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衣
食
住
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
弾
で
は
「
食
」
を
考
え
る
。「
衣
」

と
同
様
に
ヒ
ト
が
人
で
あ
る
た
め
の
食
と
は
な
に
か
。
生
命

を
維
持
す
る
た
め
の
糧
は
、フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
、代
替
肉
、孤

食
な
ど
、
そ
の
内
容
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
る
。
本
号

で
は
、
現
代
の
食
に
つ
い
て
の
様
々
な
現
象
や
問
題
、
日
本

の
伝
統
文
化
や
感
謝
の
心
を
通
し
て
人
の
本
性
を
考
え
る
。
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特
集
」

高
田
　
食
を
文
化
と
し
て
捉
え
、
学
問

的
に
考
究
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
一
九

七
〇
年
代
以
降
に
出
現
し
た
新
し
い
現

象
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
食
は
、
あ
ま

り
に
も
身
近
で
、
研
究
対
象
に
な
り
え

な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
こ
ろ
、
よ
う

や
く
学
問
と
し
て
の
形
を
整
え
始
め
た

わ
け
で
す
。

　
む
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
も
動
物
の
食
行

動
は
研
究
さ
れ
て
き
た
し
、
農
業
や
漁

業
な
ど
の
産
業
に
関
す
る
学
問
や
栄
養

学
な
ど
も
食
の
問
題
を
扱
っ
て
き
ま
し

た
。
で
も
、
人
間
に
と
っ
て
食
と
は
何

か
を
包
括
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
学

問
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状

況
が
二
十
世
紀
の
後
半
に
変
わ
り
始
め

た
よ
う
で
す
。

安
井
　
日
本
の
社
会
学
で
は
、
も
と
も

と
農
業
と
の
関
わ
り
で
食
に
つ
い
て
研

究
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
二
〇
〇
〇

年
頃
か
ら
農
業
に
限
ら
な
い
部
分
も
含

め
て
食
を
研
究
の
対
象
と
し
て
深
く
見

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
専
門
で

あ
る
フ
ー
ド
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
分

野
で
は
、
食
を
通
じ
て
社
会
を
見
て
い

く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
が
、

逆
に
ど
こ
ま
で
見
る
の
か
、
こ
れ
か
ら

先
の
展
開
は
ま
だ
未
知
数
で
す
。

高
田
　
手
始
め
に
人
間
の
食
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
太
古
、
熱
帯
雨
林
に

住
ん
で
い
た
人
間
の
祖
先
の
霊
長
類
は
、

も
と
は
果
実
食
だ
っ
た
の
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
ず
に
草
や
木
の
葉
を
食
べ

る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
獣
や
鳥
や
魚

介
な
ど
動
物
食
を
取
り
入
れ
、
結
果
、

い
わ
ば
何
で
も
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
ま
っ
た
く
逆

に
食
べ
る
も
の
を
制
約
す
る
動
き
が
出

て
き
た
。
例
え
ば
韓
国
で
は
犬
肉
食
が

法
律
で
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
欧
米
を
中

心
に
普
及
し
て
き
た
ビ
ー
ガ
ン
食
は
、

家
畜
や
鳥
や
魚
は
も
と
よ
り
、
卵
や
乳

製
品
と
い
っ
た
動
物
由
来
の
食
材
を
食

べ
ず
に
お
く
徹
底
し
た
菜
食
主
義
で
す
。

こ
う
し
た
動
向
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。

安
井
　
先
頃
二
か
月
あ
ま
り
滞
在
し
た

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
ス
ー
パ
ー
の
食

肉
コ
ー
ナ
ー
の
多
く
見
積
も
っ
て
三
分

「おくどさん」（竈）が並ぶ町家の台所
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る
こ
と
は
、生
き
る
こ
と

「
食
」が
学
問
の

対
象
に
な
っ
た
背
景

対
談高

田
公
理

武
庫
川
女
子
大
学
名
誉
教
授

安
井
大
輔

立
命
館
大
学
教
員

3 KOSMOS_2024_spring



の
一
ほ
ど
を
、
大
豆
た
ん
ぱ
く
な
ど
の

代
替
肉
が
占
め
、
そ
れ
ら
は
日
本
よ
り

安
め
に
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
面
白
い
の

は
、
日
本
で
は
大
豆
た
ん
ぱ
く
を
豆
腐

や
味
噌
で
食
し
て
き
た
の
に
対
し
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
で
は
大
豆
食
品
と
し

て
食
べ
る
の
で
は
な
く
、
肉
に
似
せ
て

代
替
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
ビ

ー
ガ
ン
に
つ
い
て
言
え
ば
、
家
畜
の
生

産
環
境
が
よ
く
な
い
と
い
う
倫
理
的
理

由
と
、
工
業
的
畜
産
で
排
出
さ
れ
る
大

量
の
二
酸
化
炭
素
を
問
題
視
し
た
環
境

的
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

動
物
を
穀
物
で
育
て
る
と
、
十
倍
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
穀
物
が
必
要
に
な
る
。
こ

う
し
た
理
由
か
ら
、
食
行
動
に
対
し
て

人
間
が
自
ら
変
更
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

高
田

　
な
る
ほ
ど
、
今
日
、
最
も
雑
食

の
範
囲
が
広
い
動
物
で
あ
る
人
間
が
、

そ
れ
を
狭
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
は

理
由
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
動
物
性
た

ん
ぱ
く
を
代
替
す
る
試
み
は
、
そ
の
一

つ
な
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
韓
国
で
犬

肉
を
禁
止
し
た
の
は
、
こ
れ
と
は
少
し

別
に
、
イ
ヌ
を
家
族
の
一
員
と
し
て
、

疑
似
人
間
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た

動
物
愛
護
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
心
理
的
な

要
因
が
作
用
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
地
球
規
模
の
人
間
社
会
に

目
を
や
る
と
、
驚
く
ほ
ど
経
済
格
差
が

拡
大
し
、
飢
餓
に
苦
し
む
人
々
が
増
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
ほ
う
が
、
動
物

性
た
ん
ぱ
く
の
代
替
や
動
物
愛
護
よ
り

も
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
し
ま
す
。

安
井
　
豊
か
で
あ
る
は
ず
の
先
進
諸
国

の
内
部
に
、
食
の
貧
困
が
存
在
す
る
。

フ
ー
ド
ア
ク
セ
ス
の
問
題
（
買
い
物
難

民
）
に
は
、
新
鮮
な
も
の
が
手
に
入
ら

な
い
人
も
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
フ
ー

ド
シ
ス
テ
ム
＊
１

の
問
題
は
、
日
本
国
憲

法
第
二
十
五
条
の
「
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
」
が
保
障
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
食
料
安

全
保
障
を
目
的
と
す
る
Ｆ
Ａ
Ｏ
（
国
際

連
合
食
糧
農
業
機
関
）
も
、
単
に
量
と

し
て
の
食
物
が
確
保
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
質
的
な
意
味
で
も
飢
餓
撲
滅
の
た
め

の
国
際
的
な
取
り
組
み
を
主
導
し
て
い

ま
す
。

高
田
　
昔
か
ら
、
災
害
時
な
ど
に
は
炊

き
出
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
二

十
一
世
紀
に
な
る
ま
で
の
日
本
に
、
子

ど
も
食
堂
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
現
代
日
本
社
会
の
貧
し
さ
の
象

徴
で
は
な
い
か
。
そ
の
子
ど
も
食
堂
を
、

周
辺
地
域
の
人
た
ち
が
支
援
す
る
こ
と

が
、
そ
の
ま
ま
美
談
に
な
る
。
こ
れ
に

は
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。

安
井
　
分
配
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
か

ら
で
す
ね
。

高
田
　
食
物
の
分
配
は
類
人
猿
の
登
場

と
と
も
に
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ

う
だ
と
す
る
と
、
人
間
社
会
と
い
う
共

同
体
内
で
分
配
が
う
ま
く
機
能
し
て
い

な
い
日
本
の
現
実
は
、
山
極
壽
一
さ
ん

が
指
摘
す
る
「
人
間
社
会
が
猿
化
し
つ

つ
あ
る
」
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
昔
の

日
本
の
家
族
は
貧
し
く
て
も
皆
が
集
ま

っ
て
食
事
を
し
た
。
し
か
し
、
今
の
日

本
の
家
庭
で
は
、
ひ
と
り
で
食
べ
る
こ

と
を
強
い
ら
れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

安
井
　
だ
れ
か
と
一
緒
に
い
た
い
の
に
、

望
ん
で
い
な
い
の
に
孤
食
に
な
る
の
が

問
題
で
、
子
ど
も
食
堂
は
居
場
所
的
な

側
面
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

高
田
　
そ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
人
間 髙山辰雄《食べる》1973年、大分県立美術館蔵

子
ど
も
食
堂
か
ら
考
え
る

孤
食・共
食・縁
食
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が
違
う
。

　
も
っ
と
も
、
日
本
農
業
史
が
専
門
の

藤
原
辰
史
さ
ん
は
、
祭
り
な
ど
で
集
ま

っ
て
の
食
事
が
な
く
な
っ
た
結
果
、
あ

る
い
は
貧
困
の
結
果
、
孤
食
で
も
共
食

で
も
な
い
、
し
な
や
か
な
つ
な
が
り
に

よ
る「
縁
食
」が
生
ま
れ
た
と
い
う
。こ

う
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。

安
井
　
子
ど
も
食
堂
に
つ
い
て
は
、
本

来
は
国
家
な
ど
に
よ
っ
て
、
水
が
出
る

と
い
っ
た
最
低
限
の
生
活
の
イ
ン
フ
ラ

と
し
て
食
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
な

の
に
、
特
定
の
人
々
が
対
処
し
よ
う
と

し
て
い
る
自
助
共
助
に
す
ぎ
な
い
。
子

ど
も
食
堂
が
出
て
き
た
こ
と
を
評
価
す

の
食
の
特
徴
を
「
料
理
を
す
る
こ
と
」

と
「
共

き
よ
う

食し
よ
くを

す
る
こ
と
」
だ
と
言
い
放

っ
た
文
化
人
類
学
者
の
石
毛
直
道
さ
ん

の
指
摘
で
す
。
ラ
イ
オ
ン
の
群
れ
も
獲

物
に
群
が
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
孤
食

の
集
合
」
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
い
う

「
共
食
」
は
「
時
間
と
場
所
を
共
有
す

る
」
こ
と
だ
け
で
は
な
く
「
共
同
体
内

で
の
適
切
な
分
配
」
と
い
う
意
味
を
は

ら
ん
で
い
る
は
ず
で
す
。

　
子
ど
も
食
堂
で
も
、
社
会
的
な
意
味

で
は
共
食
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。
で
も
、
家
族
で
の
共
食
が
で
き

な
い
現
実
の
結
果
だ
と
す
る
と
、
昔
の

お
祭
り
の
と
き
な
ど
に
地
域
で
集
ま
っ

て
み
ん
な
で
食
事
を
し
た
の
と
は
性
格

る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
れ
が
出
現
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
と
い
う
状
況
や
、

背
景
の
部
分
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
食
を
通
じ
て
、
キ
ラ
キ

ラ
し
た
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
裏
側

を
見
る
必
要
が
あ
る
。
食
の
社
会
学
は
、

む
し
ろ
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
部
分
を

見
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

高
田

　
最
近
の
日
本
で
は
、
料
理
を
し

な
い
家
族
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ひ
と
昔

前
の
家
庭
な
ら
、
母
親
の
買
い
物
に
つ

い
て
い
っ
て
、
帰
宅
後
、
一
緒
に
エ
ン

ド
ウ
の
さ
や
を
剝
く
と
い
う
よ
う
な
機

会
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今

日
、
家
族
の
共
食
に
伴
う
料
理
と
い
う

行
為
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　
む
ろ
ん
他
方
で
、
コ
ン
ビ
ニ
の
料
理

が
進
化
し
て
美
味
し
く
な
り
、
イ
ン
ド

料
理
の
ビ
リ
ヤ
ニ
な
ど
が
発
売
さ
れ
て

人
気
を
呼
ん
だ
り
と
、
選
択
肢
も
広
が

っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
企
業
の
手
で
料
理
が
完
結

す
る
こ
と
で
、
個
別
の
人
間
が
「
料
理

を
す
る
動
物
」
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
側
面
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
実
際
、

二
十
年
く
ら
い
前
、
女
子
大
学
で
学
生

を
キ
ャ
ン
プ
に
連
れ
て
行
っ
た
と
き
、

カ
レ
ー
を
作
ら
せ
た
ら
、
ま
と
も
に
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
皮
が
剝
け
な
い
学
生
が
い

て
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

安
井
　
私
は
食
に
つ
い
て
学
際
的
に
学

ぶ
学
部
で
働
い
て
い
る
の
で
す
が
、
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
緑
茶
を
広
め
る
と
い

