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人
間
は
料
理
し
共
食
す
る
動
物

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
る
。
例
え

ば
「
人
間
は
言
葉
を
使
う
動
物
で
あ
る
」、
ま
た
「
人
間
は
道
具
を
つ
く
り
、
使
う
動

物
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
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
う
。

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
る
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
い
え
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
「
人
間
は
共
き
ょ
う

食し
ょ
くを
す
る
動
物
で
あ
る
」。
動
物
で
も
、
親
が
子
に
食

べ
さ
せ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
成
長
す
る
と
自
分
で
餌
を
探
し
、
見
つ
け
た
者
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
本
的
な
集
団
が
家
族
だ
と
い
え
る
。
人
間
の
家
族
は
食
と
性
を
め
ぐ
っ
て
成

立
し
た
集
団
で
、
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
だ
っ
た
。
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
の

だ
ろ
う
。

世
界
的
視
野
か
ら
の
料
理
圏
の
捉
え
方

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
る
。

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
る
。
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
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
っ
た
。

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
る
。
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
あ
っ
た
。

国
立
民
族
学
博
物
館　

名
誉
教
授　
　

石
毛 

直
道

１

少
し
南
に
な
る
と
、
イ
ン
ド
の
北
方

は
麦
作
と
粟あ
わ

や
黍き
び

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
お
こ
な
っ
て
き
た
。

「
ご
飯
」が
食
事
を
意
味
す
る
ア
ジ
ア
稲
作
地
帯

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
る
。

ま
た
、
我
々
は
食
事
の
こ
と
を
「
ご
飯
」
と
い
う
が
、
炊
い
た
お
米
が
食
事
と
同
じ
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
隣
の
中
国
で
は
、
華
北
の
饅ま
ん

頭と
う

や
粟
飯
も
あ
り
、
必
ず
し
も
主

食
は
米
で
は
な
い
が
、食
事
は
や
は
り
主
食
の
「
飯
」
と
お
か
ず
の
「
菜
」
か
ら
な
り
、

食
事
は
「
喫き
っ

飯ぱ
ん

」
と
い
う
。
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
る
。
こ
れ
は
稲
作

民
族
に
共
通
す
る
伝
統
的
な
食
事
観
だ
と
い
え
る
。

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
統お
さ
むさ
ん
は
、「
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
述
べ
た
。

篠
田
さ
ん
は
お
も
し
ろ
い
計
算
を
し
て
い
る
。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
㎏

の
男
性
で
は
、
計
算
上
は
１
日
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
だ
。

極
端
な
話
だ
が
、
昔
の
お
百
姓
さ
ん
は
農
繁
期
に

一
升
飯
を
食
べ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
方
、
パ
ン
だ

け
で
生
き
よ
う
と
す
る
と
、
１
日
３
㎏
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
。
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
だ
。

米
食
民
族
と
い
え
る
日
本
人
の
食
生
活

「
斐ひ

太だ

後
風
土
記
」は
、明
治
２（
１
８
６
９
）年
か
ら
明
治
５（
１
８
７
２
）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
だ
。
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
る
。
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
％
。

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
も
と
も
と
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
で
、
稲
作
に
不
利
な
飛
騨
の
国
で
も
こ
う
だ
か
ら
、
日

本
人
は
や
は
り
米
食
民
族
だ
と
い
え
る
だ
ろ
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
い
う
。
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
だ
。

米
食
と
日
本
人熱量熱量熱量

ご飯

ご飯

おかず

炊いた米

副食物

ペルシャ・
アラブ料理圏

中国
料理圏

ヨーロッパ料理圏

インド
料理圏

世界の主要料理圏

牧畜 非牧畜

モンゴル シベリア
（狩猟・採集）

非
農
業

農
業

華北
東北

華中
華南

東南アジア

北部

南部

雑
穀・麦
作

稲
作

イ
ン
ド
亜
大
陸

中
国

朝
鮮
半
島

日本

熱量

米
55.0％ヒエ

22.7％

その他雑穀
11.7％

米
38.6％

その他雑穀
   14.3％

その他 3.7％

豆類
17.3％

魚・獣類 3.9％

タンパク質

ヒエ
22.7％

その他
10.6％

食事の構成概念図 アジアの中での日本の位置
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「『斐太後風土記』による食糧資源の計量
的研究」小山修三・松山利夫・秋道智彌・
藤野淑子・杉田繁治（共著）『国立民族学
博物館研究報告』６巻３号 1981年より
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り
、
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
つ
く
っ

た
の
が
穀
醤
だ
。
穀
醤
に
は
う
ま
味
の
も
と
に
な
る
ア
ミ
ノ
酸
類
が
含
ま
れ
、
長
期
間

保
存
で
き
る
し
、
大
量
に
つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
。
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
る
。

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
る
。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
す
る
。
朝
鮮
半
島
で
も
キ
ム
チ
を
漬
け
る
と
き
に
は
大
量
に
塩
辛
を

使
う
。
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
だ
。
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
い
え
る
。

世
界
の
料
理
に
な
っ
た
日
本
の
す
し

琵
琶
湖
の
鮒
ず
し
を
つ
く
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
む
。
す
る
と

ご
飯
は
乳
酸
発
酵
し
、
魚
は
崩
れ
ず
保
た
れ
る
。
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
だ
。
日
本
で
は
こ
れ
を
古
い
時

代
か
ら
各
地
で
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
稲
作
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
っ
た
食
品
だ
。
東
南
ア
ジ
ア
で
も

よ
く
食
べ
ら
れ
、
中
国
で
も
古
い
時
代
に
は
食
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
ナ
レ
ズ
シ
が
日
本
で
は
独
自
の
発
達
を
す
る
。
ま
ず
、
室
町
時
代

に
は
「
生な
ま

ナ
レ
」
が
出
て
く
る
。
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
や
１
カ
月
で
食

べ
た
。
ご
飯
も
酸
味
は
あ
る
が
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
食
と
副
食
が

ひ
と
つ
に
な
っ
た
食
品
に
転
化
し
た
わ
け
だ
。

江
戸
時
代
に
は
「
早
す
し
」
が
出
て
く
る
。
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
で
き
て
き
た
。
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
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
だ
。

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
っ
た
。
そ
し
て
今
で
は
世
界
各
地
に
広
ま
っ
て
い
る
。
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
。

肉
を
食
べ
な
か
っ
た
日
本
人
と
う
ま
味
の
文
化

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

だ
。
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
く

る
。
日
本
人
が
肉
を
食
べ
な
く
な
っ
た
始
ま
り
だ
と
よ
く
い
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
だ
。仏
教
の
影
響
と

も
い
わ
れ
る
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
、
鶏
は
神
の
使
い
の
鳥
で
、
古
代
の
日
本
で
は
そ
の
肉
は
食
べ
な
か
っ
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
る
。
平
安
時
代
も
、
地
方
で
は
肉
を
食
べ
た
が
、
京

の
都
や
町
の
人
は
肉
を
食
べ
な
か
っ
た
。神
道
で
も
肉
に
対
す
る
穢け
が

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
た
。
こ
う

し
て
次
第
に
、
日
本
の
食
生
活
か
ら
肉
は
消
え
た
の
だ
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
っ
た
。
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
い
わ
れ
る
。
そ

れ
で
も
、
１
９
２
３
年
、
大
正
時
代
の
陸
軍
糧り
ょ
う

秣ま
つ

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
だ
。

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
る
が
、
露
店
の
立
ち
食
い
で
、
上
等
な
食
べ
物
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
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
だ
。
京

都
大
学
の
伏
木
亨
さ
ん
（
現
・
龍
谷
大
学
）
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
だ
。

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
だ
。
料
理
に
昆
布
や
鰹
節
が
使
わ
れ
、
味
噌
、
醤
油
も
つ
く
ら
れ
た
。

稲
作
と
と
も
に
あ
る
塩
辛
の
起
源
と
分
布

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
だ
。

私
は
以
前
に
、
ア
ジ
ア
の
塩
辛
や
魚ぎ
ょ

醤し
ょ
う

の
分
布
を
調
べ
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
る
。

中
国
で
は
今
は
生
も
の
を
食
べ
な
く
な
り
、
塩
辛
も
つ
く
ら
な
く
な
っ
た
が
、
昔
は
沿

岸
部
だ
け
で
な
く
内
陸
部
で
も
つ
く
っ
て
い
た
。

そ
の
起
源
を
、
私
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
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
地
帯
で
は
、
雨
期
に
な
る
と
川
が
増
水
し
て
溢
れ
出
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
と
き
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
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
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
る
。
魚
の

醤ひ
し
おは

、
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
る
。
塩
味
の
ほ
か
に
、
い
ろ

い
ろ
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
る
。

そ
の
一
方
で
、
中
国
で
は
独
自
の
穀こ
く

醤び
し
お

や
豆ま
め

醤び
し
お

と
い
っ
た
、
味
噌
や
醤
油
の
元
祖
の

よ
う
な
も
の
も
生
ま
れ
て
き
た
。
中
国
で
は
、
昔
か
ら
酒
造
り
に
麹こ
う
じを

使
う
こ
と
が
発

達
し
て
お
り
、
塩
辛
を
つ
く
る
と
き
に
も
麹
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
漢
の
時
代
に
既
に
あ

