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●
﹁
和
食
﹂
と
﹁
倭
食
﹂
●

　

2
0
1
3
年
12
月
、「
和
食
」が
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
に
正
式
登
録
さ
れ
、日

本
の
伝
統
食「
和
食
」は
世
界
中
か
ら
注
目

を
あ
び
て
い
る
。「
和
食
」の
４
つ
の
特
徴

は
、①
多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち

味
の
尊
重
、②
健
康
的
な
食
生
活
を
支
え

る
栄
養
バ
ラ
ン
ス
、③
自
然
の
美
し
さ
や

季
節
の
移
ろ
い
の
表
現
、④
正
月
な
ど
の

年
中
行
事
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る〔
農
林
水
産
省
H
P
〕。

　

米
が
主
食
と
な
る
以
前
は
、狩
猟
採
集

に
よ
る
自
給
自
足
を
基
本
と
し
た
食
の
時

代
で
あ
っ
た
。そ
の
食
を「
倭
食
」と
名
付

け
た
い
。『
魏
志
倭
人
伝
』の
頃
、奴
国
や
卑

弥
呼
の
邪
馬
台
国
の
ほ
か
た
く
さ
ん
の
国

が
あ
り
、九
州
で
は
稲
作
が
行
わ
れ
て
い

倭
食
か
ら
和
食
へ

倭食から和食へ

た
が
、東
は
い
ま
だ
に
縄
文
的
で
あ
り
、縄

文
か
ら
弥
生
へ
の
移
行
期
で
あ
っ
た
。調

理
用
具
で
は
、縄
文
時
代
に
煮
炊
き
用
の

縄
文
土
器
が
、弥
生
時
代
に
炊
飯
用
の
弥

生
土
器
の
使
用
が
は
じ
ま
る
。そ
し
て
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
、し
だ

い
に「
和
食
」が
完
成
し
て
い
っ
た
。青
谷

上
寺
地
遺
跡
の
時
代
は
、「
倭
食
」か
ら「
和

食
」へ
移
行
す
る
、「
和
食
」へ
の
ス
タ
ー
ト

の
時
期
で
あ
る
。

●
な
ぜ
�
食
事
を
す
る
の
か
●

　

ま
ず
、ヒ
ト
は
な
ぜ
食
事
を
す
る
の
か
、

食
事
の
役
割
に
つ
い
て
、考
え
て
み
る〔
渋

川
編
2
0
0
9
：pp.2-3

〕。第
一
に「
栄
養
機

能
」の
た
め
で
、人
が
健
全
に
発
達
し
、身

体
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
栄

養
素
を
摂
取
す
る
た
め
で
あ
る
。第
二
に

「
生
活
の
リ
ズ
ム
」で
、食
事
を
摂
る
こ
と

に
よ
っ
て
、一
日
の
生
活
に
リ
ズ
ム
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
。第
三
に「
精
神
的
な
機

能
」が
あ
り
、食
欲
を
満
た
す
こ
と
で
、生

理
的
な
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
に「
社
会
的
な
機
能
」が
あ
り
、食
事

を
一
緒
に
摂
る
こ
と（
共
食
）で
、人
と
人

は
関
係
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、

神
仏
と
の
共
食
も
あ
る
。そ
し
て
、第
五
に

「
文
化
的
な
機
能
」が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の

国
や
地
域
に
伝
え
ら
れ
た
食
文
化
が
受
け

継
が
れ
て
い
く
。

●
お
い
し
さ
と
は
●

　

つ
ぎ
に
、「
お
い
し
さ
」に
つ
い
て
説
明

し
て
お
こ
う〔
渋
川
編
2
0
0
9
：pp.16

〕。

お
い
し
さ
に
関
与
す
る
要
因
に
は
、食
べ

物
の
特
性
要
因
と
、食
べ
物
以
外
の
要
因

が
あ
る
。

　

食
べ
物
の
特
性
要
因
に
は
、化
学
的
特

性
と
物
理
的
特
性
が
あ
る
。化
学
的
特
性

に
は
、味
と
に
お
い
が
あ
り
、味
は
さ
ら
に

基
本
味
と
そ
の
他
の
味
に
分
類
さ
れ
る
。

基
本
味
と
し
て
、甘
味
、塩
味
、酸
味
、苦

味
、う
ま
味
が
あ
り
、こ
れ
ら
を
５
つ
の
基

本
味
と
よ
ぶ
。そ
の
他
の
味
と
し
て
、辛

味
、渋
み
、え
ぐ
味
な
ど
が
あ
る
。物
理
的

特
性
に
は
、外
観
、テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、温
度
、

音
な
ど
が
あ
る
。

　

一
方
、食
べ
物
以
外
の
要
因
は
、人
の
特

性
要
因
と
環
境
要
因
に
分
け
ら
れ
る
。人

の
特
性
要
因
に
は
生
理
的
特
性（
年
齢
、健

康
状
態
、空
腹
状
態
、薬
の
使
用
な
ど
）、心

理
的
特
性（
喜
怒
哀
楽
の
感
情
、不
安
、緊

張
な
ど
）、個
人
的
経
験（
摂
食
経
験
の
有

無
、情
報
の
有
無
、特
別
な
体
験
な
ど
）が

あ
る
。ま
た
、環
境
要
因
に
は
、食
事
環
境

（
食
事
を
す
る
場
所
の
環
境
な
ど
）、自
然

環
境（
気
候
、地
理
的
環
境
な
ど
）、社
会
環

境（
経
済
状
況
、治
安
状
況
、宗
教
、文
化
、

習
慣
な
ど
）が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、私
た
ち
が「
お
い
し
い
」と

発
す
る
言
葉
に
は
、食
品
そ
の
も
の
の
お

い
し
さ
だ
け
で
な
く
、自
分
の
状
況
や
ま

わ
り
の
環
境
も
影
響
し
て
い
る
。

●
加
熱
調
理
操
作
に
つ
い
て
●

　

最
初
に「
倭
食
」と「
和
食
」の
調
理
方
法

に
注
目
し
よ
う
。調
理
に
は
非
加
熱
調
理

と
加
熱
調
理
が
あ
る〔
木
戸
他
2
0
1
6
：pp.

24-31

〕。非
加
熱
調
理
と
は
、洗
っ
た
り
、

浸
し
た
り
、形
を
作
っ
た
り
、濾
し
た
り
す

る
こ
と
で
あ
る
。加
熱
調
理
は
、水
を
使
う

加
熱
と
水
を
使
わ
な
い
加
熱
に
分
け
ら
れ

る
。水
を
使
う
湿
式
加
熱
に
は
、「
ゆ
で
る
」

「
煮
る
」「
蒸
す
」操
作
が
あ
る
。一
方
、水
を

使
わ
な
い
乾
式
加
熱
に
は
、「
焼
く（
直
火

焼
き
、間
接
焼
き
）」「
炒
め
る
」「
揚
げ
る
」

が
あ
る
。さ
ら
に
最
近
で
は
、火
を
用
い
な

い
加
熱
方
法
で
あ
る
誘
電
誘
導
加
熱
と
し

て
、マ
イ
ク
ロ
波（
電
子
レ
ン
ジ
）、磁
力
線

（
電
磁
調
理
器
）も
使
用
さ
れ
る
。

　
「
倭
食
」は
主
に「
煮
る
」、「
焼
く
」と
い

う
調
理
法
に
よ
り
料
理
さ
れ
て
い
る
。「
倭

食
」か
ら「
和
食
」へ
変
化
す
る
過
程
で
、

「
煮
る
」「
焼
く
」に「
蒸
す
」が
加
わ
り
、今

日
で
は「
揚
げ
る
」、さ
ら
に
は「
誘
電
誘
導

加
熱
」が
加
わ
っ
て
、調
理
方
法
が
多
様
に

な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、加
熱
調
理
に
お
け
る
操
作
の

違
い
を
簡
単
に
説
明
す
る
。

　
「
ゆ
で
る
」は
食
材
を
大
量
の
沸
騰
さ
せ

た
水（
湯
）の
中
で
加
熱
す
る
調
理
法
で
、

調
味
料
や
重
曹
な
ど
を
用
い
る
場
合
も
あ

る
が
、味
付
け
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
は

し
て
お
ら
ず
、組
織
の
膨
潤
・
軟
化
、た
ん

ぱ
く
質
の
変
性
、不
味
成
分
の
溶
出
、色
素

の
安
定
、殺
菌
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

　
「
煮
る
」は
、食
材
に
味
を
し
み
込
ま
せ

る
こ
と
と
食
品
成
分
を
煮
汁
に
溶
け
出
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、食
材
を
調
味
料

と
と
も
に
加
熱
す
る
こ
と
で
あ
る
。加
熱

温
度
は
1
0
0
度
を
超
え
な
い
。水
溶
性
ビ

タ
ミ
ン
や
う
ま
味
成
分
は
溶
出
さ
れ
や
す

い
。調
味
料
は
均
一
に
拡
散
す
る
。火
力
が

強
い
と
焦
げ
付
く
と
い
う
調
理
法
で
あ
る
。

　
「
蒸
す
」は
、水
蒸
気
を
熱
媒
体
と
す
る

加
熱
操
作
で
あ
る
。食
品
の
形
が
崩
れ
に

く
く
、煮
物
に
比
べ
て
水
溶
性
成
分
の
溶

出
が
少
な
く
、水
が
あ
る
か
ぎ
り
長
時
間

加
熱
可
能
で
焦
げ
な
い
。調
理
中
は
味
付

け
し
に
く
い
た
め
、加
熱
前
後
で
調
味
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
「
焼
く
」は
、食
品
を
直
接
熱
源
に
か
ざ

