
今
、
日
本
人
は
世
界
で
一
番
長
生
き
す
る

国
民
と
な
り
ま
し
た
。
女
性
は
八
五
歳
、
男

性
は
七
八
歳
で
男
女
の
平
均
は
八
一
・
九
歳

で
す
。
世
界
の
平
均
寿
命
は
六
五
歳
で
す
か

ら
、
日
本
人
は
一
五
か
ら
二
〇
年
長
生
き
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
の

平
均
寿
命
は
七
七
歳
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の

平
均
が
七
九
歳
ぐ
ら
い
で
す
。
ま
た
、
日
本

の
場
合
は
た
だ
長
生
き
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
健
康
で
長
生
き
す
る
健
康
寿
命
も
、

七
五
歳
で
世
界
一
だ
そ
う
で
す
。

歴
史
的
に
み
て
も
、
日
本
人
は
昔
か
ら
長

生
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
約
二
千
年
前
に
日

本
の
こ
と
を
書
い
た
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
い

う
本
の
中
に
、
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
の
記
述

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
り
ま
す
。

「
そ
の
倭
人
た
ち
は
海
に
潜
っ
て
魚
や
貝

を
獲
っ
て
い
る
。
稲
や
粟
を
作
っ
て
そ
れ
を

食
べ
る
。
冬
で
も
夏
で
も
（
生
の
野
菜
を
）

食
べ
る
。
酒
が
好
き
だ
。
そ
し
て
非
常
に
長

生
き
で
、
八
〇
歳
、
九
〇
歳
が
ざ
ら
に
い
る
。

百
歳
ま
で
生
き
る
人
も
い
る
。」

こ
れ
が
約
二
千
年
前
の
日
本
で
す
。
こ
の

邪
馬
台
国
の
時
代
か
ら
八
〇
歳
、
九
〇
歳
が

多
か
っ
た
と
い
う
内
容
か
ら
、
日
本
人
は
昔

か
ら
長
生
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
中
国
人
が
ど
の

よ
う
に
し
て
調
べ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
た

め
、
信
憑
性
は
低
い
で
し
ょ
う
が
、
と
に
か

く
長
生
き
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
こ

と
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。

ず
っ
と
時
代
が
下
っ
て
、
戦
国
時
代
に
キ

リ
シ
タ
ン
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
中
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
と
い

う
宣
教
師
が
い
ま
し
た
。
そ
の
ザ
ビ
エ
ル
が

祖
国
に
宛
て
た
手
紙
に
、「
日
本
人
は
肉
を

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い
、
魚
は
食
べ
る
。
だ
い

た
い
米
と
麦
だ
け
で
食
事
を
し
て
い
る
。
し

か
も
食
事
は
少
食
だ
が
、
野
菜
は
た
く
さ
ん

食
べ
る
。
そ
れ
で
い
て
不
思
議
な
ほ
ど
元
気

で
長
生
き
だ
。」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の

内
容
か
ら
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
も
外
国
人

は
、
日
本
人
が
元
気
で
長
生
き
な
国
民
に
み

え
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
昔
か

ら
日
本
と
い
う
国
に
は
長
生
き
に
ふ
さ
わ
し

い
風
土
と
食
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
戦
争
の
被
害

を
受
け
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
々
は

そ
れ
ま
で
以
上
に
贅
沢
な
物
を
食
べ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
〇
年

代
に
な
る
と
、ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
心
臓
病
、

糖
尿
病
、
脳
卒
中
、
高
脂
血
症
な
ど
の
病
気

が
急
増
し
、
医
療
費
も
激
増
し
ま
し
た
。
そ

の
数
字
に
ア
メ
リ
カ
政
府
も
驚
き
、
上
院
に

七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
食
育
政
策

「日本型食生活の変遷」
和食文化は世界の長寿食・健康食としてさらなる変容をもたらすのか
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2006年度キッコーマン「食文化セミナー」

講師：渡辺善次郎

渡辺善次郎
（わたなべ ぜんじろう）

1932年　東京に生れる。1956年早稲田
大学卒業

1961年　同大学院商学研究科博士課程
修了。同年国立国会図書館に入
り、調査立法考査局農林課長、
海外事情課長を経て、専門調査員

1991年　退職。商学博士。現在、都市
農村関係史研究所主宰。
主著『都市と農村の間ー都市
近郊農業史論』（1983年　論創
社）、『聞き書・東京の食事』
（編著・1987年　農文協）、『巨大
都市江戸が和食をつくった』
（1988年　農文協）、『農のある
まちづくり』（編著・1989年
学陽書房）、『東京に農地があって
なぜ悪い』（共著・1991年　学陽
書房）、『近代日本都市近郊農業
史』（1991年　論創社）

歴
史
的
に
み
て
日
本
人
は
長
命

食
の
安
全
や
食
料
の
自
給
率
、
そ
し
て
食
育
な
ど
、
食
に
関
わ
る
話
題
に
事
欠

か
な
い
昨
今
で
す
が
、
元
来
私
た
ち
日
本
人
が
常
食
と
し
て
き
た
「
日
本
型
食
生

活
」
が
、
い
ま
で
は
世
界
の
国
々
か
ら
健
康
食
・
長
寿
食
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
事
実
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
例
証
の
一
つ
と
し
て
、