うま味の文化圏

塩辛の伝統的分布ナレズシの伝統的分布（※点線はかつて存在していた地域を示す）

琵琶湖の鮒ずし

穀醤卓越地帯

魚醤卓越地帯
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も
含
ん
だ
「
Ａ 

原
料
処
理
」
も
料
理
の
一
部
に
な
る
。「
Ｂ 

し
た
ご
し
ら
え
」
に
は
、

洗
っ
た
り
切
っ
た
り
の
道
具
、「
Ｃ 

加
熱
」
に
は
、熱
を
加
え
て
処
理
を
す
る
道
具
、「
Ｄ 

混
合
・
変
形
」
に
は
、
ね
っ
た
り
、
あ
え
た
り
の
道
具
、
そ
し
て
「
Ｅ 

味
つ
け
」
の

道
具
が
あ
り
、
最
後
に
「
Ｆ 

盛
り
つ
け
」
の
道
具
が
あ
る
（
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
た
（
台
所
用
品
の

グ
ラ
フ
）。
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
わ
か
っ
て
く
る
。

日
本
の
家
庭
に
は
台
所
用
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
グ
ラ
フ
の
座
標
を
同
じ
ス
ケ
ー
ル

に
し
て
お
い
て
は
紙
面
を
は
み
出
す
の
で
、
他
の
社
会
の
３
分
の
１
に
目
盛
り
を
縮
小

し
た
ス
ケ
ー
ル
で
表
現
し
て
あ
る
。
豊ぶ
ん

後ご

水
道
の
日ひ

振ぶ
り

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
だ
。

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
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
も
の
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
な
い
。

食
文
化
研
究
へ
の
視
野

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
だ
。
そ
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
私
は
２
つ
の
視
点
を
重

視
し
て
き
た
。

ま
ず
、
食
と
い
う
の
は
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
係
を
も
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
る
。
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
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
だ
。

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

だ
。
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

だ
っ
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
っ
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
る
。
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
だ
。

「
食
文
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
１
９
８
０
年
頃
ま
で
は
な
か
っ
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
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
り
、
そ
れ
が
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
間
に｢

食
文
化｣

と
い

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
は
研
究
者
も
少
な
か
っ
た
分
野
だ
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
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
る
。

「
第
23
回 

炎
と
食
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
２
０
１
２
年
９
月
20
日
実
施
）」講
演
よ
り

食
の
文
化
研
究
の
先
達
と
私

食
文
化
の
研
究
と
い
う
の
は
、実
は
世
界
的
に
も
新
し
い
も
の
だ
。
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
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
出
席
者
は
私
一
人
だ
っ
た
。
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
、
当
時
ま
だ
世
界
的
に
も

始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
食
べ
物
に
関
す
る
研
究
と
い
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
っ
た
。
一
方
、
文
科
系
に
は
「
日
本
食
物
史
」
の
分

野
が
あ
っ
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
な
か
っ
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
先せ
ん

達だ
つ

が
、
先
に
紹
介
し
た
篠
田
統
さ
ん
だ
っ
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
、
私
自
身
大
き
な
影

響
を
受
け
た
。

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
い
わ
れ
た
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
る
。

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
い
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
い
う
か
な

ど
を
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
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
。

料
理
の
原
料
は
「
環
境
」
の
中
か
ら
取
っ
て
く
る
。
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
た
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
脱
穀
や
製
粉

Profi le　石毛 直道（いしげ・なおみち）
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。1937年
千葉県生まれ。京都大学文学部卒業。農学博士。甲南大学文学部助教授、国立民族学博物館
教授を経て、97年同館館長。2003年からは同館名誉教授。日本と世界の食文化研究の第一人
者。著書に、『魚醤とナレズシの研究』（共著、岩波書店）、『食卓文明論』（中央公論新社）、『麺の
文化史』（講談社）、『石毛直道 食の文化を語る』（ドメス出版）、『飲食文化論文集』（清水弘文
堂書房）など多数。13年3月『石毛直道自選著作集』（全11巻、別巻1）（ドメス出版）全巻完結。

食
文
化
研
究
の
視
野

タンザニアの狩猟・採集民 ハッザ（Hadzapi）族

リビア砂漠のオアシス農耕民 メガルハ（Megarha）族
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タンザニアの半農半牧民 イラク（Iraqw）族

タンザニアの農耕民 スワヒリ（Swahill）

ニューギニア高地の根栽民 モニ（Moni）族 スケール

トンガ（Tonga）
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日
本
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
食
文
化
発
信

今
、
日
本
の
食
文
化
は
外
国
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

２
０
０
６
年
の
小
泉
首
相
の
施
政
方
針
演
説
の
中
に
も
「
日

本
ブ
ラ
ン
ド
の
海
外
発
信
」
と
い
う
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
か
ら
、
日
本
の
文
化
と
し
て
海
外
で
何
を
広
め
て

い
く
べ
き
か
と
い
う
な
か
で
、
内
閣
知
的
財
産
戦
略
事
務
局

と
い
う
と
こ
ろ
が
策
定
し
た
も
の
だ
が
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」

と
「
食
文
化
」
と
も
う
ひ
と
つ
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」、
こ

れ
ら
を
外
国
へ
日
本
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
展
開
し
て
い
こ
う

と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
の
会
長
の
茂
木
さ
ん
が
食
文
化
研

究
推
進
懇
談
会
を
組
織
さ
れ
、
吉
兆
さ
ん
、
瓢
亭
さ
ん
、
徳

島
の
青
柳
の
小
山
さ
ん
、
そ
う
い
っ
た
現
場
の
方
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
女
子
栄
養
大
学
学
長
の
香
川
先
生
と
い
っ
た
学

者
の
方
々
と
で
懇
談
会
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
議

論
を
し
、
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
政
府
の
側
か
ら
は
、
海
外

に
こ
れ
か
ら
日
本
食
文
化
を
ど
う
や
っ
て
広
め
て
い
く
の
か

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

今
ざ
っ
と
海
外
に
２
万
５
０
０
０
店
く
ら
い
の
日
本
食
レ

ス
ト
ラ
ン
（
２
０
１
４
年
現
在
５
万
店
）
が
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
が
、実
際
に
は
い
く
つ
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
海
外
で
日
本
食
文
化
は
大
変
注
目
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
日
本
の
食
文
化

は
身
体
に
い
い
と
い
う

健
康
志
向
。
こ
れ
で
人
気

を
集
め
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
実
際
食
べ
て
み
る
と
お
い

し
い
の
で
、
健
康
願
望
を
超
え

て
、
今
海
外
で
は
日
本
食
文
化
は
大

変
流
行
し
て
い
て
、
む
し
ろ
一
種
の
ス
テ

イ
タ
ス
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
は
落
と
し
穴
が
あ
る
。
何
か
と
い
う
と
、

日
本
料
理
は
や
は
り
生
魚
を
扱
う
と
い
う
こ
と
。
海
外
で

日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
て
い
る
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、

タ
イ
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
出
身
の
人
も
い
る
が
、
や
は
り
多

い
の
は
韓
国
、
中
国
の
人
で
、
ど
の
国
も
生
魚
の
伝
統
を

も
た
な
い
。
我
々
は
生
魚
を
見
て
、
こ
れ
は
大
丈
夫
、
こ

れ
は
や
め
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
な
、
と
い
う
の
が
感
覚

的
に
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
け
で
や
る

と
、
え
て
し
て
事
故
が
起
き
か
ね
な
い
。
実
際
ど
の
程
度

の
事
故
が
起
こ
っ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、も
し
、

大
規
模
な
食
中
毒
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
く
こ

こ
ま
で
広
が
っ
て
き
た
日
本
食
文
化
が
い
っ
ぺ
ん
に
萎
ん

で
し
ま
う
。
そ
う
い
う
危
険
性
が
あ
る
。
食
文
化
研
究
推

進
懇
談
会
で
は
、
し
か
る
べ
き
時
期
に
安
全
・
安
心
キ
ャ
ラ

バ
ン
と
い
う
よ
う
な
、
日
本
食
文
化
の
基
礎
的
な
安
全
の
技

術
を
海
外
に
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
や
ビ
デ
オ
を
使
っ
て
普
及
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

日
本
食
文
化
の
伝
統
的
な
枠
組
み

海
外
か
ら
日
本
食
文
化
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
今
、

一
方
で
も
っ
と
問
題
な
の
は
、
国
内
で
日
本
の
食
文
化
が
ど

こ
ま
で
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
だ
。

「
食
は
文
化
だ
」
と
言
い
出
し
た
の
は
石
毛
直
道
先
生
で

あ
る
。
日
本
食
文
化
と
い
う
も
の
を
み
ん
な
心
や
す
く
使
う

が
、
日
本
食
文
化
と
は
何
か
と
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
き
ち

ん
と
定
義
し
て
い
る
人
は
い
な
い
。
日
本
料
理
と
は
何
か
と

い
う
特
質
が
き
ち
ん
と
概
念
化
さ
れ
た
も
の
は
、
ま
だ
で
き

て
い
な
い
と
思
う
。
別
に
日
本
食
文
化
の
枠
組
み
を
は
み
出

し
た
か
ら
い
け
な
い
と
か
、
守
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
た
だ
日
本
が
伝
統
的
に
も
っ
て
い
る
食
文
化
と
し
て

の
枠
組
み
と
は
何
か
、
こ
の
あ
た
り
は
我
々
が
あ
る
共
通
認

識
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
ご
存
知
の
よ
う
に
日
本
人
は
嗜
好
と
し
て
粘
っ

こ
い
も
の
が
好
き
だ
。
ご
は
ん
で
も
粘
り
気
が
あ
る
ジ
ャ
ポ

ニ
カ
米
を
好
む
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
辺
が
日
本

人
の
嗜
好
の
線
だ
ろ
う
と
い
え
る
。
だ
し
の
文
化
と
い
う
も

の
も
、
日
本
の
食
文
化
の
特
質
と
し
て
ひ
と
つ
の
線
引
き
が

で
き
る
基
準
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

片
刃
の
包
丁
と
い
う
調
理
道
具
も
ひ
と
つ
の
日
本
食
文
化

の
線
引
き
と
い
え
る
。
な
る
べ
く
手
を
加
え
な
い
で
素
材
の

味
を
活
か
す
の
が
日
本
料
理
で
大
事
な
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。

