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「
火
」は
食
の
幅
を
広
げ
、

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
を

生
み
出
す
装
置
で
も
あ
る

か
つ
て
の
家
の
実
権
は
主
婦
が
握
っ
て
い
た

山
下　

日
本
に
お
け
る
「
火
」
の
文
化
に
つ
い
て
、
料
理
を
通
し
て
お
話
を
う
か
が
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

奥
村　

柴
や
薪
を
燃
や
し
て
煮
炊
き
を
し
て
い
た
頃
の
昭
和
30（
１
９
５
５
）年
代
ま
で
、

こ
と
に
囲い

炉ろ

裏り

で
煮
焚
き
や
明
か
り
、
暖
を
と
る
日
本
の
農
山
村
で
は
、「
火
」
は
家

の
中
心
で
し
た
。
夜よ

職な
べ

（
夜
す
る
縄
な
い
や
繕
い
、
粉
挽
き
な
ど
）
を
し
た
り
、
家
族

や
村
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
場
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

火
を
絶
や
す
こ
と
は
、
家
を
絶
や
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
火
の
管
理
は
主
婦

の
役
目
で
、
夜
寝
る
前
に
埋
う
ず
み

火び

に
し
て
翌
朝
に
榾ほ
だ

木ぎ

を
燃
や
し
ま
し
た
。
も
ら
い
火
を

す
る
の
は
恥
で
し
た
。家
の
中
で
囲
炉
裏
の
火
を
使
っ
て
調
理
を
す
る
人
が
、「
主
婦
権
」

を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
め
し
べ
ら
（
し
ゃ
も
じ
）
を
持
つ
人
」
の
こ
と

で
す
が
、
そ
の
権
利
の
大
き
さ
を
証
明
す
る
の
が
、
囲
炉
裏
端
に
あ
る
座
席
の
う
ち
で

水
屋
を
背
に
し
て
座
る
主
婦
の
席
で
す
。

山
下　
「
嬶か
か

座ざ

」
と
か
「
鍋な
べ

座ざ

」
と
か
、
い
わ
れ
た
も
の
で
す
ね
。

奥
村　

囲
炉
裏
を
中
心
に
生
活
し
て
い
た
当
時
は
、
主
婦
以
外
、
食
べ
物
に
は
一
切
手

を
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
主
婦
は
農
作
業
や
山
仕
事
を
し
な
が
ら
、
一

年
中
家
族
全
員
に
不
足
な
く
、
楽
し
く
食
べ
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
「
食
の
段
取
り
」
を

し
ま
し
た
。
家
族
が
一
年
間
に
食
べ
る
食
糧
の
調
達
は
家
族
で
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、

伝
承
料
理
研
究
家　

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師

奥
村 

彪
生

大
阪
ガ
ス
株
式
会
社 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員

山
下 

満
智
子

１

調
味
料
の
調
製
（
主
と
し
て
味
噌
づ
く
り
）
と
漬
物
、
食
糧
管
理
、
そ
し
て
調
理
し
た

料
理
の
分
配
権
の
す
べ
て
を
主
婦
が
握
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
一
家
の
主
人
で
あ
っ
て

も
勝
手
に
飯
は
盛
れ
ま
せ
ん
し
、
お
か
ず
も
勝
手
に
取
れ
ま
せ
ん
。
す
べ
て
主
婦
の
手

で
盛
り
分
け
た
の
で
す
。
家
族
の
生
存
、
命
は
、
主
婦
の
裁
量
に
か
か
っ
て
い
た
の
で

す
。
こ
れ
を
「
切
り
盛
り
」
と
い
い
ま
す
。

山
下　

今
の
人
は
、
現
代
の
方
が
主
婦
は
強
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　
「
女
性
が
強
く
な
っ
た
」
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
弱
く
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
昔
の
主
婦
は
、家
の
管
理
、衣
食
す
べ
て
を
受
け
持
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、

今
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
生
活
力
と
権
力
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
主
人
は
金

儲
け
の
た
め
の
労
働
に
励
み
、か
つ
家
の
中
で
は
祭
事
を
司
る
だ
け
で
し
た
。け
れ
ど
も
、

家
長
制
度
の
時
代
に
は
一
家
の
主
人
は
威
厳
が
あ
り
、
家
の
中
心
で
あ
る
囲
炉
裏
端
に

座
る
場
所
は
、土
間
か
ら
み
て
炉
の
正
面
奥
に
「
ご
ざ
（
む
し
ろ
）」
を
横
に
敷
い
た
「
横

座
」
で
し
た
。
こ
こ
は
主
人
以
外
に
誰
も
座
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

遙
か
な
る
昔
、「
火
」を
手
に
入
れ
た
人
類
は
、そ
の「
火
」を
利
用
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
文
化・文
明
を
創
っ
て
き
た
。そ
の
中
で
も
、現
代
に
至
る
長
寿
社
会

を
確
立
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た「
火
の
食
文
化
」は
、人
に
栄
養
を
与
え
る

こ
と
で
単
に
肉
体
的
な
変
化
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
な
く
、例
え
ば
、「
火
」

を
中
心
に
人
が
集
ま
る
作
用
が
新
た
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
立
さ
せ
た

り
、「
火
」を
管
理
す
る
者
が
そ
の
集
団
の
中
心
と
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、人
の

生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。食
文
化
を
通
じ
て
、そ
う
し
た

「
火
」が
人
に
対
し
て
果
た
し
て
き
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
、伝
承
料
理
研

究
家
の
奥
村
彪
生
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

対
談

囲炉裏端（日本民家集落博物館）

山
下　

主
婦
が
「
う
ん
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
何
も
決
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
今
も
引
き

継
が
れ
て
い
ま
す
が
…
（
笑
）。

奥
村　

よ
く
「
昔
は
姑
が
『
嫁
い
び
り
』
を
し
た
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、実
際
は
い
び
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
家
の
中
の
す
べ
て
の
こ
と
を
切
り
盛
り
で
き
る
よ
う
に
、
徹

底
的
に
教
え
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
か
ら
、い
び
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
だ
け
で
す
。

山
下　

家
族
の
命
を
す
べ
て
主
婦
が
握
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
に
、
覚
え
る

こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
う
し
て
鍛
え
ら
れ
て
一
人
前
に
な
っ
た
と
き
に
、
家
の
「
実
権

＝
し
ゃ
も
じ
」
を
渡
し
て
、
や
っ
と
お
姑
さ
ん
は
隠
居
で
き
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

次
の
世
代
に
権
利
を
譲
る
ま
で
、「
火
」
を
管
理
す
る
こ
と
も
重
要
な
役
割
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
年
間
絶
や
さ
な
い
。
取
り
換
え
る
の
は
大
晦
日
で
し
た
。
こ
の

切
り
換
え
は
主
人
の
役
目
で
す
。
熊
野
や
吉
野
で
は
「
世
継
の
火
」
と
よ
び
ま
し
た
。

そ
し
て
死
者
が
出
た
と
き
も
火
を
新
た
に
換
え
ま
し
た
。

山
下　

マ
ッ
チ
で
簡
単
に
火
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、「
火
」
を
消
す
こ
と

は
主
婦
に
と
っ
て
と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
生
活
文
化
と
し
て

の
埋
火
の
技
術
な
ど
、
い
つ
の
間
に
か
す
っ
か
り
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
火
」に
よ
っ
て
激
変
し
た
暮
ら
し

奥
村　

人
類
が
誕
生
し
た
当
初
は
、
加
熱
に
よ
る
調
理
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
お
そ
ら
く
山
火
事
か
何
か
に
よ
っ
て
逃
げ
遅
れ
た
動
物
た
ち
が
焼
か
れ
て
、
そ

れ
が
い
い
匂
い
を
放
っ
て
い
た
の
で
食
べ
て
み
た
ら
お
い
し
く
、
そ
れ
で
肉
を
焼
く
こ

と
を
お
ぼ
え
た
。
こ
れ
が
ク
ッ
キ
ン
グ
の
は
じ
ま
り
で
し
ょ
う
。

山
下　

も
と
も
と
は
人
も
他
の
動
物
と
同
じ
で
、
生
で
肉
や
魚
を
食
べ
て
い
た
わ
け
で

す
ね
。「
火
で
焼
く
」、
そ
れ
が
ク
ッ
キ
ン
グ
の
は
じ
ま
り
で
す
か
。

奥
村　

動
物
性
の
も
の
は
生
で
食
べ
る
と
、
腐
敗
し
か
け
て
い
た
り
、
寄
生
虫
が
い
た

り
し
て
危
険
が
伴
い
ま
す
し
、
消
化
不
良
も
起
こ
し
ま
す
。
し
か
し
、「
火
」
を
通
す

こ
と
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
キ
ュ
イ
ジ
ー
ヌ
は
そ
の
作
業
を
表
し
て
い
る
）
で
、
た
ん
ぱ
く

質
が
変
成
し
て
生
よ
り
う
ま
く
な
り
、
か
つ
消
化
も
よ
く
な
り
ま
す
。
肉
の
熟
成
な
ら

び
に
レ
ア
や
ミ
デ
ィ
ア
ム
の
う
ま
さ
を
知
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
火
」の
発
見
は
ク
ッ

キ
ン
グ
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
か
つ
衛
生
的
に
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
と
共
に
、

今
に
い
た
る
長
寿
社
会
の
は
じ
ま
り
に
も
な
っ
た
わ
け
で
す
。

山
下　

今
の
長
寿
社
会
は
、
大
昔
に
「
火
」
を
使
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
歩
が
は
じ

ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
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は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
に
ク
ッ
キ
ン
グ
を
し
な
い
で
安
全
に
お
い
し
く
食
べ
る
か
を
工

夫
し
、
美
し
く
切
っ
て
、
美
し
く
器
に
盛
っ
て
食
べ
ま
し
た
。
そ
れ
を
「
料
理
」
と
よ

ん
だ
。
つ
ま
り
、ク
ッ
キ
ン
グ
と
料
理
は
違
う
わ
け
で
す
。
日
本
の
料
理
の
「
料
」
は
、

米
に
斗
（
升
）
と
書
き
ま
す
か
ら
、
材
料
を
正
確
に
計
る
。「
理
」
は
、
包
丁
を
使
っ

て
き
れ
い
に
切
っ
て
並
べ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
漢
方
薬
、
薬
剤
を
合
わ
せ
る
と
き
の

言
葉
な
の
で
す
。
こ
の
言
葉
が
奈
良
時
代
に
日
本
に
伝
わ
り
、
意
味
が
変
わ
っ
た
の
で

す
。
平
城
京
跡
か
ら
出
土
し
た
木も
っ

簡か
ん

（
小
さ
な
板
に
書
か
れ
た
記
録
）
に
「
美
う
ま
し

物も
の

料
り
ょ
う

理り

」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
生
で
食
べ
る
た
め
に
鮮
度
と
旬
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

牛
や
豚
の
肉
、
猪し

鹿し

も
「
割
あ
ら
た

レ
し
き
を

鮮つ
く
る（
現
在
の
刺
身
）」
に
し
て
い
ま
す
。
飛
鳥
古
京
藤

原
京
跡
の
ト
イ
レ
跡
か
ら
牛
、
豚
に
寄
生
す
る
寄
生
虫
の
卵
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

山
下　

し
か
し
、
中
国
で
は
生
で
食
べ
な
い
。
中
国
の
言
葉
を
日
本
独
特
の
食
の
形
と

し
て
改
め
て
い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

日
本
は
海
に
囲
ま
れ
、そ
の
う
え
４
つ
の
海
流
に
包
ま
れ
て
い
る
海
の
国
で
す
。

さ
ら
に
は
四
季
の
め
り
は
り
が
明
瞭
で
、
地
着
き
や
回
遊
す
る
魚
介
の
種
類
は
豊
富
で

す
。
こ
れ
を
た
ん
ぱ
く
質
源
に
し
て
き
ま
し
た
。
旬
の
魚
は
脂
が
よ
く
の
っ
て
い
ま
す
。

中
国
で
は
宋
代
ま
で
膾な
ま
すの
文
化
が
あ
り
ま
し
た
が
、北
方
民
族
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

て
生
食
文
化
は
消
え
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
人
は
、
基
本
的
に
欧
米
と
違
っ
て
脂
を
好

ま
な
く
な
っ
た
民
族
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
上
流
階
級
が
常
食
に
し
た
米
、
温
帯
ジ
ャ

ポ
ニ
カ
は
味
と
う
ま
み
が
強
く
、
そ
の
炊
き
方
は
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
湯ゆ

取と
り

法
と
異

な
り
炊た
き

干ぼ
し

法
で
す
か
ら
、
味
が
濃
厚
に
な
り
ま
す
。
油
脂
が
な
く
て
も
う
ま
み
の
効
い

た
お
か
ず
が
付
け
ば
、
よ
り
う
ま
く
、
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
生
で
食
べ