し
て
加
熱
す
る
直
火
焼
き
と
、フ
ラ
イ
パ

ン
な
ど
を
使
用
し
て
加
熱
す
る
間
接
焼
き

が
あ
る
。直
火
焼
き
で
は
、食
品
表
面
の
水

分
が
蒸
発
し
、味
が
濃
縮
、旨
味
成
分
の
溶

出
が
少
な
い
、表
面
が
焦
げ
る
た
め
香
ば

し
い
香
り
が
つ
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
「
揚
げ
る
」は
、食
品
を
1
5
0
〜
1
8
0

度
の
高
温
の
揚
げ
油
に
浸
し
、油
の
対
流

熱
で
加
熱
す
る
方
法
で
あ
る
。食
品
に
油

脂
の
風
味
が
加
わ
り
食
味
を
向
上
さ
せ

る
。高
温
短
時
間
加
熱
で
、栄
養
素
の
損
失

が
少
な
い
。油
は
比
熱
が
小
さ
い
た
め
、温

ど
が
損
失
す
る
。調
理
は
、生
で
ん
ぷ
ん

（
β
で
ん
ぷ
ん
）に
水
と
熱
を
か
け
て
α
化

（
糊
化
）さ
せ
、糊
化
で
ん
ぷ
ん（
α
で
ん
ぷ

ん
）に
す
る
。こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
、

β
化（
老
化
）す
る
。

　

う
る
ち
米
の
調
理
に
は
、炊
飯
、粥
、変

わ
り
飯
が
あ
る
。炊
飯
と
は
、洗
米
↓
加
水

↓
浸
漬（
吸
水
）↓
加
熱
を
行
な
う
一
連
の

操
作
で
あ
る
。粥
は
多
量
の
水
で
煮
る
こ

と
、変
わ
り
飯
に
は
、炊
き
こ
み
飯
、寿
司

飯
、ピ
ラ
フ
、炒
飯
な
ど
が
あ
る
。も
ち
米
の

調
理
に
は
、こ
わ
飯
、も
ち
が
あ
る
。ま
た
、

米
粉
に
は
、上
新
粉
、白
玉
粉
な
ど
が
あ
る

〔
木
戸
他
2
0
1
6
：pp.35-41

〕。ま
た
、こ

う
じ
を
つ
く
り
、甘
酒
、清
酒
、み
そ
、醤

油
、漬
け
物
へ
の
利
用
、米
糠
で
漬
け
物
や

魚
の
こ
ぬ
か
漬
け
な
ど
が
あ
る
。

●
雑
穀
の
食
べ
方
●

　

日
本
で
の
、ア
ワ
の
栽
培
は
、畑
作
や
焼

畑
で
あ
る
。ア
ワ
は
、粒
の
質
か
ら
う
る
ち

ア
ワ
と
も
ち
ア
ワ
に
分
け
ら
れ
る
。う
る

ち
ア
ワ
は
、単
独
で
か
ゆ
や
炊
飯
、あ
る
い

は
米
や
ヒ
エ
な
ど
と
ま
ぜ
て
炊
飯
さ
れ
、

粟
飯（
ア
ワ
イ
イ
、ア
ワ
メ
シ
）と
し
て
、日

常
の
食
事
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。粟
飯
は

米
の
ご
飯
と
同
様
に
、精
白
し
た
ア
ワ
の

穀
粒
を
水
で
研
い
で
水
加
減
を
整
え
て

「
炊
き
干
し
法
」で
炊
く
が
、穀
粒
が
小
さ

く
研
ぐ
と
き
に
流
れ
や
す
い
の
で「
湯
立

て
法
」で
炊
く
こ
と
も
あ
る
。一
方
、も
ち

ア
ワ
は
モ
チ
に
さ
れ
た
り
、も
ち
米
と
混

ぜ
て
蒸
し
た
お
こ
わ
や
赤
飯
に
す
る
。さ

ら
に
、ア
ワ
を
用
い
た
食
品
と
し
て
、粟
お

こ
し
、粟
焼
、粟
漬
け
な
ど
が
あ
る〔
農
山

漁
村
文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.153-158

〕。

　

ヒ
エ
は
飯
、か
ゆ
だ
け
で
な
く
、ヒ
エ
こ

う
じ
を
使
っ
た
発
酵
食
品
、ヒ
エ
芽
を

使
っ
た
あ
め
・
糖
な
ど
に
加
工
で
き
る
。ヒ

エ
は
す
べ
て
う
る
ち
種
で
あ
る〔
農
山
漁
村

文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.159-163

〕。

　

コ
ム
ギ
は
、粒
食
に
は
向
か
な
い
た
め

砕
い
て
粉
の
状
態
で
食
べ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。小
麦
粉
に
水
を
加
え
て
こ
ね
る

と
グ
ル
テ
ン
が
形
成
さ
れ
る
。こ
れ
を
活

用
し
て
、パ
ン
、麺
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
。小
麦
粉
の
食
べ
方
は
、麺
、パ
ン
、

菓
子
が
あ
る
。伝
統
的
な
食
べ
方
と
し
て

は
、う
ど
ん
、す
い
と
ん
、ま
ん
じ
ゅ
う
、せ

ん
べ
い
、麸
な
ど
が
あ
る
。

●
粉
食
か
ら
粒
食
へ
●

　

今
日
、世
界
で
主
要
な
穀
物
は
、米
、コ

ム
ギ
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
。こ
れ
ら
が

度
を
一
定
に
し
て
揚
げ
る
必
要
が
あ
る
。

「
揚
げ
る
」た
め
に
は
、揚
げ
る
た
め
の
油

と
2
0
0
度
前
後
の
高
温
に
耐
え
る
揚
げ

な
べ
が
必
要
で
あ
る
。

●
土
器
で
煮
炊
き
す
る
と
●

　
「
倭
食
」の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
土
器

に
よ
る
煮
炊
き
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お

く
。加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、ア
ク
抜
き
が

可
能
に
な
る
。ト
チ
の
実
の
よ
う
に
ア
ク

が
あ
る
も
の
は
加
熱
し
て
ア
ク
抜
き
を
行

う
。ま
た
、長
く
煮
る
こ
と
で
、生
で
食
べ

に
く
い
食
材
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。た
と
え
ば
動
物
の
す
じ
肉
は

硬
く
て
食
べ
に
く
い
が
、こ
れ
は
コ
ラ
ー

ゲ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
、長
く
煮

る
こ
と
に
よ
っ
て
、ゼ
ラ
チ
ン
化
し
て
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。さ
ら

に
硬
い
植
物
繊
維
は
長
く
煮
る
こ
と
で
柔

ら
か
く
な
り
、食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。加
え
て
、多
量
の
貝
を
煮
て
貝

殻
を
外
し
身
を
取
り
出
す
こ
と
、動
物
の

脂
身
を
加
熱
す
る
こ
と
で
脂
を
取
り
出
す

こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　

土
器
の
使
用
に
よ
り
、食
物
の
種
類
が

増
加
し
た
。小
さ
な
食
べ
物
で
、そ
の
ま
ま

焼
い
た
の
で
は
燃
え
て
し
ま
う
も
の
も
、

汁
に
入
れ
る
と
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、腐
敗
を

防
ぎ
、日
持
ち
を
よ
く
す
る
効
果
を
期
待

で
き
る
。そ
し
て
、煮
る
こ
と
に
よ
り
、柔

ら
か
い
食
事
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、離
乳
食
や
老
人
食
に
適
す
る
も
の

を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
結
果
、寿

命
を
延
ば
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。加
え
て
、味
の
面
か
ら
、動
物
性
食

品
と
植
物
性
食
品
が
あ
わ
さ
っ
た
、ご
っ

た
煮
の
美
味
し
さ
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

●
米
の
食
べ
方
●

　

こ
こ
で「
和
食
」の
中
心
で
あ
る
主
食
の

米
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。

　

水
田
稲
作
は
、連
作
障
害
が
な
く
、反
当

た
り
の
収
量
も
多
い
。通
常
、玄
米
を
搗
精

し
て
ぬ
か
層
や
胚
芽（
全
体
の
8
〜
10
％
）

を
除
き
、胚
乳
部
を
白
米
と
し
て
食
用
に

す
る
。ぬ
か
層
や
胚
芽
に
、脂
質
、繊
維
、

鉄
、ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
な
ど
が
含
ま
れ
る
。米

の
主
成
分
は
、で
ん
ぷ
ん（
約
75
％
）、た
ん

ぱ
く
質
6
〜
7
％
で
あ
り
、玄
米
を
精
白

す
る
こ
と
で
、ビ
タ
ミ
ン
類
、食
物
繊
維
な

　