料
理
し
な
い
の
が
料
理
だ
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
矛
盾
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
切
る
と
い
う
技
術
そ
の
も
の
が
素

材
の
味
を
変
え
て
い
く
。
料
理
し
な
い
の
で
は
な
く
て
、
大

変
繊
細
な
料
理
技
術
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
料
理
を
し
て

い
な
い
よ
う
で
、
実
は
料
理
の
粋
を
極
め
た
も
の
が
日
本
料

理
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
日
本
料
理
を
考
え
る
と
き
の
基
本

と
な
る
枠
を
つ
く
り
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
日
本
食
文
化
と
い
う
も
の
の
曖
昧
さ
を
超
え

て
、
共
通
理
解
を
も
っ
て
、
そ
の
上
に
日
本
食
文
化
を
改
め

て
組
み
立
て
て
い
く
時
代
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
日
本
料
理
の
歴
史
か
ら

そ
の
特
質
を
考
え
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
近
代
の
日
本

の
食
文
化
は
ど
ん
な
発
展
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

さ
し
当
た
っ
て
の
研
究
課
題
に
し
て
い
る
。

食
文
化
に
お
け
る

大
陸
的
要
素
と
在
来
要
素

ま
ず
日
本
の
食
文
化
の
中
で
古
代
に
遡
っ
て
み
る
と
、
そ

こ
で
非
常
に
大
事
な
こ
と
は
、
中
国
文
化
あ
る
い
は
そ
の
通

り
道
に
あ
る
朝
鮮
半
島
の
文
化
で
あ
る
大
陸
的
要
素
と
、
在

来
の
要
素
が
ど
ん
な
ふ
う
に
結
合
し
、
ど
ん
な
ふ
う
に
変
形

し
、
受
容
さ
れ
、
今
日
に
定
着
し
て
い
る
か
、
こ
う
い
う
問

題
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

で
あ
る
。

日
本
の
文
化
は
食
だ
け
で
な
く
、
大
陸
文
化
の
影
響
を
受

け
て
い
な
い
も
の
は
何
も
な
い
と
い
え
る
。
い
ろ
い
ろ
な
大

陸
の
文
化
が
何
度
も
何
度
も
波
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
日
本

に
入
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
日
本
の
文
化
の
上
に
新

し
い
文
化
が
の
り
、
ま
た
新
し
い
文
化
が
の
り
、
重
層
化
し

た
形
で
今
日
の
日
本
文
化
が
で
き
て
い
る
。

食
文
化
に
お
い
て
も
そ
う
だ
。
我
々
は
箸
を
日
本
食
文
化

の
中
で
非
常
に
大
事
な
要
素
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
箸
は
中

国
か
ら
来
た
も
の
だ
。
神
話
の
中
に
も
箸
が
あ
る
じ
ゃ
な
い

か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
れ
は
後
か
ら
つ
く
っ

『下戸上戸絵詞』（模本）より
東京国立博物館所蔵　Image: TNM Image Archives

包丁師の姿が描かれている。

『下
げ

戸
こ

上
じょう

戸
ご

絵
え

詞
ことば

』（模本）
東京国立博物館所蔵　Image: TNM Image Archives

原作は16世紀制作といわれ、調理から配膳、飲食の様子が描かれている。
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の
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史
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に
持
つ
と
い
う
日
本
の
食
事
作
法
を
つ
く
っ
た
。
今
で
も
韓
国
で
は
食
器
を
手
に
持
つ

と
い
う
の
は
大
変
無
作
法
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
食
器
は
全
部
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
お

い
て
、
そ
こ
か
ら
も
の
を
取
っ
て
食
べ
る
と
い
う
の
が
、
正
し
い
マ
ナ
ー
だ
。
日
本
の

場
合
に
は
食
器
を
手
に
持
ち
、
併
せ
て
直
接
食
器
に
口
を
つ
け
る
食
文
化
が
で
き
あ

が
っ
た
。
汁
物
も
ス
プ
ー
ン
が
な
い
の
で
、
お
椀
に
唇
を
つ
け
て
吸
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
我
々
は
熱
い
味
噌
汁
を
飲
む
と
き
に
は
用
心
し
て
フ
ー
フ
ー
吹
い
た
り
、
吹
か

な
い
ま
で
も
吸
う
と
き
に
音
を
た
て
て
飲
ん
だ
り
す
る
。
音
を
た
て
る
こ
と
で
、
飲
む

と
き
に
空
気
と
汁
が
混
ざ
っ
て
温
度
を
下
げ
る
。
音
を
た
て
ず
に
ス
ッ
と
飲
ん
だ
ら
口

中
火
傷
す
る
。
日
本
人
は
西
洋
人
と
違
っ
て
汁
で
も
ス
ー
プ
で
も
音
を
た
て
て
吸
う
の

が
作
法
に
か
な
っ
て
い
る
。
昔
、
パ
リ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
「
マ
キ
シ
ム
」
に
日
本
人
の
団

体
が
来
る
と
、
一
斉
に
ス
ー
プ
を
吸
う
音
が
し
て
き
て
大
ひ
ん
し
ゅ
く
だ
っ
た
と
聞
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
食
事
中
の
音
の
マ
ナ
ー
も
、
結
局
ス
プ
ー
ン
が
日
本
の

食
文
化
か
ら
脱
落
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
日
本

の
食
文
化
は
、
平
安
時
代
に
ひ
と
つ
の
日
本
的
な
性
格
を
も
ち
だ
し
て
き
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

食
材
の
受
容
に
お
け
る
文
化
的
な
動
機

も
う
ひ
と
つ
食
材
の
面
に
お
い
て
は
、日
本
で
牛
乳
が
飲
ま
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。

こ
れ
は
奈
良
時
代
〜
平
安
時
代
初
期
、
こ
の
頃
お
茶
も
飲
ま
れ
て
い
た
。
当
時
は
日
本

人
が
中
国
に
非
常
に
憧
れ
て
い
た
時
代
で
、
平
安
時
代
の
最
初
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
、

こ
の
時
代
は
日
本
人
の
中
国
熱
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
代
だ
。
天
皇
が
命
じ
て
勅ち
ょ
く

撰せ
ん

漢

詩
集
と
い
う
も
の
が
で
き
た
。
天
皇
の
命
令
で
、
中
国
語
つ
ま
り
漢
文
で
詩
集
が
編
ま

れ
た
。
こ
れ
が
「
凌
雲
集
」「
文
華
秀
麗
集
」
な
ど
の
勅
撰
漢
詩
集
だ
。
文
明
開
化
の

時
代
で
も
、
日
本
人
が
英
語
で
詩
集
を
つ
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
だ
か
ら

貴
族
は
和
歌
を
つ
く
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
漢
詩
集
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
く
ら
い
日

本
人
が
中
国
狂
い
を
し
て
い
た
と
い
え
る
。

食
べ
物
・
飲
み
物
を
摂
取
す
る
動
機
に
は
、
お
い
し
い
と
か
ま
ず
い
と
か
、
嗜
好
に

合
っ
て
い
る
と
か
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
文
化
的
動
機
と
で
も
い
う

も
の
が
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
中
国
と
い
う
巨
大
で
高
度
な
文
明
に
対
す
る
憧

れ
が
、
中
国
人
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
食
べ
た
い
、
飲
み
た
い
と
い
う
動
機
に
な
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
牛
乳
だ
。
日
本
に
は
基
本
的
に
大
型
家
畜
を
飼
育
す
る
と
い
う
伝
統
が

な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
伝
統
が
な
い
の
だ
が
、
し
た
が
っ
て
日

本
人
に
は
乳
製
品
を
摂
る
伝
統
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
国
文
化
の
影
響
が

非
常
に
強
か
っ
た
時
代
だ
け
、
日
本
の
朝
廷
に
お
い
て
牛
乳
が
飲
用
さ
れ
て
い
た
。

牛
乳
だ
け
で
は
な
く
乳
製
品
も
だ
。
特
に
そ
の
中
で
確
実
に
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る

も
の
は
「
蘇そ

」。「
延え
ん

喜ぎ

式し
き

」
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
蘇
は
牛
乳
を
煮
詰
め
た

も
の
で
あ
る
。
コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
ク
だ
。
実
は
、
そ
の
ほ
か
の
「
酪ら
く

」
も
「
醍だ
い

醐ご

」
も

製
法
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
多
分
、
酪
も
醍
醐
も
実
際
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
蘇
と
い
う
の
は
煮
詰
め
て
ド
ロ
ド
ロ
に
し
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
も
見

え
る
し
、あ
る
い
は
牛
乳
を
煮
た
と
き
に
表
面
に
で
き
る
膜
を
集
め
た
も
の
が
蘇
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
。
蘇
が
何
枚
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
籠
に
入
れ
て
運
ん
だ
と
い
う
記

述
も
あ
る
。
そ
う
い
う
乳
製
品
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

が
、
中
国
文
化
の
ブ
ー
ム
が
去
る
と
、
牛
乳
も
な
く
な
り
、
蘇
も
な
く
な
る
。
こ
と
ご

と
く
こ
う
い
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
日
本
人
の
体
質
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ど
れ
く
ら
い
の
年
月
が
た
つ
と
体
質
が
変
化
す
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と