る
の
が
無
理
と
判
断
す
る
と
、
次
は
焼
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
焼
く
技
術
の
中
で

一
番
発
達
し
た
の
が
、
脂
が
の
り
き
っ
た
旬
の
魚
の
塩
焼
き
だ
っ
た
の
は
、
当
然
と
い

え
ま
す
。
塩
焼
が
無
理
な
場
合
は
、
み
そ
焼
（
魚ぎ
ょ

田で
ん

）
や
み
そ
漬
焼
、
き
じ
（
醤
油
漬
）

焼
、
照
り
焼
な
ど
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
鮮
度
が
劣
化
し
て
焼
き
物
に
無
理
な
ら
煮
物

と
、
魚
の
鮮
度
に
よ
っ
て
調
理
法
を
変
え
ま
し
た
。
面
白
い
の
は
、
日
本
の
肉
の
食
べ

方
は
魚
の
食
べ
方
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
代
表
が
、
江
戸
後
期
に
あ
っ
た
魚

の
鋤す

き

焼
や
浅
鍋
焼
、
鴨
の
鍋
焼
で
、
明
治
維
新
で
牛
肉
の
す
き
焼
や
牛
鍋
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
昭
和
戦
後
生
ま
れ
の
肉
の
鉄
板
焼
も
、
魚
の
鋤
焼
が
ル
ー
ツ
で
す
。
ハ
マ
チ
の

切
り
身
を
、
胡
麻
油
を
敷
い
た
農
耕
具
を
モ
デ
ル
に
し
た
鋤
鍋
（
ま
た
は
浅
鍋
）
で
焼

い
て
柚ゆ

子ず

醤
油
で
食
べ
て
い
ま
す
し
、鯨
だ
と
溜た
ま
り醤
油
に
漬
け
て
鍬く
わ

で
焼
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魚
の
食
べ
方
は
肉
の
食
べ
方
で
す
。
ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
て

き
た
か
に
よ
っ
て
違
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
金
曜
日
に
魚
を
食
べ
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
が
、
そ
の
場
合
で
も
肉
の
調
理
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

ク
ネ
ル
と
い
う
魚
の
団
子
の
よ
う
な
も
の
の
入
っ
た
ス
ー
プ
な
ど
で
す
ね
。と
っ

て
も
興
味
深
い
お
話
で
す
。

炒
め
物
や
揚
げ
物
が
日
常
的
に
な
る
の
は
近
代

山
下　

煮
物
が
一
般
的
に
な
っ
て
、
次
は
炒
め
物
や
揚
げ
物
が
一
般
家
庭
で
も
お
こ
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

奥
村　

揚
げ
物
を
食
べ
る
、天
ぷ
ら
を
食
べ
る
と
い
う
文
化
が
、庶
民
の
食
文
化
、フ
ァ

ス
ト
フ
ー
ズ
と
し
て
江
戸
で
発
達
し
た
の
は
江
戸
後
期
で
す
が
、
や
は
り
「
ハ
レ
」
的

な
要
素
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
油
の
料
理
を
あ
ま
り
食
べ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

民
族
の
習
慣
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
江
戸
の
て
ん
ぷ
ら
は
大
阪
で
生
ま
れ
た
付つ
け

揚あ
げ

（
小

麦
粉
の
衣
を
付
け
て
揚
げ
る
）
が
伝
わ
り
、
江
戸
前
の
小
海
老
や
小
魚
類
を
用
い
、
野

菜
揚（
の
ち
に
精
し
ょ
う

進じ
ん

揚あ
げ

と
い
う
）は
宇
治
や
長
崎
の
普ふ

茶ち
ゃ

料
理
が
ル
ー
ツ
で
す
。
そ
し
て
、

炒
め
物
や
揚
げ
物
が
家
庭
料
理
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
大
正
時
代
で
、
ガ
ス
と
フ
ラ

イ
パ
ン
の
普
及
に
よ
り
ま
す
が
、
ご
く
日
常
的
に
な
る
の
は
時
代
が
か
な
り
飛
ん
で
近

年
で
す
。
台
所
に
換
気
扇
が
付
い
て
、
光
り
輝
く
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
流
し
と
の
レ
ン
ジ

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
や
っ
と
ど
こ
の
家
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
私
の

奥
村　

ク
ッ
キ
ン
グ
の
た
め
に
「
火
」
を
持
っ
て
帰
っ
て
、
そ
れ
を
洞
窟
の
中
で
柴
や

薪
に
移
し
て
「
火
種
」
と
し
、
一
年
間
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
管
理
し
た
。「
火
」
は
、

そ
の
他
に
も
外
敵
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。

山
下　

勇
気
の
あ
る
人
類
の
祖
先
が
洞
窟
の
中
に
「
火
」
を
持
ち
帰
っ
た
後
、「
火
」

に
よ
っ
て
料
理
を
す
る
こ
と
を
覚
え
た
だ
け
で
な
く
、
安
心
や
安
全
を
手
に
入
れ
た
。

つ
ま
り
、
火
に
よ
っ
て
人
の
暮
ら
し
は
劇
的
に
変
化
し
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

青
森
市
に
あ
る
５
０
０
０
年
前
の
三さ
ん

内な
い

丸ま
る

山や
ま

遺
跡（
※
）を
見
て
き
ま
し
た
が
、
縄
文

時
代
に
は
集
会
場
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
建
物
の
中
央
に
火ほ

床ど

が
あ
り
、
そ
こ
に
み

ん
な
が
集
ま
っ
て
村
の
会
議
を
し
た
り
、
夜
な
べ
仕
事
を
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
と
き
に
は
土
器
で
肉
や
魚
、山
菜
な
ど
を
煮
て
食
べ
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
下　
「
火
」
を
中
心
と
し
て
人
が
集
ま
り
、
集
落
も
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

も
う
ひ
と
つ
の
「
火
」
の
重
要
な
役
割
は
「
明
か
り
」
で
す
。
ま
た
、
寒
い
季

節
は
暖
も
と
り
ま
し
た
。
夜
に
な
る
と
人
々
は
「
火
」
の
周
り
に
座
り
、
お
し
ゃ
べ
り

を
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
作
業
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
こ
こ
が
ま
た
、
団
ら
ん
の
場

に
も
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

山
下　

囲
炉
裏
や
炬こ

燵た
つ

な
ど
に
集
ま
る
と
、お
互
い
の
顔
が
見
え
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
も
は
か
れ
ま
す
。
テ
レ
ビ
だ
と
視
線
が
外
に
向
か
い
、
お
互
い
の
顔
を
見
な
い
。

奥
村　

で
す
か
ら
、
か
ま
ど
の
社
会
よ
り
も
囲
炉
裏
の
社
会
の
方
が
、
和
を
と
る
装
置

と
し
て
は
い
い
。
私
の
家
に
は
今
で
も
囲
炉
裏
が
あ
り
ま
す
が
、
外
国
人
が
来
る
と
囲

炉
裏
端
の
取
り
合
い
に
な
り
ま
す
。
花
見
の
と
き
な
ど
は
、
日
本
人
で
も
取
り
合
い
に

な
る
。
炭
火
で
な
く
榾
木
だ
と
人
の
顔
は
赤
く
ほ
て
り
ま
す
。
日
本
の
民
俗
学
の
草
分

け
で
あ
る
柳
田
國
男
氏
は
白
く
な
る
と
言
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
面
白
い
」
と
い
う

言
葉
が
生
ま
れ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。

山
下　

確
か
に
、
囲
炉
裏
を
み
ん
な
で
囲
ん
で
「
火
」
を
見
て
い
る
だ
け
で
落
ち
着
く

し
、
何
か
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

奥
村　

そ
し
て
縄
文
土
器
が
で
き
て
く
る
と
、
今
度
は
煮
炊
き
の
文
化
に
な
り
ま
す
。

山
下　

当
時
は
ど
の
よ
う
に
し
て
煮
炊
き
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

奥
村　

縄
文
土
器
を
火
床
に
立
て
、
そ
の
周
り
で
柴
や
薪
を
燃
や
す
の
で
す
。
土
器
に

水
を
入
れ
、
海
辺
だ
っ
た
ら
貝
や
魚
を
入
れ
た
り
、
山
だ
っ
た
ら
狩
り
で
獲
っ
て
き
た

獣
肉
を
入
れ
た
り
し
た
。
滋
賀
県
琵
琶
湖
の
粟
津
湖
底
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
猪
の

骨
は
、
あ
る
一
定
の
長
さ
に
切
ら
れ
て
お
り
、
骨
の
髄
ま
で
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
。

お
そ
ら
く
山
菜
類
も
、香
り
の
い
い
も
の
を
入
れ
た
で
し
ょ
う
。
木
製
の
大
き
な
ス
プ
ー

ン
状
の
し
ゃ
も
じ
も
、
ど
こ
か
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
し
、
ひ
ょ
う
た
ん
の
種

実
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で
も
し
ゃ
も
じ
（
杓し

ゃ
く子し

）
は
つ
く
れ
ま
す
。
縄

文
中
期
に
は
、
こ
れ
ら
で
土
器
の
中
の
料
理
と
汁
を
す
く
い
と
り
、
ま
わ
し
な
が
ら
食

べ
た
よ
う
で
す
。
食
べ
物
を
ま
わ
し
な
が
ら
食
べ
る
文
化
の
は
じ
ま
り
で
す
。

山
下　

そ
こ
に
い
る
人
た
ち
が
、
食
物
を
ま
わ
し
て
食
べ
る
こ
と
、
つ
ま
り
食
を
共
有

す
る
こ
と
で
、
お
互
い
に
親
近
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

私
は
、
茶
事
で
濃
茶
を
ま
わ
し
飲
む
習
慣
の
原
点
は
、
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
も
「
巡め

ぐ

る
盃
」
の
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

欧
米
と
日
本
の
食
文
化
の
違
い

奥
村　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
食
文
化
は
、
成
り
立
ち
が
違
い
ま
す
。
シ
チ
ュ
ー
イ
ン

グ
は
、
日
本
で
い
え
ば
「
一
つ
鍋
」
で
煮
る
文
化
の
こ
と
で
す
。
日
本
の
場
合
は
、
囲

炉
裏
で
も
、
七
輪
で
も
、
か
ま
ど
で
も
、
焼
く
も
の
は
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
形
式
で
す
。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
は
密
閉
式
で
、
そ
れ
が
オ
ー
ブ
ン
に
な
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、グ
リ
ル
と
い
う
オ
ー
プ
ン
形
式
も
あ
り
ま
す
が
。
日
本
で
も
縄
文
中
後
期
に
は
、

石
を
敷
い
て
火
床
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
木
を
焚
い
て
石
を
熱
し
、
大
き
な
木
の
葉
を
重

ね
て
肉
や
魚
を
包
み
、
そ
の
石
の
上
に
置
き
、
熱
灰
を
か
け
て
焼
く
こ
と
も
し
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
熱
し
た
平
た
い
石
に
肉
を
の
せ
て
焼
い
た
痕
跡
の
あ
る
石
も
出
土
し
て

い
ま
す
。
前
者
は
、奈
良
・
平
安
時
代
は
蓮
の
黄き

葉ば

を
乾
燥
さ
せ
て
包
ん
で
焼
い
て
お
り
、

包
み
焼
（
ほ
う

）
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
後
者
は
、
現
在
の
石
焼
、
鉄
板
焼
の
ル
ー
ツ
で
す
。

山
下　

長
い
間
、
囲
炉
裏
や
七
輪
で
お
湯
を
沸
か
し
た
り
魚
を
焼
い

た
り
し
て
い
た
の
が
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
に
代
わ
っ
た
。
日
本
で
は
現
代

も
オ
ー
ブ
ン
料
理
が
あ
ま
り
普
及
し
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
密
閉
式
に

馴
染
み
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

奥
村　

欧
米
は
肉
食
文
化
圏
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
チ
キ
ン
を
焼
い

て
も
オ
ー
ブ
ン
で
焼
く
方
が
、
身
が
ふ
っ
く
ら
と
し
て
ジ
ュ
ー
シ
ー

で
、
火
の
ま
わ
り
も
良
く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
文
化
は
、

伝
統
的
に
は
「
魚
食
の
調
理
文
化
」
な
わ
け
で
す
。

山
下　

魚
は
肉
に
比
べ
て
身
が
柔
ら
か
く
て
、
水
分
を
抜
い
た
方
が

お
い
し
く
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
魚
は
生
を
好
ん
で
食
べ
ま

す
ね
。

奥
村　

生
で
食
べ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
手
を
抜
い
て
い
る
わ
け
で

（※）青森県にある日本最大級の縄文集落
跡。発掘調査によって当時の自然環境や生
活、ムラの様子などの解明が進められている。 

囲炉裏
（日本民家集落博物館）
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ピ
カ
光
り
輝
く
ス
テ
ン
レ
ス
の
調
理
台
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
炒

