
 

第
二
節 

食 

事 
 

   

一 

一
日
の
食
事 

(一) 

食
事
の
度
数 

「
南
日
本
文
化
史
」
は
「
郷
土
の
食
生
活
」
主
食
の
項
で
「
食 

事
の
度
数
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

安
土
桃
山
時
代
の
こ
ろ
ま
で
は
食
事
は
一
日
二
食
で
あ
っ 

 

た
。「
お
わ
ん
も
の
が
た
り
」
に
「
昔
は
物
事
不
自
由
な
こ
と 

 

で
お
じ
ゃ
っ
た
。
ま
た
昼
食
な
ど
食
ふ
と
い
う
こ
と
夢
に
も
な 

 

い
こ
と
、夜
に
入
り
夜
食
と
い
ふ
こ
と
も
な
か
っ
た
。」と
い
う
。 

 

江
戸
時
代
末
期
の
さ
え
づ
り
草
、
松
の
葉
に
「
昔
は
今
世
の
ご 

 

と
く
貴
賤
と
も
に
一
日
に
三
度
食
す
る
こ
と
な
く
、
朝
夕
二
度 

 

の
食
也
、
そ
れ
は
武
者
物
語
に
、
凡
そ
人
間
は
高
き
も
ひ
く
き 

 

も
一
日
に
両
度
の
食
な
れ
ば
と
見
え
た
り
、
ま
た
人
の
食
物
は 

      

家
族
だ
け
の
場
合
は
、『
結
束

ゆ
い
た
ば

』
や
他
か
ら
人
夫
を
頼
ん
だ
際 

と
で
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
回
数
や
質
量
に
も
違
い
の
あ
る
こ 

と
は
、
現
今
の
労
働
力
確
保
の
状
態
や
食
生
活
の
状
況
か
ら
し 

て
も
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
家
族
だ
け 

の
場
合
は
平
常
通
り
で
あ
る
の
に
『
結
束

ゆ
い
た
ば

』
や
人
夫
を
使
う
場 

合
は
、
サ
ー
ビ
ス
も
加
わ
っ
て
回
数
が
増
え
る
の
が
常
で
あ
る 

よ
う
に
見
聞
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

  

永
吉
毅
氏
の「
沖
え
ら
ぶ
の
古
習
俗
」の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、 

食
事
の
称
え
方
、
食
事
の
度
数
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
最 

近
の
称
え
方
と
し
て
十
時
～
十
一
時
ご
ろ
の
ヒ
ン
マ
ジ
チ
を
ヒ
ン 

マ
チ
ャ
と
称
え
、
午
後
三
時
ご
ろ
の
ヒ
ン
マ
ジ
チ
を
ヨ
ー
ネ
チ
ャ 

と
称
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
砂
糖
き
び
の
刈
り
取
り
が
、
班
を 

組
織
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
班
員
で
約
束
し
合
っ
て
ア
サ 

チ
ャ
を
略
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
午
後
三
時
の
ヨ
ー
ネ
チ
ャ 

は
家
庭
で
も
農
場
で
も
職
場
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ヒ
ン
マ
ジ
チ 

は
季
節
に
よ
っ
て
も
違
い
、
夏
は
冬
に
比
べ
て
、
度
数
は
習
慣
に 

従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

朝
暮
二
合
五
勺
づ
つ
な
ど
見
え
し
を
も
っ
て
し
る
べ
し
。
按
ず 

る
に
、
今
世
の
ご
と
く
上
下
と
も
一
日
三
度
食
す
る
よ
う
に
な 

り
し
は
い
と
近
く
明
暦
前
後
の
こ
と
な
る
べ
し
。
慶
長
、
元
和
、 

寛
永
の
頃
ま
で
は
正
し
く
二
食
也
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
あ
き 

ら
か
に
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
一
日
三
食
に
な
っ
た
の
が
仮
に 

明
暦
度
（
明
暦
元
年
が
一
六
五
五
年
）
と
お
さ
え
て
も
今
か
ら 

約
三
百
二
、
三
十
年
前
の
こ
と
で
奄
美
諸
島
で
は
、
貢
糖
の
制 

が
布
か
れ
砂
糖
の
民
間
売
買
が
禁
止
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
で
あ 

る
。
奄
美
諸
島
に
お
い
て
も
、
こ
の
頃
に
一
日
二
食
か
ら
三
食 

な
い
し
四
食
に
な
っ
た
も
の
か
、或
は
そ
れ
よ
り
以
前
な
の
か
、 

ま
た
は
そ
の
以
後
に
な
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
そ
の
推
移
を 

知
る
こ
と
は
藩
政
時
代
の
食
事
情
を
知
る
上
か
ら
大
変
興
味
深 

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
調
査
す
る
資
料
す
ら 

な
い
よ
う
で
あ
る
。 

(二) 

食
事
の
唱
え
方 

 
永
吉
毅
著
「
冲
え
ら
ぶ
の
古
習
俗
」
に
よ
れ
ば 

「 
沖
永
良
部
の
場
合
『
朝
食
』
を
メ
ー
シ
、
十
時
～
十
一
時
頃 

 

ヒ
ン
マ
ジ
チ
、
昼
食
（
ア
シ
ィ
）、
晩
食
（
ヰ
イ
）
と
称
え
、 

 

特
別
の
場
合
を
除
き
通
常
や
は
り
一
日
三
食
の
よ
う
で
あ
る
。 

      

(三) 

子
供
の
ヒ
ン
マ
ジ
チ
（
お
や
つ
） 

1 

家
で
の
お
や
つ 

 

す
べ
て
の
生
活
が
自
給
自
足
だ
っ
た
こ
ろ
は
、
子
供
の
お
や
つ 

な
ど
特
別
に
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
食
事
の
残
り
芋
を
尐
々
食
べ 

る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
学
校
か
ら
帰
っ
て
ヒ
ャ
ー
ギ
（
ざ 

る
）
に
残
っ
て
い
る
芋
を
ふ
と
こ
ろ
い
っ
ぱ
い
つ
め
て
タ
ミ
チ
ン 

ト
ー
（
た
め
池
の
そ
ば
の
遊
び
場
）
に
持
っ
て
行
っ
て
、
み
ん
な 

に
配
り
喜
ば
れ
た
の
は
よ
か
っ
た
が
、
牛
の
飼
料
が
尐
な
く
な
っ 

て
い
る
と
母
に
怒
ら
れ
た
。
母
の
手
で
作
っ
て
く
れ
る
お
や
つ
が 

な
か
っ
た
か
ら
、
子
供
た
ち
は
自
然
の
も
の
を
求
め
て
、
自
分
た 

ち
で
お
や
つ
に
あ
り
つ
い
た
。
大
抵
は
次
の
よ
う
な
果
物
類
で
あ 

る
。 

2 

自
然
の
お
や
つ 

 

(１) 

ナ
ー
ス
ビ
（
桑
の
実
） 

 

風
が
吹
い
て
葉
が
落
ち
て
新
芽
を
出
す
の
と
同
時
に
ま
た
实
が 

で
き
る
し
、
紫
色
に
熟
し
た
实
は
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。 

 

(２) 

ヒ
ャ
ー
ギ
ヌ
ナ
イ
（
い
ぬ
ま
き
の
実
） 

 

赤
く
熟
し
た
实
に
青
い
小
さ
な
玉
の
つ
い
た
一
種
変
わ
っ
た
实 

で
甘
く
柔
ら
か
で
寒
天
の
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。 
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(３) 

ク
ー
ビ
（
ぐ
み
） 

 
屋
敶
の
防
風
林
や
山
の
雑
木
に
絡
ま
っ
て
長
く
の
び
、
だ
円
形 

の
实
が
つ
い
た
。
甘
酸
っ
ぱ
い
味
が
し
て
、
木
に
よ
っ
て
大
変
酸 

っ
ぱ
い
の
も
あ
っ
た
。
友
達
同
士
さ
そ
い
合
っ
て
取
り
に
行
く
も 

の
で
あ
っ
た
。 

(４) 

山
イ
チ
ュ
ビ
（
ほ
う
ろ
く
い
ち
ご
） 

 

ザ
ル
を
持
っ
て
友
達
と
さ
そ
い
合
っ
て
山
へ
取
り
に
行
っ
た
。 

大
き
い
の
が
小
鳥
た
ち
に
つ
つ
か
れ
て
い
た
の
は
惜
し
か
っ
た
。 

 

(５) 

ハ
ル
イ
チ
ュ
ビ
（
の
い
ち
ご
） 

 

遠
い
畑
に
行
っ
た
母
が
枝
ご
と
切
っ
て
束
ね
て
持
っ
て
き
て
く 

れ
た
か
わ
い
ら
し
い
い
ち
ご
。
全
島
至
る
所
の
畑
の
周
辺
に
た
く 

さ
ん
あ
っ
た
。 

(６) 

ア
ー
サ
ヌ
ナ
イ
（
ふ
く
ま
ん
ぎ
の
実
） 

 

防
風
林
の
間
に
あ
る
小
さ
い
木
で
、
白
い
花
が
咲
き
、
小
さ
な 

实
が
つ
き
熟
す
る
と
赤
く
な
る
。 

(７) 

シ
ー
ク
リ
ブ 

 

屋
敶
内
に
も
、
時
に
は
山
に
も
あ
っ
た
。
フ
ー
山
（
大
山
）
に 

は
自
生
し
て
い
た
の
で
、隣
組
や
学
校
の
遠
足
で
取
り
に
行
っ
た
。 

知
名
の
人
た
ち
は
和
泊
に
よ
く
売
り
に
き
た
。
終
戦
後
も
珍
重
が 

ら
れ
た
。 

       

(１３) 

オ
ー
ト
ク
リ
ブ 

 

屋
敶
内
に
作
ら
れ
、
み
か
ん
の
中
で
い
ち
ば
ん
早
く
食
べ
ら
れ 

る
お
い
し
い
み
か
ん
。
お
盆
（
旧
歴
七
月
十
五
日
）
の
こ
ろ
か
ら 

食
べ
ら
れ
る
。 

 

(１４) 

ト
ウ
ク
リ
ブ
（
唐
九
年
毋
） 

 

栽
培
さ
れ
て
い
る
果
物
の
王
座
で
、
風
当
た
り
の
強
く
な
い
屋 

敶
内
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
ト
ウ
ク
リ
ブ
は
非
常
に
貴
重
な
も
の 

で
一
個
の
食
べ
方
に
し
て
も
尐
し
の
無
駄
も
な
く
、
皮
も
ア
ク
ミ 

も
皆
食
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

3 

手
作
り
の
お
や
つ 

 

(１) 

イ
ン
ジ
ュ
ミ
ク
（
は
っ
た
い
粉
） 

 

自
分
の
畑
に
で
き
た
小
麦
を
い
っ
て
、
石
臼う

す

で
ひ
き
黒
砂
糖
を 

混
ぜ
て
つ
く
る
。
子
供
の
お
や
つ
や
茶
う
け
な
ど
に
し
た
。 

 

(２) 

豆
類 

 

マ
マ
ミ
（
小
豆
）
タ
ネ
マ
ー
ミ
、
ル
ク
ガ
チ
マ
ー
ミ
な
ど
を
煮 

て
尐
々
塩
を
ふ
っ
た
り
、
ま
た
は
砂
糖
を
入
れ
て
煮
豆
に
し
て
食 

べ
た
。 

(３) 

ジ
マ
ミ
（
落
花
生
） 

 

ほ
と
ん
ど
の
家
庭
で
栽
培
し
て
い
た
。
皮
ご
と
煮
た
り
、
い
っ 

た
り
し
て
食
べ
た
。
ま
た
实
だ
け
を
い
っ
た
り
砂
糖
を
ま
ぶ
し
て 

(８) 

ギ
マ
（
ぎ
ー
ま
） 

 