も
遊
牧
民
族
が
も
っ
て
い
る
放
牧
、
牧
畜
の
文
化
を
、
日
本
人
は
古
代
以
来
、
少
な
く

と
も
旧
石
器
時
代
以
来
も
っ
て
い
な
い
。
日
本
人
の
中
に
牛
乳
を
消
化
す
る
酵
素
が
欠

け
て
い
る
人
が
多
い
の
は
事
実
だ
。
こ
れ
だ
け
乳
製
品
を
食
べ
、
牛
乳
を
飲
ん
で
い
る

今
で
も
、
日
本
人
の
消
費
量
は
西
洋
に
比
べ
る
と
格
段
に
低
く
、
こ
れ
以
上
伸
び
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
日
本
人
の
体
質
の
影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

選
択
的
に
受
容
し
て
き
た
大
陸
の
食
文
化

大
陸
文
化
の
影
響
は
日
本
の
食
文
化
に
顕
著
な
の
だ
が
、
す
べ
て
受
け
入
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
選
択
的
に
食
品
を
受
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。

選
ば
れ
て
定
着
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
お
茶
だ
。
牛
乳
と
同
じ
く
奈
良
時
代
に
日
本

に
入
っ
た
。
平
安
の
初
期
に
そ
の
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
牛
乳
と
同
じ

く
消
え
て
し
ま
う
。
平
安
時
代
３
５
０
年
間
く
ら
い
は
お
茶
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
く

な
る
。

お
茶
の
記
録
が
再
び
あ
ら
わ
れ
る
の
は
平
安
末
〜
鎌
倉
時
代
の
初
め
で
、
栄
西
（
禅

師
）
が
日
本
に
宋
代
の
お
茶
文
化
を
も
た
ら
し
た
。
３
５
０
年
間
の
空
白
の
後
に
、
新

し
い
お
茶
が
入
っ
て
き
た
。
こ
ん
ど
は
定
着
し
、
こ
れ
が
今
の
我
々
の
緑
茶
文
化
だ
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
き
た
お
茶
が
い
っ
た
ん
消
滅
し
、
鎌
倉
時
代
の
お
茶
が
な
ぜ
定
着

し
た
の
か
。
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
こ
れ
も
日
本
人
の
嗜
好
の
影
響
が
あ
る
と
私
は

た
も
の
で
、
も
と
も
と
は
中
国
か
ら
来
た
も
の
だ
。
昔
の
食
文
化
の
本
に
は
、
よ
く
竹

や
木
を
曲
げ
て
丸
く
し
た
ピ
ン
セ
ッ
ト
型
の
箸
が
載
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
古
い
と
い
う

説
を
書
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
鳥
の
嘴
く
ち
ば
しに
似
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
あ
れ
が
古
い
と
い
わ
れ
る
が
、
嘴
と
い
う
の
は
口
の
端は
し

、
端
と
い
う
の

は
橋
や
箸
と
同
じ
言
葉
で
、
端
と
端
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
が
橋
だ
。
別
に
嘴
か
ら
箸
と
い

う
言
葉
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
型
の
箸
が
二
本
箸
よ
り
古

く
て
箸
の
原
型
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

発
掘
さ
れ
た
箸
は
、
一
番
古
い
と
こ
ろ
で
は
藤
原
京
あ
た
り
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の

だ
。
そ
れ
以
前
の
日
本
人
は
み
な
手
食
だ
っ
た
。
今
で
も
お
に
ぎ
り
を
食
べ
る
と
き
は

手
食
で
、
手
で
食
べ
る
と
い
う
伝
統
は
ず
っ
と
あ
る
。
平
安
時
代
の
作
法
書
に
は
手
で

食
べ
る
も
の
と
箸
で
食
べ
る
も
の
は
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
区
別
の

中
で
、
手
で
食
べ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
箸
に
替
わ
っ
て
く
る
わ
け

だ
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
官
庁
の
遺
跡
か
ら
た
く
さ
ん
の
箸
が
出
て
き
て
い
る
。
や

が
て
庶
民
の
と
こ
ろ
か
ら
も
箸
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
や
は
り
大
陸
文
化
と
直
接

の
か
か
わ
り
が
あ
る
中
央
の
宮
人
か
ら
箸
の
文
化
が
は
じ
ま
り
、
だ
ん
だ
ん
庶
民
に
広

ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
の
終
わ
り
に
は
、
か
な
り
広
く
普
及
し
て

い
た
よ
う
に
思
う
。

そ
う
い
う
箸
の
文
化
と
と
も
に
、
ス
プ
ー
ン
、
匙さ
じ

が
伝
わ
っ
て
き
た
。
正
倉
院
御
物

の
中
に
は
束
ね
ら
れ
た
ス
プ
ー
ン
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
ス
プ
ー
ン
の
形
を
見
る
と
、

今
の
朝
鮮
半
島
の
も
の
と
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
プ
ー
ン
の

文
化
が
日
本
に
あ
っ
た
。
箸
と
ス
プ
ー
ン
を
一
緒
に
食
卓
に
置
く
た
め
に
馬ま

頭と
う
ば
ん盤
と
い

う
、
ち
ょ
う
ど
馬
の
顔
の
よ
う
な
形
を
し
た
台
の
つ
い
た
お
皿
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
箸

と
匙
が
い
つ
も
セ
ッ
ト
さ
れ
て
食
卓
に
の
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
大だ
い

饗き
ょ
う

料
理
の
姿
だ
。

と
こ
ろ
が
平
安
時
代
の
途
中
か
ら
、
ス
プ
ー
ン
が
脱
落
す
る
。
以
来
日
本
に
は
ス
プ
ー

ン
の
文
化
と
い
う
も
の
が
な
く
な
る
。

後
に
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
卓し
っ
ぽ
く袱

料
理
と
い
う
中
国
の
料
理
と
と
も
に
レ
ン
ゲ
が

入
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
は
基
本
的
に
日
本
に
匙
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
れ
が
日
本

と
朝
鮮
半
島
の
食
文
化
の
違
い
を
生
む
わ
け
だ
。
今
で
も
韓
国
で
は
、
ご
飯
を
食
べ
る

と
き
や
ス
ー
プ
を
飲
む
と
き
に
は
ス
プ
ー
ン
を
使
う
。
こ
の
よ
う
に
ス
プ
ー
ン
を
残
し

た
食
文
化
と
、
ス
プ
ー
ン
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
食
文
化
と
の
分
か
れ
道
が
、
平
安
時
代

に
あ
る
。

ス
プ
ー
ン
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
何
を
生
み
出
し
た
か
と
い
う
と
、
食
器
を
手

『厨事類記』の馬頭盤に箸と匙が置かれている食卓
（『群書類従』巻三六四 続群書類従完成会版より）
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推
定
し
て
い
る
。
嗜
好
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
。
何
と
な
く
経
験
的
に
こ
う
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
何
と
も
証
明
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
嗜
好
と
い
う
曖
昧

な
言
葉
で
し
か
説
明
で
き
な
い
の
だ
が
、
平
安
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
初
期
に
日
本
に

入
っ
て
き
た
お
茶
は
、
団だ
ん

茶ち
ゃ

と
い
う
も
の
で
、
固
め
た
お
茶
だ
っ
た
。
団
茶
に
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
、
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
と
き
入
っ
て
き
た
団
茶
は
か
な
り
匂
い
の

強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。

そ
の
匂
い
は
お
茶
の
発
酵
し
た
匂
い
で
は
な
い
。
固
め
た
お
茶
を
放
置
し
て
お
く
と

二
次
発
酵
す
る
。
こ
れ
は
カ
ビ
で
発
酵
す
る
わ
け
だ
。
そ
う
す
る
と
独
特
の
臭
気
と
味

が
つ
い
て
く
る
。
今
、
日
本
で
も
流
行
し
て
い
る
プ
ー
ア
ー
ル
茶
だ
。
今
で
は
ち
ょ
っ

と
し
た
面
白
い
中
国
料
理
の
店
に
行
く
と
、
プ
ー
ア
ー
ル
茶
が
出
て
き
た
り
す
る
。
あ

れ
も
飲
み
つ
け
る
と
な
か
な
か
癖
に
な
り
、
お
い
し
い
も
の
だ
が
、
初
め
て
飲
む
と
何

と
も
カ
ビ
臭
い
。
ど
ん
な
臭
い
か
と
い
う
と
、
初
夏
の
頃
に
大
掃
除
で
畳
を
上
げ
た
と

き
の
下
に
敷
い
て
あ
る
新
聞
紙
、一
年
間
の
湿
気
を
吸
い
込
ん
だ
あ
の
新
聞
紙
の
臭
い
。

あ
る
い
は
押
入
れ
の
中
の
カ
ビ
の
臭
い
。そ
れ
が
プ
ー
ア
ー
ル
茶
の
匂
い
だ
。香
港
の「
陸

羽
茶
館
」
な
ど
に
行
く
と
、
茶
館
中
に
充
満
し
て
い
る
。
こ
の
匂
い
が
中
国
人
に
は
い

い
匂
い
だ
が
、
我
々
に
は
ど
う
し
て
も
カ
ビ
の
臭
い
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
う
い
う
こ

と
が
平
安
時
代
の
お
茶
の
中
絶
の
原
因
で
は
な
い
か
と
私
は
推
定
し
て
い
る
。

次
に
入
っ
て
き
た
栄
西
の
お
茶
は
、
抹
茶
、
つ
ま
り
緑
茶
だ
っ
た
。
緑
茶
は
青
葉
ア

ル
コ
ー
ル
で
青
臭
い
匂
い
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
テ
ア
ニ
ン
な
ど
の
ア
ミ
ノ
酸
の
た
ん
ぱ