寿
司
の
文
化
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
の
勢
い
で
地
球
上
の
町
々
に
広
が
り
を
み
せ

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
芽
吹
い
た
「
日
本
型
食
生
活
」
が
、
い
ま

世
界
の
人
々
に
健
康
を
、
そ
し
て
食
卓
を
囲
む
家
族
の
喜
び
や
幸
せ
と
な
っ
て
花

開
く
こ
と
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
肝
心
の
私
た
ち
日
本
人

の
食
生
活
の
乱
れ
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
た
折
も
お
り
、
去
る
十
月
三
日
、
先
般
来
『
Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
　
Ｃ
Ｕ
Ｌ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
』

誌
に
、
江
戸
期
以
降
の
食
の
変
遷
に
つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
食

文
化
研
究
家
・
渡
辺
善
次
郎
先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
て
「
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
食
文

化
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
お
話
の
テ
ー
マ
は
「
日
本
型
食
生
活
の
変

遷
」
で
、
今
号
は
先
生
の
お
話
を
再
録
い
た
し
ま
し
た
。



3

特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
対
応
策
を
考
え
ま

し
た
。
特
別
委
員
会
の
委
員
長
に
は
マ
ク
ガ

バ
ン
が
就
任
し
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）

に
「
ア
メ
リ
カ
の
食
事
目
標
」
と
い
う
報
告

書
を
出
し
ま
し
た
。

そ
の
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
食
事
は

栄
養
が
偏
り
す
ぎ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。脂
質
が
多
く
炭
水
化
物
が
少
な
い
た
め
、

三
大
栄
養
素
で
あ
る
炭
水
化
物
・
タ
ン
パ
ク

質
・
脂
肪
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
こ
と
が
病
気

の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
、
食
事
の
内
容
を
変

え
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
ま
し
た
。

今
、
ア
メ
リ
カ
人
の
六
〇
％
が
太
り
過
ぎ

だ
そ
う
で
す
。『
デ
ブ
の
帝
国
』
な
ど
と
い

う
本
が
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
で
す
。
そ
の
ア
メ

リ
カ
人
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
日

本
の
食
事
が
一
番
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
〇
年
代
の
当
時
は
、
炭
水
化
物
・
タ
ン
パ

ク
質
・
脂
肪
の
バ
ラ
ン
ス
が
ち
ょ
う
ど
よ
か

っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
食
べ
る
量
を
減

ら
し
、
脂
質
を
ひ
か
え
、
炭
水
化
物
を
も
っ

と
摂
っ
て
日
本
の
食
事
を
見
習
お
う
と
い
う

内
容
の
勧
告
を
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
人
に
炭
水
化
物
を
奨

励
す
る
と
パ
ン
食
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
バ

タ
ー
や
肉
類
の
摂
取
が
多
く
な
る
の
で
難
し

い
の
が
現
実
で
す
。
そ
こ
で
今
も
「
寿
司
ブ

ー
ム
」
が
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
七
年
に
ア
メ
リ
カ
で
マ
ク
ガ
バ

ン
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ま
で

西
欧
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
で
や
っ
て
き

た
日
本
が
、
開
国
以
来
は
じ
め
て
自
分
自

身
の
国
に
目
を
向
け
よ
う
と
、
食
生
活
の

面
で
画
期
的
な
方
向
転
換
を
し
ま
し
た
。

こ
の
日
本
型
の
食
生
活
の
中
心
に
あ
る
の

は
、
私
た
ち
が
「
和
食
」
と
捉
え
て
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
和
食
は
大
昔
か
ら

あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
江
戸

時
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
に
成
立
し
た
と
考
え

ま
す
。
そ
の
基
本
は
、「
白
米
」、「
一
日
三

食
」、「
一
汁
一
菜
」
で
す
。

で
は
、
そ
れ
以
前
は
ど
ん
な
食
事
を
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
古
い
時
代
の
資

料
の
一
つ
に
、
石
田
三
成
の
家
来
の
お
嬢

さ
ん
が
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
い
た

本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
毎
日
、

雑
穀
に
野
菜
を
入
れ
た
雑
炊
を
食
べ
て
い

た
よ
う
で
す
。
朝
と
晩
に
同
じ
も
の
を
食

べ
、
昼
食
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

お
兄
さ
ん
た
ち
が
山
に
鉄
砲
を
撃
ち
に
行

く
と
き
に
は
、
朝
、
菜
飯
と
い
う
も
の
を

炊
い
て
弁
当
に
持
た
せ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
菜
飯
を
炊
く
と
、
家
族
も
い
っ

し
ょ
に
そ
れ
を
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

著
者
が
歳
を
と
っ
た
江
戸
の
は
じ
め
頃
、

「
最
近
の
若
者
た
ち
は
お
か
ず
が
何
だ
か
ん

だ
と
贅
沢
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
昔
は

昼
飯
な
ど
は
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」

と
い
う
話
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
資
料
か
ら
推
察
す
る
と
、
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
の
初
期
ま
で
は
一
日
二
食
で
、