め
物
や
揚
げ
物
が
多
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

山
下　

換
気
扇
が
な
い
台
所
で
炒
め
物
や
揚
げ
物
を
す
る
の
は
大
変
で
す
も
の
ね
。

奥
村　

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、
都
市
ガ
ス
が
行
き
渡
っ
た
こ
と
。
そ
れ
に
加
え
て
、

田
舎
で
も
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
普
及
し
、
都
会
と
同
じ
よ
う
な
料
理
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。

山
下　

全
国
の
ど
こ
で
も
ガ
ス
の
「
火
」
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
炒

め
物
や
揚
げ
物
を
一
般
的
な
家
庭
料
理
に
し
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

現
在
で
は
多
く
の
家
庭
は
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
で
す
し
、
若
い
お
母
さ
ん
は
昔

の
お
母
さ
ん
に
比
べ
て
あ
ま
り
料
理
は
で
き
ま
せ
ん
。
伝
統
的
な
煮
物
や
和
え
物
は
苦

手
で
、
ち
ゃ
っ
ち
ゃ
っ
と
炒
め
た
り
、
ソ
ー
ス
を
か
け
て
食
べ
る
サ
ラ
ダ
が
中
心
で
す
。

揚
げ
物
を
す
る
と
油
の
後
始
末
も
手
間
で
キ
ッ
チ
ン
が
油
で
汚
れ
る
た
め
に
、
揚
げ
物

は
デ
パ
地
下
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
若
い
主
婦
の
方
々
の

集
い
で
聞
い
た
話
で
す
が
、
出
勤
前
の
ご
主
人
に
「
今
夜
の
お
か
ず
何
に
す
る
？
」
と

聞
い
て
、「
デ
ラ
ッ
ク
ス
」
と
答
え
が
返
る
と
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
ト
ン
カ
ツ

を
買
う
の
だ
そ
う
で
す
。

人
の
暮
ら
し
を
支
え
る「
食
」

奥
村　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
料
理
番
組
、「
今
日
の
料
理
」
の
力
が
大

き
か
っ
た
で
す
。

山
下　

確
か
に
、
日
本
の
家
庭
料
理
を
今
の
よ
う
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
も
の
に
し

た
の
は
、
テ
レ
ビ
の
力
、
特
に
「
今
日
の
料
理
」
の
力
は
大
き
い
で
す
ね
。

奥
村　
「
今
日
の
料
理
」
に
出
演
し
て
い
た
初
期
の
料
理
研
究
家
が
、
和
食
よ
り
西
洋

や
中
国
の
家
庭
料
理
を
重
要
視
し
ま
し
た
。
最
初
の
放
映
は
西
洋
料
理
で
し
た
。
中
国

風
の
炒
め
物
や
揚
げ
物
、
ハ
ン
バ
ー
グ
ス
テ
ー
キ
や
パ
ス
タ
料
理
な
ど
、
和
洋
中
の
料

理
が
融
合
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
今
の
日
本
の
長
寿
社
会

を
つ
く
る
基
本
に
な
り
ま
し
た
。
昔
の
伝
統
料
理
だ
け
で
す
と
、
塩
分
摂
り
す
ぎ
、
油

脂
欠
乏
、
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
と
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
で
す
が
、
日
本
経
済
が
良
く
な
っ

て
い
く
に
と
も
な
っ
て
、
魚
や
野
菜
以
外
に
肉
類
も
食
べ
、
牛
乳
も
飲
み
、
乳
製
品
も

食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
炒
め
物
や
揚
げ
物
な
ど
が
旧
来
の
日
本
の
家
庭
料
理
に
加

わ
っ
た
こ
と
で
、現
在
の
長
寿
社
会
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
を「
和

食
の
近
代
化
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
は
食
べ
過
ぎ
、
飲
み
過
ぎ
、
運
動

不
足
、
肉
食
と
油
脂
に
偏
り
、
生
活
習
慣
病
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

山
下　

今
の
60
代
か
ら
70
代
の
方
は
、
戦
後
暮
ら
し
が
落
ち
着
く
と
と
も
に
、
料
理
を

習
い
、
家
族
に
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
に
と
て
も
熱
心
で
し
た
。
料
理

が
お
好
き
で
、習
わ
れ
る
こ
と
に
も
熱
心
で
し
た
。
そ
れ
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
か
ら
、

日
本
の
長
寿
命
化
が
実
現
し
た
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
20
代
、
30
代
の
方
た

ち
の
料
理
に
対
す
る
姿
勢
は
、
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

奥
村　

自
ら
の
身
体
を
使
っ
て
も
の
づ
く
り
を
し
た
り
、
料
理
を
し
た
り
す
る
こ
と
を

面
倒
く
さ
く
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。お
金
を
出
せ
ば
何
で
も
手
に
入
る
時
代
に
な
っ

て
、
つ
く
っ
て
食
べ
る
楽
し
さ
よ
り
も
、
時
間
と
物
を
金
で
買
う
方
を
選
ん
で
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
分
、
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
で
す
。

山
下　

で
も
、
大
阪
ガ
ス
で
土
鍋
ご
飯
を
提
案
し
て
好
評
を
得
ま
し
た
。
土
鍋
が
と
て

も
オ
シ
ャ
レ
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
自
分
で
何
分
た
っ
た
ら
火
を
弱
め
る

と
い
う
の
が
意
外
に
新
鮮
だ
っ
た
み
た
い
で
、
土
鍋
の
ご
飯
づ
く
り
が
す
ご
く
流
行
っ

て
い
ま
す
。「
火
」
で
包
み
焼
く
、
そ
の
お
い
し
さ
が
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

お
こ
げ
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
く
っ
た
り
す
る
楽
し
み
も
受
け
て
い
ま
す
。

奥
村　

昔
の
縄
文
、
弥
生
へ
回
帰
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
現
代
生
活
で
の

「
火
」
の
発
見
の
せ
い
だ
と
思
い
ま
す
。
炎
に
見
ら
れ
る
「
ゆ
ら
ぎ
」
と
い
う
も
の
に
、

家
は
南
紀
の
半
農
半
漁
の
小
村
で
す
が
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年
ま
で
薪
で
煮
炊
き

し
て
い
ま
し
た
が
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
に
な
っ
て
か
ら
冷
飯
は
蒸
す
か
ら
炒
飯
に
変
わ
り
、

炒
め
物
や
揚
げ
物
も
母
は
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
茶
碗
蒸
し
も
手
軽
に
つ
く
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
熱
源
の
変
化
で
調
理
法
が
広
が
り
、
そ
れ
だ
け
料
理
を
つ
く

り
、
食
べ
る
こ
と
の
楽
し
さ
が
増
え
た
の
で
す
。

山
下　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
長
い
間
、
日
本
で
は
焼
い
た
り
焚
（
炊
）
い
た
り
す
る

の
が
や
は
り
主
流
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

か
ま
ど
で
薪
を
く
べ
て
炊
い
た
ご
飯
は
、
今
で
も
お
い
し
い
。
あ
れ
は
結
局
、

釜
を
炎
が
包
ん
で
い
る
か
ら
お
い
し
く
炊
け
る
わ
け
で
、
羽
釜
の
つ
ば
の
と
こ
ろ
ま
で

炎
が
グ
ル
っ
と
包
む
。
熱
効
率
が
い
い
わ
け
で
す
。
昔
か
ら
い
う
よ
う
に
、ま
さ
に「
は

じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
、
中
パ
ッ
パ
、
赤
子
泣
い
て
も
蓋
と
る
な
、
三
歩
さ
が
っ
て
猿
眠

り
」
…
あ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
失
念
し
ま
し
た
。

山
下　

最
後
の
「
三
歩
さ
が
っ
て
猿
眠
り
」
と
い
う
言
葉
は
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。

奥
村　

皆
さ
ん
省
い
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
「
は
じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
」
な
の
か
と
い

う
と
、
柴
を
焚
き
付
け
た
と
き
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
燃
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
薪
に

移
っ
た
ら
ボ
ー
ッ
と
燃
え
上
が
る
。
だ
か
ら
「
中
パ
ッ
パ
」。
と
同
時
に
、
米
に
仕
掛

け
た
水
が
勢
い
よ
く
沸
騰
し
て
、
米
が
対
流
に
の
っ
て
舞
う
。
湯
気
が
一
気
に
蓋
の
隙

間
か
ら
、
お
ね
ば
と
共
に
吹
き
上
げ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
少
し
火
を
落
と
し
（
中
火
）、

お
ね
ば
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
（
赤
子
泣
い
て
も
蓋
取
る
な
）
し
て
蒸
気
圧
を
高
め
ま

す
。
し
ば
ら
く
（
5
〜
6
分
）
焚
い
て
、
さ
ら
に
薪
を
引
き
、
残
っ
た
お
き
火
（
弱
火
）

で
10
分
ほ
ど
お
く
。
さ
ら
に
こ
の
お
き
火
も
か
き
取
り
、
か
ま
ど
の
余
熱
で
10
分
ほ
ど

蒸
ら
す（
煎
る
）。
こ
う
す
る
と
、
で
き
上
が
っ
た
ご
飯
粒
が
立
ち
、
蟹
の
穴
が
で
き
、

上
等
の
じ
ゅ
う
た
ん
の
ご
と
く
フ
ン
ワ
リ
し
た
ご
飯
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
ほ
ん

の
り
薄
黄
茶
の
お
焦
げ
が
ロ
ー
ス
ト
臭
を
出
し
、
飯
の
香
を
高
め
る
の
で
す
。
こ
の
最

後
の
蒸
し
の
工
程
が
重
要
な
の
で
す
が
、
火
の
加
減
を
し
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
い
ね

む
り
で
も
し
て
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
三
歩
さ
が
っ
て
猿
眠
り
」
と
い

う
こ
と
で
、
そ
の
く
ら
い
の
時
間
で
ち
ょ
う
ど
い
い
蒸
ら
し
が
入
る
。
こ
れ
ら
を
ち
ゃ

ん
と
計
算
し
て
で
き
た
の
が
自
動
ガ
ス
炊
飯
器
で
す
。
ご
飯
は
、
や
は
り
自
動
ガ
ス
炊

飯
器
で
炊
い
た
方
が
お
い
し
い
で
す
ね
。

山
下　

ガ
ス
炊
飯
器
に
は
、先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
は
じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
、中
パ
ッ

パ
、
赤
子
泣
い
て
も
蓋
と
る
な
、
三
歩
さ
が
っ
て
猿
眠
り
」
と
い
う
炊
飯
の
原
理
が
そ

の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

奥
村　

江
戸
時
代
の
技
術
が
形
を
変
え
て
、
今
で
も
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
水
加
減

も
、
江
戸
初
期
の
本ほ

ん

草ぞ
う

学
者
で
か
つ
食
養
家
で
あ
っ
た
貝か
い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

は
、
水
は
白
米
の
２

割
増
し
で
と
言
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

と
こ
ろ
で
、
揚
げ
物
や
炒
め
物
は
、
一
定
の
熱
量
が
必
要
で
す
か
ら
、
ガ
ス
コ

ン
ロ
が
一
般
的
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、家
庭
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

大
正
に
入
り
ま
す
と
、
大
都
市
で
ガ
ス
が
家
庭
の
中
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
の

で
、
炒
め
物
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

山
下　

フ
ラ
イ
パ
ン
も
大
正
時
代
以
降
に
普
及
し
ま
し
た
。
ガ
ス
コ
ン
ロ
と
フ
ラ
イ
パ

ン
が
日
本
の
家
庭
料
理
を
大
き
く
変
え
た
と
い
わ
れ
ま
す
ね
。

奥
村　

そ
う
で
す
。
ポ
テ
ト
コ
ロ
ッ
ケ
や
カ
ツ
、
フ
ラ
イ
が
、
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
頃
ち
ょ
う
ど
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
生
産
量
が
急
速
に
増
え
た
こ
と
に
も

よ
り
ま
す
。
ト
ン
カ
ツ
は
明
治
生
ま
れ
で
す
が
、
メ
ン
チ
カ
ツ
の
方
が
家
庭
で
よ
く
つ

く
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
材
料
が
安
く
つ
い
た
か
ら
で
す
。
大
正
時
代
に
な
る
と
、
中
国

の
大
衆
的
な
家
庭
料
理
が
日
本
で
紹
介
さ
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
普
茶
料
理
や
卓し

っ

袱ぽ
く

料

理
な
ど
の
中
国
料
理
と
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
の
、本
当
に
庶
民
的
な
家
庭
料
理
で
す
。

私
は
、
そ
れ
を
全
部
再
現
し
て
神
戸
で
展
示
会
を
し
、
大
阪
ガ
ス
の
ご
支
援
を
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
現
在
家
庭
で
つ
く
っ
て
い
る
中
国
料
理
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ

し
て
戦
後
、
日
本
の
家
庭
、
主
に
都
市
で
、
炒
め
物
が
家
庭
料
理
の
中
で
焼
き
物
と
か

煮
物
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
く
の
が
、
昭
和
33
（
１
９
５
８
）
年
頃
、
換
気
扇
と
ピ
カ

かまどと羽釜（日本民家集落博物館）
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心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
楽
し
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
デ
ジ
タ
ル
で
は
な
く
ア
ナ

ロ
グ
の
世
界
の
面
白
さ
を
見
つ
け
た
の
で
す
。

山
下　

五
感
を
刺
激
す
る
。
そ
し
て
、
心
打
つ
よ
う
で
す
ね
。
土
鍋
の
前
で
火
を
見
な

が
ら
待
っ
て
い
て
、
噴
き
は
じ
め
た
ら
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
火
加
減
を
弱
火
に
す
る
。
今
ま

で
は
す
べ
て
炊
飯
器
ま
か
せ
か
、
冷
凍
ご
飯
を
「
チ
ン
」
し
て
い
た
方
が
、
ご
飯
を
炊

く
手
間
と
時
間
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
。

奥
村　

そ
れ
は
、
お
金
で
買
え
な
い
も
の
で
す
。
き
っ
と
精
神
的
な
快
楽
を
、
炎
を
見

な
が
ら
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
炎
の
持
つ
癒
し
効
果
で
す
。

山
下　

そ
れ
で「
土
鍋
で
ご
飯
を
炊
く
の
が
楽
し
か
っ
た
の
で
、今
度
は
別
の
メ
ニ
ュ
ー

に
挑
戦
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
結
構
言
わ
れ
ま
す
。
ご
飯
を
炊
く
の
が
上
手
く
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ま
た
違
う
も
の
も
つ
く
っ
て
み
よ
う
か
な
と
思
わ
れ
る
。

奥
村　

一
つ
ひ
と
つ
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
で
、
新
た
に
次
の
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
く

気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
。
そ
し
て
味
わ
い
分
け
る
舌
を
だ
ん
だ
ん
育
て
て
い
く
。
味
覚

の
幅
を
広
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

山
下　

料
理
を
す
る
こ
と
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
た
だ
く
の
は
、
家
族
の
た
め
に
も
、

ご
自
身
の
た
め
に
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
時
間
が
な
く
て
コ
ン
ビ
ニ
ば
か
り
行
っ
て
い

る
と
、
す
ご
く
精
神
的
に
落
ち
込
む
と
言
わ
れ
る
方
が
多
い
で
す
。

奥
村　

と
き
に
は
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
を
利
用
し
て
、
買
っ
て
き
て
食
べ
る
の
も
い
い
と
思

い
ま
す
。
私
は
「
臨
時
食
」、「
間
に
合
わ
せ
食
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。

し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
、
果
た
し
て
「
生
き
て
い
る
感
動
」、
あ
る
い
は
「
食
べ
る

楽
し
さ
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

山
下　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
と
い
う
「
臨
時
食
」
が
ず
っ
と
続
い
た

ら
、
心
の
ゆ
と
り
や
生
き
甲
斐
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

奥
村　

人
間
は
生
き
る
た
め
に
は
食
べ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
食
べ
る
と
い
う
行

為
は
身
体
的
な
機
能
を
維
持
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
最
低
限
度

の
カ
ロ
リ
ー
と
か
栄
養
バ
ラ
ン
ス
と
か
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
大

切
な
の
は
、
や
は
り
精
神
的
な
面
、
気
持
ち
で
す
。
ひ
と
つ
は
「
食
べ
る
楽
し
さ
」。

そ
し
て
「
自
分
で
つ
く
る
楽
し
さ
」。
そ
れ
を
食
べ
た
と
き
に
、「
エ
エ
、
こ
ん
な
に
お

い
し
か
っ
た
の
」と
い
う
新
し
い
発
見
、新
し
い
感
動
。
そ
し
て
、「
今
度
あ
れ
を
つ
く
っ

て
あ
の
人
に
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
」と
思
う
、人
へ
の
思
い
や
り
の
心
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
重
な
り
合
っ
て
、食
べ
た
方
々
か
ら
「
お
い
し
か
っ
た
よ
」
と
か
、「
あ

り
が
と
う
。
ご
馳
走
さ
ま
で
し
た
」
と
、
食
べ
物
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
、
あ
る
い
は
食

材
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
人
や
自
然
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
感
動
、

喜
び
、
感
謝
。
こ
の
３
つ
が
情
緒
豊
か
に
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が

重
な
り
あ
っ
て
、
人
格
を
創
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
買
っ
て
き
た
も

の
ば
か
り
食
べ
て
い
る
と
、
こ
の
こ
と
を
忘
却
し
ま
す
。
無
表
情
な
人
間
に
陥
っ
て
い

く
。
恐
い
こ
と
で
す
ね
。

山
下　

食
べ
て
も
お
腹
が
満
た
さ
れ
る
だ
け
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
ね
。

奥
村　

そ
れ
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
。
そ
れ
か
ら
、ひ
と
つ
の
も
の
、

一
皿
の
料
理
を
囲
ん
だ
人
た
ち
と
分
か
ち
合
う
。
こ
れ
は
人
間
し
か
も
っ
て
い
な
い
文

化
な
わ
け
で
す
。
分
か
ち
合
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
彼
女
と
彼
で
あ
っ
た
り
、
友
だ
ち

で
あ
っ
た
り
。そ
れ
が
家
族
に
な
り
、あ
る
い
は
社
会
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
…
。

ま
た
、
人
へ
の
心
遣
い
も
豊
か
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
料
理
が
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人

た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
重
要
な
装
置
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
国
際

的
に
難
し
い
話
で
も
、「
ま
ず
食
事
を
し
て
か
ら
」
あ
る
い
は
「
食
事
を
し
な
が
ら
」

と
い
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
そ
れ
を
武
器
に
し
て
い
る
の
が
中
国
と
フ
ラ
ン
ス
で
す
。

山
下　

食
を
共
有
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
力
が
あ
る
。
外
交
ベ
タ
と
い
わ
れ
る

日
本
で
す
が
、
も
っ
と
料
理
を
武
器
に
す
れ
ば
い
い
の
に
。
今
、
世
界
的
に
人
気
の
お

い
し
い
和
食
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
か
ら
（
笑
）。

奥
村　

私
は「
食
べ
ご
と
」の
機
能
に
は
8
つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。①
身
体
的
機
能
。

こ
れ
は
栄
養
学
的
な
こ
と
が
主
体
と
な
り
ま
す
。
②
精
神
的
機
能
。
心（
精
神
）を
癒

す
機
能
も
あ
る
の
で
す
。
疲
れ
た
と
き
、
心
配
ご
と
が
あ
る
と
き
、
甘
い
物
を
食
べ
、

一
杯
の
お
茶
を
飲
む
と
ほ
っ
と
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
お
い
し
い
つ
ま
み
を
あ
て
に
酒

類
を
飲
む
と
気
が
落
ち
着
き
ま
す
。
や
け
酒
や
荒
ぶ
る
酒
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
鎮
め
る

酒
と
い
う
の
も
あ
る
の
で
す
。
③
社
会
的
機
能
。
現
在
は
家
庭
で
も
個
々
人
バ
ラ
バ
ラ

の
孤
食
ら
し
い
の
で
す
が
、家
族
、あ
る
い
は
親
族
、友
人
た
ち
と
食
事
を
共
に
す
る
と
、

日
頃
あ
ま
り
話
を
し
な
い
方
で
も
笑
み
を
浮
か
べ
て
会
話
に
加
わ
り
、
そ
の
場
が
ひ
と

つ
に
な
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
最
も
良
い
装
置
は
テ
ー
ブ
ル
ク
ッ

キ
ン
グ
で
す
。一
つ
鍋
、ワ
ン
プ
レ
ー
ト
を
囲
ん
で
の
ク
ッ
キ
ン
グ
は
心
が
な
ご
み
ま
す
。

会
社
同
士
の
取
引
や
学
生
た
ち
の
部
活
の
コ
ン
パ
、
社
員
会
な
ど
に
よ
く
使
わ
れ
る
食

べ
ご
と
の
場
で
す
。
④
美
的
セ
ン
ス
向
上
機
能
。
料
理
を
お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
は
、

美
し
く
切
り
、
美
し
く
味
よ
く
つ
く
り
、
美
し
く
器
に
盛
る
こ
と
が
日
本
料
理
の
特
徴

で
す
。
家
庭
で
は
料
理
亭
の
ご
と
く
上
質
の
食
材
や
器
を
使
え
ま
せ
ん
が
、ワ
ン
プ
レ
ー

ト
ク
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
て
も
美
し
く
盛
る
と
食
べ
る
人
の
心
を
ゆ
り
動
か
し
ま
す
。
ま

た
会
食
の
場
合
は
、
こ
と
に
女
性
は
髪
型
や
お
化
粧
、
服
装
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
靴
や

靴
下
ま
で
ト
ー
タ
ル
に
身
だ
し
な
み
を
し
ま
す
。
男
も
彼
女
と
食
事
と
な
れ
ば
美
的
に

Profi le
奥村 彪生

（おくむら・あやお）

伝承料理研究家、大阪市立大学大学院生
活科学部非常勤講師。1937年和歌山県生
まれ。美作大学大学院卒業。学術博士。
旧土井勝料理学校教務主任を経て、2003
年まで神戸山手大学教授、09年まで美作
大学客員教授。料理スタジオ「道楽亭」を
主宰し、NHK「きょうの料理」などに出演、
家庭料理の普及に努める。01年度和歌山
県文化功労賞、10年第1回辻静雄食文化
賞を受賞。著書に、『健康（ダイエット）和食の
すすめ』（海竜社）、『ふるさとの家庭料理』
全20巻解説（農山漁村文化協会）、『日本
めん食文化の一三〇〇年』（農文協）など。

A
y
ao O

k
u
m
u
ra

M
ach

ik
o Y
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ash

ita

服
装
を
決
め
ま
す
。
ま
た
、
客
を
迎
え
た
り
す
る
場
合
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
料
理
亭
で

な
く
て
も
、
家
庭
で
は
し
つ
ら
え
や
テ
ー
ブ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
し
て
晴
れ
や
か
に

し
ま
す
。
そ
の
ト
ー
タ
ル
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
⑤
産
業
経
済
向
上
機
能
を
果
た
す
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
⑥
健
全
な
農
林
水
産
業
の
振
興
機
能
。
食
材
づ
く
り
こ
そ
食
文

化
の
基
本
で
す
。食
材
な
く
し
て
料
理
文
化
は
発
達
し
ま
せ
ん
。こ
れ
ら
を
切
り
刻
み
し
、

火
を
加
え
て
新
た
な
る
味
を
生
み
出
す
の
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う
キ
ュ
イ
ジ
ー
ヌ
、
英

語
で
い
う
ク
ッ
キ
ン
グ
で
す
。日
本
の
生
食
で
あ
る
刺
身
文
化
は
、い
か
に
鮮
度
を
保
ち
、

い
か
に
安
全
に
お
い
し
く
料
理
す
る
か
に
生
命
を
掛
け
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
刺
身
文
化
は
良
質
の
食
材
の
一
部
分
し
か
調
理
で
き
ま
せ
ん
か
ら
高
価

に
な
り
、
毎
日
食
べ
る
こ
と
は
一
般
に
は
不
可
能
に
近
い
。
た
め
に
、
食
材
に
よ
っ
て

最
良
で
お
い
し
く
火か

巧こ
う

す
る
温
度
管
理
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
、⑦
調
理
技
術
、

ク
ッ
キ
ン
グ
の
向
上
機
能
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
科
学
的
に
分
析
す
る
知
性
と
、

美
的
に
仕
上
げ
、
盛
り
付
け
る
感
性
の
合
体
に
あ
る
の
で
す
。
⑧
教
育
的
機
能
。
今
、

子
ど
も
た
ち
の
食
べ
ご
と
の
教
育
（
食
育
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
家
庭
内

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
の
若
い
お
母
さ
ん
は
会
社
勤
め
を
し
て

い
る
方
が
多
く
、
子
ど
も
た
ち
は
塾
通
い
で
な
か
な
か
親
子
の
時
間
が
一
致
し
な
い
た

め
に
、
社
会
が
お
こ
な
う
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
大
阪
ガ
ス
は
、「
食
育
」
と
「
火
育
」

を
子
ど
も
た
ち
や
お
母
さ
ん
を
対
象
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
が
。
火
を
使
う
と
、
子
ど