く
質
独
特
の
匂
い
が
す
る
。
新
茶
の
匂
い
を
、
薄
い
だ
し
の
匂
い
と
い
う
人
も
い
る
。

確
か
に
鰹
節
の
匂
い
や
海
の
海
苔
の
匂
い
と
、
新
茶
の
匂
い
は
近
い
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
す
べ
て
ア
ミ
ノ
酸
の
匂
い
。
ア
ミ
ノ
酸
の
旨
み
、
匂
い
、
青
々
と
し
た
緑
色
、
こ

う
い
う
も
の
が
日
本
人
の
嗜
好
に
合
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
今
日
の
緑
茶
の
定
着
に
つ

な
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
茶
が
普
及
し
、
庶
民
ま
で
お
茶
を
飲
む
よ
う
な
時
期
に
、
お
隣
の
韓
国
で

は
お
茶
が
絶
え
て
し
ま
う
。
だ
い
た
い
14
世
紀
に
朝
鮮
文
化
で
は
お
茶
が
絶
え
、
も
ち

ろ
ん
お
寺
な
ど
で
細
々
と
は
残
る
が
、基
本
的
に
一
般
の
文
化
か
ら
は
お
茶
が
消
え
た
。

今
で
も
韓
国
で
お
茶
と
い
え
ば
人
参
茶
、
い
わ
ゆ
る
お
茶
と
い
わ
れ
る
も
の
は
な
い
。

一
方
で
お
茶
が
な
く
な
っ
て
い
く
韓
国
、
一
方
で
お
茶
が
定
着
し
、
本
家
の
中
国
で

も
な
く
な
っ
た
蒸
し
製
の
お
茶
が
残
っ
た
日
本
。
本
家
の
中
国
で
は
蒸
す
と
い
う
技
術

が
な
く
な
り
、
釜
入
れ
の
お
茶
だ
け
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
国
々
が
そ
れ

ぞ
れ
の
独
特
の
食
の
文
化
を
も
ち
始
め
る
の
は
13
〜
14
世
紀
の
中
世
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
日
本
で
い
う
と
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
、
今
日
の
日
本
の
食
文
化
の
原
型

が
で
き
上
が
っ
て
く
る
。

「
第
17
回 

炎
と
食
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
２
０
０
６
年
８
月
２
日
実
施
）」講
演
よ
り

『下戸上戸絵詞』（模本）より
東京国立博物館所蔵　
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食事の様子が描かれている。

茶
の
湯
の
移
り
変
わ
り

茶
会
は
、
４
時
間
を
使
っ
た
二
幕
の
ド
ラ
マ
と
い
え
る
。
こ
れ
は
今
も
昔
も
変
わ
ら

な
い
。
一
幕
目
で
食
事
を
し
、
二
幕
目
で
茶
を
飲
む
。
そ
の
間
に
幕
間
が
あ
り
、
こ
れ

を
茶
の
湯
で
は
「
中な
か

立だ
ち

」
と
い
う
。
食
事
を
出
す
一
幕
目
を
３
場
に
す
る
か
４
場
に
す

る
か
は
、
亭
主
次
第
で
あ
る
。
中
立
で
は
、
客
人
は
手
洗
い
に
行
っ
た
り
、
服
装
を
整

え
た
り
し
、
亭
主
側
は
舞
台
で
あ
る
茶
室
を
入
れ
替
え
る
。
二
幕
目
で
は
、
同
じ
茶
室

に
戻
っ
て
濃
茶
と
薄
茶
を
い
た
だ
く
。
す
べ
て
が
終
わ
る
と
４
時
間
ほ
ど
が
経
っ
て
い

る
。
本
来
、
茶
会
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

茶
の
湯
は
、「
わ
び
茶
」
の
祖
と
い
わ
れ
る
珠
光
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、
そ
の
後
、

千
利
休
が
草
庵
の
茶
「
わ
び
茶
」
を
大
成
し
た
。
16
世
紀
以
前
と
以
後
で
茶
事
は
大
き

く
変
わ
り
、
16
世
紀
中
頃
が
茶
の
湯
の
転
換
期
と
い
え
る
。

現
在
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
い
、
江
戸
時
代
が
終
わ
る
ま
で
茶
の
湯
を
楽
し
ん
で
い
た

の
は
、
ほ
ぼ
男
性
の
み
で
あ
っ
た
。
明
治
４
（
１
８
７
１
）
年
に
山
本
覚
馬
の
発
案
で

日
本
最
初
の
女
学
校
「
女に
ょ

紅こ
う

場ば

」
が
で
き
、
そ
こ
で
初
め
て
茶
の
湯
が
女
性
に
教
え
ら

れ
た
。
明
治
32
年
（
１
８
９
９
）
年
に
高
等
女
学
校
令
が
公
布
・
施
行
さ
れ
、
高
等
女

学
校
で
の
教
育
に
茶
の
湯
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
女
性
と
茶
の
湯

の
関
係
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

本
来
、
茶
事
で
は
食
事
を
出
し
、
中
立
の
場
所
と
な
る
庭
な
ど
も
必
要
と
な
る
。
こ

う
し
た
手
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
茶
の
湯
と
は
「
濃
茶
と
薄
茶
を
教
え
る
こ
と
と
学

ぶ
こ
と
」、茶
会
と
は「
濃
茶
か
薄
茶
を
飲
む
こ
と
」と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、

こ
の
百
年
間
で
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
百
年
前
の
茶
会
と
現
代
の
茶
会
は
ま
っ

た
く
違
う
の
で
あ
る
。
昔
は
、
現
在
の
よ
う
な
茶
会
は
一
切
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
客
人
は
２
人
か
ら
５
人
く
ら
い
ま
で
で
、
も
し
50
人
招
き
た
か
っ
た
ら
、
５
人
ず

つ
を
10
回
に
分
け
て
招
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
茶
会
、
す
な
わ
ち
茶
事
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。

裏
千
家
今
日
庵
文
庫　

文
庫
長

京
都
府
立
大
学　

客
員
教
授

筒
井 

紘
一

３

懐
石
の
歴
史
と

も
て
な
し
の
こ
こ
ろ

懐
石
の
歴
史

第
１
章　

日
本
の
食
文
化
の
歴
史
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古
来
日
本
の
食
文
化

日
本
の
最
も
古
い
料
理
様
式
は
、平
安
時
代
の
公
家
社
会
で
生
ま
れ
た「
大だ
い

饗き
ょ
う

料
理
」

で
あ
る
。中
国
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、テ
ー
ブ
ル
で
食
事
を
し
て
い
た
。「
台だ
い

盤ば
ん

料
理
」

と
も
い
う
。
そ
の
後
、
室
町
時
代
に
武
家
に
よ
る
「
本ほ
ん

膳ぜ
ん

料
理
」
が
成
立
す
る
。
こ
の

と
き
に
は
テ
ー
ブ
ル
で
食
事
を
せ
ず
一
人
ひ
と
り
の
膳
に
な
っ
て
い
る
が
、
食
事
の
内

容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

室
町
時
代
、
近
畿
圏
す
べ
て
を
手
中
に
収
め
て
い
た
武
将
、
三
好
長
慶
が
、
永
禄
４

（
１
５
６
１
）
年
に
将
軍
を
迎
え
た
と
き
の
『
三
好
亭
御
成
記
』（
資
料
１
）
に
記
さ
れ
た

献
立
か
ら
、
当
時
の
料
理
の
出
し
方
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
料
理
人
は
進
士
美
作

守
で
、
十
七
献
立
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
亭
主
で
あ
る
三
好
長
慶
と
将
軍
、
側
近
の
一
人
か
二
人
く
ら
い
だ
け
を
別
の

部
屋
に
招
き
、「
式し
き

三さ
ん

献こ
ん

」
を
お
こ
な
う
。
こ
の
三
献
が
、
後
の
結
婚
式
の
三
三
九
度

に
な
っ
て
い
く
。

「
初
献
」
は
「
と
り
」
と
「
亀
の
か
ふ
」、
つ
ま
り
亀
の
甲
に
の
せ
た
ト
リ
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
雑
煮
な
ど
を
出
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
酒
を
出
す
。
二
献
目
は
「
の
し

（
ス
ル
メ
）」
と
「
つ
へ
た
（
貝
）」。
そ
れ
か
ら
、
鯛
を
出
す
。
こ
れ
ら
を
少
し
食
し
、

酒
を
飲
む
。
三
献
目
も
ま
た
ス
ル
メ
だ
が
、
の
し
て
い
な
い
「
す
る
め
」
と
「
た
こ
」。

「
醤ひ
し
ほ」

で
味
を
つ
け
て
い
る
。
以
上
、
三
献
を
食
し
三
献
を
飲
み
、
午
前
11
時
に
開
始

し
た
と
す
る
と
、
こ
れ
で
12
時
頃
と
な
る
。

「
会
所
」
と
呼
ば
れ
る
、
通
常
18
畳
敷
の
大
き
な
部
屋
で
は
、
そ
の
日
の
他
の
客
人

10
〜
15
人
が
待
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
客
人
も
位
の
高
い
細
川
家
や
大
内
家
の
人
た
ち

で
あ
る
。
そ
こ
に
将
軍
、
亭
主
ら
が
出
て
い
き
、
12
時
か
ら
食
事
が
は
じ
ま
る
。
そ
の

食
事
が
「
御
ゆ
づ
け
」
と
書
か
れ
て
い
る
「
七
五
三
本
膳
料
理
」
で
あ
る
。

本
膳
料
理
は
、「
一
の
膳
」
か
ら
「
七
の
膳
」
ま
で
が
客
人
の
前
に
並
ぶ
。
ひ
ざ
の

前
に
「
一
の
膳
」、
左
側
に
「
二
の
膳
」、
右
に
「
三
の
膳
」、
向
こ
う
側
に
「
四
の
膳
」、

「
五
の
膳
」、「
六
の
膳
」、「
七
の
膳
」
と
並
ぶ
（
資
料
２
）。
そ
の
七
つ
の
膳
に
料
理
が
の
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
飯
も
付
く
。
す
な
わ
ち
、
２
時
間
く
ら
い
、
ひ
た
す
ら
食
事
を

