
加
え
て
計
算
し
直
す
と
、
１

日
１
人
あ
た
り
約
１
８
５
０
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
の
摂
取
に

な
り
、当
時
と
し
て
は
ま
ず
良
好
な
水
準
。稲
作
に
不
利

な
飛
騨
の
国
で
も
こ
う
で
す
か
ら
、
日
本
人
は
や
は
り

米
食
民
族
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

よ
く
江
戸
時
代
で
は
、
税
と
し
て
米
が
と
ら
れ
る
の

で
、農
村
で
は
麦
飯
や
ヒ
エ
飯
、粟
飯
を
食
べ
て
い
た
と

言
い
ま
す
。
た
だ
し
、
雑
穀
だ
け
の
混
じ
り
っ
け
な
し

だ
っ
た
ら
、炊
い
て
も
ぽ
ろ
ぽ
ろ
。必
ず
少
量
で
も
つ
な

ぎ
と
し
て
お
米
を
入
れ
て
食
べ
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

日
本
の
食
文
化
で
他
と
大
き
く
違
う
の
は
、
伝
統
的

に
肉
を
食
べ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。し
か
し
、縄
文
時
代

の
貝
塚
や
弥
生
時
代
の
遺
構
か
ら
は
鹿
や
猪
の
骨
が
出

て
き
ま
す
。
日
本
人
が
肉
を
食
べ
な
く
な
っ
た
始
ま
り

だ
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
天
武
天
皇
が
６
７
５
年
に

牛
、馬
、猿
、鶏
、犬
の
五
種
の
肉
食
を
禁
じ
た
こ
と
で
す
。

仏
教
の
影
響
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
く
、当
時
、牛
や
馬
の
頭
数
は
少
な
く
て
貴
重
な
役

畜
で
し
た
し
、鶏
は
神
の
使
い
の
鳥
で
、古
代
の
日
本
で

は
そ
の
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
で
も
、
後
の
奈
良
時
代
に
は
仏
教
に
よ
る
鎮
護

国
家
の
考
え
が
強
ま
り
、
殺
生
禁
止
と
と
も
に
肉
食
も

少
な
く
な
り
ま
す
。平
安
時
代
も
、地
方
で
は
肉
を
食
べ

ま
し
た
が
、
京
の
都
と
か
町
の
人
は
肉
を
食
べ
ま
せ
ん

で
し
た
。神
道
で
も
肉
に
対
す
る
穢
れ
の
観
念
が
あ
り
、

肉
を
食
べ
た
人
は
伊
勢
神
宮
に
百
日
間
お
参
り
す
る
こ

と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
う
し
て
次
第
に
、日
本

の
食
生
活
か
ら
肉
は
消
え
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
で
も

「
薬
食
い
」、
病
気
直
し
と
称
し
て
健
康
な
人
が
食
べ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。や
が
て
、明
治
時
代
に
は
肉
食

も
自
由
に
な
り
、
牛
鍋
や
す
き
焼
き
が
流
行
し
た
と
言

わ
れ
ま
す
。そ
れ
で
も
、１
９
２
３
年
、大
正
時
代
の
陸

軍
糧
秣
庁
の
国
民
栄
養
調
査
の
デ
ー
タ
で
は
、
国
民
１

人
あ
た
り
１
日
の
肉
消
費
量
は
３
・
75
グ
ラ
ム
。１
カ
月

合
わ
せ
て
も
ハ
ン
バ
ー
グ
１
個
く
ら
い
の
量
で
し
た
。

　

で
は
油
っ
気
は
ど
う
し
た
の
か
。
江
戸
後
期
に
な
る

と
、江
戸
の
町
で
も
天
ぷ
ら
屋
が
で
き
ま
す
が
、露
店
の

立
ち
食
い
で
、上
等
な
食
べ
物
と
は
認
め
ら
れ
て
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。料
理
に
植
物
油
を
使
う
の
も
わ
ず
か
で
、