白
米
は
な
く
、
雑
炊
か
玄
米
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
で
き
ま
す
。
こ
の
玄
米

食
は
、
元
禄
時
代
頃
ま
で
続
い
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の

に
、
松
尾
芭
蕉
が
残
し
た
「
は
な
に
う
き

よ
　
わ
が
さ
け
し
ろ
く
　
め
し
く
ろ
し
」

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
酒
が
白
い
と
い

う
の
は
濁
酒
で
、
飯
が
黒
い
と
い
う
の
は

お
そ
ら
く
玄
米
か
七
分
搗づ

き
を
食
べ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
芭
蕉
は
元
禄
時
代
の
庶

民
の
代
表
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
、
そ

の
時
代
あ
た
り
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
、

庶
民
は
白
米
を
食
べ
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

そ
の
後
の
江
戸
の
お
か
ず
で
一
番
人
気

だ
っ
た
の
は
、
沢
庵
漬
で
し
た
。
沢
庵
漬

は
、
糠
で
漬
け
る
の
で
玄
米
を
食
べ
て
い

て
は
糠
は
出
な
い
た
め
、
白
米
を
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
て
で
き
た
食
べ
物
で
す
。
沢

庵
漬
が
流
行
る
と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な

が
白
米
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
頃
に
な
る
と
、

諸
国
か
ら
江
戸
に
集
っ
た
人
た
ち
が
も
っ

て
き
た
故
郷
の
食
文
化
が
交
流
を
重
ね
、

そ
の
集
大
成
と
し
て
江
戸
独
自
の
食
が
少

し
ず
つ
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ま
す
。

江
戸
は
早
く
か
ら
外
食
文
化
が
盛
ん
な

都
市
で
し
た
。
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
江

戸
ら
し
い
食
べ
物
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
蕎
麦
は
一
番
早
く
か
ら
外
食

と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。
蕎
麦
を
今
の
よ

う
に
細
長
く
切
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
江
戸
初
期
の
寛
文
年
間
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
蕎
麦
が
き
、
蕎
麦
粥
、
蕎
麦
ま

ん
じ
ゅ
う
と
い
う
形
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
蕎
麦
切
り
を
街
角
で
売
る
よ
う
に
な

る
と
爆
発
的
に
流
行
り
、
江
戸
末
期
頃
に

は
店
を
構
え
て
い
る
蕎
麦
屋
が
四
千
軒
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
江
戸
で
発
達
し
た
食
べ
物

に
天
ぷ
ら
が
あ
り
ま
す
。
天
ぷ
ら
は
も
と

も
と
西
洋
料
理
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
長
崎

に
伝
え
た
西
洋
料
理
の
第
一
号
で
し
た
。

そ
れ
が
、
江
戸
の
は
じ
め
に
京
都
で
流
行

り
、
徳
川
家
康
の
財
政
顧
問
で
茶
屋
四
郎

次
郎
と
い
う
豪
商
が
家
康
に
奨
め
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
家
康
が
食
べ
た
の
が
鯛
の
天

ぷ
ら
で
す
。
そ
の
天
ぷ
ら
を
食
べ
た
と
こ

ろ
、
家
康
は
お
腹
を
こ
わ
し
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
後
、
徳
川
将
軍
家
で
は
、
天
ぷ
ら
は
タ

ブ
ー
と
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。

さ
ら
に
江
戸
で
有
名
な
食
べ
物
に
お
寿

司
が
あ
り
ま
す
。「
す
し
」
は
、
古
い
も
の

で
琵
琶
湖
の
「
鮒
鮓
」
の
よ
う
な
形
で
食

べ
ら
れ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
の
寿

司
の
よ
う
に
ご
飯
を
握
っ
て
ネ
タ
を
の
せ

て
出
す
ス
タ
イ
ル
は
一
八
〇
〇
年
頃
の
文

政
年
間
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ

っ
と
い
う
間
に
、
ご
飯
と
新
鮮
な
魚
、
わ

さ
び
と
い
う
絶
妙
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
作
る
江
戸
の
寿
司
は
、
す
ば
ら
し
い
発

明
で
す
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
料
理
の
世
界
的

な
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
外
食
が
盛
ん
に
な
っ
た
江

戸
は
、「
食
い
倒
れ
の
町
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
現
代
で
は
食
い
倒
れ

の
町
と
い
え
ば
、
大
阪
を
連
想
す
る
人
が

多
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代

の
末
、
活
躍
し
た
大
坂
の
歌
舞
伎
作
家
の

西
沢
一
鳳
と
い
う
人
が
、
当
時
の
京
都
・

大
坂
・
江
戸
を
比
較
し
て
、
食
が
一
番
い

い
の
は
圧
倒
的
に
江
戸
、
大
坂
は
二
番
、

京
都
が
三
番
と
順
番
を
付
け
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
食
べ
物
に
困
ら
な
く
な
っ