山
に
自
生
し
て
い
た
。
友
達
と
松
の
落
ち
葉
拾
い
に
行
っ
て
か 

ら
、
唇
が
黒
く
な
る
ま
で
食
べ
父
母
か
ら
し
か
ら
れ
た
こ
と
も 

度
々
で
あ
っ
た
。 

(９) 

シ
ン
（
椎し

い

の
実
） 

 

越
山
の
辺
に
尐
し
し
か
な
く
、
大
変
珍
し
い
も
の
だ
っ
た
。
焼 

い
た
り
蒸
し
た
り
し
て
食
べ
た
。 

(１０) 

ム
ム
（
桃
） 

 

屋
敶
内
、
畑
の
土
手
、
山
な
ど
に
自
生
し
て
い
た
。
桃
の
实
の 

毛
や
未
熟
の
も
の
は
中
毒
を
お
こ
す
と
さ
れ
、
熟
し
た
も
の
を
よ 

く
洗
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
注
意
さ
れ
た
。 

(１１)  

バ
ン
シ
ル
（
ば
ん
じ
ろ
う
） 

 

果
物
の
中
で
い
ち
ば
ん
賞
味
さ
れ
る
も
の
で
、
屋
敶
内
や
畑
の 

土
手
な
ど
に
自
生
し
て
い
た
。
普
通
に
熟
し
て
食
べ
ら
れ
る
も
の 

と
、
イ
シ
バ
ン
シ
ル
と
い
っ
て
、
な
か
な
か
熟
し
な
い
も
の
が
あ
っ 

た
。 (１２) 

ざ
く
ろ 

 

ざ
く
ろ
は
、
鑑
賞
用
、
薬
用
と
し
て
宅
地
内
に
栽
培
さ
れ
て
い 

る
。
实
が
熟
し
て
口
を
開
き
、
赤
い
肉
を
出
し
て
い
る
の
は
き
れ 

い
で
あ
る
が
味
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。 

      

ヤ
ジ
マ
ー
ミ
に
し
て
食
べ
た
。 

 

(四) 

学
童
の
昼
食 

 

家
で
の
主
食
が
唐か

ら

芋い
も

で
あ
っ
た
時
代
の
、
学
校
へ
の
昼
食
も
唐 

芋
弁
当
で
あ
っ
た
。
大
抵
唐
芋
三
、
四
個
と
紙
に
塩
を
包
ん
で
、 

ハ
ン
カ
チ
ま
た
は
ハ
ン
カ
チ
く
ら
い
の
布
に
包
ん
で
持
っ
て
い
っ 

た
。
お
か
ず
に
味
噌

み

そ

漬
け
の
漬
物
が
持
て
た
ら
結
構
な
こ
と
だ
っ 

た
。
塩
を
炊
い
た
後
、
塩
炊
き
な
べ
に
薄
く
張
っ
た
塩
を
き
れ
い 

に
は
が
し
取
っ
て
四
角
に
切
ら
れ
た
も
の
を
マ
シ
ュ
ナ
ン
ジ
チ 

（
塩
の
お
こ
げ
）
と
い
っ
て
、
き
れ
い
に
折
っ
て
友
達
に
配
っ
た 

り
し
た
。
男
の
子
は
高
学
年
に
な
る
と
昼
食
を
入
れ
る
袋
を
丈
夫 

な
糸
で
編
ん
で
芋
を
入
れ
て
さ
げ
て
持
っ
て
い
た
。
弟
た
ち
に
も 

編
ん
で
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
学
校
昼
食
の
唐
芋
の
皮
は
二 

人
持
ち
の
柄
付
き
の
箱
に
入
れ
、当
番
生
か
芋
皮
収
集
所
に
運
び
、 

学
級
の
指
定
さ
れ
た
箱
に
始
末
し
た
。
そ
の
箱
に
は
豚
の
飼
料
と 

し
て
入
札
し
た
人
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
早
く
取
り
に
き
た 

人
た
ち
が
各
箱
と
も
同
じ
量
に
し
て
持
ち
帰
っ
た
。
学
校
で
は
そ 

の
代
金
を
生
徒
用
の
消
耗
品
代
と
し
て
役
立
て
た
。
唐
芋
給
食
は 

終
戦
後
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。 

 

こ
の
と
き
は
、
最
も
食
生
活
の
苦
し
い
と
き
だ
っ
た
。
戦
争
中 
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は
空
襲
空
襲
で
逃
げ
回
り
、
沖
縄
の
次
は
沖
永
良
部
だ
と
全
島
民 

が
悲
観
的
に
な
っ
た
。
い
ち
ば
ん
作
り
や
す
い
唐
芋
の
植
え
付
け 

も
昼
間
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
終
戦
と
同
時
に
祖
国
か
ら
分 

離
、
本
当
に
食
糧
難
時
代
で
あ
っ
た
。 

  

二 

米 

食 

 

(一) 

米
の
由
来 

 

古
代
日
本
米
は
、
い
ま
か
ら
二
千
二
、
三
百
年
前
に
渡
来
し
た 

と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
米
の
故
郷
と
し
て
最
も
妥
当
と
見
て
よ
い 

の
は
中
国
東
南
部
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

広
東
福
建
奥
地
の
野
生
種
は
、
赤
味
を
お
び
た
や
や
長
手
の
米 

を
結
实
す
る
が
、
こ
の
赤
米
が
た
と
え
こ
の
ま
ま
日
本
へ
渡
来
し 

た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
の
も
つ
変
異
に
よ
っ
て
丸
味
を
お
び
た 

白
米
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
り
、
日
本
で
は
こ
の
丸
味
を
お
び
た 

白
米
が
特
に
好
ま
れ
て
選
択
さ
れ
、
し
か
も
日
本
の
風
土
に
も
適 

し
た
の
で
、
現
在
の
日
本
米
が
し
だ
い
に
生
ま
れ
て
き
た
と
解
す 

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
实
は
現
在
で
も
、
古
い
伝
統
と
形 

      

つ
か
み
取
り
、
玄
米
（
ム
ン
ジ
ュ
ミ
）
と
籾
（
ム
ニ
）
に
え
り
分 

け
、
籾
は
さ
ら
に
摺
っ
て
玄
米
に
す
る
。 

3 

精
白
（
フ
ミ
チ
チ
） 

 

普
通
は
竪た

て

杵ぎ
ね

（
テ
ィ
ー
ア
ジ
ム
）
で
一
人
で
つ
く
が
、
多
量
の 

米
を
つ
く
と
き
は
大
臼
（
ヤ
マ
ト
ウ
シ
）
に
入
れ
て
横
杵
（
ヤ
マ 

ト
ア
ジ
ム
）
で
、
一
人
ま
た
は
二
人
で
両
方
か
ら
杵
を
交
互
に
お 

ろ
し
て
搗つ

く
。
搗
い
た
米
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
完
全
食
米
と
な 

る
。 

 

① 

ぬ
か
を
除
く
。
バ
ラ
で
上
下
に
あ
ふ
り
な
が
ら
、
ぬ
か
を 

 
 

前
に
お
い
て
あ
る
む
し
ろ
に
ふ
り
落
と
す
。 

 

② 

砕
米
（
ク
ジ
リ
グ
ミ
）
を
ゆ
す
り
取
る
。 

 

③ 

籾
拾
い
（
ア
ラ
ヒ
ュ
イ
）
を
し
て
仕
上
げ
る
。 

 

ク
ジ
リ
グ
ミ
、
グ
ニ
ャ
グ
ミ
と
い
う
の
は
、
砕
米
の
こ
と
で
ア 

ラ
と
は
玄
米
や
精
米
中
に
混
じ
っ
て
い
る
籾
の
こ
と
で
あ
る
。 

4 

よ
り
分
け
方 

 

米
や
雑
穀
な
ど
に
混
じ
っ
て
い
る
雑
物
を
水
中
で
よ
り
分
け
る 

こ
と
を
タ
シ
ル
ま
た
は
ユ
ナ
グ
と
い
う
。
二
つ
の
器
を
準
備
し
、 

一
つ
の
器
か
ら
水
と
と
も
に
軽
く
ゆ
す
り
な
が
ら
他
の
器
に
移
す 

と
、
底
に
石
や
土
な
ど
の
雑
物
が
残
る
。
こ
れ
を
二
、
三
回
繰
り 

返
し
て
い
る
と
完
全
に
雑
物
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。 

式
を
重
ん
ず
る
祭
祀
用
に
特
に
古
代
の
赤
米
（
黒
米
と
も
い
う
） 

を
保
存
栽
培
す
る
地
方
が
あ
り 

（
奈
良
県
談
山
神
社
は
そ
の
一 

例
）、
ま
た
国
内
南
方
地
域
に
は
、
ア
カ
ゴ
メ
、
ト
ボ
シ
ゴ
メ
、 

ト
ボ
シ
な
ど
の
名
で
、
長
手
の
赤
米
す
な
わ
ち
古
代
米
品
種
を
そ 

の
ま
ま
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
白
米
を
栽
培
し
て
も
、 

遺
伝
的
に
ト
ボ
シ
が
そ
の
中
に
混
ざ
っ
て
出
現
す
る
地
方
が
尐
な 

く
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
長
手
の
赤
米
が
日
本
米
の
祖
型 

で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
ら
、
現
在
で
も
古
い
伝
統
を
持
つ
古
代
的 

祭
事
や
祝
事
に
「
赤
飯
」
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
白
米
を
あ
ず
き
で
着 

色
し
た
も
の
を
作
る
の
は
（
米
を
蒸
す
の
も
古
代
的
習
慣
）
古
代 

米
が
赤
く
て
お
の
ず
か
ら
で
き
た
赤
飯
を
食
べ
て
い
た
こ
ろ
の
遺 

風
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

(二) 

米
の
精
白
法 

1 

稲
を
籾も

み

に
す
る
（
ム
ニ
シ
ー
） 

2 

籾
を
玄
米
に
す
る
（
ム
ニ
ヒ
チ
） 

 
籾
摺

も
み
す
り

臼う
す

（
シ
ル
シ
）
に
籾
を
入
れ
、
臼
の
中
央
に
つ
け
て
あ
る 

縄
を
交
差
さ
せ
て
両
方
で
左
右
に
引
っ
張
っ
て
摺
る
こ
と
を
「
ム 

ニ
ヒ
チ
」
と
い
う
。
ば
ら
（
ハ
ラ
）
で
籾
が
ら
や
し
い
な
を
取
り 

分
け
た
も
の
を
さ
ら
に
ば
ら
で
ゆ
さ
ぶ
り
、
籾
を
中
央
に
集
め
て 

      

5 

臼
で
つ
い
て
籾
か
ら
白
米
に
す
る
精
米
法
（
ム
ニ
を
シ
ャ
ー 

 

ギ
ル
法
） 

 

最
も
古
い
精
米
法
で
、
玄
米
に
す
る
こ
と
な
く
籾
を
そ
の
ま
ま 

臼
に
入
れ
、
杵
で
搗
い
て
精
米
し
た
が
、
沖
永
良
部
で
は
そ
の
方 

法
を
「
ム
ニ
を
フ
シ
ル
」
と
い
う
。
こ
の
方
法
は
簡
単
で
手
軽
に 

で
き
る
の
で
、
急
な
場
合
で
尐
量
の
米
が
必
要
な
と
き
の
最
も
適 

当
な
精
米
法
で
、
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
臼
に
入
れ
て
堅
杵
（
テ 

イ
ア
ジ
ム
）
で
搗
く
の
が
続
い
て
い
た
。 

 

(三) 

炊
飯
の
方
法 

1 

粳
う
る
ち

米
（
ジ
コ
ー
グ
ミ
）
の
炊
き
方
各
種 

 

(１) 

釜か
ま

（
一
～
二
升
炊
き
）
の
飯
の
炊
き
方 

 