も
た
ち
は
ク
ッ
キ
ン
グ
を
論
理
的
、
数
学
的
に
シ
ス
テ
ム
化
し
て
、
考
え
な
が
ら
料
理

を
つ
く
り
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
火
や
包
丁
を
安
全
に
使
っ
て
料
理
を
お
い
し
く
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
か
考
え
、
そ
れ
を
美
し
く
器
に
盛
っ
て
誰
か
に
食
べ
さ
せ
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
す
。
知
性
と
感
性
、
そ
し
て
情
緒
が
豊
か
に
な
り
、
人
に
対
し
て
も
環

境
に
対
し
て
も
思
い
や
り
の
心
が
育
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
人
格
を
つ
く
る

の
で
す
。

山
下　
「
火
」
が
食
の
幅
を
広
げ
、
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
装
置

に
も
な
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

季
刊
誌『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』68
号（
２
０
０
４
年
３
月
発
行
）に
掲
載
さ
れ
た
内
容
を
再
編
集
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調
理
学
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
に
も
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
料
理
の
研
究
に
脳
科
学
と
い
う
新
し
い

ア
プ
ロ
ー
チ
を
加
え
る
こ
と
で
可
能
性
が
広
が
り
、
高
齢
者
の
福
祉
に
も
つ
な
が
っ
て

い
け
ば
、
さ
ら
に
広
が
り
が
生
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。

子
ど
も
の
情
緒
安
定
に
つ
な
が
る
可
能
性
も

山
下　

今
回
の
実
験
で
は
、
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
中
の
子
ど
も
に
も
、
脳
の
活
性
化
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
脳
の
活
性
化
と
料
理
に
つ
い
て
は
、ど
う
お
考
え
で
す
か
。

川
島　

子
ど
も
に
対
し
て
は
、
何
か
を
積
極
的
に
生
活
に
取
り
入
れ
る
よ
う
勧
め
る
場

合
は
、と
く
に
慎
重
で
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。や
は
り
ち
ゃ
ん
と
し
た
根
拠
が
必
要
で
す
。

実
は
、
子
ど
も
の
生
活
と
脳
の
発
達
の
調
査
を
こ
れ
か
ら
お
こ
な
い
ま
す
が
、
そ
の
中

に
は
、
食
生
活
、
食
習
慣
の
関
係
を
盛
り
込
ん
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。
１
０
０
０
人

程
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
例
え
ば
、
料
理
を
つ
く
る
習
慣
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
と
、
そ

う
で
な
い
子
ど
も
た
ち
の
間
に
差
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
そ
こ
に
多
少
で
も
有

意
な
差
異
が
あ
れ
ば
分
析
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
脳
の
活
性
化
を
進
め
る

こ
と
が
、
子
ど
も
の
頭
が
良
く
な
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
困
り
ま
す
。
脳
の
前

頭
葉
機
能
の
発
達
が
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
子
ど
も
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
言
い

き
っ
て
し
ま
う
の
も
、
危
険
な
面
が
あ
る
か
ら
で
す
。

山
下　

親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
験
で
も
、
川
島
先
生
は
、
親
子
で
会
話
を
し
な
が
ら
の

料
理
、
つ
ま
り
親
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
料
理
に

よ
っ
て
脳
が
活
性
化
す
る
以
上
に
、
料
理
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る

環
境
は
、子
ど
も
の
情
緒
の
安
定
や
情
操
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
も
の
で
す
ね
。
私
は
、

料
理
と
脳
の
活
性
化
に
つ
い
て
は
、
高
齢
の
方
と
同
じ
よ
う
に
、
若
い
お
母
さ
ん
や
お

父
さ
ん
に
注
目
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

川
島　

脳
の
活
性
化
の
た
め
に
手
を
使
お
う
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
す
で
に
数
多
く
実

証
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
、
料
理
を
勧
め
る
こ
と
は
決
し
て
間
違
っ

て
は
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
高
齢
者
が
料
理
を
す
る
こ
と
で
脳
の
健
康
を
保
て

る
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
次
に
誰
で
も
脳
の
健
康
の
た
め
に
は
食
事
を
つ
く
る
の
は
と

て
も
い
い
、
生
活
の
中
で
手
軽
な
手
段
だ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
計
算

問
題
と
か
、
面
倒
く
さ
い
こ
と
を
し
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
。
ご
飯
を
つ
く
る

だ
け
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
、
と
い
う
情
報
を
少
し
ず
つ
広
げ
て
い
け

た
ら
、
若
い
お
母
さ
ん
方
に
も
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
が
人
と
し
て
当
た
り
前
の
行
動
を
見
直
す

山
下　

先
生
は
著
書
の
中
で
、
数
を
数
え
る
こ
と
や
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
は
、
人
類

に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
脳
の
中
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
実
際
に
計
算
し
た
り
音
読
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
蘇
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
を
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

川
島　

脳
の
中
に
あ
る
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

山
下　

料
理
の
場
合
に
も
、
そ
れ
は
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

川
島　

そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
料
理
を
す
る
動
物
は
人

間
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
猿
は
食
べ
物
を
洗
う
程
度
は
し
ま
す
が
調
理
は
し
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
料
理
は
人
間
に
固
有
の
行
動
だ
と
い
う
こ
と
で
、
人
の
脳
の
働
き
と
深
い
関
係

が
あ
る
の
に
違
い
な
い
か
ら
で
す
。

山
下　

野
菜
を
切
る
、
炒
め
る
、
揚
げ
る
、
混
ぜ
る
、
お
米
を
洗
う
な
ど
、
近
赤
外
線

計
測
装
置
を
装
着
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
調
理
で
、
ど
の
作
業
で
も
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
脳

料
理
が
脳
の
活
性
化
に
役
立
つ
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
い

山
下　

家
庭
で
料
理
を
す
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る
現
代
、（
先
生
の
こ
れ
ま

で
の
研
究
か
ら
生
ま
れ
た
）
計
算
や
音
読
の
ブ
ー
ム
の
よ
う
に
、「
料
理
が
脳
の
活
性

化
に
役
立
つ
」
と
い
う
研
究
結
果
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
年
代
の
方
が
あ
ら
た
め
て
料
理

に
取
り
組
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

川
島　

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
で
、
日
常
生
活
で
の
介
護
予
防
に
も
重
点
が
お
か
れ

ま
す
が
、
実
際
に
は
高
齢
者
は
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
を
厚
生
労
働
省
が
具
体
的
に
提

示
で
き
て
い
な
い
。
読
み
書
き
計
算
も
役
立
ち
ま
す
が
、
今
回
の
共
同
研
究
の
結
果
か

ら
、
料
理
も
そ
の
ひ
と
つ
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
介
護
予
防
に
有
効
だ
と
い
う
こ
と
を
わ

か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
下　

実
験
で
は
、
野
菜
を
切
る
こ
と
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
で
炒
め
る
こ
と
、
盛
り
付
け
る

こ
と
で
、
脳
が
活
性
化
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
ま
し
た
。
献
立
を
考
え
る
こ
と
で
も
同

様
で
し
た
。
簡
単
な
料
理
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
で
つ
く
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
や
っ
て

き
た
料
理
を
続
け
る
こ
と
が
、
高
齢
者
に
と
っ
て
も
効
果
的
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
の
実
験
結
果
は
、
生
活
者
に
と
っ
て
う
れ
し
い
内
容
で
す
。
料
理
が
介
護
予
防
に
な

る
と
い
う
可
能
性
は
大
き
な
発
見
で
し
た
。

川
島　

料
理
が
脳
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ま

ず
高
齢
者
で
も
料
理
を
続
け
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
下　

料
理
を
つ
く
る
こ
と
が
脳
を
活
性
化
す
る
と
い
う
結
果
は
、
調
理
科
学
の
研
究

者
や
調
理
実
習
を
指
導
す
る
先
生
方
に
も
と
て
も
興
味
が
あ
る
結
果
で
し
ょ
う
。
料
理

に
つ
い
て
、
き
っ
と
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

川
島　

今
回
、
大
阪
ガ
ス
と
共
同
で
実
験
を
し
ま
し
た
が
、
こ
の
成
果
が
世
に
出
る
と
、

人
の
脳
と「
火
」の

関
係
を
探
る
研
究
に
期
待

２

（※）頭皮上から頭蓋内に近赤外線を照射し、再び頭
皮上に戻る反射光を検出することで大脳皮質の血流量
を検出し、その変化から脳活動を計測する精密機器。

東
北
大
学
加
齢
医
学
研
究
所
所
長

川
島 

隆
太

大
阪
ガ
ス
株
式
会
社 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
研
究
員

山
下 

満
智
子

東
北
大
学
の
川
島
隆
太
教
授
は
、人
の
脳
の
活
性
化
に
関
す
る
研
究
の
第
一

人
者
。こ
れ
ま
で
、単
純
計
算
や
音
読
、他
者
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
脳

の
前
頭
前
野
を
活
発
に
動
か
し
、脳
の
活
性
化
に
役
立
つ
こ
と
な
ど
を
実
験

に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
き
た
。大
阪
ガ
ス 

エ
ネ
ル
ギ
ー・
文
化
研
究
所
は
、「
料

理
を
す
る
こ
と
が
人
間
の
脳
に
良
い
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
」と
い
う

テ
ー
マ
で
、２
０
０
４
年
、川
島
教
授
と
共
同
研
究
を
実
施
。近
赤
外
線
計
測

装
置（
※
）を
使
い
、実
際
の
料
理
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
脳
の
働
き
を
調
査
し
た
。

そ
の
結
果
、料
理
の
ど
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
脳
は
活
発
に
働
い
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
、料
理
を
す
る
こ
と
が
脳
の
活
性
化
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
が
推

測
さ
れ
た（
詳
細
は
60
〜
63
頁
参
照
）。こ
の
研
究
結
果
を
ふ
ま
え
、調
理
と「
火
」、

さ
ら
に
生
活
の
中
の「
火
」と
脳
と
の
関
係
な
ど
を
探
る
可
能
性
に
つ
い
て
、川

島
教
授
に
あ
ら
た
め
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

対
談

親子でクッキング中の子どもの脳活動を計測

第
２
章　

炎
と
食
の
諸
相
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川
島　

そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
若
い
人
の
食
事
傾
向
も
少
し
は
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
今
の
子
ど
も
の
３
割
は
、
朝
ご
飯
を
食
べ
ず
に
外
に
出
て
い
く
と
い
う
統
計
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
親
が
忙
し
い
の
で
朝
食
を
つ
く
っ
て
く
れ
な
い
し
、
自
分

で
つ
く
る
の
も
面
倒
だ
と
い
う
の
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
昔
で
も
親

が
忙
し
く
て
面
倒
を
み
ら
れ
な
い
家
庭
は
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
子
ど
も
た
ち
は
自

分
で
何
と
か
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
材
料
も
あ
る
、
冷
蔵

庫
の
中
に
も
の
が
入
っ
て
い
る
の
に
つ
く
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
で
す
。

山
下　

ひ
ょ
っ
と
し
て
、
食
べ
る
こ
と
に
対
す
る
意
欲
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

川
島　

食
べ
物
だ
け
で
は
な
く
、
何
事
に
対
し
て
も
そ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

山
下　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
団
塊
の
世
代
の
よ
う
な
活
力
は
な
い
で
す
ね
。

川
島　

そ
の
原
因
を
見
つ
け
て
何
と
か
し
な
い
と
、
い
く
ら
料
理
の
つ
く
り
方
を
教
え

て
も
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
私
た
ち
の
頭
の
隅
に
あ
り
ま
す
。
料
理
に
よ
る
脳

の
活
性
化
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
が
健
康
に
生
き
て
い
ら
れ
る
年
限
を
伸
ば
す
こ
と

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
う
し
た
認
識
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
に
お
い
て
「
料
理
を
自

分
で
つ
く
る
」
こ
と
へ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

料
理
を
つ
く
る
こ
と
が
、
健
康
寿
命
を
伸
ば
し
、
自
分
を
大
事
に
す
る
こ
と
に

な
り
、
介
護
予
防
に
も
な
る
。
高
齢
期
ま
で
に
、
旬
や
素
材
に
こ
だ
わ
っ
て
で
き
る
だ

け
自
分
の
手
で
つ
く
る
料
理
習
慣
を
身
に
つ
け
る
、
日
本
に
そ
ん
な
食
文
化
を
根
付
か

せ
た
い
で
す
ね
。

　
料
理
は
生
活
の
中
で
取
り
組
め
る
脳
の
活
性
化
法

山
下　

先
生
は
ご
自
身
で
も
、
お
暇
な
と
き
は
よ
く
料
理
を
さ
れ
る
そ
う
で
す
ね
。

川
島　

今
は
忙
し
い
の
で
や
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
昔
は
休
み
の
日
な
ど
子
ど
も
に
せ
が

ま
れ
る
と
、
炒
飯
を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
医
学
博
士
に
な
ら
な
け
れ
ば
中
華