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
残
っ
た
分
は
持
ち
帰
る
。

こ
の
と
き
の
料
理
は
す
べ
て
脚
の
付
い
た
高た
か

坏つ
き

に
の
せ
て
出
さ
れ
る
。「
一
の
膳
」

に
は
7
種
類
、「
二
の
膳
」
に
は
7
種
類
か
5
種
類
、「
三
の
膳
」
か
ら
「
七
の
膳
」
は

3
種
類
と
、
料
理
が
７
、５
、３
と
減
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
「
七
五
三
本
膳
料
理
」
と

い
う
。「
７
・
５
・
３
」
は
陽
の
数
で
、
め
で
た
い
数
で
し
か
出
さ
な
い
た
め
、「
４
」
や
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永
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四
年　

三
好
亭
御
成
記　

進
士
美
作
守
請
取
調
進
献
立
次
第

　

式
三
献 

│ 

御
手
か
け　

二
重
瓶

　
　
　
　

 　

 

を
き
鳥　
　

を
き
鯛

　
　

初
献 

│ 

と
り　
　
　

ざ
う
に

　
　
　
　

 　

 

亀
の
か
ふ

　
　

二
献 

│ 

の
し　
　

鯛

　
　
　
　

 　

 

つ
へ
た

　
　

三
献 

│ 

す
る
め　

ひ
し
ほ
い
り

　
　
　
　

 　

 

た
こ

　
　
　
　

 　

 

し
ほ
引　
　

や
き
物　

を
け

御
ゆ
づ
け 

│ 

あ
へ
ま
ぜ　

く
こ

　
　
　
　

 　

 

か
う
の
物　

か
ま
ぼ
こ　

ふ
く
め
た
い

　
　
　
　

 　

 

た
こ　

く
ら
げ
し
る

　
　
　

二 

│ 

に
し

　
　
　
　

 　

 

か
ら
す
み　

ゑ
び　

あ
つ
め

　
　
　
　

 　

 

こ
ざ
し　

く
ゞ
い

　
　
　

三 

│ 

か
ざ
め

　
　
　
　

 　

 

と
り　

こ
い

　
　
　
　

 　

 

酒
び
て

　
　
　

よ 

│ 

か
い
あ
は
び　

く
じ
ら

　
　
　
　

 　

 

お
ち
ん

　
　
　
　

 　

 

す
し

　
　
　

五 

│ 

う
づ
ら　

こ
ち

　
　
　
　

 　

 

あ
か
が
ひ

　
　
　

六 

│ 

は
む　

ゑ
び

　
　
　
　

 　

 

い
か

　
　
　

七 

│ 

く
ま
引　

ふ
な

　
　
　
　

 　

 

し
ぎ

　
　
　
　

 　

 

き
そ
く
こ
ん
に
ゃ
く
ふ　

き
そ
く
く
る
み

御
く
ハ
し 

│ 

う
ち
ぐ
り　

の
り　

山
の
い
も　

む
す
び
こ
ぶ

　
　
　
　

 　

 

く
し
が
き　

か
ら
は
な　

み
か
ん

　
　

よ
献 

│ 

む
ぎ　

御
そ
い
物
立
花
焼

　
　

五
献 

│ 

お
ち
ん　

い
も
こ
こ

　
　
　
　

 　

 

い
か

　
　

六
献 

│ 

ま
ん
ぢ
う　

御
そ
い
物
れ
う
さ
し

　
　

七
献 
│ 

は
む　
　
　
　

ゑ
び

　
　
　
　

 　
 

あ
を
な
ま
す

　
　

八
献 
│ 
三
ぼ
う
ぜ
ん　

御
そ
い
物
ま
な
が
つ
ほ

　
　

九
献 

│ 

ゑ
び　

い
る
か

　
　
　
　

 　

 

は
し

　
　

十
献 

│ 

や
う
か
ん　

御
そ
い
物
あ
か
が
ひ

　

十
一
献 

│ 

こ
ん
き
り　

桜
い
り

　
　
　
　

 　

 

は
い

　

十
二
献 

│ 

ぎ
ょ
か
ん　

御
そ
い
物
ふ
か
の
さ
し
み

　

十
三
献 

│ 

け
づ
り
物　

う
け
い
り

　
　
　
　

 　

 

さ
か
び
て

　

十
四
献 

│ 

ま
き
す
る
め　

く
じ
ら

　
　
　
　

 　

 

さ
ざ
ひ

　

十
五
献 

│ 

く
ま
引　

こ
ち

　
　
　
　

 　

 

く
ら
げ

　

十
六
献 

│ 

つ
ぐ
み　
　

か
も

　
　
　
　

 　

 

た
い
の
こ

　

十
七
献 

│ 

か
ら
す
み　

せ
い
ご

　
　
　
　

 　

 

は
ま
ぐ
り

　
　
　
　

 　

 

巳
上
十
七
献
参
な
り

「
２
」
は
な
い
。
ま
た
、
飯
は
、
盛
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
固
い
「
強こ
わ

飯め
し

」
で
、

汁
は
冷
や
汁
で
あ
る
。
料
理
は
す
べ
て
が
冷
め
て
い
る
か
、乾
燥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

食
事
が
２
時
頃
に
終
わ
る
と
、
続
い
て
再
び
「
献
」
が
は
じ
ま
る
。
一
般
の
客
人
に

と
っ
て
は
初
め
て
献
が
出
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
重
要
な
客
人
は
三
献
ま
で
を
11

時
か
ら
12
時
に
済
ま
せ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
出
さ
れ
る
の
は
四
献
目
と
な
る
。
つ
ま

り
、
将
軍
に
と
っ
て
は
四
献
目
で
あ
る
が
、
一
般
の
客
人
は
こ
こ
か
ら
献
が
は
じ
ま
る
。

こ
れ
を
「
献
立
」
と
い
う
。
酒
を
飲
む
こ
と
を
考
慮
し
た
料
理
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
四
献
か
ら
は
じ
ま
り
十
七
献
ま
で
く
る
と
夜
の
10
時
頃
に
な
る
。
酒
宴

が
延
々
と
続
く
の
で
あ
る
。
二
十
三
献
立
あ
る
場
合
に
は
、
翌
日
の
朝
6
時
頃
ま
で
続

く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
能
や
狂
言
、
白
拍
子
の
舞
が
、
献
と
献
の
間
に
入
り
、
そ

れ
ら
を
見
な
が
ら
酒
を
飲
む
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
時
間
が
か
か
る
。

食
事
と
酒
が
延
々
と
続
い
た
の
ち
、
茶
は
最
後
に
出
さ
れ
る
。
客
人
の
前
で
は
茶
は

一
切
た
て
ず
、
隣
の
部
屋
で
た
て
て
持
っ
て
く
る
。
茶
が
出
た
ら
終
わ
り
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
９
割
９
分
が
食
事
で
、
茶
は
０
・
１
割
し
か
な
い
。
10
時
間
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
最
後
の
10
分
だ
け
が
茶
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
食
と
茶
と
の
関
わ
り
は

９
対
１
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。

茶
の
湯
の
成
立
過
程
に
お
け
る
食
文
化
の
変
遷

松
屋
久
政
が
記
録
し
た
茶
会
記
『
松
屋
会
記
』（
資
料
３
）
か
ら
、
室
町
時
代
に
ど
の

よ
う
な
茶
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
永
禄
６
（
１
５
６
３
）
年
「
多
門

山
に
お
け
る
茶
の
湯
」
と
記
し
て
あ
り
、
松
永
弾
正
が
お
こ
な
っ
た
茶
会
で
あ
る
。
６

畳
敷
を
使
い
、
北
向
き
、
右
構
え
で
、
客
人
を
５
人
招
い
て
い
る
。
僧
侶
の
「
成
じ
ょ
う

福ふ
く

院い
ん

」が
一
番
で
、次
に
天
皇
や
将
軍
の
主
治
医
で
あ
る「
曲ま

直な

瀬せ

道ど
う

三さ
ん

」、続
い
て「
久
政
」

が
き
て
い
る
。
良
い
道
具
が
た
く
さ
ん
出
て
お
り
、
例
え
ば
「
床
の
上
、
軸
外
れ
に
長

盆
に
二
つ
置
き
」
と
書
か
れ
て
い
る
う
ち
の
「
ツ
ク
モ
」
は
「
九つ

く

も

な

す

十
九
髪
茄
子
」
と
い
い
、

当
時
は
茄
子
の
最
高
の
茶
入
が
「
九
十
九
髪
茄
子
」
で
あ
っ
た
。
席
が
か
わ
り
、
中
立

の
後
が
茶
会
と
な
る
。

当
日
出
さ
れ
た
料
理
が
「
本
膳
」
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
書
か
れ
て

い
る
が
、
食
事
は
最
初
に
お
こ
な
う
。
こ
の
料
理
を
「
懐か
い

石せ
き

」
と
い
う
。
現
在
の
懐
石

か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
「
懐
石
」
で
あ
る
。
当
時
、
食
の
味
つ
け
は

「
醤ひ
し
ほ」「
酒
（
煎
り
酒
）」「
酢
」「
塩
」
の
４
種
類
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
時
代

か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。

式
三
献
に
続
く
本
膳
に
つ
い
て
は
、
『
奉
公
覚
悟
之
事
』
に
膳
の
据
え
方
が
書
か
れ
て
い
る
。

三 

三
ツ

御
汁
二
ツ

　
　