米
を
洗
い
、
米
の
二
割
増
の
水
を
入
れ
て
炊
く
の
を
普
通
と
す 

る
が
米
の
種
類
、
米
の
新
古
に
よ
っ
て
水
を
多
尐
加
減
す
る
。
方 

法
と
し
て
、
米
の
上
面
に
指
を
軽
く
当
て
て
中
指
の
一
節
半
ま
で 

水
を
入
れ
る
と
か
、
ま
た
は

掌
て
の
ひ
ら

を
米
の
面
に
当
て
て
、
く
る
ぶ 

し
の
と
こ
ろ
ま
で
水
を
入
れ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
は 

炊
飯
器
を
利
用
す
る
の
で
ひ
と
り
で
に
炊
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い 

て
火
加
減
の
苦
労
は
な
く
な
っ
た
。（
計
量
カ
ッ
プ
を
利
用
す
る
） 

 

大
鍋な

べ

に
多
量
の
飯
を
炊
く
に
は
、
熱
湯
に
洗
っ
た
米
を
入
れ
て 
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炊
き
、
水
が
つ
き
る
こ
ろ
火
を
止
め
、
飯
を
上
下
に
ひ
っ
く
り
返 

し
て
、
芭
蕉

ば
し
ょ
う

の
葉
で
覆
っ
て
か
ら
ふ
た
を
し
め
余
熱
で
蒸
ら
し 

て
炊
き
あ
げ
る
。 

(２) 

甘
藷

か
ん
し
ょ

の
混
ぜ
飯
（
ウ
ム
メ
ー
） 

 

甘
藷
の
皮
を
む
き
、
小
さ
な
さ
い
の
目
に
切
っ
て
米
と
い
っ 

し
ょ
に
炊
き
込
む
。 

(３) 

お
粥か

ゆ

（
ケ
）
の
炊
き
方 

 

お
粥
も
水
を
定
め
て
お
い
て
、
さ
し
水
を
し
な
い
で
炊
く
こ
と 

が
肝
心
で
あ
る
。
米
一
に
対
し
水
六
の
割
で
炊
く
の
が
主
食
と
し 

て
の
普
通
の
割
合
で
あ
る
が
、
好
み
に
よ
り
水
加
減
を
し
た
ら
よ 

い
。
お
粥
は
初
め
か
ら
七
、
八
分
ど
お
り
煮
え
る
ま
で
は
強
火
で 

ふ
た
を
せ
ず
に
煮
て
、
次
に
弱
火
で
炊
き
あ
げ
る
。
米
だ
け
で
炊 

く
粥
を
（
フ
ミ
ケ
ー
）
と
い
う
。
昔
は
病
気
の
と
き
や
お
産
の
と 

き
に
だ
け
、
フ
ミ
ケ
ー
の
恩
典
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で 

あ
る
。 

 

(４) 

味
付
け
飯
に
つ
い
て 

 

明
治
の
こ
ろ
は
、
米
の
飯
を
炊
く
の
は
一
般
家
庭
は
正
月
だ
け 

ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
味
付
け
飯
な
ど
と
い
う
ぜ
い
た
く
を
す 

る
生
活
の
ゆ
と
り
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。大
正
年
間
に
な
っ
て
、 

本
土
と
の
交
流
、
学
校
教
育
な
ど
の
関
係
で
、
昭
和
に
か
け
て
、 

      

な
く
な
る
こ
ろ
上
下
を
ひ
っ
く
り
返
し
中
蓋ぶ

た

（
芭
蕉
葉
で
覆
う
） 

を
し
、
本
蓋
を
し
て
余
熱
だ
け
で
蒸
す
。 

 

水
に
漬
け
た
米
の
場
合
は
（
米
一
に
対
し
水
〇
・
六
の
割
合
） 

た
ぎ
っ
た
湯
の
中
に
米
を
入
れ
て
炊
き
、
水
が
な
く
な
る
こ
ろ
、 

上
を
下
に
か
き
ま
わ
し
て
芭
蕉
葉
で
覆
い
、
蓋
を
し
て
余
熱
で
蒸 

す
。
(注)
芭
蕉
葉
の
な
い
と
き
は
、
ぬ
れ
ぶ
き
ん
三
、
四
枚
重
ね
て 

覆
っ
て
も
よ
い
。 

 

○
こ
わ
め
し
ま
た
は
お
こ
わ
（
ハ
シ
チ
） 

 

（
材
料
）
米
一
に
対
し
小
豆
〇
・
一
か
け
水
○
・
一 

 

（
作
り
方
） 

① 

米
を
十
時
間
内
外
水
に
漬
け
る
。 

② 

小
豆
を
軟
ら
か
く
煮
る
。
小
豆
を
煮
る
と
き
の
最
初
の
煮
汁 

 

は
す
て
て
、
水
を
と
り
替
え
て
煮
る
（
小
豆
の
灰
分
を
除
く
た 

 

め
）
二
回
め
以
降
の
煮
汁
は
汲く

み
取
り
、
水
を
さ
ら
に
替
え
て 

 

煮
る
。
そ
れ
を
三
、
四
回
繰
り
返
し
て
煮
汁
を
と
る
。 

③ 

小
豆
が
煮
え
た
ら
小
さ
じ
一
杯
く
ら
い
の
塩
を
入
れ
る
。 

④ 

米
の
水
を
切
っ
て
汲
み
と
っ
て
お
い
た
小
豆
汁
に
漬
け
る
。 

⑤ 

米
一
に
対
し
か
け
水
○
・
一
の
割
に
し
、
小
さ
じ
一
杯
ほ
ど 

 

の
塩
を
加
え
た
液
を
作
っ
て
お
く
。 

⑥ 

一
様
に
蒸
れ
た
ら
、作
っ
て
お
い
た
液
を
振
り
か
け
な
が
ら
、 

各
種
の
味
付
け
飯
と
か
、
す
し
な
ど
も
家
庭
で
作
ら
れ
る
よ
う
に 

な
っ
た
。 

 

(５) 

米
の
お
じ
や
（
フ
ミ
ド
ウ
シ
ま
た
は
フ
ミ
ミ
シ
ヂ
） 

 

材
料
と
し
て
、
米
、
野
菜
類
、
味
噌

み

そ

、
塩
、
油
な
ど
を
用
い
る
。 

お
じ
や
に
使
う
野
菜
類
に
よ
っ
て
、
そ
の
呼
び
方
が
違
う
。
例
え 

ば
、
唐
芋
の
葉
を
使
え
ば
、「
ウ
ム
ヌ
葉
ド
ウ
シ
」、
ふ
だ
ん
そ
う 

を
使
え
ば
「
ふ
だ
ん
そ
う
ド
ウ
シ
」
等
々
。
甘
藷
を
入
れ
た
お
じ 

や
を
ウ
ム
ド
ウ
シ
と
称と

な

え
、
米
ば
か
り
の
お
じ
や
よ
り
甘
味
が 

あ
っ
て
お
い
し
か
っ
た
。 

 

(６) 

米
を
す
り
つ
ぶ
し
た
粥
（
シ
ー
グ
ミ
ケ
） 

 

粳
米
を
水
に
漬
け
て
す
り
鉢
で
す
り
砕
き
、熱
湯
を
か
け
た
り
、 

煮
た
り
し
て
粥
状
に
作
る
。
小
児
、
老
人
、
病
人
等
の
食
物
と
な 

る
。 

2 

糯も
ち

米ご
め

の
炊
き
方
各
種 

 

(１) 

糯
米
の
飯
（
ム
チ
グ
ミ
メ
ー
ま
た
は
ム
チ
グ
ミ
ミ
シ
） 

 

糯
米
の
飯
に
、
水
炊
き
と
蒸
し
炊
き
が
あ
っ
て
、
蒸
し
た
の
を 

ハ
シ
チ
と
い
い
、
水
炊
き
し
た
の
を
（
ム
チ
グ
ミ
メ
ー
ま
た
は
ム 

チ
グ
ミ
ミ
シ
）
と
い
う
。 

 

○ 

炊
き
方 

米
を
水
に
漬
け
な
い
で
炊
く
と
き
は
（
米
一
に 

対
し
水
〇
・
七
の
割
合
）、
冷
水
か
ら
米
を
入
れ
て
炊
き
、
水
が 

      

む
ら
の
な
い
よ
う
に
軽
く
か
き
ま
ぜ
、
小
豆
を
入
れ
軽
く
ま
ぜ 

て
十
分
に
蒸
す
。 

  

三 

甘
藷

か

ん

し

ょ

食 

 

(一) 

甘
藷
と
食
生
活 

 

亜
熱
帯
の
本
島
で
は
、
一
年
中
畑
に
植
え
っ
ぱ
な
し
、
栽
培
法 

も
た
や
す
く
、
風
害
も
ひ
ど
く
な
い
た
め
、
甘
藷
作
り
が
盛
ん
に 

な
っ
た
。
日
に
二
食
ま
た
は
三
食
と
主
食
の
王
座
を
占
め
、
葉
は 

汁
物
、
雑
炊
、
あ
え
物
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
。
甘
藷
の
伝
来
は
、 

離
島
の
食
糧
難
を
解
決
し
、
そ
の
生
活
が
安
定
し
た
。
名
瀬
市
誌 

に
よ
る
と
、
名
瀬
方
面
で
は
主
食
の
代
用
に
、
も
く
た
ち
ば
な 

（
ア
ー
ク
チ
木
）、
し
ゃ
り
ん
ば
い
（
テ
ー
チ
ギ
）
の
種
子
を
と 

り
出
し
、
そ
れ
を
粉
に
し
て
主
食
の
代
用
に
し
た
と
い
う
記
事
に 

お
ど
ろ
い
た
。
ア
ー
ク
チ
木
の
实
は
針
で
糸
に
通
し
て
、
首
か
ざ 

り
に
し
た
経
験
し
か
な
い
の
で
早
速
先
輩
の
方
に
た
ず
ね
た
ら
、 

永
良
部
で
は
全
然
食
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ 

れ
は
次
の
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。永
良
部
で
は
、 

324 325 



土
地
が
平
た
ん
で
ハ
ブ
も
生
息
せ
ず
年
中
耕
作
で
き
る
恵
ま
れ
た 

島
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
甘
藷
伝
来
か
ら
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま 

で
約
三
百
余
年
間
（
ウ
ム
の
根
と
葉
）
の
生
活
が
続
い
て
、
現
在 

の
米
食
・
粉
食
の
現
代
生
活
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

(二) 

甘
藷
の
効
能
・
伝
来
等 

 

「
公
民
館
だ
よ
り
」（
昭
和
四
十
九
年
五
月
十
日
発
行
）
に
、 

栄
養
改
善
推
進
委
員
の
日
置
ミ
ネ
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い 

る
。 

 
 
 

「
長
寿
の
素 

ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
を
持
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ら
い
も
を
見
な
お
そ
う
」 

 
 

か
ん
し
ょ
は
、
中
南
米
原
産
の
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
多
年
草
で
、 

 

原
産
地
に
は
数
千
年
前
か
ら
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
一
四
九
二
年 

 

に
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
伝
え
ら
れ
た
の
が
伝 

 

ぱ
の
は
じ
め
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
マ
ラ 

 

イ
に
普
及
し
た
。
さ
ら
に
熱
帯
地
域
、
中
国
へ
と
伝
わ
り
、
日 

 

本
へ
は
ル
ソ
ン
島
か
ら
直
接
長
崎
を
経
て
、
九
州
南
部
へ
伝 

 

わ
っ
た
場
合
と
、
中
国
か
ら
琉
球
、
種
子
島
を
経
て
九
州
南
部 

 

へ
は
い
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
は
九
州
地
方
に
か 

       

 

特
に
い
も
類
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
、
野
菜
類
と
違
っ
て
貯
蔵
し 