う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
だ
際
、
学
生
た

ち
は
急
須
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
お

茶
」
と
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
か
テ
ィ
ー
パ

ッ
グ
を
意
味
す
る
の
だ
と
知
っ
て
驚
き

ま
し
た
。
授
業
を
通
じ
て
わ
か
っ
た
の

は
、
今
の
若
い
世
代
に
と
っ
て
、
何
を

作
る
か
よ
り
も
、
何
を
買
う
か
│
│
出

来
合
い
の
も
の
を
選
択
す
る
行
為
が

「
食
」に
な
っ
て
い
る
。食
が
調
理
の
煮

炊
き
す
る
、
包
丁
と
鍋
を
使
う
の
ど
ち

ら
も
や
ら
ず
に
成
立
し
て
い
る
。
し
か

も
、
食
を
学
ぶ
大
学
で
そ
う
い
う
こ
と

が
起
き
て
い
る
の
は
衝
撃
で
し
た
。

「
食
」
の
意
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
、

調
理
は
大
事
な
行
為
で
面
白
い
と
い
う

こ
と
が
、
当
た
り
前
で
は
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

高
田
　
ぼ
く
自
身
は「
料
理
は
面
白
い
」

と
思
う
の
で
す
が
、
逆
に
「
料
理
は
面

高田公理（たかだ・まさとし）
1944年京都府生まれ。食文化、酒と嗜好品、旅
と観光、眠りなど人生と生活における楽しみに
興味を寄せている。著書に『語り合うにっぽん
の知恵』（創元社）、『自動車と人間の百年史』（新
潮社）、『酒場の社会学』（PHP研究所）など多数。

料
理
を
す
る
こ
と
の
意
味
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倒
く
さ
い
」
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い

の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
人
に
と
っ
て
は

「
共
食
と
料
理
は
別
」な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

安
井
　
全
体
で
は
成
立
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
分
業
が
よ
り
進
ん
で
し
ま
っ
て

い
て
、
個
別
の
段
階
を
ま
た
ぐ
と
見
え

な
く
な
っ
て
い
る
の
が
、
格
差
の
側
面

で
す
。

　
生
産
の
段
階
で
あ
る
、
農
業
も
漁
業

も
、
畜
産
も
現
場
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

肉
に
加
工
さ
れ
る
現
場
を
知
ら
な
い
。

食
の
生
産
か
ら
消
費
ま
で
の
各
段
階
、

「
生
産
・
加
工
・
流
通
・
消
費
・
廃
棄
」

と
い
う
一
連
の
流
れ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
見

え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
最
終
段
階
の
「
消
費
」
の
な
か
で
も

分
断
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
が
調
理

を
す
れ
ば
、
切
っ
た
り
捨
て
た
り
、
火

を
通
し
た
り
す
る
な
か
で
肉
や
野
菜
に

触
れ
る
け
れ
ど
、
加
工
さ
れ
た
も
の
だ

け
を
食
べ
て
い
る
と
、「
消
費
」
に
含
ま

れ
る
「
調
理
」
も
「
廃
棄
」
も
実
は
し

な
い
可
能
性
も
あ
っ
て
、「
消
費
」
の
な

か
に
分
断
が
生
じ
、
さ
ら
に
そ
の
分
断

が
細
か
く
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

す
べ
て
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
買
っ

て
き
た
も
の
を
食
べ
て
、
最
後
、
ケ
ー

ス
だ
け
に
な
れ
ば
、
生
ゴ
ミ
問
題
す
ら

本
人
の
な
か
で
見
え
て
こ
な
い
。
当
人

か
ら
す
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
食
に
す
れ
ば

「
生
ゴ
ミ
」を
出
さ
ず
に
す
ん
で
い
る
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
社
会
全
体

で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
を
出
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
え
て
い
る
範

囲
で
最
適
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
錯
覚

す
る
。
全
体
で
見
れ
ば
巨
大
な
負
荷
が

か
か
っ
て
い
る
の
に
、
実
感
が
な
い
の

で
す
。

高
田
　
二
十
世
紀
半
ば
の
高
度
成
長
期

ま
で
は
「
男
子
厨
房
に
入
ら
ず
」
と
い

う
の
で
、
料
理
だ
け
で
な
く
、
家
事
を

す
べ
て
女
性
に
任
せ
て
済
ま
す
男
性
が

多
か
っ
た
。
結
果
、
と
く
に
食
に
関
し

て
無
教
養
な
男
た
ち
を
輩
出
し
た
。
自

分
で
料
理
に
手
を
染
め
る
と
、
栄
養
を

含
め
て
食
の
問
題
を
自
分
で
考
え
る
よ

う
に
な
る
の
で
す
が
、
料
理
に
背
を
向

け
る
と
、
そ
う
し
た
基
礎
教
養
が
身
に

つ
き
ま
せ
ん
。

安
井
　
全
く
そ
の
通
り
で
す
。
家
庭
科

の
授
業
が
男
女
共
通
に
な
っ
た
の
は
、

中
学
が
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
、
高

校
が
そ
の
翌
年
か
ら
で
す
。
一
九
七
九

（
昭
和
五
十
四
）年
以
前
に
生
ま
れ
た
男

子
は
、
中
高
で
家
庭
科
は
な
く
、
技
術

の
授
業
が
充
て
ら
れ
た
の
で
、
食
に
つ

い
て
学
校
で
十
分
に
学
ぶ
機
会
が
な
く
、

自
分
で
興
味
を
も
た
な
い
ま
ま
成
人
す

る
。
最
低
限
の
生
活
の
た
め
の
学
び
の

機
会
を
奪
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
、
男
性

の
側
か
ら
見
れ
ば
権
利
を
剝
奪
さ
れ
た

と
も
言
え
ま
す
。
そ
う
し
て
い
つ
か
一

人
暮
ら
し
に
な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
生

活
を
脅
か
し
か
ね
な
い
の
で
す
。

高
田
　
一
九
七
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
日
本

の
街
に
は
、
随
所
に
肉
屋
や
魚
屋
や
八

百
屋
な
ど
が
軒
を
並
べ
る
商
店
街
が
あ

っ
て
「
ま
ち
が
冷
蔵
庫
そ
の
も
の
」
の

よ
う
な
状
態
で
し
た
。
ぼ
く
の
育
っ
た

京
都
市
下
京
区
の
七
条
千
本
周
辺
に
は
、

中
央
卸
売
市
場
の
近
辺
に
小
売
の
各
種

商
店
が
何
百
メ
ー
ト
ル
も
軒
を
並
べ
て

い
た
も
の
で
す
。

　
商
店
で
は
、
旬
の
食
べ
物
は
何
か
、

ど
う
調
理
す
れ
ば
お
い
し
い
か
を
教
え

て
く
れ
た
り
、
残
り
物
を
値
引
き
し
て

く
れ
た
り
と
、
店
と
客
の
や
り
と
り
が

食
を
め
ぐ
る
知
識
の
普
及
を
支
え
、
い

わ
ゆ
る
「
お
袋
の
味
の
伝
承
」
の
役
に

立
っ
た
り
、
食
物
の
廃
棄
の
抑
制
に
も

つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
、
母
親
の
買
い
物
に
つ
い
て

い
く
と
、
帰
宅
後
は
当
然
の
よ
う
に
料

理
を
手
伝
う
。
こ
う
し
て
旬
の
食
べ
物

を
知
り
、
調
理
の
仕
方
も
自
然
に
身
に

つ
い
た
も
の
で
す
。

安井大輔（やすい・だいすけ）
1980年大阪府生まれ。専門は食の社会学・フー
ドスタディーズ。主に社会学の観点から、食を
めぐる現代の諸問題を分析・考察する研究を行
う。著書に『フードスタディーズ・ガイドブッ
ク』（ナカニシヤ出版、編著）、『農と食の新しい
倫理』（昭和堂、分担執筆）など。
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高
田
　
も
っ
と
も
、
昆
布
出
汁
の
文
献

上
の
初
出
は
十
四
世
紀
、
室
町
時
代
の

『
庭て

い

訓き
ん

往お
う

来ら
い

』に
あ
る
よ
う
で
す
。そ
の

後
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
北
前
船
の
普

及
で
北
海
道
の
昆
布
が
大
阪
に
運
ば
れ

て
広
く
普
及
し
た
の
で
す
が
、
以
来
四

百
年
、
昆
布
出
汁
を
取
る
習
俗
は
廃
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

安
井
　
食
育
な
ど
で
学
ぶ
機
会
が
あ
る

の
は
い
い
の
で
す
が
、
自
ら
選
ん
で
習

っ
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
実
際
、
和
食
に
す
る
と
手

が
か
か
り
、
仕
事
が
忙
し
い
の
に
前
も

っ
て
出
汁
を
と
る
よ
う
な
料
理
は
続
か

な
い
。
で
き
な
い
こ
と
を
「
伝
統
」
と

言
わ
れ
て
も
困
る
…
…
と
な
っ
て
し
ま

う
。
教
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す

る
前
段
階
で
の
社
会
の
問
題
が
蔑
ろ
に

さ
れ
た
ま
ま
で
は
、
そ
の
部
分
を
無
視

し
て
伝
統
を
押
し
付
け
て
も
意
味
が
な

い
で
し
ょ
う
。
教
え
る
な
ら
、
自
ら
で

き
る
よ
う
に
、
実
現
可
能
な
環
境
を
整

え
る
必
要
が
あ
る
。「
食
を
考
え
る
」
と

い
う
の
は
、
む
し
ろ
食
で
な
い
部
分
、

食
以
前
の
段
階
、
農
だ
っ
た
り
生
活
だ

っ
た
り
社
会
だ
っ
た
り
、
そ
の
上
に
食

が
あ
る
下
の
部
分
、
見
え
な
い
部
分
を

考
え
る
。
食
を
考
え
る
に
は
、
食
か
ら

も
今
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。

安
井
　
実
際
に
食
育
で
「
出
汁
の
と
り

方
」
を
授
業
の
一
環
で
や
っ
て
い
ま
す
。

親
も
知
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も
に
教
え

て
も
ら
う
よ
う
で
す
。
昆
布
と
鰹
か
ら

と
る
の
は
、
植
物
性
と
動
物
性
の
成
分

を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
濃
い
味
付
け
を

し
な
く
て
も
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
利

点
が
あ
り
ま
す
。

高
田
　
二
〇
一
三
年
に
、
和
食
が
世
界

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、「
出
汁
」

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
出
汁
を

昆
布
や
鰹
か
ら
引
い
た
り
、
取
っ
た
り

す
る
の
は
、
少
し
前
の
日
本
で
は
当
た

り
前
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
人

一
回
離
れ
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。

高
田
　
食
育
の
入
口
の
一
つ
に
「
お
い

し
さ
」
が
直
接
か
か
わ
る
「
味
覚
」
と

い
う
領
域
が
あ
り
得
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。そ
の
味
覚
を
、少
し
前
ま
で
は「
甘

味
、
塩
味
、
酸
味
、
苦
味
」
の
四
味
で

捉
え
て
い
た
の
が
、
一
九
八
〇
年
代
に

ハ
ワ
イ
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
「
旨
味
（
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｉ
）」
が
第
五
の

味
覚
と
し
て
認
め
ら
れ
、
や
が
て
「
旨

味
の
味
覚
受
容
体
」
が
発
見
さ
れ
も
し

ま
し
た
。
く
わ
え
て
、
旨
味
を
も
た
ら

す
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
が
昆
布
に
、
イ
ノ
シ

江戸中期の料理本『新撰献立部類集』安永5年（1776）
お辨當箱博物館（京都市）蔵

重要文化財『庭訓往来』天王山 神門寺（島根県）蔵。南北朝時代に撰述された往来
物で、1年各月にわたって往復した手紙を集めた形式で編纂。手紙を通して日常生
活に必要な用語や一般常識を教え、基礎教育書あるいは手習書として広く用いられ
た。本書は、至徳3年（1386）の朝英の書写になる現存する最古の写本。

出
汁
文
化
か
ら

伝
統
を
考
え
る
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ン
酸
が
鰹
節
に
、
グ
ア
ニ
ル
酸
が
干
し

シ
イ
タ
ケ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
含
め
て
、
砂
糖
は

「
甘
い
」、
塩
は
「
し
ょ
っ
ぱ
い
」、
レ
モ

ン
は
「
酸
っ
ぱ
い
」、
コ
ー
ヒ
ー
は
「
苦

い
」、
出
汁
は
「
お
い
し
い
」
と
い
う
よ

う
に
、
味
を
め
ぐ
る
実
感
と
知
識
の
関

係
を
考
え
る
こ
と
を
「
食
育
の
入
口
」

に
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

安
井
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
、
寒
い
の
で

発
酵
食
品
が
少
な
い
。
乳
製
品
に
限
っ

て
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
。
た
だ
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
日
々
の
食
生
活

を
充
実
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
ま

り
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
朝
昼
晩

と
一
度
も
キ
ッ
チ
ン
の
火
を
使
わ
ず
に
、

ク
ラ
ッ
カ
ー
に
チ
ー
ズ
で
食
事
を
す
る

こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

高
田
　
ド
イ
ツ
も
同
様
で
、
台
所
は
ピ

カ
ピ
カ
で
き
れ
い
で
し
た
。
他
方
、
美

食
で
知
ら
れ
る
パ
リ
や
イ
タ
リ
ア
の
台

所
は
散
ら
か
っ
て
い
る
。
常
に
使
わ
れ

て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

安
井
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
シ
ス
テ
ム
キ

ッ
チ
ン
も
設
備
は
充
実
し
て
い
ま
す
が
、

普
段
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
。
食
生
活

に
お
け
る
「
ハ
レ
と
ケ
」
が
は
っ
き
り

し
て
い
て
、
普
段
は
三
食
コ
ー
ル
ド
フ

ー
ド
で
も
よ
い
が
、
パ
ー
テ
ィ
を
す
る

と
き
は
、
オ
ー
ブ
ン
で
グ
ラ
タ
ン
を
焼

い
た
り
、
凝
っ
た
料
理
を
し
ま
す
。

日
々
の
食
事
は
質
素
で
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
時
だ
け
ハ
ム
を
焼
い
た
り
豪
華
な
食