続
い
て
、こ
の
身
長
の
数
千
年
に
お
よ

ぶ
長
期
変
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
に
関
し
て
は
、

自
然
や
環
境
に
狩
猟
成
果
が
大
き
く
左
右

さ
れ
た
こ
と
か
ら
食
料
摂
取
状
況
の
変
動

の
大
き
い
時
代
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
米
が

加
わ
る
。弥
生
時
代
は
食
品
の
バ
ラ
エ

テ
ィ
も
富
み
、よ
り
安
定
し
た
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
食
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
期
と
考

え
て
い
る
。そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
、徐
々

に
農
耕
中
心
の
社
会
へ
と
移
行
し
、過
度

に
穀
類
に
依
存
す
る
食
生
活
に
変
わ
っ
て

い
く
。そ
の
後
、明
治
以
後
の
近
代
化
に
よ

り
多
く
の
食
品
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
豊
か
な
食
生
活
の

時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。一
九
七
五
年

頃
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
は「
日

本
型
食
生
活
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
向
っ
て
、

食
生
活
が
穀
類
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

り
、動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
が
不
足
し
た
食

生
活
を
送
っ
て
い
た
。そ
の
結
果
と
し
て

弥
生
時
代
に
高
か
っ
た
身
長
が
徐
々
に
低

く
な
っ
た
。そ
し
て
、第
二
次
世
界
大
戦
以

後
の
、食
生
活
の
急
激
な
改
善
に
よ
り
、栄

養
バ
ラ
ン
ス
、供
給
量
が
と
も
に
充
実
し

た
。そ
の
結
果
が
、身
長
に
も
反
映
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

弥
生
の
食
卓
に
は
、穀
類
で
は
、米
、貫

目
荷
、ア
ワ
、ヒ
エ
、小
豆
な
ど
、堅
果
類
で

は
ク
リ
、ク
ル
ミ
、野
生
動
物
は
、シ
カ
、イ

ノ
シ
シ
な
ど
、魚
介
類
に
は
、マ
ダ
イ
、マ

グ
ロ
、ア
ワ
ビ
、カ
キ
、ア
ワ
ビ
な
ど
、野
鳥

類
で
は
カ
モ
、キ
ジ
な
ど
、植
物
で
は
モ

モ
、ウ
リ
類
の
栽
培
や
、山
菜
や
キ
ノ
コ

類
、セ
リ
や
ツ
ク
シ
な
ど
の
食
用
野
草
が

並
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。調
理
道
具
と
し

て
は
、甕
形
土
器
、甑
、そ
し
て
木
製
の
ス

プ
ー
ン
も
あ
る
。調
理
方
法
は
、加
熱
調
理

で
あ
る
煮
る
、蒸
す
、焼
く
が
主
流
で
、調

味
料
と
し
て
は
、塩
、柑
橘
類
、蜂
蜜
が
主

に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、現
代
の
食
文
化
と
し
て
鳥
取

に
注
目
す
る
と
、ち
く
わ
、あ
ご
の
や
き
、

と
う
ふ
ち
く
わ
、岩
牡
蠣
、二
十
世
紀
梨
、

フ
ナ
の
刺
身
、小
豆
雑
煮
、カ
ニ
、イ
カ
、ど

ん
ど
ろ
け
め
し（
油
で
炒
め
た
豆
腐
を
混

ぜ
た
炊
き
込
み
御
飯
）、い
た
だ
き（
大
き

な
油
揚
げ
の
中
に
、生
米
、生
野
菜
を
詰

が
発
達
し
、炊
飯
器
の
使
用
を
は
じ
め
、調

理
方
法
も
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
栄
養
学
の
視
点
か
ら
●

　

食
事
に
は
、栄
養
機
能
す
な
わ
ち
食
品

を
摂
取
す
る
こ
と
で
健
康
の
維
持
、身
体

の
発
達
な
ど
の
役
目
が
あ
る
。身
体
の
中
の

成
分（
成
人
）は
、お
よ
そ
水
分
50
〜
60
％
、

た
ん
ぱ
く
質
10
〜
20
％
、脂
質
15
〜
25
％
、

無
機
質
５
％
で
、そ
れ
以
外
に
炭
水
化
物
・

そ
の
他
か
ら
で
き
て
い
る
。そ
れ
ら
の
栄

養
素
を
食
品
と
し
て
補
う
た
め
に
、重
要

な
栄
養
素
と
し
て
、五
大
栄
養
素（
炭
水
化

物
・
脂
質
・
た
ん
ぱ
く
質
・
無
機
質
・
ビ
タ
ミ

ン
）を
水
と
と
も
に
摂
取
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

　

狩
猟
採
集
社
会
に
お
い
て
は
、食
品
と

栄
養
素
が
対
応
し
て
い
る
。す
な
わ
ち「
倭

食
」で
は
、炭
水
化
物
の
供
給
源
が「
木
の

実
」、た
ん
ぱ
く
質
の
供
給
源
が「
獣
鳥
肉
・

魚
類
」、無
機
質
・
ビ
タ
ミ
ン
類
の
供
給
源

が「
野
草
・
果
物
類
」と
な
っ
て
い
る
。一

方
、農
耕
社
会
で
あ
る「
和
食
」で
は
、穀
類

（
米
、麦
、雑
穀
）が
炭
水
化
物
お
よ
び
た
ん

ぱ
く
質
の
供
給
源
で
、野
菜
・
野
草
類
そ
の

他
で
、無
機
質
、ビ
タ
ミ
ン
類
を
補
っ
て
い

る
。そ
し
て
、飯
と
お
か
ず
の
組
み
合
わ
せ

が
で
き
た
と
い
え
る
。

●
身
長
に
つ
い
て
●

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
成
人
の
身
長
は
、

大
腿
骨
の
大
き
さ
か
ら
男
性
で
1
6
2
㎝
、

女
性
で
1
4
8
㎝
と
推
定
さ
れ
て
い
る

〔
鳥
取
県
教
委
2
0
0
6
：p.9

〕。こ
れ
ま
で

の
報
告
を
み
る
と
、縄
文
時
代（
中
・
後
・
晩

期
）に
お
け
る
中
国
地
域
の
平
均
推
定
身

長
は
、男
性
1
5
8
㎝
、女
性
1
4
7
㎝
で

あ
る
。そ
し
て
古
墳
時
代
は
、男
性
1
6
3

㎝
、女
性
1
5
2
㎝
、江
戸
時
代（
後
期
）

は
、男
性
1
5
6
㎝
、女
性
1
4
5
㎝
で
あ

る﹇
鈴
木
1
9
9
6
：p.10

﹈。青
谷
上
寺
地
遺

跡
の
成
人
の
身
長
は
、縄
文
時
代
の
身
長

よ
り
高
い
。そ
し
て
、全
国
的
な
傾
向
と
し

て
、徐
々
に
身
長
が
低
く
な
っ
て
い
る
。な

お
、現
在
に
お
い
て
は
こ
の
低
身
長
化
は

止
ま
り
、逆
に
急
激
な
高
身
長
化
が
進
ん

で
い
る
。平
成
27
年
度
学
校
保
健
統
計
調

査 

都
道
府
県
別
身
長（
17
歳
）に
よ
る
と
、

全
国
平
均
は
男
1
7
0
・
７
㎝
、女
1
5
7
・

９
㎝
で
あ
る
。ち
な
み
に
、鳥
取
県
は
男

1
7
1
・
3
㎝
、女
1
5
7
・
3
㎝
で
あ
る〔
政

府
統
計
の
総
合
窓
口
〕。

は
じ
め
に

調
理
方
法
の
変
化

ご　
　

と
う　
　
　

よ
し　
　

こ

山
口
大
学
教
育
学
部 

教
授

五
島 

淑
子

わ　
　
　
　

し
ょ
く

わ　
　
　
　

し
ょ
く

Special contribution

●弥生時代の一家団らん̶倭人の食卓

専
門
は
食
生
活
学
。主
な
著
書
に『
論
集
東
ア
ジ

ア
の
食
文
化
』（
共
著 

1
9
8
5
年 

平
凡
社
）、

『
卑
弥
呼
の
食
卓
』（
共
著 

1
9
9
9
年 

吉
川
弘

文
館
）、『
江
戸
の
食
に
学
ぶ
』（
2
0
1
５
年 

臨
川

書
店
）な
ど
が
あ
る
。

ぎ　

し  
わ  

じ
ん
で
ん

な　
こ
く

や　

ま　
た
い 

こ
く

ぼ
う
じ
ゅ
ん

こ



1213

●
﹁
和
食
﹂
と
﹁
倭
食
﹂
●

　

2
0
1
3
年
12
月
、「
和
食
」が
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
に
正
式
登
録
さ
れ
、日

本
の
伝
統
食「
和
食
」は
世
界
中
か
ら
注
目

を
あ
び
て
い
る
。「
和
食
」の
４
つ
の
特
徴

は
、①
多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち

味
の
尊
重
、②
健
康
的
な
食
生
活
を
支
え

る
栄
養
バ
ラ
ン
ス
、③
自
然
の
美
し
さ
や

季
節
の
移
ろ
い
の
表
現
、④
正
月
な
ど
の

年
中
行
事
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る〔
農
林
水
産
省
H
P
〕。

　