て
も
安
定
し
て
い
る
し
、
調
理
加
工
し
て
も
残
る
量
が
多
い
の 

が
特
長
で
あ
る
。
か
ら
芋
特
に
黄
色
の
濃
い
も
の
に
、
ビ
タ
ミ 

ン
Ａ
の
母
体
で
あ
る
カ
ロ
チ
ン
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
カ
ロ 

チ
ン
は
油
と
と
も
に
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
内
で
ビ
タ
ミ 

ン
Ａ
と
な
り
、
有
効
な
働
き
を
す
る
も
の
で
、
カ
ロ
チ
ン
を
含 

む
か
ら
芋
は
、油
を
用
い
た
他
の
料
理
と
組
み
合
わ
せ
る
と
か
、 

揚
げ
て
用
い
る
と
効
果
が
大
き
い
。か
ら
芋
の
た
ん
ぱ
く
質
は
、 

そ
の
質
が
す
ぐ
れ
て
い
て
、
米
の
た
ん
ぱ
く
質
と
組
み
合
わ
せ 

る
と
、
米
の
た
ん
ぱ
く
質
の
価
値
が
あ
が
り
、
米
の
た
ん
ぱ
く 

質
に
不
足
し
が
ち
な
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
（
長
生
き
に
深
い
関
係 

の
あ
る
ア
ミ
ノ
酸
）
が
か
ら
芋
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、 

い
も
を
食
べ
る
と
米
の
た
ん
ぱ
く
質
を
補
う
効
果
が
あ
る
。 

 

食
べ
方
と
し
て
は
、
私
た
ち
の
先
祖
か
ら
常
食
と
し
て
い
た 

頃
の
煮
芋
、
芋
飯
、
芋
が
ゆ
、
芋
も
ち
、
芋
て
ん
ぷ
ら
、
汁
の 

实
に
用
い
ら
れ
、
菓
子
と
し
て
、
芋
よ
う
か
ん
、
芋
あ
ん
、
芋 

せ
ん
べ
い
、
芋
か
り
ん
と
う
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
料
理
法
が
工
夫 

さ
れ
て
い
る
。 

 

工
業
的
に
で
ん
ぷ
ん
製
造
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
原
料
、
国
内
甘 

な
り
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
、
急
速
に
日
本 

全
土
に
広
が
っ
た
の
は
、
享
保
年
間
で
あ
る
。
特
に
一
七
三
二 

年
（
享
保
一
七
年
）
の
き
き
ん
の
時
、
そ
の
価
値
を
発
揮
し
た 

の
で
、
将
軍
徳
川
吉
宗
が
食
糧
政
策
と
し
て
、
か
ん
し
ょ
の
栽 

培
に
力
を
入
れ
、
青
木
昆
陽
を
起
用
し
、
薩
摩
か
ら
サ
ツ
マ
イ 

モ
を
取
寄
せ
、
全
国
へ
の
普
及
を
企
画
し
た
。
そ
の
後
、
明
和
、 

天
明
、
文
化
、
天
保
の
き
き
ん
に
際
し
て
、
米
麦
な
ど
の
主
要 

食
物
に
代
っ
て
大
い
に
効
果
を
あ
げ
、
年
々
作
付
面
積
が
増
加 

し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
み
る
と
、
わ
が
沖
永
良
部
に
は
ル
ソ
ン
島
か
ら
中 

国
を
経
て
琉
球
に
は
い
り
、
道
の
島
々
に
伝
わ
っ
た
の
で
、
か 

ら
芋
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
郷
土
史
年
表
で
は
、
一 

六
〇
七
年
琉
球
に
て
野
国
総
官

し
も
く
に
そ
う
か
ん

甘
藷
種
を
福
建
よ
り
得
て
帰 

り
繁
殖
せ
し
む
と
あ
る
か
ら
、
わ
が
島
に
も
三
百
五
十
年
程
前 

に
移
植
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

か
ら
芋
は
、
い
も
類
の
中
で
も
っ
と
も
栄
養
分
を
も
っ
て
お 

り
、
そ
の
成
分
は
で
ん
ぷ
ん
（
二
〇
～
二
五
％
）
糖
分
（
四
～ 

六
％
）
た
ん
ぱ
く
質
（
二
％
）
ビ
タ
ミ
ン
Ａ(

カ
ロ
チ
ン
）
Ｂ
・ 

Ｃ
（
一
〇
〇
グ
ラ
ム
中
三
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
を
含
ん
で
お
り
、 

ア
ル
カ
リ
性
物
質
も
含
ん
で
い
る
の
で
有
用
な
食
べ
物
で
あ
る
。 

       

味
自
給
体
制
の
一
環
と
し
て
、
結
晶
ぶ
ど
う
糖
の
製
造
原
料
に 

も
な
っ
て
い
る
。
高
度
経
済
生
長
の
結
果
、
招
来
し
た
狂
乱
物 

価
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
で
あ
る
。
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
は 

お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
時
こ
そ
、
自
分
た
ち
の
生
活 

を
み
つ
め
、
か
ら
い
も
を
見
直
す
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

昭
和
四
十
二
年
頃
、
長
生
き
博
士
近
藤
先
生
の
発
表
で
、
長 

寿
番
付
で
わ
が
和
泊
町
が
全
国
で
四
位
、
県
で
一
位
で
あ
っ
た 

の
も
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
。
長
生
き
の
源
で
あ
る
ト
リ
プ 

ト
フ
ァ
ン
を
多
く
持
っ
た
か
ら
い
も
と
、
ま
わ
り
の
海
の
海
草 

と
小
魚
、
自
作
の
新
鮮
な
野
菜
が
主
食
料
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ 

う
。
家
畜
の
飼
料
化
し
た
か
ら
い
も
を
見
直
し
て
、
毎
日
の
食 

卓
に
、
子
ど
も
の
お
や
つ
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
市
販 

の
食
品
や
お
菓
子
類
は
防
腐
剤
・
着
色
料
・
甘
味
料
等
の
食
品 

公
害
が
叫
ば
れ
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
に
も
あ
き
て
、
自
然
食 

が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
お
互
に
現
代
に
マ
ッ
チ
し
た
調
理
法
を 

工
夫
研
究
し
て
、
健
康
で
明
る
い
家
庭
作
り
に
励
み
た
い
も
の 

だ
と
思
う
。 
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(三) 

甘
藷
食
の
い
ろ
い
ろ 

1 
甘
藷
の
粒
煮
（
ウ
ム
ヌ
マ
ル
ニ
） 

 

ウ
ム
ヌ
マ
ル
煮
は
、
皮
つ
き
の
ま
ま
丸
煮
に
す
る
方
法
で
、
家 

族
、
家
畜
の
多
尐
に
よ
っ
て
、
一
斗
炊
き
、
八
升
炊
き
と
い
う
大 

鍋な
べ

に
大
粒
を
底
に
し
て
、
し
だ
い
に
大
き
い
順
に
鍋
に
つ
め
、
甘 

藷
の
面
よ
り
や
や
尐
な
め
に
水
を
入
れ
、麦
わ
ら
で
作
っ
た
蓋ふ

た（
ハ 

マ
タ
）
を
し
て
煮
る
。
強
火
で
煮
て
汁
を
切
っ
て
余
熱
で
蒸
し
煮 

す
る
。
食
事
に
出
す
と
き
に
は
、
小
さ
い
芋
入
れ
ざ
る(

ウ
ム
セ
ー 

マ
グ
）
に
入
れ
て
出
す
。
冬
の
早
朝
、
家
族
そ
ろ
っ
て
セ
ー
マ
グ 

を
囲
ん
で
、
あ
つ
い
芋
を
ふ
き
ふ
き
頭
を
寄
せ
合
っ
て
食
べ
た
唐か

ら 

芋い
も

と
赤
味
噌

み

そ

の
味
は
、
い
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
懐
か
し
い
わ
が 

家
の
味
で
あ
る
。 

2 

ね
り
芋
（
ウ
ン
バ
ニ
） 

 

皮
を
む
き
、
煮
芋
に
し
て
、
長
い
大
き
な
シ
ャ
モ
ジ
（
イ
ビ
ラ
） 

で
つ
ぶ
し
て
、
食
事
の
と
き
お
碗わ

ん

に
入
れ
て
出
す
、
芋
ば
か
り
の 

ご
は
ん
の
こ
と
で
あ
る
。 

3 

炊
き
合
わ
せ
（
タ
ッ
チ
ョ
シ
ャ
） 

 

ね
り
芋
を
作
り
、
そ
れ
に
粳

う
る
ち

米
の
粉
、
ま
た
は
糯も

ち

米
の
粉
や 

片
栗

か
た
く
り

粉こ

な
ど
を
入
れ
て
炊
き
あ
げ
る
。
ほ
か
に
、
皮
を
む
い
た
芋 

      

6 

芋
入
れ
雑
炊
（
ウ
ム
ド
ー
シ
） 

 

尐
し
の
米
で
お
じ
や
を
炊
く
と
き
に
は
、大
抵
唐
芋
を
入
れ
た
。 

芋
の
皮
を
こ
そ
ぎ
取
り
、
大
き
め
に
切
っ
て
入
れ
た
。
大
豆
を
入 

れ
て
作
る
と
き
に
は
、
大
豆
の
ご
り
ご
り
し
た
歯
ご
た
え
に
、
唐 

芋
の
甘
味
、
た
く
さ
ん
入
れ
て
あ
る
野
菜
の
香
り
、
熱
い
も
の
を 

ふ
き
ふ
き
食
べ
た
大
家
族
の
夕
食
、
添
え
物
は
、
焼
き
魚
を
混
ぜ 

た
味
噌

み

そ

か
漬
け
菜
だ
っ
た
。 

7 

芋
飯
（
ウ
ム
メ
ー
） 

 

普
通
の
米
飯
を
炊
く
よ
う
に
水
加
減
し
た
米
に
、
芋
の
皮
を
む 

き
、
さ
い
の
目
に
切
っ
た
唐
芋
を
水
に
つ
け
て
灰
汁

あ

く

ぬ
き
し
た
の 

を
炊
き
こ
む
。
本
当
は
、
唐
芋
の
甘
味
が
あ
っ
て
お
い
し
い
の
だ 

が
、
米
を
補
う
た
め
に
芋
を
入
れ
た
の
だ
と
い
う
先
入
観
が
あ
る 

た
め
か
、
や
っ
ぱ
り
米
だ
け
の
ご
は
ん
の
方
が
お
い
し
か
っ
た
。 

 

○
甘
藷
は
、
唐
芋
飴あ

め

の
原
料
・
味
噌
の
原
料
・
菓
子
類
の
原 

 

料
・
み
き
（
ミ
シ
ョ
ー
）
の
原
料
に
な
り
、
葉
は
野
菜
と
し
て
、 

 

お
つ
ゆ
・
雑
炊
・
酢
の
物
と
な
り
、
と
て
も
重
宝
な
食
料
で 

 

あ
っ
た
。
芋
の
煮
汁
・
芋
皮
・
芋
づ
る
は
、
豚
や
牛
の
飼
料
と 

 

な
り
、
私
た
ち
の
食
生
活
に
重
要
な
位
置
を
し
め
、
私
た
ち
の 

 

生
命
を
保
っ
て
く
れ
た
。 

 

と
田
芋
を
煮
て
、
そ
れ
に
米
の
粉
を
入
れ
て
炊
き
あ
げ
た
も
の
も 

あ
る
。
こ
れ
は
旧
暦
十
月
十
五
日
の
海
お
り
（
ウ
ミ
リ
）
に
各
家 

庭
で
作
っ
て
、
部
落
ぐ
る
み
で
浜
で
一
晩
遊
び
あ
か
し
た
行
事
の 

と
き
に
食
べ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
米
や
麦
の
種
子
を
ま
い
た 