事
を
す
る
の
は
、
飢
餓
時
代
の
な
ご
り

で
、
北
欧
に
は
そ
う
い
う
流
れ
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
百
年
前
ま
で
、
北
欧
で
は
大
麦
を
採

る
の
も
ま
ま
な
ら
ず
、
飢
饉
の
時
は
木

の
皮
で
パ
ン
を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
飢
餓
の
時
代
を
考
え
る
と
、
毎
日

何
か
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
幸
せ
で
、

幸
せ
の
基
準
が
そ
も
そ
も
違
う
。
幸
福

度
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
国
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
日
本
の
人
が
行
っ
て
も
幸
福
に
な

る
と
は
限
ら
な
い
。

高
田
　
日
本
で
も
世
界
で
も「
御
馳
走
」

は
富
裕
層
の
食
事
が
モ
デ
ル
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
祭
り
の
時
だ
け
は

庶
民
も
そ
れ
に
似
せ
た
も
の
を
食
べ
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
大
き
な
楽
し
み

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

霽
れ
と
褻（
ハレ
と
ケ
）の

食
文
化
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豊受大神宮（伊勢神宮外宮）は125社から
なる神宮の二つの御正宮の一つで、食と広
く産業の守護神である豊受大御神（とよう
けのおおみかみ）を祀る。天照大御神をは
じめとする神々に御食事を捧げる「日別朝
夕大御饌祭」という神事が、一日も欠かさ
ず毎日1回行われている。

安
井
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
祭
礼
で

あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
と
夏
至
に
は
豪
華
な

食
事
を
と
る
。
メ
リ
ハ
リ
が
き
い
て
い

る
の
で
す
。
日
本
の
場
合
は
、
食
べ
よ

う
と
思
え
ば
、
一
日
何
度
も
豪
華
な
食

事
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
ず
っ
と
ハ
レ

の
状
態
が
続
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
に
来
て
こ
ち
ら
の
食
事
に

馴
れ
る
ま
で
は
、
日
本
に
比
べ
て
質
素

だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
馴
れ
て
き

て
、
た
ま
に
御
馳
走
を
食
べ
る
と
、
と

て
も
美
味
し
く
感
じ
る
。
食
の
大
切
な

部
分
を
維
持
し
、
食
品
ロ
ス
の
問
題
に

も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

高
田
　
子
供
の
こ
ろ
、
ご
飯
を
粗
末
に

扱
っ
た
り
す
る
と
、
親
に
「
目
が
潰
れ

る
」「
罰
が
あ
た
る
」
と
叱
ら
れ
た
も
の

で
す
。
仏
教
の
教
え
に
由
来
す
る
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
習
俗

が
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
も
フ
ー
ド
ロ

ス
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

食
品
の
ロ
ス
は
世
界
で
十
三
億
ト
ン
、

日
本
で
六
百
万
ト
ン
。
実
に
「
も
っ
た

い
な
い
」
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
こ

と
は
冒
頭
で
話
題
に
な
っ
た
格
差
の
問

題
と
も
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。

安
井
　
あ
る
と
こ
ろ
に
は
食
べ
物
が
過

剰
に
あ
っ
て
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
足
ら

な
い
。
W
F
P
は
、
世
界
で
八
億
人
が

栄
養
不
足
と
発
表
し
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
分
配
の
問
題
で
す
。
一
方
に
あ
る
の

な
の
に
、
四
つ
の
プ
レ
ー
ト
の
上
に
立

つ
地
震
の
巣
ゆ
え
に
地
形
が
実
に
複
雑
。

し
か
も
沿
岸
に
は
寒
流
の
親
潮
、
暖
流

の
黒
潮
が
流
れ
、
中
緯
度
に
あ
る
こ
と

か
ら
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
あ
る
。
こ

う
し
た
多
様
な
気
候
風
土
を
背
景
に
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
全
国
で
藩
が

成
立
し
、
封
建
制
の
も
と
で
独
自
の
文

化
が
育
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
が
生
ま

れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
食
文
化
を
も

つ
国
は
他
に
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

安
井
　
日
本
の
食
文
化
の
多
様
性
に
つ

い
て
は
、
気
候
な
ど
自
然
条
件
だ
け
で

な
く
、
文
化
的
条
件
も
影
響
し
て
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
食
物
を
恵
ん
で
く

れ
る
自
然
や
農
業
を
神
と
し
て
あ
が
め

る
信
仰
は
世
界
各
地
で
見
ら
れ
ま
す
が
、

日
本
で
は
菓
子
を
つ
か
さ
ど
る
神
様
も

い
て
菓
祖
神
社
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
主
食
だ
け
で
な
く
菓
子
な
ど
嗜
好

品
も
含
め
て
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
心

性
か
ら
、
日
本
の
食
文
化
の
ヴ
ァ
ラ
エ

テ
ィ
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

高
田
　
和
食
の
特
徴
を
改
め
て
捉
え
直

し
て
お
く
と
、
そ
の
基
本
は
「
主
食
の

米
飯
＋
（
旬
の
）
魚
と
野
菜
を
中
心
と

し
た
多
彩
な
お
か
ず
」
に
あ
る
と
言
え

が
食
品
ロ
ス
で
あ
り
、
も
う
一
方
に
あ

る
の
が
食
の
貧
困
。
そ
の
二
つ
は
実
は

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
フ
ー

ド
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
は
常
識
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
だ
れ
も
が

問
題
だ
と
思
う
し
、
行
政
も
解
決
に
乗

り
出
し
て
、
余
っ
た
食
品
を
フ
ー
ド
バ

ン
ク
や
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
と
い
う
形
で

足
ら
な
い
人
に
配
り
ま
し
ょ
う
と
い
う

動
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
活
動
自

体
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
過
剰
に

作
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
す
。
フ
ー

ド
ロ
ス
の
問
題
で
も
、
大
量
に
廃
棄
さ

れ
る
食
べ
物
を
見
れ
ば
心
が
痛
み
ま
す

が
、
そ
れ
な
ら
他
の
人
に
分
け
れ
ば
い

い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
対
症
療
法
に

す
ぎ
ず
、
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
そ
も

そ
も
作
り
す
ぎ
、
余
り
す
ぎ
を
生
み
出

す
仕
組
み
が
問
題
で
す
。

高
田
　
日
本
の
食
材
の
多
様
性
は
驚
く

ば
か
り
で
、
背
景
に
は
日
本
の
自
然
環

境
と
気
候
風
土
が
あ
り
そ
う
で
す
。
日

本
列
島
は
南
北
二
千
四
百
キ
ロ
と
縦
に

長
く
、
亜
熱
帯
か
ら
亜
寒
帯
ま
で
広
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
島
国

食
か
ら
生
物
多
様
性
を

考
え
る

食
品
ロ
ス
を
考
え
る
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る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
お
か
ず
の
食

材
と
な
る
品
物
の
種
類
が
、
地
域
ご
と

に
き
わ
め
て
豊
富
で
す
。
ち
な
み
に
欧

米
で
は
「
主
食
と
副
食
の
区
別
」
が
明

確
で
な
い
し
、
家
畜
の
肉
に
「
旬
」
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
「
和
食
」
の
理
想
・
美
学
の
一

つ
は「（
で
き
る
だ
け
）調
理
を
し
な
い

こ
と
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
か

え
っ
て
高
度
な
調
理
技
術
が
発
達
し
ま

し
た
。
鋭
利
な
片
刃
の
包
丁
、
万
能
調

味
料
の
醤
油
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
し

ょ
う
。
さ
ら
に
「
卓
上
で
の
調
味
」
や

「
口
内
調
味
」
を
楽
し
み
ま
す
。

　
外
来
の
食
材
や
調
理
法
を
柔
軟
に
受

容
し
、
日
本
人
の
嗜
好
に
合
う
よ
う
に

巧
み
に
再
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
料
理

は
緻
密
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
簡
単
に
変
容
も
す
る
。

中
華
料
理
は
割
合
か
た
く
な
に
伝
統
が

維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
性
質
の
差

を
感
じ
ま
す
。

安
井

　
い
っ
ぽ
う
で
、
今
日
で
は
グ
ロ

ー
バ
ル
化
に
と
も
な
っ
て
、
食
材
や
料

理
の
国
際
化
や
画
一
化
も
進
ん
で
い
ま

す
。
日
本
は
、
地
方
ご
と
に
農
業
が
営

ま
れ
、
野
生
の
植
物
を
そ
の
土
地
の
風

土
で
う
ま
く
栽
培
で
き
る
よ
う
交
配
さ

せ
、
土
地
に
合
っ
た
固
有
の
種
子
を
選

ん
で
残
し
て
き
ま
し
た
。
農
家
が
代
々

長
い
時
間
を
か
け
て
地
域
の
田
畑
を
作

り
、
そ
こ
に
適
応
し
た
生
き
物
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
態
系
が
形
成
さ
れ
て

き
た
。
現
在
は
、
地
域
ご
と
の
伝
統
的

な
作
物
は
急
激
に
減
っ
て
い
ま
す
。
在

来
種
が
大
量
生
産
に
適
し
た
も
の
へ
と

代
わ
り
、
ほ
か
の
生
き
物
と
共
存
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
農
業
が
増
え
て
い
ま

す
。
品
種
や
品
目
が
減
っ
て
も
量
が
確

保
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
あ

り
ま
す
が
、
単
一
品
種
に
頼
る
こ
と
は

気
候
変
動
や
病
害
が
起
き
た
と
き
に
一

気
に
全
滅
と
い
う
リ
ス
ク
を
抱
え
ま
す
。

作
物
の
多
様
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
、

広
い
意
味
で
食
料
確
保
な
の
で
あ
り
、

人
類
全
体
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。

　
普
段
の
食
卓
や
生
活
を
通
じ
て
、
生

物
多
様
性
と
人
間
と
の
接
点
に
つ
い
て

意
識
し
、
考
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
に
他
の
生
き
物
と
共
存
し
て

い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
一
人
ひ
と
り
の

答
え
が
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

高
田
　
も
の
を
食
べ
る
場
面
に
は
、
料

理
の
味
と
匂
い
や
香
り
だ
け
で
な
く
、

食
べ
物
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
、
器
や
盛
り

付
け
に
よ
る
見
た
目
、
そ
の
場
の
雰
囲

気
、
そ
こ
で
の
お
し
ゃ
べ
り
や
音
楽
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
関
与
し
ま
す
。

つ
ま
り
「
食
事
」
は
、
味
覚
を
は
じ
め
、

嗅
覚
、
触
覚
、
視
覚
、
聴
覚
と
い
っ
た

人
間
の
五
感
全
体
に
か
か
わ
る
「
マ
ル

チ
メ
デ
ィ
ア
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
、
生
活
時
間
論
の
立
場
か
ら

「
食
事
時
間
」
は
「
生
理
的
必
需
時
間
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
で

も
、
五
感
を
満
た
す
楽
し
み
の
機
会
と

考
え
れ
ば
「
楽
し
み
を
も
た
ら
す
余
暇

時
間
」
と
し
て
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
考
え

た
り
し
ま
す
。
レ
ス
ト
ラ
ン
や
お
呼
ば

れ
に
着
飾
っ
て
出
か
け
れ
ば
、
衣
服
そ

の
も
の
が
食
事
を
楽
し
む
要
素
の
一
つ

に
な
り
ま
す
。

安
井
　
実
際
ど
ん
な
服
を
着
る
の
か
は

「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」
で
違
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
見
せ
る
の
か
。
ハ

レ
の
な
か
で
も
ケ
の
な
か
で
も
自
分
の

気
持
ち
と
連
動
し
て
変
え
る
わ
け
で
す
。

そ
の
意
味
で
も
食
事
の
場
の
「
衣
」
が

メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

高
田
　
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
見
方

か
ら
少
し
角
度
を
変
え
て
み
る
と
、
ま

ず
味
を
感
じ
る
味
覚
、
テ
ク
ス
チ
ャ
ー

を
感
じ
る
触
覚
が
作
用
す
る
に
は
食
物

を
口
に
入
れ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
香
り
や
匂
い
は
空
中
を
漂
う
こ
と

で
、
少
し
離
れ
た
場
所
で
も
感
知
可
能

で
す
。
喫
茶
店
か
ら
漏
れ
る
コ
ー
ヒ
ー

の
香
り
、
焼
き
鳥
屋
の
店
頭
に
漂
う
匂

い
な
ど
を
思
い
出
せ
ば
十
分
で
し
ょ
う
。

つ
い
で
、た
と
え
ば「
ジ
ュ
ー
ジ
ュ
ー
」

と
表
現
さ
れ
る
ス
テ
ー
キ
や
焼
き
肉
の

音
は
ラ
ジ
オ
で
、
出
来
上
が
っ
た
料
理

作成：高田公理

マ
ル
チ
メ
ディ
ア
と
し
て
の

食
の
場
面

図　世界の食文化の特徴の四類型
充実度合いが大

充実度合いが小

自
由
度
が
大

Ⅰ 

日
本

Ⅱ 

フ
ラ
ン
ス・

　 

イ
タ
リ
ア・

　 

中
国
な
ど

Ⅲ 

ア
ン
グ
ロ

　 

サ
ク
ソ
ン
な
ど

Ⅳ 

南
太
平
洋

　 

諸
島
な
ど

自
由
度
が
小
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の
写
真
な
ど
は
テ
レ
ビ
の
ほ
か
ネ
ッ
ト