米
が
主
食
と
な
る
以
前
は
、狩
猟
採
集

に
よ
る
自
給
自
足
を
基
本
と
し
た
食
の
時

代
で
あ
っ
た
。そ
の
食
を「
倭
食
」と
名
付

け
た
い
。『
魏
志
倭
人
伝
』の
頃
、奴
国
や
卑

弥
呼
の
邪
馬
台
国
の
ほ
か
た
く
さ
ん
の
国

が
あ
り
、九
州
で
は
稲
作
が
行
わ
れ
て
い

た
が
、東
は
い
ま
だ
に
縄
文
的
で
あ
り
、縄

文
か
ら
弥
生
へ
の
移
行
期
で
あ
っ
た
。調

理
用
具
で
は
、縄
文
時
代
に
煮
炊
き
用
の

縄
文
土
器
が
、弥
生
時
代
に
炊
飯
用
の
弥

生
土
器
の
使
用
が
は
じ
ま
る
。そ
し
て
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
、し
だ

い
に「
和
食
」が
完
成
し
て
い
っ
た
。青
谷

上
寺
地
遺
跡
の
時
代
は
、「
倭
食
」か
ら「
和

食
」へ
移
行
す
る
、「
和
食
」へ
の
ス
タ
ー
ト

の
時
期
で
あ
る
。

●
な
ぜ
�
食
事
を
す
る
の
か
●

　

ま
ず
、ヒ
ト
は
な
ぜ
食
事
を
す
る
の
か
、

食
事
の
役
割
に
つ
い
て
、考
え
て
み
る〔
渋

川
編
2
0
0
9
：pp.2-3

〕。第
一
に「
栄
養
機

能
」の
た
め
で
、人
が
健
全
に
発
達
し
、身

体
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
栄

養
素
を
摂
取
す
る
た
め
で
あ
る
。第
二
に

「
生
活
の
リ
ズ
ム
」で
、食
事
を
摂
る
こ
と

に
よ
っ
て
、一
日
の
生
活
に
リ
ズ
ム
を
作

ど
が
損
失
す
る
。調
理
は
、生
で
ん
ぷ
ん

（
β
で
ん
ぷ
ん
）に
水
と
熱
を
か
け
て
α
化

（
糊
化
）さ
せ
、糊
化
で
ん
ぷ
ん（
α
で
ん
ぷ

ん
）に
す
る
。こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
、

β
化（
老
化
）す
る
。

　

う
る
ち
米
の
調
理
に
は
、炊
飯
、粥
、変

わ
り
飯
が
あ
る
。炊
飯
と
は
、洗
米
↓
加
水

↓
浸
漬（
吸
水
）↓
加
熱
を
行
な
う
一
連
の

操
作
で
あ
る
。粥
は
多
量
の
水
で
煮
る
こ

と
、変
わ
り
飯
に
は
、炊
き
こ
み
飯
、寿
司

飯
、ピ
ラ
フ
、炒
飯
な
ど
が
あ
る
。も
ち
米
の

調
理
に
は
、こ
わ
飯
、も
ち
が
あ
る
。ま
た
、

米
粉
に
は
、上
新
粉
、白
玉
粉
な
ど
が
あ
る

〔
木
戸
他
2
0
1
6
：pp.35-41

〕。ま
た
、こ

う
じ
を
つ
く
り
、甘
酒
、清
酒
、み
そ
、醤

油
、漬
け
物
へ
の
利
用
、米
糠
で
漬
け
物
や

魚
の
こ
ぬ
か
漬
け
な
ど
が
あ
る
。

●
雑
穀
の
食
べ
方
●

　

日
本
で
の
、ア
ワ
の
栽
培
は
、畑
作
や
焼

畑
で
あ
る
。ア
ワ
は
、粒
の
質
か
ら
う
る
ち

ア
ワ
と
も
ち
ア
ワ
に
分
け
ら
れ
る
。う
る

ち
ア
ワ
は
、単
独
で
か
ゆ
や
炊
飯
、あ
る
い

は
米
や
ヒ
エ
な
ど
と
ま
ぜ
て
炊
飯
さ
れ
、

粟
飯（
ア
ワ
イ
イ
、ア
ワ
メ
シ
）と
し
て
、日

常
の
食
事
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。粟
飯
は

米
の
ご
飯
と
同
様
に
、精
白
し
た
ア
ワ
の

倭食から和食へ

穀
粒
を
水
で
研
い
で
水
加
減
を
整
え
て

「
炊
き
干
し
法
」で
炊
く
が
、穀
粒
が
小
さ

く
研
ぐ
と
き
に
流
れ
や
す
い
の
で「
湯
立

て
法
」で
炊
く
こ
と
も
あ
る
。一
方
、も
ち

ア
ワ
は
モ
チ
に
さ
れ
た
り
、も
ち
米
と
混

ぜ
て
蒸
し
た
お
こ
わ
や
赤
飯
に
す
る
。さ

ら
に
、ア
ワ
を
用
い
た
食
品
と
し
て
、粟
お

こ
し
、粟
焼
、粟
漬
け
な
ど
が
あ
る〔
農
山

漁
村
文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.153-158

〕。

　

ヒ
エ
は
飯
、か
ゆ
だ
け
で
な
く
、ヒ
エ
こ

う
じ
を
使
っ
た
発
酵
食
品
、ヒ
エ
芽
を

使
っ
た
あ
め
・
糖
な
ど
に
加
工
で
き
る
。ヒ

エ
は
す
べ
て
う
る
ち
種
で
あ
る〔
農
山
漁
村

文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.159-163

〕。

　

コ
ム
ギ
は
、粒
食
に
は
向
か
な
い
た
め

砕
い
て
粉
の
状
態
で
食
べ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。小
麦
粉
に
水
を
加
え
て
こ
ね
る

と
グ
ル
テ
ン
が
形
成
さ
れ
る
。こ
れ
を
活

用
し
て
、パ
ン
、麺
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
。小
麦
粉
の
食
べ
方
は
、麺
、パ
ン
、

菓
子
が
あ
る
。伝
統
的
な
食
べ
方
と
し
て

は
、う
ど
ん
、す
い
と
ん
、ま
ん
じ
ゅ
う
、せ

ん
べ
い
、麸
な
ど
が
あ
る
。

●
粉
食
か
ら
粒
食
へ
●

　

今
日
、世
界
で
主
要
な
穀
物
は
、米
、コ

ム
ギ
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
。こ
れ
ら
が

主
食
に
な
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、大
量

に
収
穫
で
き
る
こ
と
、エ
ネ
ル
ギ
ー
を
多

く
含
む
こ
と
、食
味
が
淡
白
で
食
べ
飽
き

な
い
こ
と
、調
理
加
工
が
簡
単
な
こ
と
、保

管
、貯
蔵
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、運
搬
な
ど

の
移
動
が
容
易
な
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る〔
石
毛
編
1
9
9
5
：pp.24-26

〕。一
般

に
、米
は
粒
食
、コ
ム
ギ
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

は
粉
食
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

本
格
的
な
稲
作
以
前
、「
倭
食
」と
し
て

食
さ
れ
た
ア
ワ
、ヒ
エ
は
米
に
比
べ
て
粒

が
小
さ
く
、ま
た
、コ
ム
ギ
は
主
に
粉
食
が

一
般
的
で
あ
る
。「
倭
食
」か
ら「
和
食
」は
、

粉
食
か
ら
粒
食（
主
に
米
）へ
の
変
化
と
い

え
る
。つ
ぎ
に「
和
食
」の
時
代
で
あ
る
江

戸
時
代
の
食
を
考
え
て
み
よ
う
。

●
天
保
期
長
州
藩
の
食
事
●

　

農
耕
に
集
中
し
た
食
事
の
例
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
例
を
紹
介
す
る
。食
生
活
は
、

考
古
学
的
資
料
、聞
き
書
き
な
ど
の
民
俗

学
的
方
法
、献
立
の
記
録
や
料
理
本
な
ど

の
記
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。献
立

の
記
録
は
実
際
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
が
、祭
礼
や
年
中
行
事
な
ど
を
行
う
特

別
な
日
で
あ
る「
ハ
レ
の
日
」が
中
心
、さ

ら
に「
上
流
」の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。し
か
し
、江
戸
時
代
は
農
民
が
人
口
の

九
割
を
占
め
て
お
り
、こ
れ
ら
庶
民
の
食

生
活
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、地
誌
の

記
録
を
活
用
し
て
、食
料
生
産
量
を
求
め
、

そ
こ
か
ら
食
料
供
給
量
を
算
出
す
る
こ
と

に
し
た
。た
だ
し
地
誌
の
多
く
は
、主
要
な

食
料（
米
、大
豆
な
ど
）の
記
録
が
中
心
で
、

魚
介
類
や
野
菜
類
も
含
め
て
詳
し
い
も
の

は
限
ら
れ
て
い
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』は
、そ
の
条
件
を

満
た
す
天
保
期
長
州
藩
の
地
誌
で
あ
る
。

1
8
4
0
年
代
の
記
録
で
、山
口
県
の
ほ

ぼ
３
分
の
１
の
領
域
の
記
録
で
あ
る
。『
防

長
風
土
注
進
案
』に
記
載
さ
れ
た
村
は

３
２
６
村
あ
る
。始
め
に
、産
物
の
同
定
を

行
っ
た
。例
え
ば
、「
薩
摩
芋
」「
甘
藷
」「
琉

球
芋
」は
サ
ツ
マ
イ
モ
、「
鱧
」「
歯
魚
」「
海

鰻
」は
ハ
モ
を
意
味
し
、そ
れ
ぞ
れ
同
じ

も
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、方
言
で
、「
メ
イ

ボ
」「
め
ぼ
う
」「
波
牙
」は
カ
ワ
ハ
ギ
、「
帆

立
貝（
ホ
タ
テ
ガ
イ
）」は
イ
タ
ヤ
ガ
イ
の

こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。こ
の
よ
う

に
呼
び
名
が
意
味
す
る
真
の
産
物
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
同
定
作
業
を
行
っ
た
。