日
の
晩
に
、
種
子
を
ま
き
終
え
た
喜
び
と
豊
作
を
祈
っ
て
、
タ
ッ 

チ
ョ
シ
ャ
を
炊
い
た
。
こ
れ
を
（
タ
ニ
マ
チ
ハ
ン
ダ
ニ
）
と
い
っ 

た
。
野
菜
の
煮
付
け
や
、
な
ま
す
な
ど
を
作
っ
て
、
家
族
で
楽
し 

く
食
べ
た
。 

4 

芋
粥が

ゆ

（
ウ
ム
ケ
ー
） 

 

芋
だ
け
で
炊
い
た
り
、
粟あ

わ

・
米
な
ど
の
混
ぜ
粥
を
作
っ
た
。
ど 

の
炊
き
方
で
も
、
い
も
粒
を
て
い
ね
い
に
つ
ぶ
し
て
か
ら
使
用
す 

る
。 

5 

唐
芋
い
り
（
ウ
ム
イ
ー
チ
） 

 

芋
の
皮
を
む
き
、
適
宜
に
切
っ
て
、
水
を
尐
な
め
に
入
れ
て
、 

う
す
味
程
度
に
塩
を
加
え
て
煮
る
。
煮
え
た
ら
食
油
・
ね
ぎ
を
入 

れ
て
仕
上
げ
る
。
煮
芋
で
作
る
場
合
は
、
皮
を
む
き
適
宜
に
切
り 

油
で
い
た
め
味
付
け
を
し
て
、
ね
ぎ
ま
た
は
に
ん
に
く
等
、
青
野 

菜
を
入
れ
て
仕
上
げ
る
。
野
草
の
の
び
る
の
出
は
じ
め
は
、
一
層 

こ
う
ば
し
く
食
欲
を
そ
そ
る
。 

       

四 

麦
（
ム
ジ
）
食 

 

麦
は
米
と
と
も
に
人
類
の
二
大
食
品
で
、
昔
か
ら
米
と
と
も
に 

多
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
沖
永
良
部
島
に
は
「
麦
は
諸 

作
の
大
兄や

く

」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る
。
麦
の
種
類
は
、
小
麦
・ 

大
麦
・
裸
麦
等
が
生
産
さ
れ
た
。
小
麦
は
醤
油

し
ょ
う
ゆ

・
味
噌

み

そ

の
原
料 

と
な
り
、
麦
粉
・
は
っ
た
い
粉
な
ど
に
製
粉
さ
れ
て
、
め
ん
類
・ 

菓
子
類
、
麩ふ

類
に
加
工
さ
れ
、
う
ど
ん
や
混
ぜ
飯
、
混
ぜ
粥が

ゆ

と
な 

っ
て
主
食
を
補
い
、
天
麹
羅

て

ん

ぷ

ら

、
麩
類
に
な
っ
て
副
食
物
と
な
り
貴 

重
な
も
の
で
あ
る
。
裸
麦
は
大
麦
の
一
品
種
で
、
食
糧
・
ビ
ー
ル 

の
原
料
と
な
る
。
大
麦
は
食
糧
と
な
り
、
ま
た
、
醤
油
・
味
噌
・ 

ビ
ー
ル
飴あ

め

の
材
料
と
な
る
。 

 

(一) 

麦
飯
（
ム
ジ
メ
ー
） 

大
麦
に
水
を
加
え
て
臼う

す

で
横
杵ぎ

ね

で
十
分
に
搗つ

い
て
麦
皮
を
取
り 

去
り
、
四
、
五
時
間
水
に
漬
け
、
麦
の
量
の
三
倍
の
水
を
入
れ
て 

煮
る
。
水
が
な
く
な
っ
た
ら
、
さ
ら
に
水
を
加
え
て
柔
ら
か
く
な 

る
ま
で
煮
る
。
麦
飯
に
は
冷
や
汁
を
か
け
て
食
べ
る
。
冷
や
汁
は 

味
噌
を
適
当
の
濃
さ
に
水
で
溶
き
、
千
切
り
に
し
た
そ
の
葉
を
薬 
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味
に
添
え
る
。 

 
○
は
っ
た
い
粉
粥
（
イ
ン
ジ
ュ
ミ
ケ
） 

 

小
麦
を
い
っ
て
石
臼
で
ひ
き
、
ふ
る
い
を
通
し
て
は
っ
た
い
粉 

を
作
り
、そ
れ
で
粥
を
炊
く
。こ
う
ば
し
い
香
り
が
珍
重
が
ら
れ
、 

つ
わ
り
が
ひ
ど
く
て
い
ま
ま
で
食
べ
て
い
た
食
べ
物
が
何
も
食
べ 

ら
れ
な
い
妊
婦
も
、
こ
の
イ
ン
ジ
ュ
ミ
ケ
ー
だ
け
は
喜
ん
で
食
べ 

た
と
い
う
。
は
っ
た
い
粉
は
、
砂
糖
を
混
ぜ
て
子
供
の
お
や
つ
や 

お
茶
う
け
に
な
っ
た
り
、
型
菓
子
な
ど
に
も
使
わ
れ
た
。 

 

○
麦
粉
は
芋
と
混
ぜ
て
天
麩
羅
を
作
っ
た
り
、
砂
糖
と
水
を
加 

 

え
て
、
鍋な

べ

で
焼
き
餅も

ち

（
ヤ
チ
ム
チ
）
を
作
っ
た
。 

 

(二) 

麦
芽
（
ミ
ヤ
ー
シ
ー
） 

 

甘
酒
み
た
い
に
飲
む
飲
み
物
（
ミ
シ
ョ
ー
）
を
作
る
と
き
に
使 

わ
れ
る
甘
味
料
で
あ
る
。 

 

大
麦
を
一
昼
夜
水
に
漬
け
、
ふ
く
ら
ん
だ
麦
を
、
芭
蕉

ば
し
ょ
う

の
葉 

を
敶
い
た
ザ
ル
に
適
当
の
厚
さ
に
広
げ
、
一
日
に
三
、
四
回
の
水 

を
ふ
り
か
け
、
上
か
ら
芭
蕉
の
葉
で
覆
っ
て
お
く
。
芽
が
一
セ
ン 

チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
伸
び
た
と
き
、
日
に
干
し
て
乾
燥
さ
せ
、 

そ
れ
を
石
臼
で
粉
に
し
て
、
ミ
シ
ョ
ー
を
作
る
と
き
に
甘
味
料
と 

し
て
用
い
る
。 

       

(一) 

粟
飯
（
オ
ー
メ
ー
）
等 

 

粟
に
も
粳

う
る
ち

、
糯も

ち

が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
主
食
と
し
て
米
に
混
ぜ 

て
粟
飯
（
オ
ー
メ
ー
）、
粟
粥が

ゆ

（
オ
ー
ケ
ー
）、
粟
雑
炊
（
オ
ー
ド 

ウ
シ
）
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
粟
は
独
特
の
こ
う
ば
し
さ
が
あ
り
、 

粟
飯
は
炊
き
た
て
は
香
り
が
よ
く
て
お
い
し
い
が
、
冷
え
た
ら
固 

く
な
り
、
そ
こ
ら
一
面
散
ら
ば
っ
て
始
末
に
お
え
な
い
。
糯
粟
は 

ね
ば
り
気
が
強
く
、
だ
ん
ご
や
粟
餅も

ち

に
用
い
ら
れ
た
が
、
糯
粟
を 

作
る
の
は
、
尐
数
の
家
庭
し
か
作
ら
な
か
っ
た
。 

 

粟
粥
の
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
、
い
ま
で
も
口
を
つ
い
て
出
る 

句
が
あ
る
。「
ケ
ー
ミ
ガ
チ
ュ
ン
ド
、
チ
ャ
ギ
ガ
チ
ュ
ン
ド
、
オ
ー 

ケ
ー
タ
チ
、
ミ
ー
タ
ク
ラ
サ
」。
ケ
ー
ミ
と
い
う
の
は
、
ま
ぶ
た
に 

で
き
た
は
れ
物
の
き
ず
あ
と
が
目
を
ひ
き
つ
っ
て
目
の
か
っ
こ
う 

が
へ
ん
に
な
る
。そ
ん
な
人
に
ま
た
熱
い
粟
粥
を
ひ
っ
か
け
た
ら
、 

や
け
ど
を
し
て
一
層
見
苦
し
く
な
る
。
鬼
ご
っ
こ
の
と
き
、
鬼
を 

か
ら
か
い
な
が
ら
、
逃
げ
回
る
子
供
た
ち
の
口
を
つ
い
て
出
る
文 

句
で
あ
っ
た
。 

 

冬
の
晩
に
、
海
に
魚
取
り
（
テ
ィ
ヌ
チ
）
に
行
く
と
き
に
、
粟 

粥
を
食
べ
て
行
く
と
、
体
が
ホ
カ
ホ
カ
温
ま
り
、
あ
ま
り
寒
さ
を 

感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。 

五 

粟あ
わ

（
オ
ー
）
食 

 

粟
は
、
東
イ
ン
ド
が
原
産
地
で
、
稲
よ
り
も
早
く
作
ら
れ
た
と 

い
う
。
粟
は
温
暖
乾
燥
地
を
好
み
、
耐
干
性
も
強
く
、
成
熟
も
早 

い
が
、
台
風
期
の
作
物
で
あ
る
の
が
欠
点
で
あ
る
。
長
所
と
し
て 

は
、他
の
穀
類
の
よ
う
に
虫
害
に
遭
わ
ず
、よ
く
乾
燥
さ
せ
れ
ば
、 

長
年
月
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
時
の
主
食
と
し
て
重
要
で 

あ
っ
た
。
本
島
で
も
大
農
家
の
人
た
ち
が
日
常
の
生
活
は
つ
つ
ま 

し
く
粟
を
中
心
に
穀
類
を
蓄
え
て
あ
っ
た
お
陰
で
、
き
き
ん
か
ら 

島
民
を
救
っ
て
薩
摩
藩
主
か
ら
表
彰
さ
れ
た
と
い
う
美
談
も
伝
え 

聞
い
て
い
る
。
そ
れ
は
享
保
年
間
（
い
ま
か
ら
二
百
六
十
年
ぐ
ら 

い
前
）
で
、
表
彰
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
ク
ン
ゼ
ー
前
富
（
川
間
氏
）、 

フ
チ
カ
ヌ
宮
盛
（
大
納
氏
）、
ト
ド
チ
ア
ガ
リ
（
徳
氏
）
で
あ
っ 

た
と
い
う
。
ま
た
最
近
で
は
、
終
戦
直
後
の
食
糧
難
の
折
、
玉
城 

の
伊
井
中
直
氏
の
倉
に
は
祖
父
、
父
の
代
か
ら
の
粟
が
蓄
え
て 

あ
っ
た
。
こ
ん
な
時
の
た
め
だ
と
早
速
分
け
て
あ
げ
た
。
も
ら
っ 

た
方
で
は
、
大
変
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、
皆
さ
ん
か
ら
農
作
業
を 

手
伝
っ
て
い
た
だ
き
感
謝
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

        

慶
長
年
間
、
島
津
勢
が
琉
球
征
伐
の
途
中
、
永
良
部
に
上
陸
し 

た
と
き
、
島
の
人
た
ち
が
敵
兵
降
伏
の
た
め
炊
い
た
粟
粥
を
、
敵 

兵
が
食
べ
て
大
い
に
士
気
を
鼓
舞
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る 

が
、
こ
れ
は
穀
霊
を
あ
が
め
る
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。 

六 

高
粱

こ
う
り
や
ん

（
ト
ー
ジ
ニ
） 

 