情
報
と
し
て
、
ど
ん
な
遠
隔
地
に
も
届

け
ら
れ
ま
す
。
二
〇
一
七
年
に
流
行
語

大
賞
に
選
ば
れ
た
「
イ
ン
ス
タ
映
え
」

と
い
う
言
葉
が
、
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
田
　
食
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
問

題
に
「
食
の
タ
ブ
ー
（
禁
忌
）」
が
あ
り

ま
す
。
日
本
で
も
六
七
五
（
天
武
四
）

年
、
天
武
天
皇
が
人
間
の
役
に
立
つ

「
五
畜
」
す
な
わ
ち
「
牛
、
馬
、
犬
、
猿
、

鶏
」
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
一

種
の
肉
食
禁
止
令
を
出
し
ま
し
た
。

　
世
界
を
見
渡
す
と
、
イ
ス
ラ
ム
は
豚

肉
を
、
ヒ
ン
ド
ゥ
は
牛
肉
を
食
べ
て
は

な
ら
な
い
戒
律
が
あ
る
。
現
代
の
よ
う

に
国
境
を
超
え
て
旅
を
す
る
人
の
数
が
、

急
速
か
つ
圧
倒
的
に
増
え
つ
つ
あ
る
時

代
、
こ
う
し
た
問
題
を
改
め
て
考
え
る

必
要
も
あ
り
そ
う
で
す
。

安
井
　
こ
う
し
て
食
の
こ
と
を
考
え
る

の
は
、
生
き
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
食
べ
る
の

か
は
ど
う
生
き
る
の
か
。
一
つ
の
正
解

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
な
り
の

人
生
を
考
え
る
時
、
自
分
は
何
が
で
き

る
か
を
考
え
る
の
と
同
様
に
、
何
を
食

べ
る
の
か
を
考
え
る
。
授
業
で
食
の
話

を
す
る
と
き
に
、
多
く
の
学
生
は
ど
う

し
て
も
食
を
「
モ
ノ
と
し
て
あ
る
」
と

思
い
込
み
、
社
会
学
を
暗
記
科
目
の
よ

う
に
覚
え
て
し
ま
う
。
逆
に
疑
っ
て
ほ

し
い
。
こ
れ
で
い
い
の
か
な
？

　
昔
か

ら
あ
る
と
言
っ
て
い
る
け
ど
本
当
か

な
?

　
ス
ー
パ
ー
に
並
ん
で
い
る
も
の

か
ら
一
番
い
い
も
の
を
選
択
す
る
と
き

に
、
並
ん
で
な
い
も
の
を
考
え
る
。
ス

ペ
ー
ス
的
に
百
個
し
か
並
ば
な
い
と
し

た
ら
、
百
一
個
目
に
は
何
が
く
る
は
ず

だ
っ
た
の
か
を
想
像
す
る
。
そ
う
い
う

や
り
方
が
社
会
学
的
思
考
な
の
で
す
が
、

そ
の
よ
う
に
食
を
考
え
れ
ば
、
ど
う
生

き
る
の
か
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の

生
き
方
に
は
正
解
が
一
つ
し
か
な
い
わ

け
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
正
解
が
あ
っ

て
よ
い
。
し
か
し
、
自
主
的
に
、
能
動

的
に
選
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

（
今
日
何
を
食
べ
る
か
と
い
う
）選
ぶ
た

め
の
力
、
リ
テ
ラ
シ
ー
、
金
額
や
好
み

な
ど
の
制
限
の
な
か
で
選
ぶ
。
そ
こ
に

な
い
も
の
を
想
像
で
き
る
の
か
。
ど
う

生
き
る
の
か
を
食
を
通
し
て
、
潜
在
性

を
考
え
る
こ
と
で
す
。

お辨當箱博物館にて。手にし
ている茶釡を象った木製の弁
当箱は、胴の部分に料理を詰
め、蓋の部分に盃が収まる

贅を尽くした蒔絵や螺鈿が美しい江戸時代後期のお弁当箱。茶器や酒
器を入れて野外の宴を楽しんだ　お辨當箱博物館蔵

＊
１
　
農
畜
水
産
物
が
種
々
の
ル
ー
ト
を
経
て
生
産
者
か

ら
消
費
者
に
到
達
す
る
ま
で
の
重
層
的
な
構
造
、

垂
直
的
な
統
合
の
過
程
を
指
す
言
葉

生麩を使った和食の一例
写真提供：株式会社半兵衛麩（pp. 3, 11）

食
べ
る
こ
と
は
、生
き
る
こ
と

11 KOSMOS_2024_spring



探究
コラム

ン
や
活
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
依
然
と
し
て
実
状
は
変
わ

ら
ず
、
目
標
達
成
が
は
る
か
遠
く
に
感

じ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
に
結
論
を
言
う
な
ら
ば
、
人
間
の

「
い
の
ち
の
在
り
方
」を
見
直
す
こ
と
か

ら
「
も
っ
た
い
な
い
」
の
精
神
が
具
現

化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
先
日
、
小
学
一
年
生
の
娘
が
勉
強
し

て
い
た
国
語
の
ド
リ
ル
に
、
複
数
の
言

葉
の
中
か
ら
を
モ
ノ

4

4

を
選
び
丸
で
囲
む

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
選
択
肢
の
中

に
あ
っ
た
の
が
「
明
る
い
・
車
・
ニ
ン

ジ
ン
・
走
る
・
ダ
イ
コ
ン
・
暗
い
・
花

び
ん
」
で
あ
っ
た
。
娘
が
何
を
選
択
す

る
の
か
興
味
深
く
見
て
い
る
と
、「
車
」

と
「
花
び
ん
」
を
丸
で
囲
ん
で
い
た
が
、

「
ニ
ン
ジ
ン
」
と
「
ダ
イ
コ
ン
」
を
三
角

で
囲
ん
で
い
た
。
人
に
よ
っ
て
は
、
こ

の
二
つ
も
丸
で
囲
み
そ
う
な
も
の
で
あ

る
。
娘
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
ニ

ン
ジ
ン
」
と
「
ダ
イ
コ
ン
」
は
モ
ノ

4

4

で

は
あ
る
が
、「
車
」
と
「
花
び
ん
」
と
は

何
か

4

4

異
な
る
と
言
う
。

　
こ
の
何
か

4

4

こ
そ
、「
も
っ
た
い
な
い
」

と
い
う
言
葉
の
深
意
に
つ
な
が
る
。
そ

れ
は
「
い
の
ち
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、「
食
」
は
他
の
生
き
物
の
「
い
の
ち

を
い
た
だ
く
」
こ
と
で
あ
る
。

　
人
間
は
、
動
物
、
野
菜
、
空
気
中
の

細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
を
含
め
、
他
の
「
い

の
ち
」
の
犠
牲
な
く
し
て
は
生
き
て
い

け
な
い
。あ
る
意
味
、他
の「
い
の
ち
」

を
奪
い
取
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
事
実
を
見
事
に
摘
示
す
る
次
の

詩
が
あ
る
。

「
大
漁
」　
金
子
み
す
ゞ

朝
焼
小
焼
だ

　
大
漁
だ

大お
お

羽ば

鰯い
わ
し

の

　
大
漁
だ
。

浜
は
ま
つ
り
の

　
よ
う
だ
け
ど

海
の
な
か
で
は

　
何
万
の

鰯い
わ
し

の
と
む
ら
い

　
す
る
だ
ろ
う
。
＊
１

　
朝
方
、
漁
師
が
海
か
ら
浜
に
戻
り
、

大
羽
鰯
が
大
漁
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ

る
。
そ
れ
を
聞
く
や
否
や
、
浜
で
漁
師

の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
家
族
や
村
人
は

祭
り
の
よ
う
踊
っ
て
大
喜
び
。
し
か
し
、

海
の
中
を
覗
い
て
み
る
と
、
家
族
を
失

っ
て
泣
い
て
い
る
鰯
で
い
っ
ぱ
い
だ
と

い
う
こ
と
だ
。

　
こ
れ
が
人
間
の「
い
の
ち
の
在
り
方
」

で
あ
る
。
人
間
は
「
生
き
て
い
る
」
の

で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
い
の
ち
」
に

支
え
ら
れ
て
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
の

だ
。
こ
の
意
味
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

食
事
を
す
る
際
に
最
初
に
思
う
べ
き
こ

と
は
、「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
他
の

「
い
の
ち
」へ
の
謝
罪
で
あ
ろ
う
。こ
れ

を
仏
教
で
は
「
慚ざ

ん

愧き

」
と
い
う
。
そ
し

て
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
が
謝

り
を
感
じ
る
「
感
謝
」
な
の
だ
。

　
人
間
の
「
い
の
ち
の
在
り
方
」
の
見

直
し
こ
そ
、「
も
っ
た
い
な
い
」
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
た
い
な
い

食
べ
残
し
や
食
べ
物
の
処
分
に
触
れ
る

回
答
が
多
い
だ
ろ
う
。

　
持
続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）

に
も
「
飢
餓
を
ゼ
ロ
に
」
が
掲
げ
ら
れ

て
お
り
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
中

で
食
品
ロ
ス
を
軽
減
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー

と
「
も
っ
た
い
な
い
」
の
関
係

を
問
わ
れ
れ
ば
、
一
般
的
に
は 大

來
尚
順 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

超
勝
寺
住
職

お
お
ぎ
・
し
ょ
う
じ
ゅ
ん

一
九
八
二
年
山
口
県
生
ま
れ
。
通
訳
・
翻
訳
の
ほ

か
、
執
筆
・
講
演
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
活
動
の
場
を

幅
広
く
持
つ
。
著
書
に
『
訳
せ
な
い
日
本
語
』（
ア

ル
フ
ァ
ポ
リ
ス
）
な
ど
。

金子みすゞが育った仙崎の海岸に立つ詩碑（山口県長
門市）

1

＊
１
　『
金
子
み
す
ゞ
童
謡
全
集
』
ジ
ュ
ラ
出
版
局
、

一
九
九
二
年
（
初
出
『
童
話
』
一
九
二
四
年
）

Photo : GEN

食
「
も
っ
た
い
な
い
」の
深
意

「
い
の
ち
」を
い
た
だ
く
重
み
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探究
コラム