日
本
料
理
に
は
油
っ
気
な
し
の
伝
統
が
あ
る
。一
方
、世

界
中
で
肉
や
油
っ
気
の
あ
る
料
理
は
や
は
り
ご
ち
そ
う

で
す
。京
都
大
学
の
伏
木
亨
さ
ん
に
よ
る
と
、油
脂
は
食

べ
る
と
大
脳
の
中
に
快
感
物
質
が
出
て
、
お
い
し
く
感

じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

日
本
で
は
、肉
と
油
脂
と
い
う
世
界
の
人
々
が
好
む
も

の
を
料
理
に
採
用
し
な
か
っ
た
。魚
に
し
て
も
、沿
岸
部

の
人
を
除
く
と
毎
日
食
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。主
に

お
か
ず
は
野
菜
。そ
こ
で
、う
ま
味
を
野
菜
に
加
え
る
た

め
に
、だ
し
の
文
化
が
発
達
し
た
わ
け
で
す
。料
理
に
昆

布
や
鰹
節
が
使
わ
れ
、味
噌
、醤
油
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

う
ま
味
は
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
や
核
酸
な
ど
に
含
ま
れ
、

野
菜
に
こ
の
う
ま
味
を
付
け
て
食
べ
る
の
は
東
南
ア
ジ

ア
に
も
共
通
す
る
も
の
で
す
。

　

私
は
以
前
に
、
ア
ジ
ア
の
塩
辛
や
魚
醤
の
分
布
を
調

べ
ま
し
た
が
、
塩
辛
を
伝
統
的
に
つ
く
っ
て
い
た
地
域

は
、
伝
統
的
な
水
田
稲
作
の
地
域
と
一
致
し
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。
中
国
で
は
今
は
生
も
の
を
食
べ
な
く

な
り
、塩
辛
も
作
ら
な
く
な
り
ま
し
た
が
、昔
は
沿
岸
部

だ
け
で
な
く
内
陸
部
で
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
起
源
を
、私
は
こ
う
考
え
て
い
ま
す
。イ
ン
ド
シ

ナ
半
島
の
メ
コ
ン
川
流
域
か
ら
西
南
中
国
に
か
け
て
の
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穀醤卓越地帯

魚醤卓越地帯

■ うま味の文化圏

※点線はかつて存在していた地域を示す

■ ナレズシの伝統的分布

地
帯
で
は
、
雨
期
に
な
る
と
川
が
増
水
し
て
溢
れ
出
し

ま
す
。す
る
と
田
に
も
魚
が
入
っ
て
き
て
卵
を
産
む
。次

の
乾
期
に
水
が
引
け
て
い
く
時
に
、
た
く
さ
ん
の
雑
魚

が
捕
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
食
料
と
し
て
保
存
す
る
た
め

に
塩
漬
け
に
し
た
。
こ
う
し
て
淡
水
魚
の
塩
辛
が
ま
ず

生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。い
ず
れ
に
し
ろ
、塩
辛
は
各

地
に
広
が
り
、
い
ろ
い
ろ
な
魚
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

中
国
で
は
、紀
元
前
後
や
も
っ
と
前
の
文
献
に
、魚
醤

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。魚
の
醤
は
、実
は
塩
辛
の
仲

間
の
こ
と
。魚
に
塩
を
し
て
長
く
保
存
し
て
お
く
と
、そ

の
間
に
魚
に
含
ま
れ
た
酵
素
の
力
で
タ
ン
パ
ク
質
が
分

解
さ
れ
て
い
き
ま
す
。塩
味
の
ほ
か
に
、い
ろ
ん
な
種
類

の
ア
ミ
ノ
酸
を
含
ん
で
お
り
、
う
ま
味
の
素
に
な
る
グ

ル
タ
ミ
ン
酸
も
多
い
。
塩
辛
も
汁
を
こ
す
と
魚
醤
油
に

な
り
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、中
国
で
は
独
自
の
穀
醤
や
豆
醤
と
い
っ

た
、
味
噌
や
醤
油
の
元
祖
の
よ
う
な
も
の
も
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
中
国
で
は
、
昔
か
ら
酒
造
り
に
麹
を
使
う
こ