高
梁
に
は
、
赤
高
粱(

ア
ー
ト
ー
ジ
ニ
）
と
黒
高
梁
（
ク
ル
ト
ー 

ジ
ニ
）
が
あ
る
。
黒
高
梁
が
穂
の
垂
れ
も
大
き
く
粒
も
大
き
い
の 

で
、
大
抵
の
家
庭
で
は
こ
れ
を
作
っ
て
い
る
。
唐
ジ
ニ
と
い
う
名 

前
か
ら
推
し
て
、
中
国
か
ら
琉
球
を
経
て
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と 

思
わ
れ
る
。 

 

高
粱
は
、
家
畜
の
多
い
家
庭
で
は
高
粱
だ
け
を
ま
き
、
株
か
ら 

出
た
小
さ
い
高
梁
は
家
畜
の
飼
料
と
な
る
。
普
通
の
家
庭
で
は
、 

粟あ
わ

・
つ
る
の
あ
る
島
大
豆
（
シ
マ
マ
ー
ミ
）
が
同
じ
畑
に
ま
か
れ 

て
い
る
こ
と
が
多
い
。 

 

(一) 

高
粱
の
製
法 

1 

穂
に
四
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
茎
を
つ
け
て
刈
り
取
り
日
に
干 

 

し
た
後
、
む
し
ろ
や
ば
ら
（
ハ
ラ
）
の
中
で
包
丁
の
背
で
实
を 
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こ
ぎ
落
と
す
。 

2 
こ
ぎ
落
と
し
た
实
を
石
臼う

す

に
入
れ
て
殼
を
除
き
、臼
で
搗つ

い 

 

て
ふ
る
い
に
か
け
、
ま
た
出
て
く
る
殼
を
石
臼
に
入
れ
て
す
っ 

 

か
り
殼
を
除
き
实
だ
け
に
す
る
。 

3 

殻
を
除
い
た
实
を
水
に
一
晩
浸
し
て
水
切
り
を
し
て
か
ら
、 

 

臼
で
搗
い
て
粉
に
し
て
ふ
る
い
わ
け
て
製
品
と
す
る
。 

 

(二) 

利
用
法 

 

高
粱
飯
（
ト
ー
ジ
ニ
メ
ー
）、
高
粱
粥か

ゆ

（
ト
ー
ジ
ニ
ケ
ー
）
は
、 

高
粱
の
粒
の
あ
る
の
を
米
と
い
っ
し
ょ
に
入
れ
て
炊
き
こ
む
。
高 

粱
の
小
豆
よ
り
尐
々
赤
味
を
帯
び
た
色
が
ご
は
ん
に
出
て
、
そ
の 

う
え
ね
ば
り
が
あ
る
の
で
子
供
た
ち
に
喜
ば
れ
た
。
高
粱
粥
も
、 

米
だ
け
の
粥
よ
り
ね
ば
り
が
あ
っ
て
お
い
し
い
。
そ
の
ほ
か
、
炊 

き
合
わ
せ
（
タ
ッ
チ
ョ
シ
ャ
）
や
高
粱
餅も

ち

（
ト
ー
ジ
ニ
ム
ッ
チ
） 

等
を
作
る
。
タ
ッ
チ
ョ
シ
ャ
は
、
唐か

ら

芋い
も

を
き
れ
い
に
こ
さ
え
て
煮 

て
つ
ぶ
し
、
そ
の
中
に
高
粱
粉
を
水
ど
き
し
て
入
れ
よ
く
混
ぜ
合 

わ
せ
て
仕
上
げ
る
。
高
粱
餅
は
、
お
盆
の
十
四
日
に
お
先
祖
様
へ 

お
供
え
す
る
習
慣
が
あ
る
の
で
、多
く
の
家
庭
で
こ
れ
を
作
っ
た
。 

子
供
た
ち
は
、
餅
の
煮
上
が
る
の
を
ま
だ
か
ま
た
が
と
待
っ
て
い 

た
。
戦
前
ま
で
は
農
家
で
高
梁
を
作
り
、
お
盆
の
十
四
日
に
は
、 

      

に
覆
わ
れ
て
畑
作
の
で
き
な
い
所
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
ど
っ
か 

と
根
を
お
ろ
し
、
親
子
孫
と
大
き
な
株
と
な
り
、
雌
株
、
雄
株
別
々 

に
繁
茂
し
て
い
る
。
濃
緑
の
つ
や
や
か
な
葉
が
夏
の
強
烈
な
太
陽 

を
受
け
、
照
り
は
え
て
い
る
状
景
は
、
さ
す
が
は
南
の
島
だ
と
い 

う
印
象
を
深
く
す
る
。 

 

蘇
鉄
の
す
べ
て
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。
薪
に
肥 

料
に
防
風
用
に
、
特
に
食
糧
と
し
て
は
、
主
食
の
唐か

ら

芋い
も

の
補
充
と 

な
り
、
き
き
ん
年
に
は
主
食
と
な
っ
て
島
民
を
救
っ
て
く
れ
た
。 

大
東
亜
戦
争
前
は
、
蘇
鉄
の
实
（
ヤ
ナ
ブ
）
は
味
噌

み

そ

の
原
料
、
牛 

豚
の
飼
料
に
な
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。終
戦
と
な
っ
た
と
た
ん
に
、 

そ
れ
ま
で
空
襲
〳
〵
で
壕ご

う

生
活
を
し
た
私
た
ち
に
は
食
べ
物
は

な
く
、
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
日
に
祖

国
か
ら
分
離
さ
れ
、
自
給
自
足
を
す
る
運
命
と
な
っ
た
。
現
状
を

察
知
し
て
、
事
業
家
は
製
粉
会
社
を
建
て
た
。
ほ
と
ん
ど
蘇
鉄
の

幹(

ド
ゥ
ッ
テ)

を
粉
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
粥か

ゆ

に
し
て
は
の

ど
を
こ
さ
い
で
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
抵
が
味
噌
の
原

料
に
し
た
。
豊
富
な
物
資
に
取
り
ま
か
れ
て
い
る
現
代
人
に
は
想

像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

今
度
の
取
材
で
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
国
頭
で
、
大
正
初
期 

生
ま
れ
の
方
が
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
を
し
て
く
れ
た
。
北
海
岸
に 

ト
ー
ジ
ニ
ム
ッ
チ
を
作
っ
て
い
た
が
、
終
戦
後
は
す
っ
か
り
な
く 

な
っ
た
。
現
在
は
、
牛
の
飼
料
と
し
て
ソ
ル
ゴ
ー
と
い
う
赤
高
粱 

に
よ
く
似
た
牧
草
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
乾
燥
さ
せ
て
牛
に
与
え 

て
い
る
。 

七 

と
う
も
ろ
こ
し
（
ト
ー
キ
ミ
） 

 

子
供
の
い
る
家
庭
な
ど
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
作
ら
れ
な
か
っ 

た
。
そ
れ
を
蒸
し
た
り
、
焼
い
た
り
し
て
子
供
た
ち
は
食
べ
た
。 

实
の
先
に
つ
い
て
い
る
無
数
の
ひ
げ
は
、
腎じ

ん

臓
病
の
利
尿
に
よ
い 

と
し
て
乾
燥
し
て
蓄
え
て
い
た
。 

八 

蘇
鉄

そ

て

つ

食 

(一) 

き
き
ん
と
蘇
鉄
食 

 
近
代
に
は
、
き
き
ん
の
こ
と
を
蘇
鉄
地
獄
と
い
っ
た
。
蘇
鉄
は 

備
荒
食
品
と
し
て
十
八
世
紀
の
初
め
に
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

沖
永
良
部
の
蘇
鉄
は
島
の
ま
わ
り
の
蘇
鉄
山
や
、
畑
の
境
界
に
防 

風
用
と
し
て
植
え
ら
れ
て
い
る
。
蘇
鉄
山
は
ほ
と
ん
ど
さ
ん
ご
礁 

      

面
し
て
い
る
国
頭
は
、
毎
年
風
害
、
塩
害
で
苦
し
ん
で
い
る
の
に 

き
き
ん
と
な
る
と
な
お
の
こ
と
大
変
だ
っ
た
。
蘇
鉄
の
幹
も
食
べ 

尽
く
し
た
あ
げ
く
、
蘇
鉄
の
幹
か
ら
出
て
い
る
白
い
ひ
げ
根
を
集 

め
て
砕
き
、
そ
れ
か
ら
出
る
尐
々
の
で
ん
ぷ
ん
で
、
飢
え
を
し
の 

い
だ
と
い
う
。
国
頭
で
は
そ
の
補
充
を
、
島
内
で
も
い
ち
ば
ん
多 

く
蘇
鉄
山
を
持
っ
て
い
る
畦
布
か
ら
分
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。 

そ
の
命
の
恩
人
の
有
り
難
さ
は
身
に
し
み
、
子
供
の
時
代
に
な
っ 

て
も
交
際
を
続
け
て
い
る
家
庭
も
あ
る
と
い
う
。蘇
鉄
の
増
植
は
、 

昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
正
月
二
日
の
初
原

ハ
チ
バ
ル

に
植
え
て
い
た
。
戦
後 

三
十
年
も
た
つ
と
、
味
噌
の
原
料
や
牛
の
飼
料
に
も
な
ら
ず
、
食 

料
か
ら
は
す
っ
か
り
姿
を
消
し
、
大
き
な
蘇
鉄
は
本
土
に
出
荷
さ 

れ
、
盆
栽
と
し
て
鉢
植
え
さ
れ
て
鑑
賞
用
と
な
っ
て
い
る
。 

 

(二) 

蘇
鉄
の
実
の
毒
抜
き
法
と
そ
の
食
べ
方 

 

蘇
鉄
は
そ
の
实(

ヤ
ナ
ブ
）
と
幹
（
ド
ゥ
ッ
テ
）
を
食
べ
る
の
で 

あ
る
が
、
青
酸
の
猛
毒
素
（
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ー
ド
）
が
あ
っ
て
、 

食
べ
方
を
誤
れ
ば
、
中
毒
死
す
る
の
で
、
そ
の
毒
抜
き
に
は
十
分 

な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 

赤
く
熟
し
た
果
实
（
ヤ
ナ
ブ
）
を
母
木
か
ら
も
ぎ
取
り
、
押
し 

切
り
で
真
っ
二
つ
に
割
っ
て
一
週
間
ほ
ど
む
し
ろ
に
広
げ
て
干
し 
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て
お
く
。
实
が
乾
燥
し
て
し
な
び
た
ら
殻
か
ら
出
し
、
さ
ら
に
一 

か
月
ほ
ど
放
置
す
る
と
か
び
が
つ
く
。
そ
れ
を
容
器
に
入
れ
て
蓄 

え
る
。 

1 

熟
し
た
果
实
を
真
っ
二
つ
に
割
っ
て
、
そ
の
ま
ま
干
し
て
お 

 

く
と
中
の
实
が
し
な
び
て
殻
か
ら
出
や
す
く
な
る
か
ら
、
そ
の 

 

实
を
取
り
出
す
。 

2 

そ
の
实
を
臼う

す

に
入
れ
て
搗つ

き
砕
く
。 

3 

多
量
の
水
の
中
で
洗
い
、
ザ
ル
を
通
し
、
さ
ら
に
布
で
通
し 

 

た
液
を
置
い
て
お
く
と
、
で
ん
ぷ
ん
は
底
に
沈
で
ん
す
る
。 

4 

沈
で
ん
し
た
ら
上
澄
み
汁
を
流
し
、
さ
ら
に
水
を
入
れ
て
か 

 

き
混
ぜ
て
沈
で
ん
さ
せ
、上
澄
み
汁
を
流
す
。こ
の
こ
と
を
三
、 

 

四
回
く
り
返
し
て
で
ん
ぷ
ん
を
沈
で
ん
さ
せ
る
。 

5 

で
き
た
で
ん
ぷ
ん
は
、
白
い
布
か
白
紙
を
敶
い
た
容
器
に
入 

 