て
く
る
と
、
食
は
遊
戯
化
し
ま
し
た
。
飢

饉
な
ど
で
困
窮
し
て
い
る
と
き
は
、
食
を

楽
し
む
ゆ
と
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸

末
期
の
裕
福
な
時
代
に
は
「
初
物
食
い
」

が
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
す
。
江
戸
っ
子
は
、

江
戸
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
食
生
活
事
情

江
戸
時
代
、
和
食
の
代
表
的
な
食
べ
物

日
本
型
の
食
事
「
和
食
」
の
成
立

た
く
あ
ん
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何
で
も
初
物
を
愛
し
ま
し
た
。
初
な
す
び
、

新
茶
、
新
蕎
麦
な
ど
、
季
節
に
先
駆
け
て

ほ
か
の
人
よ
り
先
に
食
べ
る
こ
と
が
、
江

戸
っ
子
の
見
得
で
し
た
。
左
の
絵
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

こ
の
絵
は
初
鰹
で
す
。
初
物
の
中
で
一

番
評
判
が
高
か
っ
た
の
は
、
こ
の
鰹
で
す
。

「
目
に
は
青
葉
　
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
は
つ
松
魚

か
つ
を

」。

ち
ょ
う
ど
五
月
ぐ
ら
い
に
鎌
倉
沖
あ
た
り

で
獲
れ
る
鰹
で
す
。
そ
の
鰹
は
だ
い
た
い

女
中
さ
ん
の
一
年
分
の
給
金
に
相
当
す
る

高
値
で
売
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
絵
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
長
屋
の
お
か
み
さ
ん

た
ち
で
し
ょ
う
。
と
て
も
一
匹
は
買
え
な

い
の
で
少
し
ず
つ
切
り
身
を
分
け
合
っ
て

い
る
絵
で
す
。

学
校
で
習
っ
た
江
戸
時
代
は
、
武
士
が

威
張
っ
て
い
て
、
庶
民
な
ど
は
一
生
懸
命

に
稼
い
で
も
、
ほ
と
ん
ど
が
年
貢
と
し
て

搾
取
さ
れ
て
、
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
時
代
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
現
実
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
世
界
の
国
々
と
比
べ
て
も
、
一
番
豊
か

で
安
定
し
た
社
会
で
し
た
。
世
界
史
の
観

点
か
ら
み
る
と
、
二
六
○
年
間
、
一
度
も

外
国
と
戦
争
を
し
な
か
っ
た
国
は
ほ
か
に

あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
史
の
奇
跡
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
農
業
に
向
か
な

い
所
で
す
。
日
本
の
北
海
道
か
ら
ロ
シ
ア
の

サ
ハ
リ
ン
あ
た
り
の
緯
度
と
同
じ
な
の
で
、

寒
く
て
植
物
が
育
ち
に
く
い
土
地
柄
な
の
で

す
。
そ
こ
で
育
つ
小
麦
は
、
蒔
い
た
種
の
四

倍
ぐ
ら
い
を
収
穫
で
き
れ
ば
平
年
作
で
す
。

日
本
で
あ
れ
ば
種
の
約
三
〇
倍
の
収
穫
が
普

通
で
す
か
ら
、
四
倍
で
は
大
不
作
で
す
。

し
か
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
農
業
大

国
と
い
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
農
地
の
四

分
の
三
は
王
様
・
貴
族
・
教
会
の
所
有
で
、

農
民
た
ち
は
残
り
の
四
分
の
一
し
か
所
有
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
の
食
生
活
の
貧
し
さ
が
想
像

で
き
る
で
し
ょ
う
。

右
下
の
絵
は
、
有
名
な
ミ
レ
ー
の
「
落
穂

拾
い
」
と
い
う
絵
で
す
。
農
家
の
お
か
み
さ

ん
た
ち
が
、
収
穫
し
た
後
の
畑
に
出
て
、
落

ち
て
い
る
小
麦
の
穂
を
一
つ
ず
つ
集
め
て
い

る
姿
で
す
。
そ
れ
を
集
め
て
も
、
パ
ン
一
つ

で
き
ま
せ
ん
。
後
ろ
の
ほ
う
で
働
い
て
い
る

の
は
、
お
か
み
さ
ん
た
ち
の
ご
亭
主
た
ち
で

し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
貴
族
や
教
会
の
大
農
場

で
働
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
は

山
の
よ
う
に
穀
物
が
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
横
に
目
を
や
る
と
、
馬
に
乗
っ
て
監
督
を

し
て
い
る
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
貴
族
か
、
教
会
の
役
人
で
し
ょ
う
。
こ
の