三
ツ

一 

七
ツ

御
ゆ
づ
け

御　
　

前

御
さ
い

本
ニ
七
ツ

ニ
ニ
五
ツ
同
二
ツ

三
ニ
五
ツ
同
二
ツ

四
ニ
三
ツ
同
一
ツ

五
ニ
三
ツ
同
一
ツ

六
ニ
三
ツ
同
一
ツ

七
ニ
三
ツ
同
一
ツ

八
ニ
三
ツ
同
一
ツ

此
時
ハ
引
物
ハ
無
レ
之
。

二 

五
ツ

八 

二
ツ

七 

二
ツ

四 

三
ツ

五 

三
ツ

六 

三
ツ

御
汁
二
ツ

　
　

五
ツ

一 一 二
ツ

一 二

客
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で
あ
る
。

奥
地
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、山
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
「
客
人
（
ま
れ
び
と
、

ま
ろ
う
ど
）」
は
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
持
っ
て
来
て
く
れ
る
人
、

す
な
わ
ち
「
神
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
生
懸
命
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て

接
待
す
る
。
一
緒
に
食
事
を
し
、
一
緒
に
酒
を
飲
む
。
神
と
自
分
と
の
「
神
人
共
食
」

で
あ
る
。
神
人
共
食
を
す
る
こ
と
が
、
人
を
招
く
上
で
の
基
本
的
な
人
間
と
し
て
の
在

り
方
、
ま
さ
し
く
「
も
て
な
し
」
だ
っ
た
。

利
休
の
茶
の
湯

千
利
休
は
、
１
５
２
２
年
に
堺
で
魚
屋
を
営
む
納
屋
衆
の
家
に
生
ま
れ
、
17
歳
で
北き
た

向む
き

道ど
う

陳ち
ん

、
つ
い
で
武た
け

野の

紹じ
ょ
う

鴎お
う

に
師
事
し
、
23
歳
の
と
き
に
堺
で
茶
人
と
し
て
初
登
場

し
た
。
信
長
・
秀
吉
の
時
代
に
活
躍
し
た
天
下
三
宗
匠
と
い
え
ば
、
今
井
宗そ
う

久き
ゅ
う、
津
田

宗そ
う

及ぎ
ゅ
う、

そ
し
て
千
利
休
で
あ
る
。
宗
久
と
宗
及
は
資
産
家
で
大
変
な
道
具
持
ち
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
利
休
は
道
具
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
利
休
は
、

招
い
た
人
た
ち
を
「
あ
っ
」
と
言
わ
せ
る
、「
ま
た
招
か
れ
た
い
」
と
思
わ
せ
る
茶
会

を
お
こ
な
っ
た
。
利
休
の
茶
会
は
、
道
具
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
「
亭
主
の
顔
が
見
え

る
茶
会
」
で
あ
っ
た
。

『
松
屋
会
記
』
に
利
休
が
初
め
て
お
こ
な
っ
た
茶
会
の
記
録
が
あ
る
（
資
料
４
）。
天
文

13
（
１
５
４
４
）
年
2
月
27
日
、利
休
23
歳
の
と
き
で
あ
る
。
奈
良
・
称
し
ょ
う

名み
ょ
う

寺じ

の
住
職
、

恵え

遵じ
ゅ
ん

坊
と
松
屋
久
政
の
二
人
を
招
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
釣
釜
が
掛
け
て
あ
る
だ
け

の
席
で
懐
石
が
出
さ
れ
た
。

膳
に
は
４
つ
の
椀
が
の
っ
て
お
り
、手
前
に
飯
椀
と
汁
椀
、向
こ
う
側
に
ウ
ド
の
入
っ

た
椀
（
つ
ぼ
椀
）
と
フ
の
入
っ
た
椀
（
平
椀
）
が
あ
る
。
ま
ず
飯
と
汁
を
食
し
、
酒
が

出
て
き
た
ら
ウ
ド
と
フ
に
手
を
つ
け
る
。
引
物
（
引
重
）
に
入
っ
た
ク
ラ
ゲ
の
酢
の
物

が
出
る
と
、酒
が
も
う
一
献
出
る
。
こ
れ
で
一
汁
三
菜
と
な
る
。
あ
と
は
湯
桶
が
出
て
、

湯
で
飯
の
残
り
を
食
べ
終
え
て
、
せ
い
ぜ
い
１
時
間
足
ら
ず
で
懐
石
は
終
了
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
一
汁
三
菜
の
懐
石
」
と
い
う
。
利
休
は
生
涯
、
徹
底
し
て
「
一
汁
三
菜
」
で

通
し
た
。
こ
こ
に
利
休
の
凄
さ
が
あ
る
。

中
立
で
は
、
茶
入
が
入
っ
て
い
る
と
思
わ
せ
た
袋
か
ら
香
炉
を
取
り
出
し
、
香
を
聞

い
て
も
ら
い
、
客
人
を
大
変
驚
か
せ
た
。
人
に
「
あ
っ
」
と
言
わ
せ
る
意
外
性
。
そ
れ

が
利
休
の
美
意
識
で
あ
る
。「
道
具
か
」
で
は
な
く
、「
こ
れ
が
利
休
か
」
と
い
う
「
亭

主
の
顔
が
見
え
る
茶
会
」
を
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
。

「
本
膳
」に
は
、煮
昆
布
、も
み
瓜
、ゴ
ボ
ウ
と
３
つ
あ
り
、手
前
に
飯
と
チ
シ
ャ
ト
ウ（
植

物
）の
汁（
み
そ
汁
）、そ
し
て
白
箸
と
小
さ
な
皿
に
の
せ
た
塩
と
山
椒
が
出
さ
れ
て
い
る
。

「
二
の
膳
」
に
は
ハ
ス
、
ウ
ド
、
セ
リ
焼
き
、
か
ん
ぴ
ょ
う
、
漬
け
物
が
の
っ
て
い
る
。

こ
の
膳
の
汁
は
、
味
噌
と
醤
油
の
ふ
く
さ
仕
立
て
で
あ
る
。「
三
の
膳
」
で
は
、
金
粉

で
塗
っ
た
桶
に
の
せ
て
、
梅
に
漬
け
た
「
宇
治
（
ウ
ナ
ギ
）」、
辛
く
煮
た
コ
ン
ニ
ャ
ク
、

炒
っ
た
フ
が
出
さ
れ
る
。
給
仕
人
が
お
り
、
酒
も
少
し
出
た
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
菓

子
は
７
種
類
が
出
さ
れ
て
い
る
。
高
く
広
き
縁
高
に
、
造
花
を
挿
し
た
結
び
昆
布
、
青

梅
の
芽
と
ミ
ノ
柿
が
３
つ
、
ク
ワ
イ
、
ギ
ン
ナ
ン
、
焼
き
栗
、
亀
の
足
の
よ
う
に
削
っ

た
と
こ
ろ
に
ク
ル
ミ
を
挿
し
た
も
の
、
そ
し
て
飾
り
揚
げ
梅
で
あ
る
。

わ
び
茶
で
は
あ
る
が
、
大
名
た
ち
に
は
本
膳
料
理
の
流
れ
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
こ

れ
が
、
利
休
の
わ
び
茶
に
な
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
。
一
幕
目
で
あ
る
食
事
が
１

時
間
と
な
り
、
中
立
が
30
分
、
そ
し
て
二
幕
目
の
茶
が
２
時
間
半
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

９
対
１
で
あ
っ
た
食
と
茶
が
、
食
３
・
茶
６
・
中
立
１
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

出
す
料
理
は
、
徹
底
し
て
「
一
汁
三
菜
」
を
守
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
。

「
も
て
な
し
」の
起
源

「
も
て
な
し
」
と
い
う
言
葉
は
平
安
時
代
か
ら
あ
り
、
名
詞
が
「
も
て
な
し
」、
動
詞

は
「
も
て
な
す
」
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
も
て
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い

る
が
、
こ
の
と
き
は
「
物
事
を
処
理
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
人
を

接
待
し
て
厚
く
遇
す
る
」と
い
う
意
味
で「
も
て
な
し
」と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
は
、

１
６
０
３
年
に
編
纂
さ
れ
た『
日に
っ

葡ぽ

辞
書
』に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
て
な
し
」

の
意
味
が
「
処
理
す
る
」
か
ら
「
厚
く
遇
す
る
」
に
変
化
し
た
の
は
１
５
０
０
年
代
後

半
で
あ
ろ
う
。「
人
を
招
い
て
厚
く
遇
す
る
」
と
い
う
意
味
に
変
わ
っ
て
い
く
原
点
は
、

食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
料
理
が
出
さ
れ
る
本
膳
料
理
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

し
か
し
、言
葉
の
意
味
と
し
て
は
ま
だ
な
く
て
も
「
厚
く
遇
す
る
よ
う
な
状
況
」
は
、

昔
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
能
の
『
鉢は
ち

木の
き

』。
貧
し
い
鎌
倉
武
士
の
佐
野
源
左

衛
門
常
世
が
、宿
を
求
め
て
き
た
北
条
時
頼
に
、大
事
に
し
て
い
た
鉢
植
え
の
枝
を
切
っ

て
暖
を
取
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
は
正
に
「
人
を
接
待
し
て
厚
く
遇
し
て
い
る
」
状
況
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久
政
茶
会
記