れ
て
、
日
干
し
に
し
十
分
乾
燥
し
て
蓄
え
る
。 

6 

か
す
は
、
ば
ら
干
し
に
し
て
蓄
え
た
り
、
な
ま
ヤ
ナ
ブ
味
噌 

 

の
原
料
と
し
て
、
臼
で
搗
き
砕
い
て
粉
に
し
、
な
ま
芋
を
す
り 

 

入
れ
て
、
そ
れ
を
蒸
し
て
味
噌
こ
う
じ
に
し
た
。 

7 

蘇
鉄
の
实
（
ヤ
ナ
ブ
）
の
食
べ
方 

 
 

蓄
え
て
あ
る
蘇
鉄
の
实（
ヤ
ナ
ブ
）を
水
に
浸
し
て
も
ど
し
、 

 

臼
で
搗
い
て
粉
に
し
ふ
る
い
に
か
け
て
、
米
や
芋
を
混
ぜ
て
粥 

      

九 

田 

芋 

 

(一) 

田
芋
の
由
来 

 

「
沖
縄
県
史
」
に
よ
る
と 

「 

考
古
学
的
知
見
に
よ
れ
ば
、
五
穀
の
栽
培
に
先
行
し
た
「
ヤ 

 

ム
文
化
・
タ
ロ
文
化
」
の
存
在
が
推
定
で
き
る
と
い
う
。
多
和 

 

田
真
淳
は
、
山
芋
（
だ
い
じ
ょ
、
ヤ
ム
）・
田
芋
（
水
芋
、
タ 

 

ロ
）
は
凡
そ
二
千
年
前
に
南
方
か
ら
伝
来
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
畑 

 

作
物
、
湿
地
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
タ
ロ 

 

に
は
湿
地
で
栽
培
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
沖
縄
で
は
前
者
を
田 

 

芋
（
タ
ー
ム
ン
）
後
者
を
さ
と
い
も
（
チ
ン
ヌ
ク
）
と
い
う
。 

 

田
芋
、
さ
と
い
も
の
茎
は
何
れ
も
食
べ
ら
れ
る
が
、
沖
縄
で
は 

 

田
芋
の
茎
を
ム
ジ
と
い
い
煮
こ
ん
で
食
べ
る
。
平
安
時
代
に
は 

 

田
芋
の
茎
（
ず
い
き
）
を
干
し
た
も
の
を
「
い
も
じ
」
と
い
っ 

 

て
、
貴
族
も
元
旦
に
こ
れ
を
食
べ
て
い
た
。
里
芋
は
九
州
か
ら 

田
芋
（
水
い
も
）
は
南
方
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

」 

 

「
国
民
百
科
事
典
」
に
よ
る
と 

「 

現
在
南
洋
の
島
で
、
タ
ロ
イ
モ
（
サ
ト
イ
モ
お
よ
び
サ
ト
イ 

 

に
し
た
り
、
味
噌
・
野
菜
を
入
れ
て
お
じ
や
に
す
る
。
ま
た
黒 

 

砂
糖
を
入
れ
て
炊
き
、
冷
え
る
と
ヤ
ナ
ブ
か
ん
と
い
っ
て
お
茶 

 

う
け
や
子
供
の
お
や
つ
と
し
て
喜
ば
れ
た 

。 

  

(三) 

蘇
鉄
の
幹
（
ド
ゥ
ッ
テ
）
の
毒
抜
き
法
と
そ
の
食 

 
 

べ
方 

 

1 

幹
の
厚
い
皮
を
削
り
取
り
、
白
い
幹
を
お
の
で
薄
く
削
る
。 

2 

カ
マ
ス
に
入
れ
て
三
日
ほ
ど
、
川
・
池
の
水
に
浸
し
、
水
か 

 

ら
引
き
上
げ
て
二
週
間
ぐ
ら
い
つ
ん
で
お
く
。 

3 

発
酵
作
用
（
ク
タ
ス
）
が
お
こ
っ
て
、
黒
く
か
び
て
く
る
。 

 

そ
の
と
き
広
げ
て
さ
ら
に
一
週
間
ほ
ど
さ
ら
し
て
乾
い
た
も
の 

 

を
蓄
え
る
。幹
の
中
心
部
の
、組
織
の
ち
み
つ
な
白
い
部
分
は
、 

 

特
に
良
質
で
あ
る
か
ら
、別
に
と
り
分
け
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。 

4 

蘇
鉄
幹
乾
燥
物
（
キ
ャ
ー
ラ
ー
）
の
食
べ
方 

 

(１) 

蓄
え
て
あ
る
も
の
を
手
早
く
洗
い
、
半
乾
き
し
た
ら
臼
で 

 
 

搗
き
砕
き
、
ふ
る
い
を
通
し
て
製
粉
す
る
。
そ
れ
を
雑
穀
と 

 
 

混
ぜ
て
、
混
ぜ
粥
、
混
ぜ
雑
炊
な
ど
に
利
用
す
る
。 

 

(２) 
副
食
物
と
す
る
。
キ
ャ
ー
ラ
ー
を
水
に
浸
し
て
も
ど
し
き 

 
 

れ
い
に
洗
っ
て
野
菜
類
と
味
噌
煮
に
し
て
食
べ
る
。 

      

モ
類
似
の
イ
モ
を
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
で
は
タ
ロ
と
い
う
。) 

が 

主
食
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
の
は
、
穀
物
栽
培
以
前
の
古
い
文
化 

の
な
ご
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。サ
ト
イ
モ
の
名
は
、
「

山
の
芋
」 

に
対
す
る
「
里
の
芋
」
の
意
で
、
人
の
住
む
村
里
近
く
に
栽
培 

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
り
、
古
く
「
家
の
芋
」
と
よ 

ば
れ
た
。
畑
作
と
水
田
作
が
あ
る
が
、
日
本
本
土
で
は
水
田
に 

作
る
水
い
も
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、 

奄
美
・
沖
縄
の
諸
島
に
は
水
田
作
が
ま
だ
か
な
り
残
存
し
て
い 

る
。
サ
ト
イ
モ
を
神
事
に
用
い
る
風
習
は
出
雲
・
薩
南
・
沖
永 

良
部
島
に
残
っ
て
お
り
、
サ
ト
イ
モ
が
日
本
で
も
古
来
の
栽
培 

植
物
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま 

た
子
孫
繁
栄
の
象
徴
と
し
て
正
月
料
理
や
多
く
の
年
中
行
事
に 

使
わ
れ
る
。
陰
暦
八
月
十
五
日
夜
の
名
月
は
ま
た
「
芋
名
月
」 

と
も
よ
ば
れ
、
サ
ト
イ
モ
を
月
に
供
え
る
風
習
が
あ
る
。」 

(二) 

田
芋
料
理 

1 

田
芋
餅も

ち

（
タ
ー
ニ
ム 

ム
ッ
チ
） 

 

材
料
（
十
人
前
）  

  

作
り
方 

田
芋
一
キ
ロ
グ
ラ
ム  

①
田
芋
を
煮
て
皮
を
除
き
臼う

す

で
搗つ

き
黒 

黒
砂
糖
二
百
グ
ラ
ム 

 

砂
糖
を
入
れ
て
よ
く
混
ぜ
る
。 
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き
な
粉 

適
宜 

 
 
 

②
そ
れ
を
適
当
な
大
き
さ
に
丸
め
き
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粉
を
ま
ぶ
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
田
芋
い
り
（
タ
ー
ニ
ム 

イ
ー
チ
） 

 

材
料
（
四
人
前
） 

 
 
 

作
り
方 

田
芋 

 

百
グ
ラ
ム 

 

①
田
芋
を
煮
て
皮
を
除
き
一
セ
ン
チ
厚 

サ
ラ
ダ
油
大
さ
じ
二
杯 

 

さ
の
輪
切
り
に
す
る
。 

砂
糖 

 

三
十
グ
ラ
ム 
②
そ
れ
を
油
で
い
た
め
、
砂
糖
醤
油
を 

醤
油

し
よ
う
ゆ 

 

大
さ
じ
一
杯 

 
加
え
弱
火
で
い
り
あ
げ
る
。 

3 

田
芋
の
味
噌

み

そ

煮
（
タ
ー
ニ
ム
ヌ 

ミ
シ
ュ
ニ
ー
） 

 

材
料
（
四
人
前
） 

 
 
 

作
り
方 

田
芋 

 

三
十
グ
ラ
ム 

①
田
芋
を
煮
て
皮
を
と
り
、
乱
切
り
に 

白
味
噌 

二
十
グ
ラ
ム 

 

す
る
。 

だ
し
汁 

適
宜 

 
 
 

②
そ
れ
に
、
だ
し
汁
・
砂
糖
・
白
味
噌 

砂
糖 

 

小
さ
じ
一
杯 

 

を
加
え
、
四
、
五
分
煮
て
火
を
止
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
く
蒸
ら
す
。 

4 

田
芋
茎
の
卵
と
じ
（
ム
ジ
ヌ 

フ
ガ
フ
ァ
ー
フ
ァ
） 

 

材
料
（
四
人
前
） 

 
 
 

作
り
方 

田
芋
茎
一
キ
ロ
グ
ラ
ム 

①
田
芋
茎
の
皮
を
と
り
四
セ
ン
チ
に
切 

卵 
 
 
 

四
個 

 
 
 
 

り
塩
尐
々
を
ふ
り
か
け
軽
く
も
み
、 

調
味
料 

適
宜 

 
 

 
 

サ
ッ
と
水
洗
い
し
て
え
ご
み
を
去 

      

7 

田
芋
茎
の
白
あ
え
（
ム
ジ
ト
ト
ウ
フ
ヌ
シ
ュ
ダ
リ
） 

 

材
料
（
四
人
分
） 

 
 
 

作
り
方 

 

田
芋
茎 

五
百
グ
ラ
ム 

①
田
芋
茎
は
三
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
切
り 

豆
腐 

 

半
丁 

 
 
 
 

前
と
同
じ
処
理
を
す
る
。 

白
味
噌 

尐
々 

 
 
 

②
い
り
ゴ
マ
を
す
り
、
水
気
を
切
っ
た 

い
り
ゴ
マ
適
宜 

 
 
 
 

豆
腐
を
入
れ
て
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③
そ
れ
に
白
味
噌
を
加
え
て
さ
ら
に
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
田
芋
茎
を
あ
え
る
。 

以
上
は
昭
和
五
十
三
年
に
い
ず
み
学
園
鹿
児
島
調
理
師
専
問
学 

校
長
、
今
村
和
子
先
生
が
郷
土
料
理
の
調
査
に
来
ら
れ
た
と
き
、 

町
栄
養
改
善
推
進
員
で
調
理
し
た
料
理
の
一
部
で
あ
る
。 

 

本
島
で
は
旧
暦
正
月
十
六
日
の
や
ぶ
入
り
の
日
を
、
墓
の
正
月 

と
い
い
、
い
ま
ま
で
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
楽
し
く
お
正
月
を
す
ご 

さ
れ
た
祖
先
を
お
送
り
す
る
日
で
あ
る
。
朝
か
ら
午
後
四
時
ご
ろ 

ま
で
お
供
え
す
る
ご
ち
そ
う
の
中
に
、
必
ず
田
芋
餅
が
第
一
位
を 

し
め
て
い
る
。（
そ
の
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
明
治
以
前
か
ら 

行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
古
老
は
語
っ
て
い
る
。）
こ
の
よ
う
に 

田
芋
を
神
事
に
使
う
の
は
、
芋
文
化
の
生
み
出
し
た
一
つ
の
名
残 

り
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
甘
藷

か
ん
し
よ

を
主
食
と
し
て
い
た
祖
先
な
ら
び
に 

私
た
ち
が
、
田
芋
独
特
の
味
と
香
り
を
珍
重
が
る
の
は
当
然
だ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
、
油
で
い
た
め
調
味
料
で
味
を
整 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
て
か
ら
、
と
き
卵
で
と
じ
る
。 