の
料
理
人
に
な
る
つ
も
り
だ
っ
た
、
と
自
分
で
は
言
っ
て
る
ん
で
す
（
笑
）。

山
下　

そ
う
し
た
経
験
は
、
今
回
の
調
理
実
験
に
も
役
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す

か
。

川
島　

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
料
理
に
あ
ま
り
抵
抗
感
が
な
い
こ
と
は
事
実
で
す
。「
料

理
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
人
に
言
う
と
き
、
難
し
い
こ
と
を
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
意
識
は

全
然
な
い
の
は
確
か
で
、
そ
れ
は
メ
リ
ッ
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
現
実
問
題
と
し
て

は
、
極
め
て
学
問
的
に
、
今
ま
で
我
々
が
出
し
て
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
沿
っ
た
も
の
が

料
理
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ア
イ
テ
ム
と
し
て
生
活
の
中
に
と
り
入
れ
や
す
い
と
い

う
こ
と
に
注
目
し
ま
し
た
。

山
下　

日
常
的
に
誰
も
が
脳
の
活
性
化
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
料
理
だ
っ
た

わ
け
で
す
ね
。

川
島　

毎
日
や
っ
て
い
た
こ
と
を
続
け
る
の
は
、そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
で
す
か
ら
ね
。

例
え
ば
、
毎
日
腕
立
て
伏
せ
を
や
っ
て
い
た
人
が
突
然
に
止
め
た
ら
、
筋
肉
は
ど
う
な

る
の
か
と
い
う
こ
と
と
同
じ
。
脳
も
刺
激
を
な
く
す
と
、
途
端
に
そ
の
能
力
が
落
ち
て

し
ま
い
ま
す
。

山
下　

年
配
の
女
性
の
中
に
は
、「
長
年
や
っ
て
き
た
か
ら
、
も
う
料
理
す
る
の
は
嫌
」

と
い
う
方
も
意
外
と
多
い
で
す
ね
。

川
島　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
退
職
す
る
と
途
端
に
調
子
が
お
か
し
く
な
る
人
が
い
る
よ

う
に
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
女
性
が
料
理
を
や
め
た
際
に
起
こ
る
こ
と
は
観
察
さ
れ

て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
高
齢
者
に
対
し
て
も
、
料

理
を
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
啓
発
は
必
要
だ

と
本
当
に
思
い
ま
す
。た
と
え
少
々
面
倒
く
さ
く
て

も
、「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ん
だ
」と
思
っ
て
や
っ
て
も

ら
い
た
い
で
す
ね
。

山
下　

女
性
は
元
気
に
暮
ら
す
こ
と
に
は
非
常
に
熱

心
で
、
関
心
も
あ
り
ま
す
。
料
理
は
健
康
だ
け
で
な

く
脳
の
活
性
化
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、

今
は
し
ん
ど
い
な
と
思
っ
て
い
る
料
理
で
も
話
は

違
っ
て
き
ま
す
。
料
理
習
慣
導
入
の
講
習
に
ご
協
力

い
た
だ
く
方
の
中
に
は
、「
脳
の
活
性
化
に
も
料
理

に
も
興
味
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
方
が
た
く
さ
ん
お

ら
れ
ま
す
。

人
し
か
使
わ
な
い「
火
」の
可
能
性
に

つい
て
研
究
を

山
下　

最
後
に
、
調
理
に
欠
か
せ
な
い
「
火
」
の
役

割
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

川
島　

人
間
と
「
火
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
私
は
科

の
活
性
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

川
島　

計
算
問
題
で
の
計
測
値
が
負
け
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
（
笑
）。

山
下　

私
た
ち
は
脳
の
こ
と
を
普
段
あ
ま
り
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
身
体
の
健
康
と

同
じ
く
ら
い
脳
の
健
康
は
自
分
で
守
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

川
島　

脳
の
健
康
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
脳
は
ど
ん
ど
ん
使
う
べ
き
で
す
。
そ
し

て
、
ど
う
使
う
か
と
い
う
ヒ
ン
ト
は
「
人
間
は
人
間
ら
し
い
こ
と
を
し
よ
う
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。「
人
間
ら
し
い
行
動
」
と
い
う
と
、
何
か
難
し
い
こ
と
を
考
え
た
り

す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
生
活
に
近
い
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
な
ら
で
は
の
行
動
が
あ
り
、
そ
の
中
の
代
表
的

な
も
の
の
ひ
と
つ
が
料
理
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

山
下　
「
人
間
ら
し
い
行
動
を
す
る
こ
と
」
が
脳
を
活
性
化
し
た
り
、
元
気
に
す
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
便
利
さ
と
引
き
換
え
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
少
し
昔
の
私
た
ち
の
生
活

文
化
を
、
も
う
一
度
思
い
出
す
こ
と
が
有
効
で
す
ね
。
読
み
書
き
す
る
こ
と
も
身
体
を

使
う
こ
と
も
、
そ
し
て
料
理
す
る
こ
と
も
、
と
て
も
人
間
ら
し
い
行
為
な
の
で
す
ね
。

川
島　

私
は
、
と
く
に
新
し
い
こ
と
は
ひ
と
つ
も
言
っ
て
な
い
の
で
す
。「
昔
な
が
ら

に
私
た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
、
実
は
心
身
の
健
康
に
い
い
ん
だ
」
と
い
う
当
た
り

前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
「
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

山
下　

当
た
り
前
の
こ
と
が
見
直
さ
れ
て
現
代
人
の
生
活
習
慣
を
変
え
る
「
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
」
に
な
る
た
め
に
は
、
生
活
者
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
事
実
に
納
得
す
る
こ
と
が
大

事
で
す
ね
。

川
島　

納
得
の
た
め
に
は
科
学
的
実
証
デ
ー
タ
が
有
効
に
な
り
ま
す
。
科
学
の
デ
ー
タ

は
、
人
が
信
ず
る
に
足
る
と
い
う
情
報
で
す
。
正
し
い
情
報
が
な
け
れ
ば
、「
昔
な
が

ら
の
生
活
が
い
い
」と
自
分
の
見
識
で
言
っ
て
も
、「
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
」で
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
科
学
的
な
デ
ー
タ
だ
っ
た
ら
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
う

な
ん
だ
」
と
納
得
し
て
も
ら
え
る
。

山
下　

科
学
的
デ
ー
タ
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
何
年
か
の
間
に
脳
科
学
が
生
活
者
の

身
近
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

川
島　

実
験
装
置
の
開
発
が
大
き
い
で
す
ね
。
今
回
の
料
理
の
よ
う
な
動
態
で
の
計
測

は
、
近
赤
外
線
計
測
装
置
の
開
発
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

山
下　

と
こ
ろ
で
、
料
理
の
研
究
に
つ
い
て
は
今
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
音

読
や
計
算
の
よ
う
に
デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
を
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

川
島　

具
体
的
に
は
、
自
分
の
手
で
料
理
を
積
極
的
に
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
そ
の
方

た
ち
が
変
わ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

山
下　

大
阪
ガ
ス
で
は
、
料
理
習
慣
導
入
の
た
め
の
３
カ
月
の
講
習
会
と
脳
機
能
検
査

を
組
み
合
わ
せ
た
実
験
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
そ
の
分
析
の
た
め
の
デ
ー
タ
と

な
り
ま
す
ね
（
２
０
０
５
年
実
施
）。

川
島　

と
く
に
料
理
の
習
慣
の
導
入
に
よ
っ
て
脳
機
能
が
改
善
す
る
と
い
う
デ
ー
タ
が

出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
的
に
衝
撃
的
な
デ
ー
タ
と
な
る
で
し
ょ
う
。

料
理
を
す
る
こ
と
は
自
分
を
大
事
に
す
る
こ
と

山
下　

私
は
短
大
で
調
理
実
習
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
が
、
女
子
学
生
も
家
庭
で
ほ
と

ん
ど
料
理
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
が
大
半
で
、
と
く
に
新
学
期
に
は
本
当
に
驚
く
よ
う

な
状
態
で
す
。
で
も
前
期
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
や
は
り
料
理
を
す
る
動
き
が
か
な
り

ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
た
っ
た
24
回
の
実
習
で
し
た
が
、
１
年
後
に
は
一
通
り
の
料

理
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
料
理
に
自
信
が
つ
く
こ
と
が
一
番
の
効
果
で
す
ね
。

川
島　

女
子
学
生
の
料
理
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
欲
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
ご
飯
を

つ
く
る
お
母
さ
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
直
結
し
ま
す
。
大
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
、
も

う
脳
の
発
達
は
自
然
に
は
起
こ
り
に
く
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
何
ら
か
の
実
験
に
よ

り
、
若
い
層
が
料
理
を
し
て
脳
の
働
き
が
よ
く
な
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
出
て
く
る
と
、

若
い
人
た
ち
が
自
分
自
身
の
可
能
性
を
磨
く
た
め
に
、
生
活
習
慣
と
し
て
料
理
を
す
る

と
い
う
こ
と
に
ま
で
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
今
、
私
た
ち
が
お
こ
な
っ
て

い
る
調
査
は
、
食
生
活
や
運
動
に
関
す
る
調
査
も
含
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
平
均
的
に
使

う
カ
ロ
リ
ー
と
入
っ
て
く
る
カ
ロ
リ
ー
の
計
算
が
で
き
る
料
理
を
手
づ
く
り
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
の
食
習
慣
が
整
っ
て
き
て
、
カ
ロ
リ
ー
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る

よ
う
に
も
な
り
ま
す
ね
。

山
下　

ダ
イ
エ
ッ
ト
に
も
な
り
ま
す
ね
。

川
島　

そ
う
で
す
。
料
理
を
手
づ
く
り
す
る
こ
と
は
、
脳
発
達
と
生
活
習
慣
と
運
動
と

食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
だ
か
ら
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
も
な
る
と

わ
か
れ
ば
、
社
会
的
に
は
か
な
り
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
ね
。

山
下　

な
ん
だ
か
肌
に
も
良
さ
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。
確
か
に
、「
料
理
を
す
れ
ば
脳
が

活
性
化
し
て
、
美
し
く
な
り
ま
す
！
」
と
な
れ
ば
、
一
気
に
料
理
人
口
が
増
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。
そ
の
う
え
、
脳
の
活
性
化
に
は
、
難
し
い
料
理
で
な
く
て
も
、

簡
単
な
料
理
で
よ
い
こ
と
も
確
認
で
き
て
い
ま
す
し
。

火を使ったときの脳活動を計測（奥が川島教授）
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は
じ
め
に

２
０
１
３
年
12
月
、
和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
和
食
の
保
護
・

継
承
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
生
活
文
化
と
し
て
の
和
食
を
保
護
・

継
承
し
て
い
く
た
め
の
課
題
は
多
い
。

従
来
、
生
活
文
化
で
あ
る
食
や
、
調
理
や
火
が
重
要
な
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
必
要

も
な
い
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
の
中
で
、
個

食
や
孤
食
が
当
た
り
前
と
な
っ
た
。
行
き
過
ぎ
た
個
食
や
孤
食
が
、
人
間
性
に
影
響
を

与
え
る
可
能
性
も
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
和
食
離
れ
だ
け
で
な
く
、
調
理
離
れ
や
火
離
れ

が
急
激
に
進
み
、
日
本
人
の
生
活
文
化
全
体
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

05
年
に
食
育
基
本
法

（
※
１
）が
成
立
し
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
を
含
め
た
食
育
の
重
要

性
を
多
く
の
国
民
が
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
食
生
活
の
乱
れ
や
食
環
境
の
変
化
、
食

の
安
全
安
心
の
問
題
、
日
本
の
食
文
化
へ
の
危
機
感
な
ど
と
と
も
に
、
家
庭
で
の
調
理

離
れ
の
状
況
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
火
は
調
理
以
上
に
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
子
ど
も
た
ち
が
生
の

火
を
見
た
り
、
扱
っ
た
り
す
る
機
会
は
極
端
に
減
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
火
か
ら

遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
火
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
育
つ
子

ど
も
が
増
え
て
い
る
の
だ
。
私
た
ち
日
本
人
は
、
今
、
あ
ら
た
め
て
ヒ
ト
（
人
類
）
固

有
の
も
の
で
あ
る
調
理
や
火
と
い
う
生
活
文
化
の
重
要

性
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

火
離
れ
と
炊
飯
器

２
０
０
７
年
10
月
、
京
都
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
子
ど
も
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
共
同
で
、

「
七
輪
で
秋
刀
魚
を
焼
い
て
食
べ
よ
う
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
お
こ
な
っ
た
。「
子
ど
も

た
ち
が
、
火
が
熱
い
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
話
を
聞
き
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト

は
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
の
「
火
と
子
ど
も
」
の
研
究
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
本
当
に
火
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
ッ
チ
を
持
っ
て
「
シ
ュ
、
シ
ュ
」
と

口
で
は
言
い
な
が
ら
も
、な
か
な
か
火
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。し
か
し
、