絵
は
、
日
本
の
明
治
維
新
の
一
〇
年
前
に
発

表
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
日
本
と
比
べ
て
、
日
本
人
が

豊
か
だ
と
思
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
が

ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
を
想
像
し
て
く
だ
さ

い
。
日
本
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
も
の
す
ご
く

豊
か
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、「
落

穂
拾
い
」
を
日
本
の
農
村
の
実
情
と
比
較
す

る
目
で
見
る
と
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
農
村

だ
っ
た
の
か
と
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

す
。江

戸
を
研
究
し
て
い
る
あ
る
ア
メ
リ
カ
の

研
究
者
は
、
も
し
も
自
分
が
江
戸
時
代
と
同

時
代
に
生
ま
れ
た
と
す
る
と
、
貴
族
で
あ
れ

ば
イ
ギ
リ
ス
が
い
い
、
庶
民
で
あ
れ
ば
日
本

が
い
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
欧
米
の
歴
史

を
熟
知
し
た
人
た
ち
は
、
江
戸
時
代
の
日
本

は
い
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
江
戸
時

代
に
つ
い
て
、進
ん
だ
豊
か
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

遅
れ
た
貧
し
い
日
本
と
い
う
考
え
方
は
や
め

た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
か
ら
明
治
へ
時
代
は
変
わ
り
、
日
本

は
一
生
懸
命
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い
つ
こ
う

と
し
ま
し
た
。
食
文
化
の
面
で
は
、
肉
を
食

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
江
戸
時
代
と
の

大
き
な
違
い
で
す
。
そ
れ
ま
で
千
数
百
年
、

日
本
人
は
肉
食
を
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

世
界
の
中
で
食
べ
る
た
め
に
家
畜
を
飼
っ
て

い
な
か
っ
た
文
明
国
は
、
日
本
以
外
に
な
い

と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
前
、
体
が
穢
れ
る
と
い
う
考

え
方
が
あ
っ
て
肉
を
食
べ
る
と
神
社
な
ど
に

お
参
り
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
禊
み
そ
ぎ
が

済
む
の
は
一
〇
〇
日
ぐ
ら
い
だ
と
い
わ
れ
、

そ
の
間
は
仏
様
に
も
手
を
合
わ
せ
て
は
い
け

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鹿
や

猪
が
た
ま
に
獲
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
肉
は

食
べ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
名
の
中
で

も
一
部
の
人
た
ち
は
食
べ
て
い
ま
し
た
。
井

伊
大
老
が
い
た
彦
根
藩
で
は
牛
の
味
噌
漬
が

名
物
で
す
。
そ
れ
を
毎
年
、
将
軍
家
や
大
名

た
ち
に
贈
っ
て
い
ま
し
た
。
将
軍
家
に
贈
る

と
き
に
は
、
そ
の
樽
に
「
肉
」
と
は
書
か
ず
、

薬
の
名
前
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
薬

で
あ
る
と
い
う
名
目
で
東
海
道
を
運
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。

面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
に
活
躍

し
た
新
撰
組
は
、
残
飯
養
豚
の
は
し
り
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
将
軍
家

豚
を
飼
っ
て
い
た
新
撰
組

「落穂拾い」（ジョン・フランソワーズ・ミレー 1857年　オルセー美術館蔵）

歌川国貞「卯の花月」（『ヴィジュアル百科江戸事情・第一巻生活編』静嘉堂文庫蔵　雄山閣出版）
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の
医
師
に
松
本
順
と
い
う
人
が
、
近
藤
勇

が
い
た
京
都
に
出
向
い
て
、
新
撰
組
の

「
屯
所
」
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
松
本
医

師
は
、
新
撰
組
は
豪
傑
揃
い
だ
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
病
人
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で

驚
い
た
そ
う
で
す
。
栄
養
失
調
で
肺
病
を

患
っ
て
い
る
人
が
多
く
、
そ
の
と
き
松
本

医
師
は
、
残
飯
を
豚
に
食
べ
さ
せ
て
育
て
、

そ
の
肉
を
隊
員
に
食
べ
さ
せ
ろ
と
指
導
し

ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
新
撰
組
は
豚
を
育

て
て
隊
員
に
食
べ
さ
せ
た
よ
う
で
す
。

日
本
人
が
肉
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は

た
い
へ
ん
な
こ
と
で
し
た
。
た
だ
、
肉
を

食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
動

物
の
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
食
べ
て
し
ま
う
肉

食
の
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

左
の
市
場
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
〇
月
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ハ
ン
テ
ィ
ン

グ
の
季
節
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

一
番
の
ご
馳
走
は
野
生
の
動
物
で
す
。
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
を
し
て
獲
っ
た
動
物
を
食
べ
る
こ

と
が
一
番
の
贅
沢
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ

の
季
節
に
フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
と
、
肉
屋
の
店

頭
に
は
狩
り
を
し
て
獲
っ
て
き
た
動
物
や
鳥

が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
肉
食
民
族
は
、
そ

の
ま
ま
買
っ
て
家
で
捌さ

ば

い
て
脳
み
そ
か
ら
豚

の
鼻
、
目
や
耳
ま
で
い
ろ
い
ろ
に
調
理
し
て

食
べ
ま
す
。

現
在
、
日
本
の
家
庭
で
は
、
魚
よ
り
肉

を
買
う
金
額
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
な
食
べ
方
は

で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
本
当
の
意
味
で
肉
食

人
種
だ
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

文
明
開
化
以
後
、
肉
を
中
心
に
し
て
西

洋
の
料
理
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
本
人
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
こ