と
が
発
達
し
て
お
り
、
塩
辛
を
つ
く
る
と
き
に
も
麹
を

使
い
ま
し
た
。こ
れ
は
漢
の
時
代
に
既
に
あ
り
、こ
の
と

き
魚
の
代
わ
り
に
、大
豆
や
穀
物
を
炊
い
て
、そ
こ
に
塩

と
麹
を
作
用
さ
せ
て
作
っ
た
の
が
穀
醤
で
す
。
穀
醤
に

は
う
ま
味
の
も
と
に
な
る
ア
ミ
ノ
酸
類
が
含
ま
れ
、
材

料
が
保
存
で
き
る
し
、
大
量
に
つ
く
る
こ
と
も
で
き
ま

し
た
。
こ
う
し
て
中
国
で
味
噌
と
醤
油
の
祖
先
が
生
ま

れ
た
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
魚
を
原
料
に
し
て
塩
と
一
緒
に

発
酵
さ
せ
た
魚
醤
が
現
在
で
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
そ

の
ま
ま
食
べ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
野
菜
に
付
け
て
食

べ
た
り
、い
っ
し
ょ
に
煮
た
り
も
し
ま
す
。朝
鮮
半
島
で

も
キ
ム
チ
を
漬
け
る
時
に
は
大
量
に
塩
辛
を
使
い
ま
す
。

ま
た
、日
本
や
朝
鮮
半
島
は
、調
味
料
と
し
て
の
味
噌
や

醤
油
が
発
達
し
た
地
域
で
す
。い
ず
れ
に
せ
よ
、塩
辛
か

ら
発
展
し
た
と
思
わ
れ
る
発
酵
調
味
料
を
使
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
地
域
は
共
通
し
た「
う
ま
味
の
文
化
圏
」で
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

琵
琶
湖
の
鮒
ず
し
を
作
る
に
は
、
産
卵

前
の
ニ
ゴ
ロ
ブ
ナ
を
４
月
頃
に
捕
っ
て

塩
漬
け
に
し
、夏
の
土
用
に
塩
抜
き
を
し
、

炊
い
た
ご
飯
と
一
緒
に
漬
け
込
み
ま
す
。

す
る
と
ご
飯
は
乳
酸
発
酵
し
、
魚
は
崩
れ

ず
保
た
れ
ま
す
。ご
飯
は
べ
と
べ
と
な
の
で
、普
通
は
食

べ
な
い
。
こ
れ
は
ナ
レ
ズ
シ
と
い
う
保
存
食
の
一
種
で

す
。
日
本
で
は
こ
れ
を
古
い
時
代
か
ら
各
地
で
作
っ
て

い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
稲
作
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
っ
た
食
品
で
す
。

東
南
ア
ジ
ア
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
ま
す
し
、
中
国
で
も

古
い
時
代
に
は
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ナ
レ
ズ
シ
が
日
本
で
は
独
自
の
発
達
を
し
ま
す
。

ま
ず
、
室
町
時
代
に
は「
生
ナ
レ
」が
出
て
き
ま
す
。
普

通
の
ナ
レ
ズ
シ
だ
と
、
漬
け
込
ん
で
か
ら
２
〜
３
カ
月

以
上
か
か
る
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
は
半
月
と
か
１
カ
月
で

食
べ
ま
し
た
。
ご
飯
も
酸
味
は
あ
る
が
食
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
主
食
と
副
食
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
食
品
に

転
化
し
た
わ
け
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は「
早
す
し
」が
出
て
き
ま
す
。
発
酵
さ

せ
ず
に
、酢
を
ご
飯
に
入
れ
る
。す
る
と
魚
を
使
っ
た
す

し
だ
け
で
な
く
、い
な
り
ず
し
や
海
苔
巻
き
の
よ
う
な
も

の
も
出
て
き
ま
す
。そ
れ
が
も
っ
と
早
く
な
っ
て「
に
ぎ

り
ず
し
」に
な
り
、幕
末
頃
に
な
る
と
、客
の
顔
を
見
て
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■ 料理のシステム図

環 境

料 理

生 理

原料入手
狩猟･採集･栽培･養殖 etc.