ら
れ
た
。
母
子
草
は
春
の
七
草
の
ご
ぎ

ょ
う
で
、
七
草
粥
に
も
入
れ
る
が
、
花

と
と
も
に
乾
燥
し
て
茶
に
加
工
し
た
。

江
戸
期
の
本
草
書
に
は
、
両
者
と
も
百

病
に
良
い
と
あ
り
、
邪
気
を
祓
う
意
味

も
あ
っ
た
。

　
三
月
終
わ
り
頃
か
ら
美
味
し
く
な
る

筍
（
孟も

う
宗そ

う
竹ち

く
）
は
、
江
戸
期
に
中
国
か

ら
伝
来
し
、
薩
摩
藩
邸
か
ら
取
り
よ
せ

て
江
戸
の
目
黒
辺
り
で
植
え
ら
れ
広
ま

っ
た
と
い
う
。
私
も
毎
年
、
掘
り
た
て

の
筍
で
、
筍
ご
飯
、
わ
か
め
と
筍
の
若

竹
汁
や
若
竹
煮
な
ど
に
、
香
り
高
い
木

の
芽
を
添
え
て
春
の
香
り
を
味
わ
う
。

　
野
山
に
は
、
わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い
を

は
じ
め
山
菜
も
み
つ
か
る
が
、
そ
れ
ら

の
多
く
は
ア
ク
が
あ
り
、
な
か
に
は
毒

も
あ
る
。
自
然
か
ら
得
ら
れ
る
野
の

「
野
菜
類
」を
食
用
に
す
る
た
め
に
、先

人
た
ち
は
ア
ク
抜
き
の
技
術
や
美
味
し

く
食
べ
る
た
め
の
調
理
技
術
を
磨
い
た
。

そ
の
た
め
に
重
要
だ
っ
た
の
は
日
本
の

豊
富
で
良
質
な
水
の
存
在
で
あ
る
。

　
野
菜
は
、
食
用
に
な
る
野
に
生
じ
る

も
の
と
栽
培
し
た
も
の
の
両
方
の
意
味

に
用
い
る
。う
ど
、自
然
薯
、せ
り
、ふ

き
、
み
つ
ば
、
わ
さ
び
な
ど
は
日
本
自

生
の
野
菜
で
、
野
山
で
も
採
れ
る
が
栽

培
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
は

海
外
か
ら
伝
来
し
、
な
す
、
だ
い
こ
ん
、

か
ぶ
な
ど
各
地
域
の
自
然
環
境
に
合
わ

せ
て
品
種
改
良
し
、
地
域
の
伝
統
野
菜

に
育
て
た
野
菜
で
あ
る
。
横
浜
に
住
む

私
は
、
近
く
の
農
家
に
菜
花
と
同
種
の

江
戸
東
京
野
菜
、
の
ら
ぼ
う
菜
が
出
る

の
を
待
ち
か
ね
て
求
め
る
。
ど
ん
な
調

理
法
に
も
適
し
て
美
味
し
い
。

　
現
在
、
春
分
や
夏
至
な
ど
の
二
十
四

節
気
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
レ
ン
ダ

ー
に
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
す
べ

て
を
知
る
人
は
少
な
く
な
っ
た
。
季
節

に
区
切
り
を
つ
く
り
暮
ら
し
の
基
盤
と

し
て
い
た
時
代
に
は
自
然
が
人
々
の
身

近
に
あ
り
、
自
然
に
畏
敬
の
念
を
持
ち
、

必
要
な
分
だ
け
手
に
入
れ
、
最
後
ま
で

利
用
し
尽
く
す
知
恵
も
生
み
出
し
た
。

　
私
も
子
ど
も
の
頃
は
毎
日
野
山
を
駆

け
巡
っ
た
。
出
会
う
生
き
物
は
限
り
な

く
多
く
魅
力
的
で
発
見
の
日
々
だ
っ
た
。

子
ど
も
時
代
に
自
然
と
接
す
る
経
験
を

重
ね
る
こ
と
も
、
生
物
多
様
性
の
喪
失

の
解
決
に
つ
な
が
る
気
が
す
る
。

伝
統
野
菜
と
二
十
四
節
気

は
こ
の
時
期
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
大
好

き
だ
。
明
る
い
未
来
が
待
っ
て
い
る
気

が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ふ
き
の
と
う
が

顔
を
出
し
、
そ
の
て
ん
ぷ
ら
は
、
ほ
ろ

苦
い
春
の
味
が
す
る
。
ふ
き
は
、
平
安

期
に
は
栽
培
さ
れ
、
ふ
き
の
と
う
は
薬

用
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

　
節
分
、
立
春
が
過
ぎ
、
雨
水
（
二
月

十
九
日
頃
）
の
頃
に
は
、
梅
が
見
頃
と

な
り
、
め
じ
ろ
が
蜜
を
求
め
て
集
ま
る
。

農
作
業
を
は
じ
め
る
目
安
と
さ
れ
た
。

十
五
日
後
は
二に

十じ
ゅ
う

四し

節せ
つ

気き

の
啓け

い

蟄ち
つ

。

虫
た
ち
も
動
き
は
じ
め
る
。

　
土
手
を
歩
く
と
、
つ
く
し
や
よ
も
ぎ

の
若
葉
が
み
つ
か
る
。
つ
く
し
は
袴
を

取
り
去
り
、
茹
で
て
酢
の
物
な
ど
に
し

た
。
よ
も
ぎ
は
古
く
か
ら
三
月
三
日
の

上じ
ょ
う

巳し

の
節
供
に
草
餅
に
し
た
が
、
平

安
期
の
同
じ
行
事
で
は
母は

は

子こ

草ぐ
さ

で
作

寒
が
明
け
る
頃
に
な
る
と
日
増

し
に
日
の
出
が
早
く
な
る
。
私 江

原
絢
子 

東
京
家
政
学
院
大
学
名
誉
教
授

え
は
ら
・
あ
や
こ

島
根
県
生
ま
れ
。
専
門
は
、
食
文
化
史
・
食
教
育

史
・
調
理
学
。
と
く
に
江
戸
時
代
・
近
代
の
調
理

文
化
や
和
食
文
化
を
研
究
。
著
書
に
『
家
庭
料
理

の
近
代
』（
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
。

つくし

ぜんまい

2大 山
菜
を
美
味
し
く
食
べ
る

季
節
に
区
切
り
の
あ
る
暮
ら
し

13 KOSMOS_2024_spring



島
の
分
祀
と
し
て
小
さ
な
社
殿
が
祭
ら

れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
頃
は
友
だ
ち
と

そ
の
庭
で
相
撲
を
取
っ
た
り
、
裏
山
で

戦
争
ご
っ
こ
を
し
た
り
、
夏
は
近
く
の

海
岸
で
泳
い
で
遊
ん
で
い
た
。

　
と
く
に
思
い
出
す
の
は
、
夜
中
に
潮

騒
が
聞
こ
え
、
朝
は
小
鳥
の
声
で
目
覚

め
て
一
日
が
始
ま
り
、
五
月
に
は
ツ
ツ

ジ
が
咲
い
て
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
や
ア
ゲ

ハ
チ
ョ
ウ
が
舞
い
、
ニ
イ
ニ
イ
ゼ
ミ
、

ク
マ
ゼ
ミ
、
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
、
最
後
は
ツ

ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
と
蝉
の
声
を
聴
き
、
夏

か
ら
秋
へ
の
移
り
変
わ
り
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
自
宅
の
裏
山
に
は
、
何
百
年
も
伐
採

400年続く屋敷の庭（上）を縁側から眺める筆者（右下）と裏山にある祠

下
丸
子
の
森
に
息
づ
く

自
然
豊
か
な
故
郷
の
原
風
景

河
野
水
軍
の
一
員
と
し
て
、
伊
予
国
の

御
手
洗
島
（
現
・
広
島
県
呉
市
大
崎
下

島
）
を
拠
点
に
し
て
い
た
が
、
一
四
一

四
（
応
永
二
二
）
年
に
当
主
の
河
野
通

春
が
小
早
川
盛
景
と
の
闘
い
に
敗
れ
た

お
り
、
一
族
は
豊
後
水
道
を
西
に
落
ち

延
び
、
豊
後
国
（
現
・
大
分
県
）
栂と

が
牟む

礼れ

城じ
ょ
う

主
の
佐
伯
惟こ

れ

春は
る

に
仕
え
た
。
し

か
し
、
一
五
二
七
年
に
佐
伯
藩
が
大
友

宗
麟
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
武
士
を
捨
て

大
分
県
の
米よ

の
う水

津づ

か
ら
現
在
の
大
分
県

佐
伯
市
蒲
江
町
へ
分
家
し
住
み
着
い
た
。

私
の
実
家
は
一
帯
を
治
め
る
大
庄
屋
と

な
り
、
約
四
百
年
に
わ
た
り
今
も
住
み

続
け
る
屋
敷
に
は
、
広
い
庭
が
あ
り
、

森
の
中
に
か
つ
て
信
仰
の
あ
っ
た
大
三

の
祖
先
は
、
室
町
時
代
の
守
護

大
名
で
あ
る
河
野
氏
が
擁
す
る

幼少期の記憶のなかの景色、人
生のターニング・ポイントにま
つわる思い出の場所、風の匂い、
聞こえる音楽、ふと脳裏に浮か
びあがる「心象風景」……。大
切な「風と景」について語って
いただきます。

私を育てた
〈 風と景 〉

御
手
洗
冨
士
夫 

キ
ヤ
ノ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長
C
E
O

自
然
と
人
と
が

一
体
に
な
れ
る
場
所

私
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と
タ
ー
ザ
ン
ご
っ
こ
を
し
た
り
、
自
然

の
中
で
よ
く
遊
ん
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
昆

虫
も
い
て
、
子
供
の
頃
は
『
フ
ァ
ー
ブ

ル
昆
虫
記
』
を
読
み
、
昆
虫
学
者
に
な

ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
裏
山
に
あ
る
神
社
に
は
、
三

基
の
御
輿
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
毎
年

三
月
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
は
、
神
輿

ご
と
に
獅
子
舞
や
太
鼓
打
ち
が
組
に
な

っ
て
町
に
繰
り
出
し
た
。
私
は
小
学
三

年
の
時
に
太
鼓
打
ち
の
一
員
と
し
て
参

加
し
、
そ
の
こ
と
を
内
緒
に
し
て
い
た

父
を
大
い
に
驚
か
せ
た
。
そ
う
し
た
伝

統
的
な
行
事
も
含
め
、
自
然
と
一
体
に

な
っ
て
過
ご
し
た
子
供
時
代
が
今
も
懐

か
し
い
。

　
キ
ヤ
ノ
ン
本
社
が
あ
る
大
田
区
の
下

丸
子
は
、
か
つ
て
軍
需
工
場
な
ど
が
林

立
す
る
工
場
地
帯
で
あ
っ
た
。
一
九
五

一
年
に
、
多
摩
川
沿
い
に
あ
っ
た
旧
富

士
航
空
計
器
の
工
場
を
改
装
し
、
本
社

と
工
場
を
集
約
し
た
。
そ
の
後
徐
々
に

面
積
を
広
げ
て
い
っ
た
が
、
同
時
に
周

囲
か
ら
は
工
場
が
消
え
、
替
わ
っ
て
マ

ン
シ
ョ
ン
が
次
々
と
建
ち
、
町
は
様
変

さ
れ
て
な
い
大
木
が
何
本
も
あ
り
、
幹

に
は
葛か

づ
ら

が
巻
き
付
い
て
い
た
の
で
、

そ
の
つ
る
を
解
い
て
友
だ
ち
四
〜
五
人

わ
り
し
て
い
っ
た
。

　
二
十
三
年
間
の
ア
メ
リ
カ
勤
務
を
経

て
帰
国
し
、
一
九
九
五
年
に
社
長
に
就

任
す
る
と
、
五
年
間
で
経
営
体
制
を
整

え
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
下
丸
子
の
再

構
築
に
着
手
し
た
。
理
想
と
し
た
の
は
、

自
然
に
溢
れ
、
周
辺
地
域
と
調
和
し
た

環
境
で
あ
る
が
、
心
の
片
隅
に
は
故
郷

の
原
風
景
が
浮
か
ん
で
い
た
と
思
う
。

　
最
初
に
敷
地
の
外
周
を
囲
っ
て
い
た

万
年
塀
を
取
り
払
い
、
四
百
二
十
本
の

木
で
囲
ん
だ
。
さ
ら
に
構
内
に
森
を
つ

く
り
、
公
園
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

周
囲
と
融
合
し
、
災
害
時
に
は
地
域
の

避
難
所
の
役
目
も
果
た
せ
る
環
境
を
整

え
た
。
一
方
で
、
二
〇
〇
二
年
に
完
成

し
た
本
社
棟
を
含
め
、
約
十
年
間
を
か

け
て
七
棟
の
社
屋
を
ビ
ジ
ネ
ス
仕
様
に

建
て
替
え
た
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
、
直

線
上
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
安
全
性
や

利
便
性
も
向
上
し
、
合
理
性
を
究
め
た

世
界
本
社
と
な
っ
て
い
る
。
合
理
的
な

社
屋
の
配
置
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ス
ペ

ー
ス
に
は
、
さ
ら
に
樹
木
を
植
え
て
い

き
、
現
在
そ
の
数
は
、
高
木
の
ク
ス
ノ

キ
か
ら
サ
ク
ラ
や
サ
ル
ス
ベ
リ
な
ど
で

七
十
八
種
類
、
九
百
八
十
二
本
あ
り
、

ツ
ツ
ジ
等
の
低
木
ま
で
含
め
る
と
百
六

十
九
種
類
、
十
二
万
本
に
の
ぼ
る
。

　
い
ま
で
は
鳥
が
自
然
に
集
ま
っ
て
き

て
、
二
〇
一
五
年
に
始
め
た
野
鳥
を
テ

ー
マ
に
し
た
生
物
多
様
性
保
全
活
動

「
バ
ー
ド
ブ
ラ
ン
チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で

は
、
ウ
グ
イ
ス
、
イ
ソ
ヒ
ヨ
ド
リ
、
猛

禽
類
の
ハ
ヤ
ブ
サ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に

四
十
一
種
類
の
鳥
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
毎
年
構
内
の
池
に
は
カ
ル
ガ
モ

の
親
子
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

初
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
敷
地
内
の
緑
地
帯
は
「
下

丸
子
の
森
」
と
な
り
、
二
〇
二
三
年
十

月
に
環
境
省
が
実
施
す
る
「
自
然
共
生

サ
イ
ト
」
の
認
定
事
業
に
お
い
て
、
生

物
多
様
性
保
全
区
域
に
認
定
さ
れ
た
。

野
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
こ
の
下
丸
子
本

社
で
、
時
折
私
は
故
郷
へ
の
思
い
を
馳

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

かつての区道は美しい桜並木に 下丸子の森の巣箱にやってきたシジュウカラ

みたらい・ふじお
1935年大分県生まれ。中央大学法
学部卒業後、キヤノンカメラ（当
時）に入社。キヤノンU.S.A.社長、
キヤノン株式会社取締役、常務な
どを経て、1995年に社長就任。
2006年会長、2020年より現職。日
本経団連会長（2006‒10）、同名誉
会長（2010年～）、公益財団法人
国際花と緑の博覧会記念協会会長
（2019年～）など、多くの要職を
務める。

故
郷
の
原
風
景
と

下
丸
子
の
森
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一
方
、
薬
と
し
て
貢
献
し
て
い
る
毒

の
代
表
例
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
で
あ
る
。
一

九
二
九
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
レ

ミ
ン
グ
が
ア
オ
カ
ビ
の
一
種
か
ら
発
見

し
た
抗
生
物
質
ペ
ニ
シ
リ
ン
は
、
バ
ク

テ
リ
ア
の
生
育
を
抑
え
る
毒
物
で
あ
る
。

ヒ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
哺
乳
類
で
は
、

稀
に
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
起
こ
る
と
き

が
あ
る
が
、
概
ね
無
毒
で
あ
る
。

　
一
九
七
五
年
か
ら
五
年
間
、
私
は
奄

美
大
島
の
南
端
、
瀬
戸
内
町
の
東
京
大

学
・
奄
美
病
害
動
物
研
究
施
設
（
以
下
、

奄
美
施
設
）
に
赴
任
し
た
。
同
施
設
は
、

か
つ
て
四
割
ほ
ど
の
島
民
が
感
染
し
て

い
た
と
さ
れ
る
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
糸
状
虫

対
策
を
主
た
る
目
的
に
設
立
さ
れ
た
が
、

幸
い
に
も
赴
任
時
に
は
撲
滅
さ
れ
て
い

た
。
特
徴
的
な
後
遺
症
は
、
鼠
径
部
の

リ
ン
パ
系
に
潜
ん
だ
糸
状
虫
に
よ
っ
て

リ
ン
パ
液
の
流
れ
が
阻
害
さ
れ
、
後
肢

が
浮
腫
む
「
象
皮
病
」
や
、
男
性
で
は

北
斎
の
浮
世
絵
に
も
紹
介
さ
れ
た
「
陰

嚢
水
腫（
い
わ
ゆ
る
大
キ
ン
タ
マ
）」が

あ
る
。
施
設
で
の
初
仕
事
は
、
こ
う
し

た
後
遺
症
に
悩
む
島
民
も
ふ
く
め
、
蚊

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
ミ
ク
ロ
フ
ィ
ラ

リ
ア
が
血
中
か
ら
完
全
に
駆
除
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
作
業
だ
っ
た
。