と
が
で
き
ず
に
、
日
本
的
に
作
り
直
し
ま

し
た
。
そ
れ
が
三
大
洋
食
と
言
わ
れ
て
い

る
「
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
」「
ト
ン
カ
ツ
」「
コ
ロ

ッ
ケ
」
で
す
。
ト
ン
カ
ツ
は
ポ
ー
ク
・
カ

ツ
レ
ツ
の
こ
と
で
す
が
、
ポ
ー
ク
・
カ
ツ

レ
ツ
は
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
自
分
で
切

っ
て
食
べ
ま
す
が
、
ト
ン
カ
ツ
は
は
じ
め

か
ら
切
っ
て
出
さ
れ
る
の
で
箸
で
食
べ
ま

す
。
コ
ロ
ッ
ケ
は
、
本
来
の
中
身
は
ク
リ

ー
ム
な
の
で
す
が
、
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ

し
て
安
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
使
い
ま
し
た
。

そ
し
て
中
華
料
理
も
、
関
東
大
震
災
後

に
日
本
の
家
庭
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
後
ぐ
ら
い
か
ら
、

和
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
西
洋
料
理
と
、

日
本
的
に
調
理
し
た
中
華
料
理
が
一
般
に

普
及
し
ま
す
。
今
で
は
ど
の
家
庭
で
も
、

西
洋
と
中
国
と
日
本
の
食
事
を
違
和
感
な

く
摂
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
国
は
世
界
に

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
独
特
の
文
化
で
す
。

私
た
ち
は
意
識
し
な
い
で
、
す
べ
て
が
日

本
料
理
だ
と
思
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
ど
ん
な
食
事
も
、
箸
か
ス
プ
ー
ン

で
食
べ
ら
れ
る
も
の
し
か
、
庶
民
の
食
卓

で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
の

が
、
明
治
以
来
の
食
文
化
で
す
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
事
を

す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

左
の
絵
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
明
治
時
代
の

イ
タ
リ
ア
の
ス
パ
ゲ
テ
ィ
屋
で
す
。
み
ん

な
手
づ
か
み
で
食
べ
て
い
ま
す
。
売
る
ほ

う
も
、
食
べ
る
ほ
う
も
ス
パ
ゲ
テ
ィ
は
手

づ
か
み
で
す
。

ロ
シ
ア
革
命
の
と
き
、
ク
レ
ム
リ
ン
宮

殿
に
突
入
し
た
農
民
軍
が
い
ろ
い
ろ
な
物

を
略
奪
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
フ
ォ
ー

ク
を
見
て
、「
こ
れ
は
ど
う
使
う
の
か
」
と

不
思
議
に
思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
肉
を

ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
べ
る
と
い
う
の

は
、
ほ
ん
の
一
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
だ
け
で

し
た
。
そ
れ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
と
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
違
い
で
す
。

昭
和
の
初
年
に
な
る
と
、
昔
か
ら
あ
る

和
食
も
、
洋
食
も
、
中
華
も
食
べ
て
い
ま

し
た
。
柳
田
国
男
は
、「
世
界
無
類
の
多
様

な
食
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
食
材

の
多
さ
も
世
界
に
類
を
見
ま
せ
ん
。

食
の
大
国
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
は
、

「
カ
エ
ル
」「
ハ
ト
」「
カ
タ
ツ
ム
リ
」
ま
で

食
べ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
約
七
〇
〇
種
類

く
ら
い
し
か
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
食
材
が

多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
中
国
で
さ
え
、
約

八
〇
〇
種
類
く
ら
い
で
す
。
日
本
は
約
一

四
〇
〇
種
類
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
海
産

物
を
多
く
食
べ
て
い
ま
す
。

南
極
で
越
冬
す
る
南
極
探
検
隊
は
、
日

本
を
出
港
す
る
際
に
一
年
分
の
食
糧
を
持

っ
て
行
き
ま
す
。
外
国
の
隊
は
約
三
〇
〇

種
類
く
ら
い
の
食
材
し
か
持
っ
て
い
な
い

そ
う
で
す
が
、
日
本
隊
は
七
五
〇
種
類
も

持
っ
て
行
く
の
で
日
本
隊
は
羨
ま
し
が
ら

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
物
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と

は
、
味
覚
を
育
て
る
源
泉
に
な
り
ま
す
。

舌
は
「
千
」
に
「
口
」
と
書
き
、
千
種
類

の
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
鍛
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
味
が
わ
か
ら
な
い
人
が

非
常
に
多
く
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ

リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
ラ
テ
ン
系
は
そ

う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の

人
た
ち
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

食
材
の
多
さ
が
日
本
人
の
味
覚
を
育
ん
だ

日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
西
洋
料
理
の
普
及

狩猟解禁とともにパリ市場の店頭は賑わう（『週刊朝日百科２世界の食べもの／フランス編』）

19世紀のナポリの街頭で、手づかみでパスタを食べる人びと（スパゲッティ博
物館『文化麺類学ことはじめ』フーディアム・コミュニケーション）



6

ア
メ
リ
カ
人
の
研
究
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
味
が
わ
か
ら
な
い
「
味
盲
み
も
う