そ
の
次
に
、石
、貫
目
荷
、個
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
表
現
で
表
さ
れ
て
い
た
単
位
を
重
量

に
換
算
し
、総
生
産
量
の
推
定
を
行
な
っ

た
。そ
し
て
最
後
に
、一
人
一
日
あ
た
り
の

供
給
量
お
よ
び
栄
養
供
給
量
を
算
出
し

た
。す
な
わ
ち「
平
均
的
」長
州
人
を
想
定

し
た
値
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、穀
類
の
一
人
一
日
あ
た
り

の
供
給
量
は
そ
れ
ぞ
れ
、米
2
9
8
・
8
g
、

ハ
ダ
カ
ム
ギ
1
3
8
・
7
g
、ソ
バ
17
・
6
g
、

ア
ワ
4
・
2
g
、コ
ム
ギ
１
・
４
g
、オ
オ
ム
ギ

１
・
2
g
で
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
、二
毛
作

の
行
わ
れ
て
い
た
長
州
藩
に
お
い
て
、米

と
麦
が
主
食
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

食
品
群
別
に
み
る
と
、お
も
な
食
品
群
で

は
、穀
類
4
6
5
・
1
g﹇
全
国
2
0
1
2
年

4
3
9
・
7
g
﹈（
う
ち
コ
メ
2
9
8
・
8
g

﹇
3
2
9
・
1
g
﹈）、い
も
類
71
・
8
g﹇
54
・

3
g
﹈、豆
類
22
・
6
g﹇
57
・
9
g
﹈、種
実
類

0
・
6
g﹇
2
・
1
g
﹈、魚
介
類
12
・
5
g﹇
70
・

0
g
﹈、肉
類
3
・
7
g﹇
88
・
9
g
﹈、野
菜
類

1
7
9
・
5
g﹇
2
7
4
・
6
g
﹈果
実
類
8
・

1
g﹇
1
0
7
・
０
g
﹈な
ど
で
あ
る
。

　

天
保
期
長
州
藩
に
お
い
て
、エ
ネ
ル
ギ
ー

量
は
1
8
6
1
k
c
a
l﹇
1
8
7
4
k
c
a
l
﹈

た
ん
ぱ
く
質
は
52
・
４
g﹇
68
・
０
g
﹈、う
ち

動
物
性
は
３
・
０
g﹇
36
・
４
g
﹈、脂
肪
は

11
・
３
g﹇
55
・
０
g
﹈、う
ち
動
物
性
は
１
・

３
g﹇
28
・
０
g
﹈で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、当
時
の
長
州
人

は
穀
類
中
心
の
食
生
活
を
営
み
、現
代
人

に
比
べ
、脂
肪
が
少
な
く
、動
物
性
た
ん
ぱ

く
質
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

●
今
日
の
食
生
活
と
の
比
較
●

　

江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
、現
在
の
食
生

活
を
比
べ
る
と
、魚
介
類
、肉
類
、卵
類
、野

菜
類
、果
実
類
の
摂
取
量
の
増
加
が
著
し

い
。ま
た
、あ
ら
た
に
砂
糖
・
甘
味
料
類
、

乳
類
、油
脂
類
、菓
子
類
が
加
わ
っ
て
い

る
。食
品
の
品
目
で
は
野
菜
類
、果
実
類
の

よ
う
に
増
加
し
た
品
目
も
あ
れ
ば
、一
方

で
減
少
し
た
も
の
も
あ
る
。今
日
の
家
庭

で
は
、西
洋
野
菜
の
増
加
、油
脂
の
利
用
が

増
加
し
、洋
風
な
調
理
が
行
わ
れ
、洋
風
、

中
華
風
の
み
な
ら
ず
、世
界
各
国
の
料
理

も
食
卓
に
並
ん
で
い
る
。調
味
料
も
そ
れ

に
あ
わ
せ
、塩
、味
噌
、醤
油
、み
り
ん
か

ら
、多
種
類
の
調
味
料
が
店
頭
に
並
ん
で

い
る
。熱
源
も
江
戸
時
代
に
は
か
ま
ど
や

炉
で
あ
っ
た
も
の
が
、現
在
で
は
火
を
用

い
な
い
電
子
レ
ン
ジ
や
I
H
調
理
器
具
に

変
化
し
て
い
る
。調
理
器
具
も
、家
電
製
品

度
を
一
定
に
し
て
揚
げ
る
必
要
が
あ
る
。

「
揚
げ
る
」た
め
に
は
、揚
げ
る
た
め
の
油

と
2
0
0
度
前
後
の
高
温
に
耐
え
る
揚
げ

な
べ
が
必
要
で
あ
る
。

●
土
器
で
煮
炊
き
す
る
と
●

　
「
倭
食
」の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
土
器

に
よ
る
煮
炊
き
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お

く
。加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、ア
ク
抜
き
が

可
能
に
な
る
。ト
チ
の
実
の
よ
う
に
ア
ク

が
あ
る
も
の
は
加
熱
し
て
ア
ク
抜
き
を
行

う
。ま
た
、長
く
煮
る
こ
と
で
、生
で
食
べ

に
く
い
食
材
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。た
と
え
ば
動
物
の
す
じ
肉
は

硬
く
て
食
べ
に
く
い
が
、こ
れ
は
コ
ラ
ー

ゲ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
、長
く
煮

る
こ
と
に
よ
っ
て
、ゼ
ラ
チ
ン
化
し
て
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。さ
ら

に
硬
い
植
物
繊
維
は
長
く
煮
る
こ
と
で
柔

ら
か
く
な
り
、食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。加
え
て
、多
量
の
貝
を
煮
て
貝

殻
を
外
し
身
を
取
り
出
す
こ
と
、動
物
の

脂
身
を
加
熱
す
る
こ
と
で
脂
を
取
り
出
す

こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　

土
器
の
使
用
に
よ
り
、食
物
の
種
類
が

増
加
し
た
。小
さ
な
食
べ
物
で
、そ
の
ま
ま

焼
い
た
の
で
は
燃
え
て
し
ま
う
も
の
も
、

汁
に
入
れ
る
と
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、腐
敗
を

防
ぎ
、日
持
ち
を
よ
く
す
る
効
果
を
期
待

で
き
る
。そ
し
て
、煮
る
こ
と
に
よ
り
、柔

ら
か
い
食
事
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、離
乳
食
や
老
人
食
に
適
す
る
も
の

を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
結
果
、寿

命
を
延
ば
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。加
え
て
、味
の
面
か
ら
、動
物
性
食

品
と
植
物
性
食
品
が
あ
わ
さ
っ
た
、ご
っ

た
煮
の
美
味
し
さ
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

●
米
の
食
べ
方
●

　

こ
こ
で「
和
食
」の
中
心
で
あ
る
主
食
の

米
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。

　

水
田
稲
作
は
、連
作
障
害
が
な
く
、反
当

た
り
の
収
量
も
多
い
。通
常
、玄
米
を
搗
精

し
て
ぬ
か
層
や
胚
芽（
全
体
の
8
〜
10
％
）

を
除
き
、胚
乳
部
を
白
米
と
し
て
食
用
に

す
る
。ぬ
か
層
や
胚
芽
に
、脂
質
、繊
維
、

鉄
、ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
な
ど
が
含
ま
れ
る
。米

の
主
成
分
は
、で
ん
ぷ
ん（
約
75
％
）、た
ん

ぱ
く
質
6
〜
7
％
で
あ
り
、玄
米
を
精
白

す
る
こ
と
で
、ビ
タ
ミ
ン
類
、食
物
繊
維
な

　

続
い
て
、こ
の
身
長
の
数
千
年
に
お
よ

ぶ
長
期
変
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
に
関
し
て
は
、

自
然
や
環
境
に
狩
猟
成
果
が
大
き
く
左
右

さ
れ
た
こ
と
か
ら
食
料
摂
取
状
況
の
変
動

の
大
き
い
時
代
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
米
が

加
わ
る
。弥
生
時
代
は
食
品
の
バ
ラ
エ

テ
ィ
も
富
み
、よ
り
安
定
し
た
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
食
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
期
と
考