２
本
、３
本
と
マ
ッ
チ
を
折
る
う
ち
に
、ど
の
子
も
マ
ッ
チ
の
擦
り
方
を
習
得
で
き
る
。

す
る
と
顔
が
パ
ッ
と
明
る
く
な
り
、
自
信
が
顔
に
出
る
。
マ
ッ
チ
を
擦
っ
て
七
輪
で

火
を
お
こ
す
体
験
が
、
子
ど
も
に
自
信
を
与
え
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

火
を
知
ら
な
い
の
は
、
子
ど
も
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
後
の
計

画
停
電
や
節
電
の
た
め
、「
ガ
ス
で
ご
飯
が
炊
け
る
か
」、「
鍋
で
ど
う
し
た
ら
お
い
し

い
ご
飯
が
炊
け
る
か
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
新
聞
の
生
活

面
に
も
、
停
電
時
に
電
気
炊
飯
器
や
オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
、
ポ
ッ
ト
が
使
え
な
い
と

き
の
調
理
法
と
し
て
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
で
の
炊
飯
方
法
や
グ
リ
ル
を
使
っ
た
調
理
方
法
が

掲
載
さ
れ
た
。
大
震
災
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
中
で
、日
本
人
の
多
く
の
暮
ら
し
が
、

自
動
化
さ
れ
た
調
理
家
電
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
い
か
に

学
者
で
す
か
ら
、「
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
」と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
。

た
だ
し
、「
火
」を
扱
う
動
物
は
人
間
だ
け
で
あ
り
、人
が「
火
」を
扱
え
る
の
は
脳
を
使
っ

て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
推
測
は
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、「
火
」
を
扱
う
こ

と
と
脳
と
の
関
係
に
興
味
は
非
常
に
あ
り
ま
す
。

山
下　

料
理
を
す
る
場
合
、
火
加
減
を
み
た
り
、
加
熱
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
た
り

す
る
の
は
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。「
火
」
を
見
る
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。

川
島　

確
か
に
、「
火
」
と
料
理
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
す
ね
。
常
に
状
況
を
判
断

し
な
が
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

山
下　

少
し
前
ま
で
は
、
人
の
暮
ら
し
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
本
物
の
「
火
」
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
マ
ッ
チ
さ
え
も
使
わ
な
く
な
っ
て
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
が
家
の
中

で
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
「
火
」。
日
本
で
は
今
、「
火
」
を
扱
う
技
術
が
急
速
に
失
わ
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

川
島　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
今
は
家
の
中
に
本
物
の
火
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
り
ま
せ

ん
か
ら
。

山
下　

そ
の
反
動
で
し
ょ
う
か
、
薪
ス
ト
ー
ブ
や
暖
炉
な
ど
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま

す
。
炎
に
癒
し
や
心
を
落
ち
着
け
る
効
果
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
増
進

す
る
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

川
島　

人
間
の
生
活
に
お
け
る
「
火
」
と
脳
の
働
き
と
の
間
に
は
、
何
か
非
常
に
大
き

な
関
係
性
が
あ
る
の
で
は
と
私
も
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
科
学
的
に
証
明

す
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
で
す
ね
。だ
か
ら
こ
そ
実
験
を
重
ね
て
い
く
意
味
が
あ
り
ま
す
。

山
下　

実
験
を
通
し
て
、「
火
」
と
人
間
の
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。

川
島　
「
火
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
る
の
で
、
我
々
は
科
学
者
と
し
て
、
ま
ず
、

い
ろ
い
ろ
な
感
覚
の
要
素
を
分
解
し
て
一
つ
ひ
と
つ
確
か
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
脳
の
反
応
で
も
、「
火
」
と
「
火
」
以
外
の
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ

の
影
響
の
違
い
は
、
実
験
し
て
み
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
要
素
に
つ
い
て
は
、
一
番

多
く
の
違
い
を
感
じ
る
の
は
視
覚
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
ず
視
覚
の
実
験
を
入
れ
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

山
下　

そ
れ
が
「
火
」
と
脳
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

川
島　
「
火
」
が
人
間
の
生
活
の
中
に
占
め
る
役
割
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か

を
確
か
め
る
こ
と
は
非
常
に
意
味
が
あ
る
研
究
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で

み
た
い
で
す
ね
。

山
下　

私
た
ち
も
、
先
生
の
ご
研
究
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。季

刊
誌『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』72
号（
２
０
０
５
年
３
月
発
行
）に
掲
載
さ
れ
た
内
容
を
再
編
集

調
理
や
火
の
生
活
文
化
の
継
承

３

Profi le
川島 隆太

（かわしま・りゅうた）

東北大学加齢医学研究所所長。1959年千
葉県生まれ。85年東北大学医学部卒業、
89年東北大学大学院医学研究科修了。
医学博士。スウェーデン王国カロリンスカ研
究所客員研究員、東北大学未来科学技術
共同研究センター教授、東北大学加齢医
学研究所教授などを経て、2014年より現職。
内閣府男女共同参画会議専門調査会専
門委員。前文化審議会国語分科会委員。
人間の脳の働きを画像として計測する脳機
能イメージング研究に従事。主な受賞に、
2008年「情報通信月間」総務大臣表彰、
09年度科学技術分野の文部科学大臣表
彰「科学技術賞」、同年度井上春成賞。
12年度河北文化賞。著書に、『元気な脳
が君たちの未来をひらく』（くもん出版）、
『さらば脳ブーム』（新潮新書）など多数。
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（※1）2005年7月15日に施行。国民が生涯にわたって健全な心身を培
い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育の総合的、計
画的な推進を目指すもの。そのため、家庭、学校、保育所、地域などのあ
らゆる分野が食育の活動に手を携えて取り組むことが期待されている。
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と
食
の
諸
相
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食の外部化率 ＝
（家計の食料・飲料支出－煙草支出額）+外食産業市場規模

外食産業市場規模+料理品小物市場規模

食の外部化率

外食率

国
に
変
わ
っ
て
い
く
。
続
い
て
70
年
代
に
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
が
日
本
に
上
陸

し
、
流
通
で
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ビ
ニ
が
登
場
し
て
、
日
本

の
食
環
境
は
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
の
後
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
や
コ
ン
ビ
ニ
は
、

私
た
ち
の
生
活
に
極
め
て
身
近
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
80
年
代

か
ら
90
年
代
に
か
け
て
世
界
全
体
が
市
場
経
済
化
さ
れ
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
農
産
物

が
日
本
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

外
食
と
調
理
済
み
食
品
を
加
え
た
食
の
外
部
化
率
は
80
年
代
に
急
上
昇
し
、
90
年

に
は
４
割
を
越
え
る
。
や
が
て
弁
当
や
惣
菜
な
ど
の
調
理
済
み
食
品
市
場
が
拡
大
し
、

「
中な
か

食し
ょ
く

」（
※
２
）と
い
う
言
葉
が
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
少
子
高
齢
化
や
不

況
に
よ
り
外
食
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
も
、
中
食
が
牽
引
す
る
形
で
家
庭
の
調
理
離

現
代
の
生
活
に
「
生
き
る
力
」
が
不
足
し
て
い
る
か
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

か
ま
ど
で
ご
飯
を
炊
き
、
七
輪
で
味
噌
汁
を
つ
く
り
、
魚
を
焼
く
。
長
火
鉢
に
は
鉄

瓶
が
か
け
ら
れ
、
金
火
箸
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
炊
飯
器
が
普
及
す
る
ま
で
の
普
通
の

暮
ら
し
だ
。
消
し
炭
や
炭
壺
も
死
語
と
な
っ
た
。

１
９
５
５
年
に
東
芝
製
の
電
気
自
動
炊
飯
器
、
58
年
に
ガ
ス
自
動
炊
飯
器
が
発
売
さ

れ
て
半
世
紀
以
上
た
っ
た
。
か
ま
ど
が
炊
飯
器
に
、
七
輪
が
ガ
ス
コ
ン
ロ
や
グ
リ
ル
に
、

長
火
鉢
が
電
気
ポ
ッ
ト
や
オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
に
交
代
し
て
、
火
は
い
つ
の
間
に
か

台
所
で
さ
え
見
え
な
い
も
の
、
遠
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

た
く
さ
ん
の
家
電
製
品
の
中
で
も
、
自
動
炊
飯
器
は
日
本
の
台
所
で
最
も
重
宝
さ
れ

て
き
た
製
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
１
人
当
た
り
の
米
の
消
費
量
は
減
っ
て
い
る
が
、
日

本
人
に
と
っ
て
米
が
特
別
な
食
べ
物
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
日
本
の
ご

飯
、
ま
ず
平
安
時
代
に
羽
釜
が
登
場
し
て
、
米
は
「
煮
る
」
か
ら
「
茹
で
る
、
蒸
す
、
焼

く
の
複
合
調
理
で
あ
る
炊
き
干
し
法
」
へ
と
発
展
し
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
羽
釜
の
重

い
蓋
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
独
自
の
コ
シ
が
あ
っ
て
粘
り
の
あ
る
現
在
の

ご
飯
が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
微
妙
な
火
加
減
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
難
し

く
、「
毎
日
お
い
し
い
ご
飯
を
炊
く
こ
と
」
に
家
庭
の
主
婦
は
長
年
泣
か
さ
れ
続
け
て

き
た
。
気
温
も
薪
の
湿
り
具
合
も
毎
日
違
う
中
で
、「
は
じ
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
、
中
パ
ッ

パ
、
ジ
ュ
ー
ジ
ュ
ー
ふ
い
た
ら
火
を
引
い
て
、
赤
子
泣
い
て
も
蓋
と
る
な
」
と
い
う

お
い
し
い
ご
飯
の
炊
き
方
の
極
意
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
と
て
も
年
季
の
い
る
こ
と

だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
炊
飯
の
極
意
を
い
と
も
簡
単
に
、
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
、
だ
れ
で
も
お
い
し
い

ご
飯
が
炊
け
る
よ
う
に
し
た
の
が
、自
動
炊
飯
器
で
あ
る
。
発
売
か
ら
半
世
紀
の
間
に
、

ど
ん
ど
ん
技
術
は
進
歩
し
た
。
現
代
の
自
動
炊
飯
器
に
は
、
か
ま
ど
の
強
い
火
力
と
微

妙
な
火
加
減
、
そ
し
て
羽
釜
と
重
い
蓋
と
い
う
、
お
い
し
い
ご
飯
の
秘
密
が
凝
縮
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
便
利
さ
故
に
「
炊
飯
器
が
な
け
れ
ば
ご
飯
が
炊
け

な
い
」状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
炊
飯
器
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
な
の
だ
。

食
環
境
の
変
化
に
見
る
調
理
離
れ

変
化
し
た
の
は
ご
飯
の
炊
き
方
だ
け
で
は
な
い
、
食
環
境
も
大
き
く
変
化
し
た
。

１
９
６
０
年
に
ま
ず
１
２
１
品
目
の
農
作
物
の
輸
入
が
白
由
化
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
農

業
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
は
、
農
業
生
産
国
か
ら
工
業
製
品
の
輸
出

家事労働軽減の歴史

薪・炭 ガス・電気
火仕事 薪・炭・煙・灰の手配・処理から解放され、

点火・火加減・消火技術も不要になる。

井戸と
水がめ

水道・蛇口から
水・お湯が出る

水仕事 水くみ労働から解放され、
水がふんだんに使えるようになる。
洗い物が楽になり、汚れがよく落ちる。

太陽の
自然光や
灯明

ガス灯・電灯
照明

活動・労働時間の自由度が拡大する。

かまどと羽釜

ガス自動炊飯器

コンビニの急成長
（一社）日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズチェーン統計調査」データより

外食率と食の外部化率の推移
（公財）食の安全・安心財団「統計資料」より

（※2）外食や内食に対して、調理済みの食品を家で食べること。総菜
や弁当など、外部の人手によって調理されたものを自宅で食べるという
意味で、外食と内食の中間に位置づけられることから、こう呼ばれる。



43 42

脳機能検査 プレテスト ポストテスト 　t検定  

FAB（Frontal Assessment Battery）　 15.4点 16.3点 p＜0.05

ストループ課題　 28.3秒 26.1秒 ns

トポロジー課題　 4.4点 5.3点 p＜0.05

符号課題　 55.1点 57.1点 p＜0.01

MMSE（Mini-Mental State Examination）　 29.1点 29.0点 ns

言葉をつくり出す能力などを調べる前頭前野機能検査

適切な情報処理、行動の制御力を調べる前頭前野機能検査

思考力検査

総合的作業力検査

全般的認知機能検査

（平均） （平均）

プレテスト
13

14

15

16

17

18
（点）

ポストテスト プレテスト
0

1

7
（点）

ポストテスト

2

3

4

5

6

プレテスト
40

45

50

55

60

65
（点）

ポストテスト

トポロジー課題

符号課題

FAB

57.1

4.4

5.3

55.1

15.4

16.3

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
、
い
わ
ゆ
る
健
康
寿
命
は
男
女
と
も
70
歳
代
で
、
平
均
寿
命