A 原料処理
脱穀･製粉 etc.

E 味つけ
塩･酢 etc.

F 盛りつけ
皿･箸 etc.

食べる

C 加熱
焼く･煮る etc.

D 混合･変形
ねる･あえる etc.

B したごしらえ
切る･洗う etc.

■ 台所用品のグラフ

1 2 3 4

A

F B

E

D

C

スケール

Moni族

Megarha族

Hadzapi族

Datoga族

Iraqw族

Swahill Tonga

か
ら
酢
飯
を
握
っ
て
生
魚
を
の
せ
て
食
べ
さ
せ
た
。
か

つ
て
の
保
存
食
品
が
即
席
食
品
に
変
化
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
日
本
の
す
し
が
、70
年
代
終
わ
り
頃
か
ら
、欧
米

人
も
こ
ぞ
っ
て
食
べ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

今
で
は
世
界
各
地
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
。す
し
と
い
う
、

日
本
で
発
展
し
た
米
を
使
っ
た
食
品
は
、今
、世
界
の
土

地
の
好
み
に
合
わ
せ
て
変
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
種
が

つ
く
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

食
文
化
の
研
究
と
い
う
の
は
、
実
は
世
界
的
に
も
新

し
い
も
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
で「
食
べ
物
と
料
理
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」が
初
め

て
開
催
さ
れ
た
の
は
１
９
８
１
年
の
こ
と
で
し
た
。
当

時
、ア
ジ
ア
か
ら
の
出
席
者
は
私
一
人
。食
べ
る
こ
と
を

文
化
と
し
て
総
合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
ま

だ
世
界
的
に
も
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
食
べ
物
に
関
す
る
研
究
と
言
え
ば
、
ま

ず
食
料
生
産
に
関
わ
る
農
学
系
、
あ
る
い
は
栄
養
学
や

生
理
学
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
文
科
系
に
は「
日
本
食

物
史
」の
分
野
が
あ
り
ま
し
た
が
、歴
史
学
の
応
用
の
よ

う
な
扱
い
で
、
こ
れ
を
自
分
の
仕
事
の
本
流
と
す
る
研

究
者
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
東
ア
ジ
ア
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
歴
史

的
に
日
本
の
食
文
化
を
考
え
よ
う
と
し
た
先
達
が
、
先

に
紹
介
し
た
篠
田
統
さ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

り
が
中
尾
佐
助
さ
ん
。
有
名
な「
照
葉
樹
林
文
化
論
」な

ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
尾
さ
ん
の
世
界
の
文
化
の

流
れ
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
る
考
え
方
か
ら
は
、
私

自
身
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

京
大
の
海
外
調
査
な
ど
を
通
し
て
得
た
知
見
を
も
と

に
、私
が
１
９
６
９
年
に
最
初
の
本『
食
生
活
を
探
検
す

る
』を
書
い
た
頃
は
、食
べ
物
の
テ
ー
マ
は
文
科
系
の
学

者
に
と
っ
て
余
技
や
遊
び
と
見
ら
れ
て
い
た
時
代
で
、

石
毛
は
学
問
の
本
流
を
は
ず
れ
た
と
も
言
わ
れ
た
の
で

す
が
、中
尾
さ
ん
だ
け
は「
お
も
し
ろ
い
こ
と
始
め
た
ね
」

と
激
励
し
て
く
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
私
は
本
格
的
に
食
の
文
化
に
取
り
組
も
う

と
考
え
、
１
９
７
０
年
に「
季
刊
人
類
学
」に「
台
所
文

化
の
比
較
」と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
。現
地
で
の
住

み
込
み
調
査
の
際
、
そ
の
家
に
ど
ん
な
家
財
道
具
が
あ

り
、
そ
れ
を
現
地
語
で
ど
う
言
う
か
な
ど
が
全
部
ノ
ー

ト
に
と
っ
て
あ
る
。
そ
の
中
の
料
理
の
道
具
を
ま
ず
整

理
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。す
る
と
、そ
の
前
に
、「
料
理
」

と
は
何
か
を
自
分
な
り
に
定
義
し
て
み
る
必
要
が
出
て

き
た
わ
け
で
す
。

　