　
残
る
課
題
は
ハ
ブ
咬
傷
を
い
か
に
減

ら
す
か
だ
。
赴
任
当
時
、
世
界
保
健
機

構
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
「
世
界
で
も
っ
と
も

毒
蛇
咬
傷
が
多
発
し
て
い
る
の
は
奄
美

大
島
と
徳
之
島
」
と
発
表
し
て
い
た
。

な
ぜ
そ
ん
な
不
名
誉
な
発
表
が
ま
か
り

通
る
の
か
？

　
鹿
児
島
県
保
健
福
祉
部

は
、
一
人
残
ら
ず
正
確
な
咬
傷
者
数
を

発
表
し
て
い
た
が
、
開
発
途
上
国
で
は

極
め
て
不
正
確
な
統
計
し
か
な
か
っ
た
。

例
え
ば
ス
リ
ラ
ン
カ
（
当
時
は
セ
イ
ロ

ン
）
で
は
、
交
通
事
故
よ
り
も
多
く
の

人
び
と
が
毒
蛇
咬
傷
を
受
け
て
い
た
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
不
名
誉
な
状

況
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
も
私
が
奄
美
大
島
に
赴
任
し
た
一
九

七
五
年
当
時
、
奄
美
大
島
・
徳
之
島
の

ハ
ブ
咬
傷
者
は
三
百
名
に
迫
る
状
況
に

達
し
て
お
り
、
抗
血
清
投
与
に
よ
っ
て

死
者
は
数
名
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
が
、

後
遺
症
に
苦
し
む
人
は
少
な
く
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
官
民
あ
げ
て
ハ
ブ
駆
除
を

進
め
る
こ
と
に
な
り
、
奄
美
ハ
ブ
駆
除

対
策
研
究
会
が
設
立
さ
れ
、
私
が
勤
務

す
る
奄
美
施
設
が
対
策
拠
点
と
し
て
フ

ル
稼
働
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
多
く
の
ハ
ブ
咬
傷
が
発
生

攻
め
る
毒
と
守
る
毒

物
館
で
「
毒
展
」
が
開
催
さ
れ
、
多
く

の
来
館
者
に
恵
ま
れ
た
＊
１

。

　
私
た
ち
の
身
の
周
り
に
は
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
毒
が
存
在
す
る
。
毒
か
ら
逃

れ
て
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
芽
や
タ
バ
コ
、
洗
浄
剤

や
酒
類
が
毒
に
な
る
こ
と
は
知
っ
て
い

て
も
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
キ
シ
リ
ト
ー

ル
ガ
ム
ま
で
も
、
大
量
摂
取
す
れ
ば
毒

に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
。

〇
二
二
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二

月
ま
で
、
上
野
の
国
立
科
学
博

い
ぶ
き
の

輪
っ
か

地
球
上
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
が
た
が
い
に
助
け
合
い
、
利
用
し
合

い
な
が
ら
生
命
を
育
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間
も
そ
の
環
を
形
成
す
る

要
素
の
一
つ
で
す
。
生
き
も
の
ど
う
し
の
連
環
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
関
わ

る
人
間
の
役
割
が
つ
く
る
〈
輪
っ
か
〉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
、
サ

イ
エ
ン
ス
・
コ
ラ
ム
で
す
。

林 
良
博 
東
京
大
学
名
誉
教
授

カエンタケは日本各地の広葉樹林の地上に群生
し、毒性が強く触っても危険

奄
美
大
島
で
の
ハ
ブ
退
治

二
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た
一
九
八
〇
年
に
は
咬
傷
者
が
二
百
人

以
下
に
ま
で
激
減
し
た
。
こ
う
し
た
対

策
の
成
果
は
い
ま
も
受
け
継
が
れ
、
こ

こ
数
年
の
咬
傷
者
は
毎
年
五
十
名
以
下

に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

　
生
き
物
に
と
っ
て
の
毒
は
、
ハ
ブ
毒

の
よ
う
に「
攻
め
る
た
め
の
毒
」と
、弱

い
生
き
物
が
捕
食
者
か
ら
身
を
「
守
る

す
る
の
は
畑（
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

だ
が
、
餌
と
な
る
ネ
ズ
ミ
を
求
め
て
庭

（
敷
地
内
、約
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
）や
居

宅
内
（
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
い
う
、

住
民
が
安
心
し
て
生
活
す
べ
き
空
間
が

脅
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
鹿
児
島
県

は
国
土
庁
の
支
援
を
受
け
、
生
息
数
を

減
ら
す
た
め
に
積
極
的
に
ハ
ブ
を
買
い

上
げ
る
と
同
時
に
、
集
落
に
侵
入
す
る

ハ
ブ
の
駆
除
を
推
進
し
、
私
が
離
任
し

た
め
の
毒
」
が
あ
る
。
逃
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
植
物
や
、
弱
い
立
場
に
あ
る

動
物
が
、
強
い
動
物
の
捕
食
か
ら
逃
れ

る
毒
は
、「
守
る
た
め
の
毒
」
で
あ
る
。

　
毒
キ
ノ
コ
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
有
毒
植
物
の
典
型
で
、
厚
労
省
「
自

然
毒
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
」
の
筆
頭
に

は
「
カ
エ
ン
タ
ケ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
オ
レ
ン
ジ
色
か
ら
赤
色
、
細
長
い

円
柱
状
ま
た
は
棒
状
で
、
日
本
各
地
で

発
生
し
、毒
性
は
強
く
、食
べ
て
も
、触

っ
て
も
危
険
だ
と
い
う
。

　
興
味
深
い
の
は
、
自
分
自
身
は
毒
を

も
た
な
い
が
、「
擬
態
」
に
よ
っ
て
、
捕

食
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
生
き
物
が
数
多

く
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
擬
態
に
は
ベ
イ

ツ
型
擬
態
と
ミ
ュ
ラ
ー
型
擬
態
が
あ
り
、

両
者
と
も
捕
食
者
を
回
避
す
る
た
め
の

擬
態
で
あ
る
が
、
前
者
は
無
害
な
種
が

捕
食
者
を
避
け
る
た
め
に
、
有
毒
な
種

に
擬
態
す
る
。
こ
の
よ
う
に
無
害
な
動

物
が
と
る
擬
態
が
ベ
イ
ツ
型
擬
態
だ
が
、

他
方
の
ミ
ュ
ラ
ー
型
擬
態
は
、
有
害
な

動
物
同
士
が
共
通
の
防
御
装
置
と
し
て

同
じ
よ
う
な
外
見
を
も
つ
擬
態
の
一
種

で
あ
る
。

　
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
上
記

の
「
毒
に
関
連
し
た
防
御
的
擬
態
」
で

は
な
い
擬
態
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
擬

態
は
、
獲
物
に
と
っ
て
有
益
か
ま
た
は

無
害
で
あ
る
生
物
に
、
捕
食
者
が
自
ら

の
姿
を
似
せ
る
も
の
で
、
捕
食
者
に
と

っ
て
も
危
険
を
避
け
る
た
め
に
有
益
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
擬
態
は
、

ハ
エ
ト
リ
グ
モ
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い

る
ペ
ッ
カ
ム
夫
妻
に
因
ん
で
、
ペ
ッ
カ

ム
型
擬
態
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
擬
態
は
多
種
多
様
だ
が
、

ベ
イ
ツ
型
擬
態
も
ミ
ュ
ラ
ー
型
擬
態
も
、

さ
ら
に
ペ
ッ
カ
ム
型
擬
態
も
含
め
、
弱

い
立
場
に
い
る
被
捕
食
者
だ
け
で
な
く
、

捕
食
者
に
と
っ
て
も
不
要
な
危
険
を
回

避
す
る
た
め
に
貢
献
し
て
い
る
。
擬
態

と
い
う
仕
組
み
が
、
生
き
物
全
体
の
多

様
性
を
高
め
る
た
め
に
、
重
要
な
鍵
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
う
余
地
は
な
い
。

はやし・よしひろ
1946年広島県生まれ。解剖学者、
獣医師。国立科学博物館館長、
東京大学総合研究博物館館長、
山階鳥類研究所所長などを歴任。
専門は動物資源科学。

出典：国立科学博物館『特別展 毒』公式図録、2022年、「生活の中の毒」
イラスト（p.12）を改変　©D_CODE
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史
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に
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毒

生活の中の毒
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学
を
学
び
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
生

理
学
の
学
位
を
取
得
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
医
学
部
の
生

理
学
教
授
と
し
て
、
生
理
学
、
特
に
生

体
に
お
け
る
膜
の
透
過
の
問
題
に
関
す

る
分
子
生
理
学
的
研
究
に
お
い
て
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
博
士
の
探
究
心
は
、
医
学
、

生
物
学
の
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
興
味
を
持
つ
鳥
の
研
究
に

も
及
び
、
鳥
類
学
者
と
し
て
も
世
界
的

に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
の
鳥
類
に
関
す
る
集
合
規
則
や

人
の
移
入
に
伴
う
鳥
類
や
他
の
動
物
の

絶
滅
に
つ
い
て
の
論
文
な
ど
、
多
く
の

研
究
を
発
表
し
て
き
ま
し
た
。

　
博
士
は
、
鳥
類
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の

人
々
と
交
流
を
深
め
、
彼
ら
か
ら
強
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
こ
と
で
、
興
味

は
鳥
類
学
か
ら
人
類
生
態
学
へ
と
発
展

し
て
い
き
ま
し
た
。

　
一
九
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
著
書

『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』は
、長
年
に
わ
た

る
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
の
延
長
上
に
生
ま

れ
た
も
の
で
す
。
日
本
で
も
大
き
な
反

響
を
読
ん
だ
本
書
は
、
従
来
と
は
異
な

っ
た
視
点
か
ら
書
か
れ
た
人
類
史
で
、

な
ぜ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
ア
メ

リ
カ
先
住
民
や
ア
フ
リ
カ
の
人
々
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
が
征
服

「自然と人間との共生」のため、統合的視点により環境と
生命体・生命体同士の相互の作用等を研究した業績に与
えられる「地球生命学」ともいうべき国際賞で、これま
で30回を数えます。

ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
博
士
は
、
生
理
学
、
進
化
生
物
学
、
生
物
地
理
学
の
研
究
で
大
き

な
成
果
を
あ
げ
る
一
方
で
、『
人
間
は
ど
こ
ま
で
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
か
』『
文
明
崩
壊
』な
ど
の
著
者

と
し
て
も
有
名
で
す
。な
か
で
も
、世
界
中
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』

は
、
な
ぜ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
先
住
民
や
ア
フ
リ
カ
の
人
々
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
が
征
服
さ
れ
た
り
、
虐
殺
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
、
富
や
力
が
現
在
見
ら
れ

る
よ
う
に
偏
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
す
。ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞（
一
九
九
八
年
）、

ブ
ル
ー
プ
ラ
ネ
ッ
ト
賞
（
二
〇
一
九
年
）
を
受
賞
。

ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
博
士

は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
生
物

ダイアモンド博士、カリフォルニア大学ロサンゼ
ルス校で、2003年

ジャレ
ド・メ
イ
スン・ダ
イ
ア
モン
ド
博
士

近
代

学
匠
伝

人
種
偏
見
に
一
石
を
投
じ
た

新
し
い
視
点
の
人
類
史

D
r. Jared M

ason D
iam
ond

コ
ス
モ
ス
国
際
賞 

一
九
九
八
年
受
賞
者

【コスモス国際賞】
地球の航路を探る

受賞のポイント
◎共生の理念の形成、発展に寄与すること
◎地球的視点に立ち、長期的な視野をもつこと
◎総合的な視点での研究や活動であること

ジ
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支
え
、
結
果
、
大
き
な
社
会
の
構
築
に

つ
な
が
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　
ま
た
、
農
耕
や
牧
畜
の
始
ま
り
は
、

多
く
の
感
染
病
を
蔓
延
さ
せ
、
大
き
な

脅
威
と
な
り
ま
し
た
が
同
時
に
免
疫
を

獲
得
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
新
大
陸
発
見
は
、

ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
の
九
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
死
に
追
い
や
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

感
染
症
の
影
響
は
、
武
器
に
よ
る
殺
害

よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
死
者
を
も
た

ら
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
高
度
な
武
器

（
銃
）
や
強
固
な
剣
や
船
（
鉄
）
は
、
軍

事
的
優
位
性
を
も
た
ら
し
、
耐
久
力
あ

る
移
動
手
段
と
も
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
出
版
か
ら
二
十
年
以
上
を
経
て
、
博

士
は
本
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
ま
す
。「
私
が
こ
れ
ま
で
出
版
し