と
は
10
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
。
長
寿
を
一
概
に
喜
べ
な
い
超
高
齢
社
会
が
到
来
し

て
い
る
。

認
知
症
の
リ
ス
ク
は
高
齢
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
り
、
12
年
時
点
で
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
う
ち
４
人
に
１
人
が
認
知
症
と
そ
の
予
備
軍
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
認
知
症
の
全

貌
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
で
ア
ミ
ロ
イ
ド
β
タ
ン
パ
ク

質
が
脳
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
や
、
認
知
症
予
防
に
は
適
度
な
運
動
や
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
食
事
な
ど
、生
活
習
慣
病
予
防
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。一
方
、

各
地
の
高
齢
者
施
設
で
は
、
認
知
症
高
齢
者
の
行
動
面
や
心
理
面
で
大
き
な
効
果
が
得

ら
れ
る
と
し
て
料
理
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
経
験
知
を
京

都
教
育
大
学
の
湯
川
准
教
授
な
ど
が
理
論
で
支
援
す
る
た
め
、『
認
知
症
ケ
ア
と
予
防

に
役
立
つ
料
理
療
法
』（
14
年
、
株
式
会
社
ク
リ
エ
イ
ツ
か
も
が
わ
）
を
出
版
さ
れ
た
。

04
年
か
ら
開
始
し
た
大
阪
ガ
ス
と
東
北
大
学
川
島
教
授
の
共
同
研
究「
調
理
と
脳
研
究
」

が
、「
料
理
療
法
」
な
ど
、
認
知
症
ケ
ア
や
予
防
の
取
り
組
み
の
科
学
的
根
拠
の
ひ
と

つ
と
し
て
役
立
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

大
阪
ガ
ス
は
、
東
北
大
学
の
川
島
隆
太
教
授
と
の
共
同
研
究
を
国
内
外
の
学
会
で

発
表
す
る
と
と
も
に
、「
脳
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
調
理
を
す
る
こ
と
の
効
果
に

関
す
る
研
究
」
と
し
て
論
文
（
03
年
、京
都
府
立
大
学
博
士
論
文
）
に
ま
と
め
て
い
る
。

今
後
は
、
こ
れ
ら
の
論
文
が
、「
調
理
習
慣
に
よ
る
認
知
症
予
防
」
や
「
料
理
療
法
」

な
ど
、
超
高
齢
社
会
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
脳
科
学
の
面
か
ら
支
援
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

す
べ
て
の
研
究
成
果
は
、
川
島
隆
太
教
授
と
大
阪
ガ
ス
の
共
同
研
究
と
し
て
大
阪
ガ

ス 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
※
３
）

に
広
く
公
開
す
る
と
と
も
に
、
地
域

貢
献
活
動
と
し
て
大
阪
ガ
ス
社
員
に
よ
る
講
演
や
セ
ミ
ナ
ー
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

火
と
子
ど
も
の
研
究

２
０
０
４
年
、
近
赤
外
線
計
測
装
置
を
使
っ
て
親
子
で
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
焼
く
と
き

の
子
ど
も
の
脳
活
動
の
計
測
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
コ
ニ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、子
ど
も
の
脳
の
前
頭
前
野
の
血
流
量
の
増
加
を
確
認
し
た
。

続
い
て
06
年
、
親
子
で
チ
キ
ン
ラ
イ
ス
を
つ
く
る
と
き
の
親
子
そ
れ
ぞ
れ
の
脳
活
動
の

計
測
を
お
こ
な
い
、
親
子
そ
れ
ぞ
れ
の
脳
の
活
性
化
を
確
認
し
た
。
同
年
、
30
組
62
名

の
親
子
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
親
子
ク
ッ
キ
ン
グ
に
よ
る
生
活
介
入
実
験
を
お
こ
な
っ

近赤外線計測装置による脳活動の計測
頭部にプローブを装着し、親子で

タマネギを炒めるタスク中の被験者親子

調理習慣導入による前頭前野向上の実証実験
シニア男性（59～81歳）21名に３カ月間、調理による生活介入をおこない、介入前後に５種の脳機
能検査をおこなった。被験者は週5日15分以上調理に取り組み、週1回料理講習会に参加した。

シニア男性を対象にした調理による生活
介入実験における料理講習会の様子

れ
の
傾
向
は
続
い
て
い
る
。「
コ
ン
ビ
ニ
が
な
け
れ
ば
食
生
活
が
成
り
立
た
な
い
」の
は
、

学
生
や
若
者
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

調
理
と
脳
の
活
性
化
研
究
と
認
知
症
予
防

近
年
、脳
科
学
研
究
の
進
歩
に
よ
っ
て
、脳
の
前
頭
前
野
を
使
う
こ
と
が
人
間
に
と
っ

て
非
常
に
大
事
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
現
代
の
生
活
の
中
で
、
前

頭
前
野
を
使
う
機
会
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
調
理
離
れ
や
火
離
れ
が
進
む
中
で
、
調
理
や
火
の
価
値
を
見
直
す
こ
と
を

目
的
に
、
最
新
脳
科
学
に
よ
る
共
同
研
究
を
東
北
大
学
の
川
島
隆
太
教
授
に
申
し
入
れ

た
。
２
０
０
４
年
、
健
康
な
人
の
動
態
中
の
脳
活
動
を
無
害
に
計
測
で
き
る
近
赤
外
線

計
測
装
置
を
使
っ
て
、
調
理
中
の
脳
活
動
の
計
測
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
調
理

中
の
ヒ
ト
の
脳
の
前
頭
前
野
で
、
血
流
量
が
増
加
し
活
性
化
す
る
こ
と
を
世
界
で
初
め

て
確
認
し
た（
詳
細
は
60
〜
63
頁
参
照
）。

ま
た
05
年
に
は
、
近
赤
外
線
計
測
実
験
に
続
い
て
シ
ニ
ア
男
性
21
名
を
被
験
者
に
し

た
調
理
に
よ
る
生
活
介
入
実
験
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
調
理
習
慣
に
よ
り
認

知
機
能
な
ど
の
改
善
が
見
ら
れ
、
脳
に
良
い
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
実
証
結
果
を

得
た
。

一
方
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
（
14
年
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
平
均
寿
命
は
、
男
性
が

80・5
歳
、
女
性
は
86・8
歳
と
さ
ら
に
伸
び
、
健
康
上
の
問
題
が
な
く
日
常
生
活
を
送

た
。
近
赤
外
線
計
測
実
験
と
生
活
介
入
実
験
の
２
つ
の
実
験
に
よ
っ
て
、
親
子
ク
ッ
キ

ン
グ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
子
ど
も
の
脳
が
鍛
え
ら
れ
、
大
人
の
脳
が
若
返

る
と
い
う
結
果
を
得
た
。

08
年
に
は
、
火
の
研
究
に
も
最
新
脳
科
学
研
究
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
仙

台
市
郊
外
で
実
際
に
火
を
使
っ
た
と
き
の
脳
の
働
き
を
近
赤
外
線
計
測
装
置
に
よ
り
測

定
し
た
。
お
そ
ら
く
屋
外
で
近
赤
外
線
計
測
実
験
を
お
こ
な
っ
た
初
め
て
の
例
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
計
測
実
験
か
ら
、
火
や
火
を
扱
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
脳
の
活

性
化
は
確
認
で
き
ず
、「
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
り
」「
七
輪
で
火
を
お
こ
し
た
り
」「
ガ
ス

コ
ン
ロ
を
点
火
し
た
り
」と
い
う
、
自
分
自
身
が「
火
を
扱
う
」と
き
に
脳
が
活
性
化
す

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
で
も
「
火
を
扱
う
」
と
き
に
脳

が
活
性
化
す
る
と
い
う
同
様
の
結
果
が
確
認
で
き
た
。
ま
だ
理
由
は
解
明
さ
れ
て
い
な

い
が
、
音
読
や
計
算
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
行
為
が

シニア男性を対象にした
調理による生活介入前後の
脳機能検査結果

FAB、トポロジー課題、符号課題の脳機能
検査において、介入後に有意な得点の向
上が認められた。

（※3） 大阪ガス エネルギー・文化研究所ホームページ
http://www.og-cel.jp/
研究報告 「脳科学的アプローチによる調理をすることの効果に関する研究」
http://www.og-cel.jp/search/1210737_16068.html
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脳
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
火
を
扱
う
こ
と
は
人
間
固
有

の
行
為
で
、調
理
や
火
が
人
間
の
進
化
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

火
を
扱
う
こ
と
で
脳
が
活
性
化
し
た
こ
と
は
先
行
研
究
を
裏
付
け
る
結
果
と
い
え
る
。

火
の
研
究
の
た
め
に
人
類
進
化
と
火
に
関
す
る
文
献
を
探
す
中
で
、
10
年
3
月

に
邦
訳
さ
れ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
ン
ガ
ム
博
士
の
『
火
の
賜
│
人

は
料
理
で
進
化
し
た
│
（
原
著 Catching Fire: H

O
W
 CO
O
K
IN
G M

A
D
E U
S 

H
U
M
A
N

）』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
に
出
会
っ
た
。

進
化
論
で
有
名
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
火
は
「
言
語
を
除
い
て
、
お
そ
ら

く
人
間
が
生
み
だ
し
た
最
大
の
発
明
」と
評
し
た
。し
か
し
、こ
れ
ま
で
進
化
と
火
や
料

理
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
に
出
会
う
機
会
は
な
か
っ
た
。
本
著
で
は
、
生
物

人
類
学
の
立
場
か
ら
、
火
を
使
っ
た
料
理
が
ヒ
ト
に
他
の
動
物
に
な
い
「
脳
の
拡
大
」

と
い
う
生
物
学
的
な
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内

臓
と
脳
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
り
、
料
理
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
長
時
間
の
消
化

吸
収
に
使
わ
れ
て
い
た
栄
養
が
脳
に
ま
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
ヒ
ト
の
脳
の

拡
大
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
、
火
を
使
っ
た
料
理
を
覚
え
た
こ
と
で
、
そ
の
場
で
食

べ
る
の
で
は
な
く
料
理
を
す
る
た
め
に
持
ち
帰
る
必
要
か
ら
、
家
族
と
い
う
社
会
単
位

が
生
ま
れ
、
他
の
動
物
に
な
い
ヒ
ト
特
有
の
食
事
の
仕
方
が
で
き
、
食
べ
物
を
囲
む
社

会
性
や
協
調
性
、
非
暴
力
的
な
性
質
を
育
ん
だ
、
と
ヒ
ト
に
お
け
る
家
族
や
共
食
の
意

味
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

結
語オ

ラ
ン
ダ
の
社
会
学
者
ヨ
ハ
ン
・
ハ
ウ
ツ
プ
ロ
ム
は
、著
書
『
火
と
文
明
化
』
の
中
で
、

「
ど
の
時
代
も
火
を
い
か
に
対
処
す
る
か
新
た
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
の
世

代
と
同
じ
技
術
を
習
得
す
る
必
要
は
な
い
が
、
火
を
も
つ
集
団
の
中
で
暮
ら
す
一
般
的

な
能
力
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
火
を
獲
得
し
、
料
理
を
は

じ
め
た
こ
と
が
人
類
に
大
き
な
進
化
を
も
た
ら
し
た
。
火
の
慣
用
化
は
、
人
間
の
生
活

を
よ
り
快
適
に
複
雑
に
し
て
き
た
。
社
会
環
境
の
変
化
の
中
で
火
を
意
識
す
る
機
会
は

減
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
現
代
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
個
々
人
は
、
火
そ
の
も
の
の

基
本
的
な
知
識
を
い
く
ら
か
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
世
代
で
あ
る
子
ど
も
た

ち
に
火
の
基
本
的
知
識
や
経
験
を
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
火
を
持
つ
集
団
の
一
員
で
あ

る
私
た
ち
大
人
に
と
っ
て
現
代
も
大
事
な
役
割
で
あ
る
。

日
常
茶
飯
事
と
し
て
普
段
意
識
す
る
こ
と
の
少
な
い
の
が
生
活
文
化
と
も
い
え
る
。

人
と
人
の
大
切
な
絆
も
、
生
活
文
化
と
と
も
に
育
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
調
理
や

火
を
扱
う
日
本
の
生
活
文
化
も
、
和
食
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
を
契
機
に
し

た
和
食
の
保
護
・
継
承
と
と
も
に
、
人
間
の
本
質
的
な
部
分
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

も
の
と
し
て
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

季
刊
誌『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』99
号（
２
０
１
２
年
２
月
発
行
）に
掲
載
さ
れ
た
内
容
を
再
編
集
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