」
と

い
う
ハ
ン
デ
を
も
つ
比
率
は
、
ア
メ
リ
カ
人

で
二
五
％
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
一
二
％
い
る

そ
う
で
す
。
日
本
人
は
三
％
で
世
界
で
も
っ

と
も
味
覚
が
優
れ
た
民
族
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
種
類

の
食
べ
物
を
食
べ
て
い
た
お
か
げ
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ワ
イ
ン
の
ソ
ム
リ
エ
・
コ
ン

ク
ー
ル
で
田
崎
真
也
さ
ん
が
優
勝
し
た
こ
と

で
世
界
的
に
も
証
明
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
の
味
覚
の
基
本
は
米
で
す
。
ご
飯

は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
主
食
な
の
で
す
。
ご

飯
を
食
べ
て
い
れ
ば
、
お
か
ず
で
タ
ン
パ
ク

質
を
摂
ら
な
く
て
も
、
一
日
約
五
合
で
必
要

な
タ
ン
パ
ク
質
が
摂
れ
る
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
白
米
食
に
は
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
白
米

だ
け
を
食
べ
て
い
る
と
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
が
不

足
し
て
脚
気
か
っ
け

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
江
戸
に
出
て
き
た
若
者
た
ち

が
次
々
と
脚
気
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
故

郷
に
い
た
と
き
に
は
め
っ
た
に
食
べ
ら
れ
な

か
っ
た
白
米
食
を
た
ら
ふ
く
食
べ
て
脚
気
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
「
江
戸
患
い

わ
ず
ら
い

」
と
い
い
ま
す
が
、
将
軍

も
脚
気
で
死
ん
で
い
ま
す
。
一
四
代
将
軍
の

家
茂
は
、
長
州
征
伐
の
と
き
に
大
坂
城
で
脚

気
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

脚
気
は
、
明
治
時
代
ま
で
日
本
の
国
民
病

で
し
た
。
日
清
戦
争
の
と
き
、
日
本
軍
の
戦

死
者
は
一
千
人
で
す
が
、
脚
気
で
死
ん
だ
兵

隊
は
四
千
人
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
脚
気
は

恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。

戦
後
、
特
に
一
九
七
〇
年
代
、
家
庭
に

い
た
お
母
さ
ん
方
が
働
き
に
出
る
よ
う
に

な
っ
て
、
食
事
の
手
抜
き
を
始
め
、
子
ど

も
た
ち
の
食
生
活
が
非
常
に
乱
れ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、「
お
か
あ
さ
ん
や
す
め
」
と
い

う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
お
」

は
オ
ム
レ
ツ
、「
か
」
は
カ
レ
ー
、「
サ
ン
」

は
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、「
や
」
は
焼
そ
ば
、「
す
」

は
ス
パ
ゲ
テ
ィ
、「
め
」
は
目
玉
焼
き
で
す
。

要
す
る
に
、
お
母
さ
ん
が
作
る
も
の
は
オ

ム
レ
ツ
・
カ
レ
ー
・
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
・
焼

そ
ば
・
ス
パ
ゲ
テ
ィ
・
目
玉
焼
き
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、「
は
は
き
と

く
」
に
な
り
ま
し
た
。「
は
」
は
ハ
ン
バ
ー

グ
と
ハ
ム
エ
ッ
グ
、「
き
」
は
餃
子
、「
と
」

は
ト
ー
ス
ト
、「
く
」
は
ク
リ
ー
ム
シ
チ
ュ

ー
で
す
。「
お
か
あ
さ
ん
や
す
め
」
と
「
は

は
き
と
く
」
が
、
戦
後
の
子
ど
も
た
ち
の

食
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
言
葉
で
し
た
。

一
時
期
、
ま
な
板
の
な
い
家
庭
が
あ
る

こ
と
に
驚
い
て
い
ま
し
た
。
今
は
、
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
台
所
が
な
い

家
が
出
て
き
た
の
で
す
。
新
聞
の
記
事
を

読
む
と
、
女
子
学
生
が
借
り
る
ワ
ン
ル
ー

ム
マ
ン
シ
ョ
ン
に
キ
ッ
チ
ン
は
い
ら
な
い

と
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
発
展
し

て
、
家
庭
で
も
台
所
は
い
ら
な
い
と
い
う

の
で
す
。
コ
ン
ビ
ニ
や
デ
パ
地
下
で
家
族

が
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
も
の
を
買
っ
て
、
一

人
ず
つ
適
当
な
時
間
に
食
事
を
す
る
と
い

う
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

も
っ
と
深
刻
な
の
は
、
和
食
の
基
本
で

あ
る
箸
が
持
て
な
い
子
ど
も
が
多
い
こ
と

で
す
。
服
部
栄
養
専
門
学
校
が
調
べ
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
小
学
生
の
約
九
〇
％
は