た
本
で
一
番
影
響
力
が
あ
り
、
翻
訳
さ

れ
た
私
の
著
書
の
な
か
で
は
、
ど
の
国

で
も
一
番
人
気
が
あ
り
ま
す
。
唯
一
の

例
外
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
、『
文
明
崩

壊
』
の
ほ
う
が
人
気
が
あ
り
ま
す
。
お

そ
ら
く
他
民
族
の
侵
略
を
扱
っ
て
い
る

の
で
、
ド
イ
ツ
の
人
々
に
は
受
け
入
れ

難
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
、

ア
ジ
ア
の
三
つ
の
国
で
の
反
応
は
興
味

深
い
も
の
で
し
た
。
ト
ル
コ
の
出
版
社

か
ら
受
け
取
っ
た
売
上
報
告
書
の
数
字

は
桁
を
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
ほ
ど
の
大
き
な
額
で
し
た
し
、

韓
国
で
は
ソ
ウ
ル
の
国
立
図
書
館
で
一

番
よ
く
借
り
出
さ
れ
て
い
る
本
に
な
り
、

そ
の
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
さ
ら
に
ま
た

売
上
が
伸
び
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
日

本
で
は
『
ゼ
ロ
年
代
の
五
十
冊
』
の
最

も
優
れ
た
一
冊
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ

う
し
た
ア
ジ
ア
で
の
現
象
は
、
こ
の
本

で
農
業
や
文
字
、
数
字
の
起
源
と
発
達

を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら

が
西
ア
ジ
ア
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
関
係

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　
一
万
三
千
年
の
人
類
史
の
果
て
に
、

い
ま
私
た
ち
は
深
刻
な
環
境
問
題
に
直

面
し
て
い
ま
す
。
博
士
は
、
こ
れ
か
ら

何
十
年
先
の
社
会
を
考
え
れ
ば
、
も
っ

と
も
影
響
を
受
け
る
の
が
今
の
若
い
人

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
環
境
へ
の

関
心
が
高
く
、
ま
た
今
の
社
会
に
批
判

的
で
も
あ
る
と
指
摘
し
ま
す
。
若
い
世

代
が
価
値
を
見
出
す
の
は
必
ず
し
も
お

金
で
は
な
い
た
め
、
大
人
が
希
望
す
る

よ
う
な
か
た
ち
で
環
境
に
関
心
を
も
っ

て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
従
来
の

よ
う
に
お
金
が
こ
う
な
る
か
ら
、
こ
う

す
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
も
そ
れ
に
は
従

さ
れ
た
り
、
虐
殺
さ
れ
た
の
か
、
あ
る

い
は
、
な
ぜ
、
富
や
力
が
現
在
見
ら
れ

る
よ
う
に
偏
っ
て
い
る
の
か
を
説
明
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
本
書
は
、
最
後
の
氷
河
期
が
終
わ
っ

た
一
万
三
千
年
前
を
人
類
史
の
始
ま
り

に
す
え
、
こ
の
時
点
で
人
類
は
全
て
狩

猟
採
集
民
族
で
あ
り
、
知
的
に
も
平
等

で
あ
り
、
異
な
っ
た
発
展
の
仕
方
は
こ

こ
か
ら
始
ま
る
と
し
て
い
ま
す
。
博
士

は
、
差
異
が
生
じ
た
重
要
な
要
因
と
し

て
、
地
理
的
条
件
の
異
な
り
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
栽
培
可
能
な
植
物
が
存
在
す

る
か
ど
う
か
、
家
畜
化
で
き
る
動
物
が

い
る
か
ど
う
か
、
東
西
に
移
動
し
や
す

い
か
ど
う
か
が
、
そ
の
後
の
発
展
に
大

き
く
影
響
す
る
と
し
ま
し
た
。
農
作
物

や
家
畜
の
管
理
に
よ
り
、
余
剰
食
糧
が

生
ま
れ
、
余
剰
食
糧
は
人
口
の
増
加
を

マレーシアの最高峰キナバル山
（4,095m）の前で、2009年

『銃・病原菌・鉄』（2000年）と『文明崩壊』（2005年）ともに草思社刊

若
い
世
代
への
期
待
と

日
本
への
提
言

ア
ジ
ア
の
国
々
は
著
書
を

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
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わ
な
い
だ
ろ
う
と
、
大
人
が
分
別
を
も

つ
よ
う
す
す
め
ま
す
。

　
こ
う
し
た
若
者
へ
の
期
待
は
、
二
〇

一
七
年
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
十
二
回
シ

リ
ー
ズ
で
行
わ
れ
た
特
別
授
業
「
ヒ
ト

の
秘
密
」
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
人
の
進
化
を
考
え
、
動
物
と
の
違

い
と
共
通
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、

環
境
破
壊
や
、
収
奪
、
戦
争
な
ど
の
矛

盾
と
人
の
本
能
を
解
き
明
か
し
て
い
く

も
の
で
、
各
回
二
十
五
分
、
日
本
で
も

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
大
き
な
話
題
と
な

り
ま
し
た
。

　
博
士
は
ま
た
、
二
〇
一
九
年
の
来
日

時
、
新
幹
線
で
の
忘
れ
物
が
ぶ
じ
返
っ

て
き
た
こ
と
に
喜
び
驚
き
な
が
ら
、
そ

れ
が
日
本
の
変
わ
ら
な
い
素
晴
ら
し
い

文
化
で
は
あ
る
が
、
変
わ
る
べ
き
側
面

も
あ
る
と
示
唆
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

日
本
は
江
戸
時
代
か
ら
自
国
の
天
然
資

源
の
乏
し
さ
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
の

で
、
明
治
時
代
に
産
業
化
が
進
み
、
石

炭
や
鉄
な
ど
が
必
要
と
な
り
、
世
界
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
資
源
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
最
初
の
う
ち
、
資
源
は
世
界

中
に
豊
富
に
存
在
し
て
い
た
の
で
う
ま

く
い
っ
た
が
、
い
ま
や
世
界
の
資
源
は

枯
渇
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日

本
は
一
八
六
六
年
か
ら
近
年
ま
で
に
学

ん
だ
こ
と
を
、
再
度
学
習
し
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
れ
は
西
洋
で
も

同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
が
、
資
源
は
限

ら
れ
た
場
所
に
限
ら
れ
た
量
し
か
な
い

こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

博
士
は
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す
。

『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』
の
執
筆
は
、
進

化
生
物
学
、
生
物
地
理
学
、
環
境
地
理

学
、
遺
伝
学
、
分
子
生
物
学
、
行
動
生

態
学
、
言
語
学
、
考
古
学
、
技
術
や
文

字
、
政
治
な
ど
多
く
の
分
野
を
統
合
し

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
複
雑
な
地
球
環
境

問
題
や
私
た
ち
の
行
く
末
な
ど
を
探
る

に
は
、
博
士
の
統
合
的
で
平
等
な
人
類

史
観
が
重
要
で
す
。
マ
ク
ロ
な
視
点
に

よ
る
博
士
の
言
葉
は
、
私
た
ち
の
心
に

響
き
ま
す
。

　1937年、ダイアモンド博士はボ
ストンで生まれました。ハーバー
ド大学の小児科医の父と、ピアニ
スト・言語学者の母、1歳違いの
妹との4人家族で育ちました。母
の影響で3歳から読み書きを、6
歳でピアノを始め、父の姿を見て
医者になりたいと夢見ていました。
7歳の時に、突然「鳥」に興味を
持ち、夏にニューイングランドや
ニューハンプシャーなどの森でバ
ードウォッチングをするうちに、
種の同定ができるようになります。
中学・高校はラテン語の教育に熱
心な男子校に入学し、言語学者の
母親の影響もあって、複数の言語
を学び、また歴史の勉強にも没頭

します。
　ハーバード大学、ケンブリッジ
大学で学んだ博士は、科学者の道
を歩み始めます。そして、1964年
に鳥類研究のため初めてニューギ
ニアを訪れます。そこには、石器
を使う伝統的な社会が残っており、
冒険心をそそる場所でした。世界
で最も美しいと言われる極楽鳥も
生息しています。以来、50年以上
経た今もニューギニアでのフィー
ルドワークを続けています。
　ある日、ヤリという名前のひと
りのニューギニア人男性と出会い
ます。彼は博士にありとあらゆる
質問をし、最後に「なぜ白人はみ
なメガネや鉛筆やカメラなどの荷

物を持つことになったのか?  な
ぜニューギニア人はそうではない
のか?」と尋ねました。博士は答
えに窮したものの、なぜテクノロ
ジーや文明が世界のある場所で発
達し、それ以外の場所では発達し
なかったのかという、人類の歴史
における最大の疑問に心を奪われ
ます。そして、その答えが歴史と
地理に、起源や農業の違いにある
はずだと考え、調査を始めます。
そうして長い調査の積み重ねの結
果、1997年、『銃・病原菌・鉄』
が出版されたのです。博士が60歳
の時のことでした。

パプアニューギニアのキコリ油田で、
デリック（掘削やぐら）を視察する
博士、1999年

叡智の人の足跡
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県
以
北
）
と
北
海
道
の
湿
原
や
湿
地
林

の
林
床
に
し
ば
し
ば
群
生
し
ま
す
。
サ

ハ
リ
ン
か
ら
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
も
分
布

し
、
学
名
の
種
小
名
「cam

tschatcen 
sis

」
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
に
由
来
す

る
も
の
で
す
。
環
境
省
の
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
二
〇
二
〇
の
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

兵
庫
県
（
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
）、
栃
木
県

（
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
）、
石
川
県
（
準
絶
滅

危
惧
種
）
な
ど
で
は
希
少
種
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
唱
歌
「
夏
の
思
い
出
」（
作
詞
・
江
間

章
子
、
作
曲
・
中
田
喜
直
）
の
影
響
の

せ
い
か
、
夏
の
花
の
よ
う
な
印
象
が
あ

る
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
で
す
が
、
低
地
で
は

四
月
か
ら
五
月
、
高
地
で
は
融
雪
後
の

五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
開
花
時
期
を

迎
え
ま
す
。「
水
芭
蕉
」
は
仲
夏
（
陰
暦

五
月
）
の
季
語
で
、
作
詞
の
江
間
章
子

は
尾
瀬
に
お
い
て
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
が
も

っ
と
も
見
事
な
五
月
、
六
月
の
こ
と
を

夏
と
表
現
し
た
の
は
歳
時
記
の
影
響
が

あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
北
海
道
や
東
北
地
方
な
ど
の
北
国
で

は
、
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
は
コ
ブ
シ
と
と
も

に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
象
徴
的
な
花
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
春
に
葉
の
展
開
が
始
ま
る
と
同
時
に

一
株
か
ら
数
本
の
花
茎
が
伸
び
、
長
さ

五
〜
十
セ
ン
チ
で
緑
色
の
肉に

く

穂す
い

花か

序じ
ょ

を
つ
け
ま
す
。
花
序
は
仏ぶ

つ
炎え

ん
苞ほ

う
と
よ
ば

れ
る
純
白
で
大
型
の
苞
に
包
ま
れ
て
い

て
、
こ
れ
が
花
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

肉
穂
花
序
を
保
護
す
る
た
め
に
直
下
の

葉
が
大
き
く
変
形
し
た
も
の
で
す
。

　
花
は
淡
緑
色
で
花
序
に
密
集
し
て
つ

き
、
四
枚
の
花
被
片
と
、
四
本
の
お
し

べ
と
一
本
の
め
し
べ
が
あ
る
両
性
花
で

す
。
葉
は
花
が
終
わ
る
と
成
長
し
て
、

夏
に
は
長
さ
八
十
〜
百
セ
ン
チ
、
幅
三

十
セ
ン
チ
ほ
ど
に
ま
で
達
し
ま
す
。
こ

の
葉
の
外
形
が
バ
シ
ョ
ウ
の
葉
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
の
和
名

が
つ
き
ま
し
た
。
果
実
は
熟
し
て
も
緑

色
で
、
や
が
て
子
房
壁
が
く
ず
れ
て
地

面
に
落
ち
、
水
流
で
散
布
さ
れ
ま
す
。

冷
地
の
水
湿
地
に
生
え
る
多
年

草
で
、
日
本
で
は
本
州
（
兵
庫

撮影：角野康郎

学名：Lysichiton camtschatcensis Schott
分布：シベリア～日本の兵庫県と中部以北
開花期：5～7月

花序を純白の仏炎苞が包む

日本列島には約5,000種類の在来植物があるといわれていますが、開発や乱獲、
外来種の侵入や気候変動などの影響で、その生育地や個体数は減少しています。
花博記念協会は、こうした在来植物の現状を調査し、植物本体を採取することなく
動画で記録しました。今では生育していない、失われた地域もありますが、
その成果は「プラント・フォト・ハンティング」として、協会ホームページで公開しています。
このコーナーでは、貴重なデータの中から、特徴的な種を取り上げて紹介します。

水辺に春の訪れを告げる
ミズバショウ

日本
植物紀行

監修
角野康郎

＊学会や展示会などへの動画（DVD）の貸し出しもしています。　https://www.expo-cosmos.or.jp/main/pph/index.html
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池ケ原湿原（岐阜県飛騨市）のミズバショウ群落

日本（国内）の分布

寒
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コス
モ
ス
国
際
賞
三
十
回
記
念
の
つ
ど
い・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