5 

田
芋
茎
と
豚
臓
物
い
た
め
（
ム
ジ
ヌ
ワ
タ
イ
リ
ヤ
ギ
） 

 

材
料
（
四
人
分
） 

 
 
 

作
り
方 

田
芋
茎
一
キ
ロ
グ
ラ
ム 

①
田
芋
茎
は
皮
を
と
り
四
セ
ン
チ
ぐ
ら 

ニ
ン
ニ
ク 

尐
々 

 
 
 

い
に
切
り
、
塩
で
軽
く
も
み
、
サ
ッ 

豚
の
臓
物
二
百
グ
ラ
ム 

 

と
水
洗
い
す
る
。 

調
味
料 

 

適
宜 

 
 

②
鍋な

べ

に
油
を
し
き
ニ
ン
ニ
ク
の
み
じ 

油 
 
 
 

尐
々 

 
 
 

ん
切
り
を
尐
々
い
た
め
、
そ
の
中
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臓
物
・
田
芋
茎
も
入
れ
て
い
た
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
後
に
醤
油
で
味
を
整
え
、
化
学
調 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

味
料
を
ふ
り
か
け
る
。 

6 

田
芋
茎
の
酢
の
物
（
フ
チ
ム
ジ
） 

 

材
料
（
四
人
分
） 

 
 
 

作
り
方 

田
芋
茎 

六
百
グ
ラ
ム 

①
田
芋
茎
を
た
て
に
細
か
く
さ
き
四
セ 

三
杯
酢 

 
 
 
 
 
 
 

ン
チ
ぐ
ら
い
の
長
さ
に
ち
ぎ
り
、
軽 

い
り
落
花
生
粉 

 
 
 
 

く
塩
も
み
を
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②
三
杯
酢
と
落
花
生
粉
の
中
で
、
茎
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
分
味
を
し
み
込
ま
せ
る
。 

       

思
う
。
戦
前
は
、
和
泊
の
大
通
り
を
、
国
頭
の
婦
人
た
ち
が
、
島 

の
中
央
部
（
ナ
ー
ジ
マ
）
の
湿
田
地
帯
か
ら
田
芋
を
買
っ
て
ザ
ル 

に
盛
り
あ
げ
て
運
ぶ
姿
が
旧
正
月
十
三
日
ご
ろ
に
は
引
き
も
切
ら 

ず
通
る
も
の
で
し
た
。
戦
後
は
店
頭
に
出
る
生
田
芋
、
煮
田
芋
を 

買
っ
て
作
っ
た
り
、
菓
子
屋
で
作
ら
れ
た
の
を
買
っ
て
お
供
え
し 

て
い
る
。
故
郷
を
離
れ
て
い
る
年
配
の
方
は
、
田
芋
や
田
芋
餅
を 

ふ
る
さ
と
の
母
の
味
と
し
て
、
懐
か
し
が
っ
て
い
る
。 

十 

里
芋
（
サ
ト
ゥ
イ
ム
） 

(一) 

石
川
里
芋
の
由
来 

 

里
芋
の
伝
来
は
、
田
芋
の
項
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
在
来 

種
に
は
赤
茎
、
白
茎
の
二
種
が
あ
り
、
大
き
な
親
芋
が
大
変
お
い 

し
か
っ
た
。
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
青
年
学
校
が
創
設
さ
れ
、
そ
こ 

で
の
農
業
实
習
で
石
川
里
芋
が
栽
培
さ
れ
た
。
そ
の
小
芋
の
、
小 

指
の
頭
大
で
形
の
整
っ
た
丸
い
の
が
本
土
で
珍
重
さ
れ
た
。
三
月 

に
な
る
と
職
員
生
徒
総
出
で
小
芋
の
さ
ぐ
り
掘
り
を
し
て
、
小
箱 

に
つ
め
て
本
土
に
出
荷
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
代
金
が
、
当
時 

336 337 



と
し
て
は
高
価
だ
っ
た
が
金
額
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
中
心 

と
な
っ
て
指
導
さ
れ
た
の
が
農
業
専
科
の
桑
野
信
、
山
下
窪
義
の 

両
先
生
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
一
年
に
青
年
学
校
の
生
徒
だ
っ
た
国 

頭
の
川
間
前
富
さ
ん
が
子
牛
を
売
っ
た
代
金
全
部
を
は
た
い
て
、 

石
川
小
竿
の
種
子
芋
を
買
っ
た
。
う
ち
で
は
家
族
が
子
牛
の
代
金 

の
中
か
ら
、
そ
う
め
ん
く
ら
い
は
買
っ
て
き
て
、
こ
れ
ま
で
育
て 

て
き
た
苦
労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
く
れ
る
も
の
と
楽
し
み
に
待
っ
て
い 

た
の
に
、
代
金
は
み
な
種
子
芋
に
変
わ
っ
た
。
早
速
、
畑
に
植
え 

ら
れ
た
。
土
地
の
人
た
ち
は
何
だ
ろ
う
、
頭
で
も
変
に
な
っ
た
の 

で
は
な
い
か
と
さ
さ
や
く
人
も
い
た
。
青
年
の
こ
の
一
途
な
思
い 

が
、
半
世
紀
後
の
今
日
の
国
頭
の
石
川
小
芋
の
育
て
の
親
の
愛
情 

で
あ
っ
た
と
は
、
だ
れ
も
思
い
及
ば
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。 

 

(二) 

里
芋
の
料
理 

 

炭
水
化
物
の
含
有
量
の
多
い
食
物
で
あ
り
な
が
ら
、
食
卓
に
の 

ぼ
る
の
は
、
お
や
つ
か
副
食
に
し
た
料
理
が
多
い
。 

1 

お
や
つ
と
し
て 

 

(１) 

は
っ
た
い
粉
に
砂
糖
を
尐
々
混
ぜ
て
、
煮
て
皮
を
と
っ
た 

 
 

里
芋
に
ま
ぶ
し
て
器
に
も
る
。 

 

(２) 

は
っ
た
い
粉
に
砂
糖
を
尐
々
混
ぜ
、
里
芋
を
ま
ぶ
す
。 

       

の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
根
の
薯
は
、
子
ど
も
で
は
取
る
の
に
大 

 

仕
事
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
を
掘
っ
た
も
の
で
す
。 

 
 

酒
乱
で
暴
れ
る
こ
と
を
ヤ
マ
イ
ン
フ
リ
と
い
う
の
は
、
酒
乱 

 

の
跡
が
ヤ
マ
イ
モ
を
掘
っ
た
跡
の
よ
う
に
色
々
な
も
の
が
散
ら 

 

か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
向
き
と
、
山
薯
掘
り
の
困 

 

難
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
向
き
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も 

 

当
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
も
あ
れ
ヤ
マ
ン
は
美
味
で
あ
り
、 

 

人
々
に
重
宝
が
ら
れ
た
山
の
幸
で
す
。
大
和
村
国
直
で
は
フ
ユ 

 

ル
メ
と
称
す
る
ノ
ロ
祭
事
に
当
り
、
山
薯
が
畑
作
さ
れ
て
進
化 

 

し
た
と
み
ら
れ
る
コ
サ
マ
ン
を
各
家
か
ら
ノ
ロ
神
に
献
ず
る
風 

 

習
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ア
マ
ン
ユ
時
代
に
村
人
が
首 

 

長
に
山
薯
を
献
じ
た
こ
と
の
名
残
り
と
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
な 

 

い
で
し
ょ
う
。
ヤ
マ
ン
は
そ
れ
程
高
級
の
食
品
で
あ
っ
た
こ
と 

 

を
物
語
る
わ
け
で
す
。」 

 

冲
永
良
部
で
も
酒
乱
で
暴
れ
る
人
の
こ
と
を
ヤ
マ
イ
ム
フ
ヤ
と 

い
う
こ
と
ば
が
あ
る
か
ら
、
昔
は
山
に
山
芋
が
自
生
し
て
い
た
の 

で
あ
ろ
う
。
畑
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
山
芋
に
は
ヒ
ラ
チ
カ
と
い
っ 

て
人
の
手
を
広
げ
た
よ
う
な
わ
り
あ
い
大
き
く
な
る
も
の
、
棒
ヤ 

マ
イ
ム
と
言
っ
て
円
す
い
状
の
も
の
、
サ
ル
フ
グ
イ
と
言
っ
て
、 

小
さ
い
形
の
も
の
が
一
株
に
数
個
つ
い
た
も
の
が
あ
る
。 

2 

副
食
と
し
て 

 

(１) 

煮
し
め
、
里
芋
の
ほ
か
に
各
種
の
野
菜
・
昆
布
・
し
い
た 

 
 

け
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
厚
揚

あ
つ
あ
げ

な
ど
を
入
れ
て
煮
し
め
る
。 

(２) 

黒
芋
の
田
楽
、
里
芋
は
皮
の
ま
ま
ゆ
で
、
冷
め
た
ら
皮
を 

 
 

む
い
て
お
く
。
味
噌

み

そ

・
砂
糖
・
ご
ま
・
落
花
生
を
す
り
合
わ 

せ
て
、味
噌
あ
ん
に
皮
を
む
い
た
小
芋
を
入
れ
て
器
に
も
る
。 

十
一 

山
芋
（
ヤ
マ
イ
ム
） 

（一） 

自
然

じ

ね

ん

薯じ
ょ

と
沖
永
良
部
山
芋 

恵
原
義
盛
氏
は
そ
の
著
「
奄
美
生
活
誌
」
で
、
次
の
よ
う
に
述 

べ
て
い
る
。 

「 

ヤ
マ
ン
と
は
や
ま
い
も
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
本
土 

 
の
ヤ
マ
イ
モ
（
自
然
薯
）
と
全
く
同
じ
も
の
の
よ
う
で
す
。
近 

 

年
は
こ
れ
が
あ
ま
り
見
え
な
く
な
っ
た
が
、
大
正
の
頃
ま
で
は 

 

こ
れ
が
里
近
く
に
も
よ
く
生
え
て
葉
と
つ
る
の
間
の
豆
粒
大
の 

 

实
（
ナ
リ
ク
ワ
と
い
う
）
を
取
っ
て
来
て
、
焼
い
て
食
べ
た
も 

       

(二) 

山
芋
の
料
理 

1 

煮
つ
け 

 

大
み
そ
か
に
お
正
月
用
に
作
る
ぬ
る
く
煮
の
野
菜
類
の
中
に
煮 

ふ
く
め
ら
れ
た
。
ふ
だ
ん
で
も
、
ご
ち
そ
う
（
シ
ユ
ー
キ
）
を
作 

る
と
き
の
煮
込
み
材
料
だ
っ
た
。 

2 

か
る
か
ん
作
り 

 

菓
子
専
門
店
の
東
郷
实
吉
氏
が
作
り
方
を
教
え
、
か
る
か
ん
粉 

ま
で
分
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
昭
和
十
四
、
五
年
ご
ろ
、
青
年
学
校 

で
生
徒
と
と
も
に
せ
い
ろ
の
中
で
、
真
っ
白
に
で
き
た
か
る
か
ん 

に
竹
く
し
を
さ
し
て
喜
ん
だ
こ
と
が
、
せ
い
ろ
か
ら
立
ち
上
る
温 

か
い
湯
気
と
と
も
に
思
い
出
さ
れ
る
。 

3 

そ
の
他 

 

山
芋
の
と
ろ
ろ
を
作
っ
た
り
、
す
り
お
ろ
し
た
上
に
あ
さ
く
さ 

の
り
を
の
せ
て
、
天て

ん

麹ぷ

羅ら

に
し
た
り
、
た
ん
ざ
く
に
切
っ
て
、
酢 

醬
油

し
ょ
う
ゆ

で
食
べ
る
方
法
は
、
終
戦
後
に
始
ま
っ
た
。 
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