え
て
い
る
。そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
、徐
々

に
農
耕
中
心
の
社
会
へ
と
移
行
し
、過
度

に
穀
類
に
依
存
す
る
食
生
活
に
変
わ
っ
て

い
く
。そ
の
後
、明
治
以
後
の
近
代
化
に
よ

り
多
く
の
食
品
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
豊
か
な
食
生
活
の

時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。一
九
七
五
年

頃
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
は「
日

本
型
食
生
活
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
向
っ
て
、

食
生
活
が
穀
類
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

り
、動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
が
不
足
し
た
食

生
活
を
送
っ
て
い
た
。そ
の
結
果
と
し
て

弥
生
時
代
に
高
か
っ
た
身
長
が
徐
々
に
低

く
な
っ
た
。そ
し
て
、第
二
次
世
界
大
戦
以

後
の
、食
生
活
の
急
激
な
改
善
に
よ
り
、栄

養
バ
ラ
ン
ス
、供
給
量
が
と
も
に
充
実
し

た
。そ
の
結
果
が
、身
長
に
も
反
映
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

弥
生
の
食
卓
に
は
、穀
類
で
は
、米
、貫

目
荷
、ア
ワ
、ヒ
エ
、小
豆
な
ど
、堅
果
類
で

は
ク
リ
、ク
ル
ミ
、野
生
動
物
は
、シ
カ
、イ

ノ
シ
シ
な
ど
、魚
介
類
に
は
、マ
ダ
イ
、マ

グ
ロ
、ア
ワ
ビ
、カ
キ
、ア
ワ
ビ
な
ど
、野
鳥

類
で
は
カ
モ
、キ
ジ
な
ど
、植
物
で
は
モ

モ
、ウ
リ
類
の
栽
培
や
、山
菜
や
キ
ノ
コ

類
、セ
リ
や
ツ
ク
シ
な
ど
の
食
用
野
草
が

並
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。調
理
道
具
と
し

て
は
、甕
形
土
器
、甑
、そ
し
て
木
製
の
ス

プ
ー
ン
も
あ
る
。調
理
方
法
は
、加
熱
調
理

で
あ
る
煮
る
、蒸
す
、焼
く
が
主
流
で
、調

味
料
と
し
て
は
、塩
、柑
橘
類
、蜂
蜜
が
主

に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、現
代
の
食
文
化
と
し
て
鳥
取

に
注
目
す
る
と
、ち
く
わ
、あ
ご
の
や
き
、

と
う
ふ
ち
く
わ
、岩
牡
蠣
、二
十
世
紀
梨
、

フ
ナ
の
刺
身
、小
豆
雑
煮
、カ
ニ
、イ
カ
、ど

ん
ど
ろ
け
め
し（
油
で
炒
め
た
豆
腐
を
混

ぜ
た
炊
き
込
み
御
飯
）、い
た
だ
き（
大
き

な
油
揚
げ
の
中
に
、生
米
、生
野
菜
を
詰

が
発
達
し
、炊
飯
器
の
使
用
を
は
じ
め
、調

理
方
法
も
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
栄
養
学
の
視
点
か
ら
●

　

食
事
に
は
、栄
養
機
能
す
な
わ
ち
食
品

を
摂
取
す
る
こ
と
で
健
康
の
維
持
、身
体

の
発
達
な
ど
の
役
目
が
あ
る
。身
体
の
中
の

成
分（
成
人
）は
、お
よ
そ
水
分
50
〜
60
％
、

た
ん
ぱ
く
質
10
〜
20
％
、脂
質
15
〜
25
％
、

無
機
質
５
％
で
、そ
れ
以
外
に
炭
水
化
物
・

そ
の
他
か
ら
で
き
て
い
る
。そ
れ
ら
の
栄

養
素
を
食
品
と
し
て
補
う
た
め
に
、重
要

な
栄
養
素
と
し
て
、五
大
栄
養
素（
炭
水
化

物
・
脂
質
・
た
ん
ぱ
く
質
・
無
機
質
・
ビ
タ
ミ

ン
）を
水
と
と
も
に
摂
取
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

　

狩
猟
採
集
社
会
に
お
い
て
は
、食
品
と

栄
養
素
が
対
応
し
て
い
る
。す
な
わ
ち「
倭

食
」で
は
、炭
水
化
物
の
供
給
源
が「
木
の

実
」、た
ん
ぱ
く
質
の
供
給
源
が「
獣
鳥
肉
・

魚
類
」、無
機
質
・
ビ
タ
ミ
ン
類
の
供
給
源

が「
野
草
・
果
物
類
」と
な
っ
て
い
る
。一

方
、農
耕
社
会
で
あ
る「
和
食
」で
は
、穀
類

（
米
、麦
、雑
穀
）が
炭
水
化
物
お
よ
び
た
ん

ぱ
く
質
の
供
給
源
で
、野
菜
・
野
草
類
そ
の

他
で
、無
機
質
、ビ
タ
ミ
ン
類
を
補
っ
て
い

る
。そ
し
て
、飯
と
お
か
ず
の
組
み
合
わ
せ

が
で
き
た
と
い
え
る
。

●
身
長
に
つ
い
て
●

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
成
人
の
身
長
は
、

大
腿
骨
の
大
き
さ
か
ら
男
性
で
1
6
2
㎝
、

女
性
で
1
4
8
㎝
と
推
定
さ
れ
て
い
る

〔
鳥
取
県
教
委
2
0
0
6
：p.9

〕。こ
れ
ま
で

の
報
告
を
み
る
と
、縄
文
時
代（
中
・
後
・
晩

期
）に
お
け
る
中
国
地
域
の
平
均
推
定
身

長
は
、男
性
1
5
8
㎝
、女
性
1
4
7
㎝
で

あ
る
。そ
し
て
古
墳
時
代
は
、男
性
1
6
3

㎝
、女
性
1
5
2
㎝
、江
戸
時
代（
後
期
）

は
、男
性
1
5
6
㎝
、女
性
1
4
5
㎝
で
あ

る﹇
鈴
木
1
9
9
6
：p.10

﹈。青
谷
上
寺
地
遺

跡
の
成
人
の
身
長
は
、縄
文
時
代
の
身
長

よ
り
高
い
。そ
し
て
、全
国
的
な
傾
向
と
し

て
、徐
々
に
身
長
が
低
く
な
っ
て
い
る
。な

お
、現
在
に
お
い
て
は
こ
の
低
身
長
化
は

止
ま
り
、逆
に
急
激
な
高
身
長
化
が
進
ん

で
い
る
。平
成
27
年
度
学
校
保
健
統
計
調

査 

都
道
府
県
別
身
長（
17
歳
）に
よ
る
と
、

全
国
平
均
は
男
1
7
0
・
７
㎝
、女
1
5
7
・

９
㎝
で
あ
る
。ち
な
み
に
、鳥
取
県
は
男

1
7
1
・
3
㎝
、女
1
5
7
・
3
㎝
で
あ
る〔
政

府
統
計
の
総
合
窓
口
〕。

穀
類
の
食
べ
方
の
変
化

食
事
の
内
容
の
変
化

は
い 

が

は
い
に
ゅ
う

と
う 
せ
い

ぼ
う
ち
ょ
う
ふ
う  

ど 

ち
ゅ
う
し
ん
あ
ん
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●
﹁
和
食
﹂
と
﹁
倭
食
﹂
●

　

2
0
1
3
年
12
月
、「
和
食
」が
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
に
正
式
登
録
さ
れ
、日

本
の
伝
統
食「
和
食
」は
世
界
中
か
ら
注
目

を
あ
び
て
い
る
。「
和
食
」の
４
つ
の
特
徴

は
、①
多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち

味
の
尊
重
、②
健
康
的
な
食
生
活
を
支
え

る
栄
養
バ
ラ
ン
ス
、③
自
然
の
美
し
さ
や

季
節
の
移
ろ
い
の
表
現
、④
正
月
な
ど
の

年
中
行
事
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る〔
農
林
水
産
省
H
P
〕。

　

米
が
主
食
と
な
る
以
前
は
、狩
猟
採
集

に
よ
る
自
給
自
足
を
基
本
と
し
た
食
の
時

代
で
あ
っ
た
。そ
の
食
を「
倭
食
」と
名
付

け
た
い
。『
魏
志
倭
人
伝
』の
頃
、奴
国
や
卑

弥
呼
の
邪
馬
台
国
の
ほ
か
た
く
さ
ん
の
国

が
あ
り
、九
州
で
は
稲
作
が
行
わ
れ
て
い

た
が
、東
は
い
ま
だ
に
縄
文
的
で
あ
り
、縄

文
か
ら
弥
生
へ
の
移
行
期
で
あ
っ
た
。調

理
用
具
で
は
、縄
文
時
代
に
煮
炊
き
用
の

縄
文
土
器
が
、弥
生
時
代
に
炊
飯
用
の
弥

生
土
器
の
使
用
が
は
じ
ま
る
。そ
し
て
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
、し
だ

い
に「
和
食
」が
完
成
し
て
い
っ
た
。青
谷

上
寺
地
遺
跡
の
時
代
は
、「
倭
食
」か
ら「
和

食
」へ
移
行
す
る
、「
和
食
」へ
の
ス
タ
ー
ト

の
時
期
で
あ
る
。

●
な
ぜ
�
食
事
を
す
る
の
か
●

　

ま
ず
、ヒ
ト
は
な
ぜ
食
事
を
す
る
の
か
、

食
事
の
役
割
に
つ
い
て
、考
え
て
み
る〔
渋

川
編
2
0
0
9
：pp.2-3

〕。第
一
に「
栄
養
機

能
」の
た
め
で
、人
が
健
全
に
発
達
し
、身

体
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
栄

養
素
を
摂
取
す
る
た
め
で
あ
る
。第
二
に

「
生
活
の
リ
ズ
ム
」で
、食
事
を
摂
る
こ
と

に
よ
っ
て
、一
日
の
生
活
に
リ
ズ
ム
を
作

ど
が
損
失
す
る
。調
理
は
、生
で
ん
ぷ
ん

（
β
で
ん
ぷ
ん
）に
水
と
熱
を
か
け
て
α
化

（
糊
化
）さ
せ
、糊
化
で
ん
ぷ
ん（
α
で
ん
ぷ

ん
）に
す
る
。こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
、

β
化（
老
化
）す
る
。

　