顕
彰
事
業

に
生
き
る
動
植
物
等
は
、
全
て
が
つ
な

が
り
関
係
し
て
い
る
と
い
う
コ
ス
モ
ス

国
際
賞
の
イ
メ
ー
ジ
映
像
が
放
映
さ
れ
、

そ
の
後
、
角
和
夫
協
会
理
事
長
の
先
導

で
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
会
場
に
ご
入

場
に
な
り
ま
し
た
。
冒
頭
、
御
手
洗
冨

士
夫
協
会
会
長
に
よ
る
主
催
者
挨
拶
で

は
、「
四
名
の
歴
代
受
賞
者
及
び
参
加

者
へ
の
御
礼
と
自
然
と
人
間
と
の
共
生

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
コ
ス
モ
ス
国
際
賞

の
重
要
性
」
に
触
れ
ら
れ
、
続
く
中
村

桂
子
協
会
参
与
、
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
委

員
会
顧
問
か
ら
は
、「
受
賞
者
に
よ
っ

て
気
候
変
動
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
戦
争

な
ど
の
問
題
を
超
え
て
明
る
い
社
会
を

つ
く
る
基
盤
に
し
て
い
く
こ
と
が
大

事
」、
デ
ィ
ミ
ト
リ
・
ケ
ル
ケ
ン
ツ
ェ

ス
国
際
博
覧
会
事
務
局
長
か
ら
は
「
博

覧
会
は
一
過
性
だ
が
、
コ
ス
モ
ス
国
際

賞
が
大
き
な
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
」
と
の

ご
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
ち
、
天
皇
陛

下
よ
り
次
の
お
こ
と
ば
を
賜
り
ま
し
た
。

「
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
三
十
回
記
念
の
つ

ど
い
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
、
皆
さ
ん

と
共
に
出
席
で
き
る
こ
と
を
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

　
一
九
九
〇
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た

国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
は
、
人
間
が
自

然
を
尊
び
、
調
和
し
な
が
ら
生
き
る

「
自
然
と
人
間
と
の
共
生
」を
基
本
理
念

と
し
て
、
生
命
の
神
秘
と
母
な
る
地
球

の
尊
厳
を
唱
え
る
「
い
の
ち
の
祭
典
」

で
し
た
。
こ
の
博
覧
会
の
理
念
を
継
承

し
、
発
展
さ
せ
て
き
た
「
コ
ス
モ
ス
国

際
賞
」
が
、
こ
の
度
、
国
際
花
と
緑
の

会
に
あ
た
り
、
地
球
の
大
地
、

空
気
、
川
、
海
、
そ
し
て
そ
こ

協紹
会介
事
業

コ
ス
モ
ス
国
際
賞
の
三
十
回
目
の
節
目
を
記
念
し
、
東
京
都
渋
谷
区
の
国
際
連
合
大
学
「
ウ
・
タ
ン
ト
国
際
会
議
場
」
に
て
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
の
ご
臨
席
を
仰
ぎ
、
歴
代
受
賞
者
の
参
加
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

約
三
百
名
の
聴
衆
が
、
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
者
の
「
環
境
正
義
」
や「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
の
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

天皇陛下のおことば

ご臨席の天皇皇后両陛下

自
然
と
人
間
と
の
共
生
を
尊
ぶ

天
皇
陛
下
の
力
強
い
お
こ
と
ば

開

22KOSMOS_2024_spring

博
覧
会
記
念
協
会
や
コ
ス
モ
ス
国
際
賞

委
員
会
を
始
め
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
尽

力
に
よ
っ
て
、
三
十
回
の
節
目
を
迎
え

た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

　
近
年
、
地
球
温
暖
化
に
起
因
す
る
気

候
変
動
、
生
物
多
様
性
の
損
失
な
ど
の

国
際
的
な
課
題
が
深
刻
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
三
年
あ
ま
り
の
間
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
人
類

社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
は

よ
り
広
い
見
識
の
下
、
多
く
の
地
球
規

模
の
課
題
の
克
服
に
努
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
こ
の
三
十
回
の
節

目
の
年
に
、
多
様
な
環
境
と
人
間
と
の

関
係
を
考
究
し
、「
環
境
正
義
」
と
い
う

概
念
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た

ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
＝
フ

レ
シ
ェ
ッ
ト
博
士
が
「
コ
ス
モ
ス
国
際

賞
」
を
受
賞
さ
れ
た
こ
と
を
、
心
か
ら

お
祝
い
い
た
し
ま
す
。

　
全
地
球
的
な
視
点
か
ら
、「
自
然
と

人
間
と
の
共
生
」
と
い
う
理
念
を
継
承

す
る
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
の
意
義
は
、
三

十
年
経
っ
た
今
日
、
一
層
重
要
性
を
増

し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
コ
ス
モ

ス
国
際
賞
が
更
に
回
を
重
ね
、
今
後
と

も
、
人
類
と
地
球
の
よ
り
良
い
将
来
の

た
め
に
寄
与
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
私

の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　
第
二
部
で
は
、
山
極
壽
一
賞
委
員
長

よ
り
「
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
三
十
回
の
歩

み
」
と
し
て
、
複
数
名
の
受
賞
者
の
紹

介
が
行
わ
れ
、
続
い
て
、
二
〇
二
三
年

受
賞
者
シ
ュ
レ
イ
ダ
ー
＝
フ
レ
シ
ェ
ッ

ト
博
士
よ
り
受
賞
に
よ
せ
て
「
環
境
正

義
」
を
交
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
二
〇

〇
九
年
受
賞
者
グ
レ
ッ
チ
ェ
ン
・
デ
イ

リ
ー
博
士
よ
り
「
個
人
の
実
践
と
社
会

の
変
革
に
お
け
る
自
然
の
価
値
」、
最

後
に
二
〇
二
二
年
受
賞
者
フ
ェ
リ
シ
ア

・
キ
ー
シ
ン
グ
博
士
よ
り
「
生
物
多
様

性
の
人
間
の
健
康
に
対
す
る
価
値
」
の

講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　
講
演
後
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
ご
退

場
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
後
、
コ
ス
モ
ス
国
際
賞
選
考
委

員
の
沖
大
幹
東
京
大
学
教
授
に
よ
る

「
水
と
緑
と
我
ら
の
未
来
」と
題
し
た
講

演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、白
山
博
士
、岩
槻
博
士
、キ

ー
シ
ン
グ
博
士
に
よ
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ

ョ
ン
と
し
て
、
未
来
社
会
に
向
け
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
、
提
言
が
あ
り
、
盛
会
の
う

ち
に
閉
会
し
ま
し
た
。

本誌のタイトルは、COSMOSではなく、あ
えてKOSMOSとしています。どちらも意
識・心の領域をも含めた「秩序と調和の宇
宙」を意味しますが、真の共生の在り方を
探る本誌として、古代ギリシアの哲学者た
ちが自然科学を論じたときに用いた
KOSMOSを使うことで、人類の本質的課
題にアプローチしたいと考えています。

2022年受賞者のフェリシア・キーシング博士に
よる講演

歴代受賞者（右より、キーシング博士、岩槻邦
男博士、白山義久博士）によるトークセッション

『KOSMOS』の誌名にこめた思い

今号特集にあたって、郷土料理の食材や調
理法、道具の改良発展、地域独自の自然に
根差した特産品の由来や起源、嗜好品や器、
料理名・呼称など、食にまつわる日本文化
の広がりを改めて認識し、かつては当然の
ことのように手間ひまをかけた食の恩恵に
与かっていたことにも気づかされました。
最近は、生活環境や年齢に応じて献立食材
をセットにし、配送するサービスもありま
すが、それは豊かな自然の恵みを持続可能
にするものであるのか、意識して選択して
いきたいと思います。（花博記念協会K.S.）

編集後記
歴
代
受
賞
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
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萌
黄
は
別
名
を
「
若
草
色
」
と
も
い
い
、
若
葉
の

色
に
似
た
黄
緑
の
こ
と
で
、
色
名
は
「
緑
に
黃
が

立
つ
」の
意
味
。藍
の
下
染
め
に
黄
蘗（
き
は
だ
）

ま
た
は
刈
安
（
か
り
や
す
）
を
上
掛
け
し
て
染
色

し
た
。淡
萌
黄
は
別
名
を「
苗
色
」と
も
い
い
、初

夏
の
田
ん
ぼ
を
覆
う
瑞
々
し
い
稲
の
苗
を
思
わ
せ

る
淡
い
萌
黄
﹇
写
真
﹈
ホ
ッ
プ
の
毬
花
（
雌
花
）、

初
夏
の
水
田
、
上
生
菓
子
・
水
芭
蕉
、
琉
球
ガ
ラ

ス
、
フ
キ
ノ
ト
ウ

「
萌
黄 

も
え
ぎ

　
淡
萌
黄 

う
す
も
え
ぎ
」

表
紙
の
解
説

世
界
に
誇
る

古
典
園
芸

植
物
の
王
者

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
錦
鉢
に
植
え
込
ん
だ
万
年
青
の
展
覧
会
が
各
地
で
催
さ
れ

ま
す
。
緑
の
葉
と
対
照
を
な
す
赤
い
実
も
愛
さ
れ
、「
万
年
青
の
実
」
は
晩
秋
の
季

語
。
肉
厚
の
葉
と
斑ふ

模も

様よ
う

が
織
り
な
す
複
合
芸
は
、
日
本
の
伝
統
園
芸
植
物
の
中

で
も
究
極
の
美
と
評
価
さ
れ
、
周
期
的
な
大
流
行
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

はかなく、
清く、潔く

9
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伝統園芸植物伝統園芸植物

万
年
青

オ
モ
ト

植
栽
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
室
町
時
代
に
な
る
と
観
賞
用
と
し
て

注
目
を
集
め
ま
す
。
日
本
最
古
の
花
道

書
『
仙
伝
抄
』
に
は
、
文
安
二
年
（
一

四
四
五
）
に
万
年
青
を
生
け
花
の
材
料

と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
雪
舟
の
「
四

季
花
鳥
図
」
に
も
、
野
生
種
か
そ
れ
に

ご
く
近
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
万

年
青
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
本
格
的
に
万
年
青
の
園
芸
化
が
始
ま

る
の
は
江
戸
時
代
後
半
で
、
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
）
に
豊
後
日
田
の
育
芳

園
か
ら
出
た
植
物
銘
鑑
『
萬
年
青
』
に

は
、
七
十
九
の
オ
モ
ト
の
園
芸
品
種
が

記
さ
れ
、
地
名
や
人
名
か
ら
と
っ
た
品

種
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
愛
好
者

の
広
が
り
が
窺
わ
れ
ま
す
。
オ
モ
ト
観

賞
は
将
軍
を
は
じ
め
大
名
、
幕
臣
、
医

師
、
豪
商
な
ど
、
主
に
特
権
階
級
や
富

裕
層
の
あ
い
だ
で
流
行
し
ま
し
た
。

　
続
く
天
保
年
間
で
は
投
機
の
対
象
と

し
て
破
格
の
高
値
で
取
引
さ
れ
、
幕
府

に
よ
る
売
買
禁
止
令
が
出
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
幕
末
・
維
新
の
激
動
を
よ
そ
に

珍
種
を
求
め
る
好
事
家
は
栽
培
を
続
け
、

明
治
に
な
っ
て
も
投
機
は
収
ま
ら
ず
、

版
本
や
銘
鑑
の
発
行
も
相
次
ぎ
ま
し
た
。

大
正
、
昭
和
に
入
っ
て
も
人
気
が
衰
え

る
こ
と
は
な
く
、
万
年
青
熱
は
現
在
ま

で
連
綿
と
続
い
て
い
ま
す
。

す
。
日
陰
に
強
く
、
一
年
じ
ゅ
う
青
々

と
し
た
葉
を
広
げ
る
こ
と
か
ら
、
古
く

か
ら
庭
の
根
じ
め
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま

し
た
。
万お

も
と年

青
と
は
、
オ
モ
ト
一
種
か

ら
改
良
さ
れ
た
変
わ
り
葉
の
総
称
で
す
。

江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
斑
入
り
葉
や
変

わ
り
葉
が
出
現
し
、
百
五
十
に
近
い
園

芸
品
種
が
育
成
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で

は
数
百
も
の
品
種
が
存
在
し
、
世
界
に

誇
る
園
芸
植
物
に
発
展
し
て
い
ま
す
。

　
オ
モ
ト
は
や
ま
と
言
葉
で
あ
り
、
そ

の
語
源
は「
大お

お
本も

と
」と
さ
れ
ま
す
が
、確

か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

「
万
年
青
」と
い
う
漢
字
名
は
、オ
モ
ト

が
常
緑
で
、
縁
起
が
良
い
意
味
も
込
め

て
、
後
代
に
中
国
で
付
け
ら
れ
た
名
前

で
す
。
オ
モ
ト
は
魔
除
け
や
吉
祥
の
植

物
と
し
て
中
国
の
伝
承
が
広
く
知
ら
れ
、

ナ
ン
テ
ン
な
ど
の
縁
起
木
と
同
じ
よ
う

に
、
平
安
時
代
か
ら
庭
植
え
に
用
い
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
薬
用
植
物
と
し
て
の

歴
史
も
古
く
朝
廷
や
幕
府
の
薬
草
園
に

モ
ト
は
、
日
本
の
暖
地
の
林
床

に
自
生
す
る
常
緑
の
多
年
草
で

［上］水野忠敬編『小おもと名寄』
関根雲停画、1832年、部分
出典：国会デジタルコレクション
［左］第78回日本おもと名品展
入選作「鷲高隈」（2023年）

オ

観
葉
植
物
と
し
て
の
進
展
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