料
理
の
原
料
は「
環
境
」の
中
か
ら
取
っ
て
き
ま
す
。

一
方
、
人
間
が
食
べ
た
後
は
消
化
や
栄
養
な
ど「
生
理
」

の
問
題
。
私
は
、
そ
の
間
に
あ
る
、
食
べ
物
を
つ
く
る
一

連
の
作
業
を
広
い
意
味
で
の「
料
理
」だ
と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
の
観
点
か
ら
は
、
脱
穀
や
製
粉
も
含
ん
だ「
原
料
処

理
」も
料
理
の
一
部
に
な
り
ま
す
。「
し
た
ご
し
ら
え
」に

は
、洗
っ
た
り
切
っ
た
り
の
道
具
、「
加
熱
」に
は
、熱
を

加
え
て
処
理
を
す
る
道
具
、「
混
合
・
変
形
」に
は
、
ね
っ

た
り
あ
え
た
り
の
道
具
、
そ
し
て「
味
つ
け
」の
道
具
が

あ
り
、
最
後
に「
盛
り
つ
け
」の
道
具
が
あ
り
ま
す（
料

理
の
シ
ス
テ
ム
図
）。

　

こ
の
６
つ
の
分
類
に
当
た
る
道
具
が
１
つ
の
家
の
中

に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
を
調
べ
て
、
放
射
状
の
６
本
の
線

に
目
盛
り
を
打
ち
グ
ラ
フ
に
し
て
比
較
し
ま
し
た（
台

所
用
品
の
グ
ラ
フ
）。
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■ 15世紀世界の主食作物と乳の利用

ムギ文化 雑穀文化 コメ文化 根菜文化 乳利用

CEL

文
化
人
類
学
者
。
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
・
元
館
長
、
総
合

研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
1
9
3
7
年
千
葉
県
生
ま
れ
。
京
都

大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。
同
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
、
甲

南
大
学
文
学
部
助
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
を
経
て
、

1
9
9
7
年
同
館
館
長
。
2
0
0
3
年
か
ら
は
同
館
名
誉
教
授
。
農

学
博
士
。日
本
と
世
界
の
食
文
化
研
究
の
第
一
人
者
。著
書
は
、『
食

卓
の
文
化
誌
』、『
魚
醤
と
ナ
レ
ズ
シ
の
研
究
』、『
麺
の
文
化
史
』等

の
ほ
か
、『
石
毛
直
道
自
選
著
作
集
』（
全
11
巻
、
別
巻
）。

石
毛
直
道
（
い
し
げ
・
な
お
み
ち
）
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ア
フ
リ
カ
の
狩
猟
採
集
民
の
家
で
は
、
農
業
を
し
な

い
の
で「
原
料
処
理
」の
道
具
が
一
切
な
い
。
リ
ビ
ア
砂

漠
の
オ
ア
シ
ス
農
耕
民
で
は
、
全
体
的
に
も
っ
と
道
具

が
あ
り
、「
原
料
処
理
」の
道
具
が
多
い
。
そ
う
や
っ
て

比
べ
て
い
く
と
、
文
化
の
パ
タ
ー
ン
の
違
い
が
分
か
っ

て
き
ま
す
。

　

日
本
の
家
庭
に
は
台
所
用
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

豊
後
水
道
の
日
振
島
と
い
う
小
さ
な
島
の
漁
村
に
ひ
と

り
で
住
む
お
ば
あ
さ
ん
と
、
京
都
に
住
む
料
理
好
き
な

人
の
台
所
道
具
を
グ
ラ
フ
に
し
て
比
べ
る
と
、
道
具
の

数
は
後
者
の
方
が
何
倍
か
多
い
の
に
、
似
た
よ
う
な
形

に
な
る
。
共
通
す
る
の
は
、
現
代
の
台
所
で
は「
原
料
処

理
」の
道
具
が
な
い
こ
と
で
す
。

　