う
る
ち
米
の
調
理
に
は
、炊
飯
、粥
、変

わ
り
飯
が
あ
る
。炊
飯
と
は
、洗
米
↓
加
水

↓
浸
漬（
吸
水
）↓
加
熱
を
行
な
う
一
連
の

操
作
で
あ
る
。粥
は
多
量
の
水
で
煮
る
こ

と
、変
わ
り
飯
に
は
、炊
き
こ
み
飯
、寿
司

飯
、ピ
ラ
フ
、炒
飯
な
ど
が
あ
る
。も
ち
米
の

調
理
に
は
、こ
わ
飯
、も
ち
が
あ
る
。ま
た
、

米
粉
に
は
、上
新
粉
、白
玉
粉
な
ど
が
あ
る

〔
木
戸
他
2
0
1
6
：pp.35-41

〕。ま
た
、こ

う
じ
を
つ
く
り
、甘
酒
、清
酒
、み
そ
、醤

油
、漬
け
物
へ
の
利
用
、米
糠
で
漬
け
物
や

魚
の
こ
ぬ
か
漬
け
な
ど
が
あ
る
。

●
雑
穀
の
食
べ
方
●

　

日
本
で
の
、ア
ワ
の
栽
培
は
、畑
作
や
焼

畑
で
あ
る
。ア
ワ
は
、粒
の
質
か
ら
う
る
ち

ア
ワ
と
も
ち
ア
ワ
に
分
け
ら
れ
る
。う
る

ち
ア
ワ
は
、単
独
で
か
ゆ
や
炊
飯
、あ
る
い

は
米
や
ヒ
エ
な
ど
と
ま
ぜ
て
炊
飯
さ
れ
、

粟
飯（
ア
ワ
イ
イ
、ア
ワ
メ
シ
）と
し
て
、日

常
の
食
事
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。粟
飯
は

米
の
ご
飯
と
同
様
に
、精
白
し
た
ア
ワ
の

穀
粒
を
水
で
研
い
で
水
加
減
を
整
え
て

「
炊
き
干
し
法
」で
炊
く
が
、穀
粒
が
小
さ

く
研
ぐ
と
き
に
流
れ
や
す
い
の
で「
湯
立

て
法
」で
炊
く
こ
と
も
あ
る
。一
方
、も
ち

ア
ワ
は
モ
チ
に
さ
れ
た
り
、も
ち
米
と
混

ぜ
て
蒸
し
た
お
こ
わ
や
赤
飯
に
す
る
。さ

ら
に
、ア
ワ
を
用
い
た
食
品
と
し
て
、粟
お

こ
し
、粟
焼
、粟
漬
け
な
ど
が
あ
る〔
農
山

漁
村
文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.153-158

〕。

　

ヒ
エ
は
飯
、か
ゆ
だ
け
で
な
く
、ヒ
エ
こ

う
じ
を
使
っ
た
発
酵
食
品
、ヒ
エ
芽
を

使
っ
た
あ
め
・
糖
な
ど
に
加
工
で
き
る
。ヒ

エ
は
す
べ
て
う
る
ち
種
で
あ
る〔
農
山
漁
村

文
化
協
会
編
2
0
1
0
：pp.159-163

〕。

　

コ
ム
ギ
は
、粒
食
に
は
向
か
な
い
た
め

砕
い
て
粉
の
状
態
で
食
べ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。小
麦
粉
に
水
を
加
え
て
こ
ね
る

と
グ
ル
テ
ン
が
形
成
さ
れ
る
。こ
れ
を
活

用
し
て
、パ
ン
、麺
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
る
。小
麦
粉
の
食
べ
方
は
、麺
、パ
ン
、

菓
子
が
あ
る
。伝
統
的
な
食
べ
方
と
し
て

は
、う
ど
ん
、す
い
と
ん
、ま
ん
じ
ゅ
う
、せ

ん
べ
い
、麸
な
ど
が
あ
る
。

●
粉
食
か
ら
粒
食
へ
●

　

今
日
、世
界
で
主
要
な
穀
物
は
、米
、コ

ム
ギ
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
。こ
れ
ら
が

度
を
一
定
に
し
て
揚
げ
る
必
要
が
あ
る
。

「
揚
げ
る
」た
め
に
は
、揚
げ
る
た
め
の
油

と
2
0
0
度
前
後
の
高
温
に
耐
え
る
揚
げ

な
べ
が
必
要
で
あ
る
。

●
土
器
で
煮
炊
き
す
る
と
●

　
「
倭
食
」の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
土
器

に
よ
る
煮
炊
き
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お

く
。加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、ア
ク
抜
き
が

可
能
に
な
る
。ト
チ
の
実
の
よ
う
に
ア
ク

が
あ
る
も
の
は
加
熱
し
て
ア
ク
抜
き
を
行

う
。ま
た
、長
く
煮
る
こ
と
で
、生
で
食
べ

に
く
い
食
材
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。た
と
え
ば
動
物
の
す
じ
肉
は

硬
く
て
食
べ
に
く
い
が
、こ
れ
は
コ
ラ
ー

ゲ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
、長
く
煮

る
こ
と
に
よ
っ
て
、ゼ
ラ
チ
ン
化
し
て
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。さ
ら

に
硬
い
植
物
繊
維
は
長
く
煮
る
こ
と
で
柔

ら
か
く
な
り
、食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。加
え
て
、多
量
の
貝
を
煮
て
貝

殻
を
外
し
身
を
取
り
出
す
こ
と
、動
物
の

脂
身
を
加
熱
す
る
こ
と
で
脂
を
取
り
出
す

こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　

土
器
の
使
用
に
よ
り
、食
物
の
種
類
が

増
加
し
た
。小
さ
な
食
べ
物
で
、そ
の
ま
ま

焼
い
た
の
で
は
燃
え
て
し
ま
う
も
の
も
、

汁
に
入
れ
る
と
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、加
熱
す
る
こ
と
に
よ
り
、腐
敗
を

防
ぎ
、日
持
ち
を
よ
く
す
る
効
果
を
期
待

で
き
る
。そ
し
て
、煮
る
こ
と
に
よ
り
、柔

ら
か
い
食
事
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、離
乳
食
や
老
人
食
に
適
す
る
も
の

を
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
結
果
、寿

命
を
延
ば
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。加
え
て
、味
の
面
か
ら
、動
物
性
食

品
と
植
物
性
食
品
が
あ
わ
さ
っ
た
、ご
っ

た
煮
の
美
味
し
さ
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

●
米
の
食
べ
方
●

　

こ
こ
で「
和
食
」の
中
心
で
あ
る
主
食
の

米
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。

　

水
田
稲
作
は
、連
作
障
害
が
な
く
、反
当

た
り
の
収
量
も
多
い
。通
常
、玄
米
を
搗
精

し
て
ぬ
か
層
や
胚
芽（
全
体
の
8
〜
10
％
）

を
除
き
、胚
乳
部
を
白
米
と
し
て
食
用
に

す
る
。ぬ
か
層
や
胚
芽
に
、脂
質
、繊
維
、

鉄
、ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
群
な
ど
が
含
ま
れ
る
。米

の
主
成
分
は
、で
ん
ぷ
ん（
約
75
％
）、た
ん

ぱ
く
質
6
〜
7
％
で
あ
り
、玄
米
を
精
白

す
る
こ
と
で
、ビ
タ
ミ
ン
類
、食
物
繊
維
な

　