箸
を
持
て
な
い
そ
う
で
す
。
ま
た
、
教
師

の
四
〇
％
が
ち
ゃ
ん
と
持
て
て
い
な
い
状

況
を
考
え
る
と
、
仕
方
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
と

て
も
残
念
で
す
。

そ
の
中
で
日
本
人
は
長
生
き
だ
と
威
張

っ
て
い
て
も
、
そ
の
足
元
で
は
ど
ん
ど
ん

「
長
生
き
神
話
」
が
崩
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
沖
縄
県
は
、
全
国
一
の
長
寿
県

で
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
国
勢
調
査
で

は
二
六
位
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
世
界
で

一
番
長
生
き
し
た
泉
重
千
代
さ
ん
（
一
二

〇
歳
）
は
徳
之
島
出
身
で
す
。
今
で
も
徳

之
島
の
七
五
歳
以
上
の
死
亡
率
は
と
て
も

低
い
の
で
す
が
、
三
〇
歳
代
の
死
亡
率
は

全
国
平
均
の
三
倍
、
肥
満
率
は
二
倍
に
も

の
ぼ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
長
生
き
の
風

土
に
生
ま
れ
て
も
、
食
生
活
が
変
わ
っ
て

し
ま
え
ば
、
短
命
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

の
証
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、

食
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。

私
は
、
少
食
で
長
生
き
す
る
僧
侶
の
食

生
活
に
驚
き
ま
す
。
福
井
県
に
永
平
寺
と

い
う
名
刹
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
僧
侶

た
ち
は
「
雲
水
」
と
呼
ば
れ
、
二
〇
〇
人

の
雲
水
が
い
ま
す
。
彼
ら
が
食
べ
て
い
る

も
の
は
、
朝
食
に
「
五
分
が
ゆ
」「
ご
ま
塩
」

「
漬
物
（
一
〜
二
切
）」、
昼
食
に
は
「
麦
飯
」

「
野
菜
の
和
え
物
」、
夕
食
は
「
麦
飯
」「
煮

物
」
で
す
。
魚
や
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
。
こ

の
食
事
が
一
二
〇
〇
年
続
い
て
い
ま
す
。

あ
る
栄
養
学
者
が
そ
の
食
事
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
熱
量
が
一
二
〇
〇kcal

だ
っ
た
そ
う

で
す
。
敗
戦
直
後
の
日
本
は
餓
死
者
が
出

る
ほ
ど
食
糧
難
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
で

も
平
均
一
四
〇
〇kcal

を
摂
取
し
て
い
ま
し

た
。
雲
水
た
ち
は
、
戦
後
の
食
糧
難
の
と

き
よ
り
も
少
な
い
熱
量
で
厳
し
い
修
業
を

し
な
が
ら
元
気
に
過
ご
し
て
い
ま
す
。

雲
水
に
な
る
と
約
二
か
月
で
痩
せ
て
、

足
が
む
く
ん
で
く
る
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
三
か
月
目
か
ら
は
だ
ん
だ
ん
太
っ
て

き
て
、
肌
の
色
艶
が
よ
く
な
っ
て
き
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
栄
養
学
者
が
調
べ

て
も
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
す
。
近
代
栄
養

学
で
は
解
明
で
き
ま
せ
ん
。
永
平
寺
の
管

長
は
一
〇
四
歳
で
す
が
、
毎
週
、
人
を
集

め
て
講
演
を
し
健
康
で
す
。

比
叡
山
で
は
、
僧
侶
が
一
千
日
間
、
山

と
京
都
の
町
を
走
り
回
る
一
千
日
回
峰
行

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が
何
を
食
べ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
塩
で
茹
で
た
ジ
ャ

ガ
イ
モ
二
個
、
豆
腐
半
丁
、
う
ど
ん
半
皿

を
一
日
に
二
回
食
べ
る
だ
け
だ
そ
う
で
す
。

だ
い
た
い
一
日
に
三
〇
〜
八
〇km

を
走
る

の
で
す
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
食
事
で
す
。

こ
の
行
は
、
織
田
信
長
が
比
叡
山
を
焼

き
討
ち
し
た
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
ま
だ
五

〇
人
し
か
達
成
し
た
人
が
い
ま
せ
ん
。
私

も
、
回
峰
の
大
阿
闍
梨

だ
い
あ
じ
ゃ
り

と
い
う
人
に
会
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ぷ
っ
く
り
し
た
お

爺
さ
ん
で
す
。
そ
の
人
も
あ
の
粗
食
で
回

峰
行
を
し
た
の
か
と
不
思
議
に
思
い
ま
し

た
。そ

ん
な
僧
侶
た
ち
の
食
事
を
み
る
と
、

和
食
の
よ
さ
と
は
何
だ
ろ
う
、
栄
養
学
と

は
何
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
栄
養
学
的
な

分
析
だ
け
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、

日
本
も
短
命
化
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
食

事
の
あ
り
方
を
改
め
て
考
え
直
す
と
き
が

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
の
食
生
活
の
不
思
議

乱
れ
た
戦
後
の
食
生
活