か
つ
て
の「
農
業
社
会
型
」で
は
、「
原
料
処
理
」と「
し

た
ご
し
ら
え
」、「
加
熱
」に
用
品
が
集
中
し
ま
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、現
代
の
都
市
社
会
で
は
、「
混
合
・
変
形
」、

「
加
熱
」、「
味
つ
け
」の
道
具
が
多
い
。「
盛
り
つ
け
」の

食
器
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
で
は
未
来
の
社
会
で
は
ど
う

か
。
既
成
の
食
べ
物
を
買
っ
て
く
る
こ
と
が
主
流
に
な

る
と
、「
味
つ
け
」と｢

盛
り
つ
け
」だ
け
に
移
行
す
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

食
文
化
の
研
究
は
、
台
所
と
食
卓
か
ら
人
間
の
文
化

や
人
間
行
動
の
全
般
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
立
場
の

学
問
で
す
。そ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、私
は
２
つ
の
視

点
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、食
と
い
う
の
は
、人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と

に
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。経
済
学
、政
治
学
、

哲
学
も
そ
う
。あ
る
い
は
食
は
絵
画
に
描
か
れ
、文
学
に

も
表
現
さ
れ
ま
す
。食
は
人
間
生
活
の
基
本
に
あ
る
も
の

だ
か
ら
、そ
の
研
究
の
中
心
は
学
際
的
で
、い
ろ
い
ろ
な

分
野
の
人
が
集
ま
っ
て
共
同
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
だ

と
考
え
実
行
し
て
き
ま
し
た
。ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
学
問
か

ら
食
を
考
え
る
、ま
た
、今
度
は
総
合
的
な
食
の
立
場
か

ら
個
別
の
学
問
を
見
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、私
が
、若
い
頃
か
ら
力
を
注
い
だ
の
は
、

世
界
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
で
し
た
。そ
の
た
め
に
は
、

世
界
の
こ
と
を
た
だ
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
史
と

し
て
各
地
域
の
食
文
化
の
伝
統
を
ま
ず
押
さ
え
る
こ
と

が
必
要
で
し
た
。
私
は
、
新
大
陸
と
旧
大
陸
の
交
流
が

盛
ん
に
な
る
前
の
15
世
紀
の
世
界
で
、
そ
の
見
取
り
図

を
考
え
、
一
連
の「
食
の
文
化
マ
ッ
プ
」を
つ
く
り
ま
し

た
。
ム
ギ
文
化
、
雑
穀
文
化
、
コ
メ
文
化
、
根
栽
文
化
と

い
っ
た
捉
え
方
で
世
界
を
見
る
。
そ
こ
に
は
、
家
畜
の

乳
を
利
用
す
る
ラ
イ
ン
も
あ
り
ま
す
。
中
国
の
万
里
の

長
城
は
、
実
は
こ
の
牧
畜
の
限
界
ラ
イ
ン
と
一
致
す
る

も
の
。
こ
の
よ
う
に
、
食
文
化
の
研
究
に
お
い
て
も
、
世

界
を
大
き
く
見
渡
し
た
上
で
、
個
別
の
問
題
に
取
り
組

む
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
す
。

　
「
食
文
化
」と
い
う
言
葉
は
、実
は
１
９
８
０
年
頃
ま
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。私
は
、食
品
加
工
と
食
事
行
動

を
中
心
に
し
た
文
化
の
領
域
を「
食
事
文
化
」と
名
付
け

て
い
ま
し
た
。そ
の
う
ち
、私
が
企
画
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
な
ど
で｢

食
の
文
化｣

と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ

て
い
き
、そ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
間

に｢

食
文
化
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。以
前

は
研
究
者
も
少
な
か
っ
た
分
野
で
す
が
、現
在
で
は
、こ

れ
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
人
が
か
な
り
増
え
て
き
ま
し

た
。こ
の
分
野
の
研
究
で
博
士
号
を
と
る
人
も
出
て
き
て

お
り
、私
は
大
変
う
れ
し
い
こ
と
と
感
じ
て
い
ま
す
。