続
い
て
、こ
の
身
長
の
数
千
年
に
お
よ

ぶ
長
期
変
化
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
に
関
し
て
は
、

自
然
や
環
境
に
狩
猟
成
果
が
大
き
く
左
右

さ
れ
た
こ
と
か
ら
食
料
摂
取
状
況
の
変
動

の
大
き
い
時
代
で
あ
っ
た
。そ
こ
に
米
が

加
わ
る
。弥
生
時
代
は
食
品
の
バ
ラ
エ

テ
ィ
も
富
み
、よ
り
安
定
し
た
バ
ラ
ン
ス

の
よ
い
食
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
期
と
考

え
て
い
る
。そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
、徐
々

に
農
耕
中
心
の
社
会
へ
と
移
行
し
、過
度

に
穀
類
に
依
存
す
る
食
生
活
に
変
わ
っ
て

い
く
。そ
の
後
、明
治
以
後
の
近
代
化
に
よ

り
多
く
の
食
品
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
豊
か
な
食
生
活
の

時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。一
九
七
五
年

頃
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
は「
日

本
型
食
生
活
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
向
っ
て
、

食
生
活
が
穀
類
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

り
、動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
が
不
足
し
た
食

生
活
を
送
っ
て
い
た
。そ
の
結
果
と
し
て

弥
生
時
代
に
高
か
っ
た
身
長
が
徐
々
に
低

く
な
っ
た
。そ
し
て
、第
二
次
世
界
大
戦
以

後
の
、食
生
活
の
急
激
な
改
善
に
よ
り
、栄

倭食から和食へ

養
バ
ラ
ン
ス
、供
給
量
が
と
も
に
充
実
し

た
。そ
の
結
果
が
、身
長
に
も
反
映
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

弥
生
の
食
卓
に
は
、穀
類
で
は
、米
、貫

目
荷
、ア
ワ
、ヒ
エ
、小
豆
な
ど
、堅
果
類
で

は
ク
リ
、ク
ル
ミ
、野
生
動
物
は
、シ
カ
、イ

ノ
シ
シ
な
ど
、魚
介
類
に
は
、マ
ダ
イ
、マ

グ
ロ
、ア
ワ
ビ
、カ
キ
、ア
ワ
ビ
な
ど
、野
鳥

類
で
は
カ
モ
、キ
ジ
な
ど
、植
物
で
は
モ

モ
、ウ
リ
類
の
栽
培
や
、山
菜
や
キ
ノ
コ

類
、セ
リ
や
ツ
ク
シ
な
ど
の
食
用
野
草
が

並
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。調
理
道
具
と
し

て
は
、甕
形
土
器
、甑
、そ
し
て
木
製
の
ス

プ
ー
ン
も
あ
る
。調
理
方
法
は
、加
熱
調
理

で
あ
る
煮
る
、蒸
す
、焼
く
が
主
流
で
、調

味
料
と
し
て
は
、塩
、柑
橘
類
、蜂
蜜
が
主

に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、現
代
の
食
文
化
と
し
て
鳥
取

に
注
目
す
る
と
、ち
く
わ
、あ
ご
の
や
き
、

と
う
ふ
ち
く
わ
、岩
牡
蠣
、二
十
世
紀
梨
、

フ
ナ
の
刺
身
、小
豆
雑
煮
、カ
ニ
、イ
カ
、ど

ん
ど
ろ
け
め
し（
油
で
炒
め
た
豆
腐
を
混

ぜ
た
炊
き
込
み
御
飯
）、い
た
だ
き（
大
き

な
油
揚
げ
の
中
に
、生
米
、生
野
菜
を
詰

め
、だ
し
汁
で
じ
っ
く
り
と
炊
き
上
げ

る
）、い
ぎ
す
、ら
っ
き
ょ
う
な
ど
が
あ
る
。

　

魚
介
類
の
利
用
は
現
代
に
も
続
く
縄
文

時
代
か
ら
の「
倭
食
」の
伝
統
と
考
え
ら

れ
、大
豆
製
品
の
利
用
の
多
彩
さ
は
、穀

類
主
体
の
食
事
を
補
う
農
耕
社
会
の「
和

食
」の
伝
統
的
な
食
べ
方
と
い
え
る
。そ
し

て
、穀
類
主
体
の
食
事
で
は
不
足
し
が
ち

な
ビ
タ
ミ
ン
類
や
ミ
ネ
ラ
ル
を
効
果
的
に

と
る
方
法
と
し
て
、小
豆
や
海
藻
が
有
効

に
使
わ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
食
文
化

の
伝
統
と
知
恵
を
現
在
で
も
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
発
達
し
、炊
飯
器
の
使
用
を
は
じ
め
、調

理
方
法
も
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
栄
養
学
の
視
点
か
ら
●

　

食
事
に
は
、栄
養
機
能
す
な
わ
ち
食
品

を
摂
取
す
る
こ
と
で
健
康
の
維
持
、身
体

の
発
達
な
ど
の
役
目
が
あ
る
。身
体
の
中
の

成
分（
成
人
）は
、お
よ
そ
水
分
50
〜
60
％
、

た
ん
ぱ
く
質
10
〜
20
％
、脂
質
15
〜
25
％
、

無
機
質
５
％
で
、そ
れ
以
外
に
炭
水
化
物
・

そ
の
他
か
ら
で
き
て
い
る
。そ
れ
ら
の
栄

養
素
を
食
品
と
し
て
補
う
た
め
に
、重
要

な
栄
養
素
と
し
て
、五
大
栄
養
素（
炭
水
化

物
・
脂
質
・
た
ん
ぱ
く
質
・
無
機
質
・
ビ
タ
ミ

ン
）を
水
と
と
も
に
摂
取
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

　

狩
猟
採
集
社
会
に
お
い
て
は
、食
品
と

栄
養
素
が
対
応
し
て
い
る
。す
な
わ
ち「
倭

食
」で
は
、炭
水
化
物
の
供
給
源
が「
木
の

実
」、た
ん
ぱ
く
質
の
供
給
源
が「
獣
鳥
肉
・

魚
類
」、無
機
質
・
ビ
タ
ミ
ン
類
の
供
給
源

が「
野
草
・
果
物
類
」と
な
っ
て
い
る
。一

方
、農
耕
社
会
で
あ
る「
和
食
」で
は
、穀
類

（
米
、麦
、雑
穀
）が
炭
水
化
物
お
よ
び
た
ん

ぱ
く
質
の
供
給
源
で
、野
菜
・
野
草
類
そ
の

他
で
、無
機
質
、ビ
タ
ミ
ン
類
を
補
っ
て
い

る
。そ
し
て
、飯
と
お
か
ず
の
組
み
合
わ
せ

が
で
き
た
と
い
え
る
。

●
身
長
に
つ
い
て
●

　

青
谷
上
寺
地
遺
跡
の
成
人
の
身
長
は
、

大
腿
骨
の
大
き
さ
か
ら
男
性
で
1
6
2
㎝
、

女
性
で
1
4
8
㎝
と
推
定
さ
れ
て
い
る

〔
鳥
取
県
教
委
2
0
0
6
：p.9

〕。こ
れ
ま
で

の
報
告
を
み
る
と
、縄
文
時
代（
中
・
後
・
晩

期
）に
お
け
る
中
国
地
域
の
平
均
推
定
身

長
は
、男
性
1
5
8
㎝
、女
性
1
4
7
㎝
で

あ
る
。そ
し
て
古
墳
時
代
は
、男
性
1
6
3

㎝
、女
性
1
5
2
㎝
、江
戸
時
代（
後
期
）

は
、男
性
1
5
6
㎝
、女
性
1
4
5
㎝
で
あ

る﹇
鈴
木
1
9
9
6
：p.10
﹈。青
谷
上
寺
地
遺

跡
の
成
人
の
身
長
は
、縄
文
時
代
の
身
長

よ
り
高
い
。そ
し
て
、全
国
的
な
傾
向
と
し

て
、徐
々
に
身
長
が
低
く
な
っ
て
い
る
。な

お
、現
在
に
お
い
て
は
こ
の
低
身
長
化
は

止
ま
り
、逆
に
急
激
な
高
身
長
化
が
進
ん

で
い
る
。平
成
27
年
度
学
校
保
健
統
計
調

査 

都
道
府
県
別
身
長（
17
歳
）に
よ
る
と
、

全
国
平
均
は
男
1
7
0
・
７
㎝
、女
1
5
7
・

９
㎝
で
あ
る
。ち
な
み
に
、鳥
取
県
は
男

1
7
1
・
3
㎝
、女
1
5
7
・
3
㎝
で
あ
る〔
政

府
統
計
の
総
合
窓
口
〕。

﹁
倭
食
﹂か
ら﹁
和
食
﹂へ

お
わ
り
に

　私たちが主食としている米（こめ）はイネ科に属
する植物で、長い年月をかけて栽培化されたイネ
の種実である。イネは朝鮮半島を経由して日本に
伝わった。伝来した時期には諸説あるが、確実な
ところで縄文時代晩期にさかのぼる。山陰地方は
日本列島の中でも早くに米作りがはじまる地域で
あり、鳥取県では紀元前８世紀以降、徐々に水稲
耕作が広まっていった。
　同じイネ科の栽培植物、アワやキビといった雑
穀もイネとともに伝わってきた。弥生時代以降も
雑穀はさかんに栽培されるが、水稲耕作に適した
土地ではイネが主要作物となり、いつしか米は日
本の主食となる。
　田を造り、水を引く。イネを植え、育てる。雑草
を抜き、小鳥から実を守る。そして、収穫。米づくり
は複雑である。しかし一定の知識と技術を獲得す
れば労働に比例して収穫量が増えるから、イネは
「働きがいのある作物」といわれている。アワやキ
ビよりも種実が大きく、栄養価も高い。ムギのよ

米
と
の
出
会
い

うに粉にしなくとも粒のまま食べられる。「調理に
都合の良い作物」でもある。何より優れた食味。独
特と粘り、かみしめるほど増す甘さ、炊きたてご
飯の美味さはこの上ない。どんな主菜、副菜にも
合う。お寿司のように、魚との相性は抜群である。
　米をはじめて口にした縄文時代の人はその美
味しさに心を奪われた（と想像する）。弥生時代の
人たちは米をたくさん収穫するために、たゆまぬ
努力を重ねた。その手間を惜しまなかったのは、
きっと米の美味さに魅了されたからではないかと
思う。  　　　　　　　　　 　　　　（濵田竜彦）

鳥
取
市
本
高
弓
ノ
木
遺
跡
出
土
の
土
器
に
付
着
し
て

い
た
圧
痕
か
ら
復
元
し
た
籾（
紀
元
前
７
世
紀
頃
）

こ
し
き

あ
ぶ
ら 

あ
か
め