永
禄
六
年

発
亥
正
月
十
一
日
朝

一
於
多
門
山
御
茶
湯　
　

六
畳
敷
、
北
向
、
右
カ
マ
ヘ

主
人
松
永
弾
正
少
弼
殿

成
福
院　

醫（
曲
直
瀬
）

道
三　

久
政　

堺（
若
狭
屋
）

宗
可　

竹
（
秀
勝
）

内
下
總
守

御
床
ノ
上
、
軸
ハ
ツ
レ
ニ
長
盆
ニ
二
置
ナ
リ
、
ツ
ク
モ
、
金
ラ
ン
ノ
袋
ニ
入
、
フ
ク
ロ
ノ

ヲ（
緒
）ア

サ
キ
、

松
本
天
目　

敷
ノ
臺
、
上
ニ
同
シ
地
付
ノ
内
ニ
、
朱
ニ
テ
梅
ノ
字
ト
一
文
字
ア
リ
、
七
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
、
極
上
也
、

屏
風
ノ
中
、
臺
子
四
組
ノ
御
餝
也
、
ヱ（
餌

）
フ
コ
水
指
、
フ
タ
ニ
八
葉
〳
〵
十
六
葉
ナ
リ
、
柄

杓
指
・
合
子
天
下
一
也
・
平
蛛
釜
フ
ロ
ニ
、
柄
杓
指
ハ
鹿（
足
利
義
満
）

苑
院
殿
御
物
也
、

　
　
　
　
　
　

（ 

中
略 

）

各
着
座
、
宗
可
御
茶
立
候
、
森
ノ
別
儀
也
、
長
盆
少
前
へ
引
出
、
ツ
ホ
ト
天
目
ト
風
呂
ノ

ト
ヲ
リ
ノ
北
へ
ヲ
ロ
シ
ナ
ラ
へ
、
左
ノ
袂
ヨ
リ
白
フ
ク
サ
物
取
出
シ
、
盆
ヲ
フ
カ
レ
候
、

口
傳
、
障
子
ア
ケ
、
茶
筅
入
ヲ
取
出
シ
、
脇
ニ
置
、

　
　
　
　
　
　

（ 

中
略 

）

次
ニ
御
繪
、
心
静
ニ
眺
メ
、
客
主
近
ク
ヨ
リ
、
賛
ヲ
道
三
、
主
客
ア
イ
ヨ
ミ
ニ
ヨ
ミ
テ
、

次
ニ

高
（
く
ち
ゅ
う
）
中
拝
見
、
茶
杓
拝
見
、
其
後
、
水
指
持
テ
入
、
水
ツ（
次
）キ
ヲ
タ
ナ
ニ
入
、
拝
見
、
蓋

ヲ
取
、
内
ヲ
ナ
カ
ム
、
其
後
、
面
白
物
語
少
有
テ
、
御
暇
申
シ
サ
マ
ニ
床
ノ
上
ヲ
ナ
カ
メ
、

棚
ノ
上
ヨ
リ
下
へ
ミ
ク
タ
シ
、
感
シ
テ
本
座
ニ
相
退
、
謹
而
礼
ヲ
申
、
各
罷
立
候
、

　
　
　
　
　
　

ケ
ツ
コ
ウ
ナ
ル
足
付
、
ヒ
ツ
ヘ
キ
ニ
高
モ
リ

　
　
　

 

ニ
コ
ウ　
　

 

汁 

チ
サ

本　

膳 

モ
ミ
瓜　
　

 

　
　
　
ハ
シ
ノ
臺
ニ
白
箸

　
　
　

 
コ
ホ
ウ　
　

 

飯　
シ
ホ
・
山
椒

　
　
　

 
ハ
ス
・
ウ
ト　
　
　

 

　

 

各
カ
ハ
ラ
ケ
ニ
、

ニ
ノ
膳 

セ
リ
ヤ
キ　
　
　
　

 

汁 

ア
ツ
メ
五
黄

　
　
　

 

カ
ン
ヘ
ウ
・
ツ
ケ
物　

 

　

 

上
ニ
ム
ス
ヒ
コ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 

ツ
ク
〳
〵
シ

　
　
　

 

エ
ヲ
カ
キ
テ　
　

 
キ（
亀
足
）
ソ
ク
シ
テ

三
ノ
膳 

金
ノ
桶　
　
　
　

 
ケ

コ
ン
ニ
ャ
ク

　
　
　
宇
治
、
梅
ツ
ケ
ニ
、 
金
ハ（
箔
）クニ
テ
カ
サ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
イ
リ
フ

　
　
　

御
給
仕
ハ
喜
多
右
衛
門
尉
一
人

御
酒
ハ
平
野
ノ
ウ
コ
キ
作
り
、
三
返
、
ス（
錫
）ヽ
ニ
テ
、

御
湯
カ
ナ
色

御
菓
子
七
種
高
ク
廣
キ
縁
高
ニ
、ム
ス
ヒ
コ
フ
ニ

作
（
つ
く
り
ば
な
）
花
ニ
枝
サ
シ
テ
、青
芽
・
ミ
ノ
柿
三
・
ク

ハ
イ
・
銀
杏
・
ヤ
キ
ク
リ
、
キ（
亀
足
）ソ

ク
サ
シ
テ
ク
ル
ミ
、
カ
サ
リ
テ
揚
梅
、

『
松
屋
会
記
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

久
政
茶
会
記

天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）

二
月
二
七
日

一廿七
日堺

千
宗
易
へ　
　
　
　
　

右
二
人
（
恵
遵
・
久
政
）

　
　
　

釣
物
一　

手
水
ノ
間
ニ
、
床
ニ
四
方
盆
ニ
善
幸
香
炉
、
袋
ニ
入
テ
、

　
　
　

板　

ツ（
水
指
）

ル
へ　

珠
光
茶
碗

　
　
　

香
炉
セ
カ
イ
内
角
ア
ツ
ク
、
腰
ノ
上
下
ニ
指
ノ
ア
ト
程
ノ
ス
シ
二
ツ
ヽ
ア
リ
、

　
　
　

間
ハ
二
分
程
ア
リ
、
ヒ
ヽ
キ
大
小
ア
リ
、
色
青
シ
、
フ
キ
ス
ミ
ア
リ
、
土
紫

　
　
　

色
也
、
底
ニ
テ
ス
ハ
ル
、
高
二
寸
八
分
余
ア
ル
ト
他
、

　
　
　
　
　

フ　
　
　

汁 

タ
ウ
フ　

　
　

 

引
物
ク
ラ
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ツ
ク
〳
〵
シ

　
　
　
　
　

ウ（
独
活
）ト　

飯　
　
　
　
　
　

 

菓
子 

カ
ヤ
・
ク
リ 

三
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

 

ク
モ
タ
コ

も
て
な
し
の
こ
こ
ろ
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懐
石
の
基
本
が「
も
て
な
し
」の
原
点

た
っ
た
一
汁
三
菜
し
か
出
さ
な
い
け
れ
ど
、「
利
休
の
茶
会
に
ま
た
招
か
れ
た
い
」

と
思
わ
せ
る
、
そ
の
理
由
は
三
つ
あ
る
。

一
つ
は
、「
今
の
も
の
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
。
炊
き
上
が
り
の
熱
い
飯
、
熱
い
汁

を
出
す
。
つ
ま
り
、「
熱
い
も
の
は
熱
い
う
ち
に
、
冷
た
い
も
の
は
冷
た
い
う
ち
に
」

と
い
う
料
理
の
出
し
方
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、「
手
を
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
。
そ
の
客
人
を
招
く
た
め
に
、
い
か
に

手
を
か
け
た
か
、
い
か
に
手
を
か
け
た
料
理
を
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
を

か
け
た
料
理
の
代
表
が
、「
い
り
こ
（
煎
海
鼠
）」「
か
ま
ぼ
こ
」「
ふ
の
や
き
」。
当
時

は
こ
れ
ら
を
つ
く
る
の
に
、
非
常
に
時
間
と
手
間
が
か
か
っ
た
。
た
っ
た
一
汁
三
菜
し

か
出
な
く
て
も
、
料
理
に
手
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
客
人
は
大
変

喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、「
亭
主
が
給
仕
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
。
茶
の
懐
石
で
は
、
亭

主
は
一
切
、
客
と
共
に
食
事
を
し
な
い
。
世
界
の
食
事
文
化
の
中
で
、
主
人
が
客
と
一

緒
に
食
事
を
し
な
い
文
化
は
茶
の
湯
し
か
な
い
。「
ふ
る
ま
い
は
小こ

豆ま
め

の
汁
に
え
び
な

ま
す　

亭
主
給
仕
を
す
れ
ば
す
む
な
り
」と
利
休
が
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、「
茶

席
の
料
理
は
一
汁
一
菜
で
も
か
ま
わ
な
い
。
亭
主
自
ら
が
給
仕
を
す
る
こ
と
が
最
大
の

も
て
な
し
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
今
の
も
の
を
出
す
と
い
う
こ
と
」、「
手
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
」、「
亭
主
が
給
仕

を
す
る
と
い
う
こ
と
」。
こ
れ
が
、
茶
の
懐
石
の
基
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
も
て
な
し
」

の
原
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
第
25
回 

炎
と
食
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
２
０
１
４
年
9
月
19
日
実
施
）」講
演
よ
り

Profi le　筒井 紘一（つつい・ひろいち）
裏千家今日庵文庫長、茶道資料館副館長、一般社団法人文化継承機構理事長、
京都府立大学客員教授。文学博士。1940年福岡県生まれ。早稲田大学文学
部東洋哲学科卒業。同大学院研究科修士課程日本文学専攻修了。茶道文化、
茶道美術に広く深く通じ、食文化の中心として懐石料理の研究を重ねている。
著書に『懐石の研究─わび茶の食礼』、『茶書の研究─数寄風流の成立と展開』、
『茶の湯百人一首』（以上すべて淡交社）、『利休の茶会』（角川選書）ほか多数。




