
　

私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
、
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
た
め
の
最
も

大
切
な
行
為
で
す
。
今
回
は
、
食
を
つ
く
る
調
理
施
設
と
し
て
、

古
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
カ
マ
ド
を
紹
介
し
ま
す
。

　

古
墳
時
代
中
ご
ろ
の
５
世
紀
代
、
竪た

て

あ

な穴
住
居
内
の
炊
事
施
設
に

大
き
な
変
化
が
訪
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
床
を
掘
り
窪
め
て
火

を
炊
い
た
「
炉ろ

」
で
煮
炊
き
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
ろ
、

新
し
い
台
所
で
あ
る
カ
マ
ド
が
出
現
し
ま
し
た
。
カ
マ
ド
は
、
５

世
紀
の
前
半
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。
市
周
辺
で

は
、
５
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
か
ら
使
わ
れ
は
じ
め
、
そ
の
後
、
竪

穴
住
居
の
炊
事
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど
が
カ
マ
ド
に
な
り
ま
す
。

　

カ
マ
ド
は
、
壁
際
に
粘
土
な
ど
で
作
ら
れ
、
煙
が
屋
外
へ
排
出

さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
台
所
の
場
所
が
壁
際
に
な
っ
た

こ
と
で
居
住
空
間
が
広
が
り
、
ま
た
、
煙
の
屋
外
排
出
で
、
住
居

内
の
生
活
環
境
が
良
く
な
り
ま
し
た
。
市
周
辺
の
カ
マ
ド
は
、
砂

質
の
粘
土
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時

代
に
は
、
甕か

め

な
ど
の
大
き
な
土
器
や
瓦
を
、

カ
マ
ド
の
補
強
と
し
て
使
う
例
も
み
ら
れ

ま
す
。
カ
マ
ド
内
の
中
心
に
は
、
甕
を
支

え
る
支し

き

ゃ

く脚
が
置
か
れ
ま
し
た
。
支
脚
は
土

製
で
、
円
柱
状
の
も
の
が
多
く
使
わ
れ
ま

す
が
、
高た

か

つ

き杯
な
ど
の
土
器
を
利
用
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

カ
マ
ド
の
普
及
に
よ
り
、
蒸
し
器
で
あ

る
甑

こ
し
き

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

甑
は
底
の
抜
け
た
筒
状
の
土
器
で
、
中
に

は
把と

っ

て手
の
付
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。
使
い
方
は
、
底
に
竹
な
ど
で
編
ん
だ

網あ

じ

ろ代
や
布
な
ど
を
敷
き
、
そ
の
上
に
コ
メ
な
ど
の
食
材
を
入
れ
ま

す
。
そ
れ
を
水
を
入
れ
た
甕
の
上
に
乗
せ
て
蒸
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
古
墳
時
代
の
甑
は
、
素
焼
き
の
土は

じ

き

師
器
で
作
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
奈
良
時
代
以
降
、
窯
で
焼
か
れ
た
須す

え

き

恵
器
の
生
産
が
増
え

る
と
、
甑
も
須
恵
器
に
変
わ
り
ま
す
。
須
恵
器
の
甑
は
、
底
に
い

く
つ
か
の
孔あ

な

が
開
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

カ
マ
ド
と
甑
の
普
及
に
よ
り
、
調
理
方
法
に
変
化
が
み
ら
れ
ま

す
。
甑
を
用
い
な
い
場
合
は
、煮
る（
炊
く
）
調
理
方
法
で
し
た
が
、

甑
は
、
蒸
す
調
理
方
法
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
主
食
で

あ
る
コ
メ
は
、
甕
で
炊
く
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
甕
と

甑
を
組
み
合
わ
せ
て
蒸
す
調
理
方
法
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
カ
マ
ド
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
カ

マ
ド
は
火
を
扱
う
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
神
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
千
葉
県
な
ど
で
は
、
「
竈

か
ま
ど
が
み神

」と
書
か
れ
た
墨ぼ

く

し

ょ書
土ど

き器

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
マ
ド
を
守
る
神
な
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
た
め
カ
マ
ド
の
神
に
対
す
る
祭さ

い

し祀
行
為
が
行
わ
れ
、
特
に
平
安

時
代
に
そ
の
痕
跡
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
市
内
で
も
、
カ
マ
ド
の

中
に
、
数
点
の
お
椀
が
逆
さ
ま
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
例
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
カ
マ
ド
を
廃
棄
す
る
際
の
祭
祀
行
為
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

５
世
紀
代
に
出
現
し
た
カ
マ
ド
は
、
竪
穴
住
居
が
作
ら
れ
な
く

な
っ
た
平
安
時
代
後
半
以
降
も
、
建
物
の
変
化
に
合
わ
せ
て
形
を

変
え
な
が
ら
近
代
ま
で
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
し
た
カ
マ
ド
に
関
す
る
資
料
は
、
８
月
末
ま
で
上
高

津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場
に
て
展
示
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場（

８
２
６
・
７
１
１
１
）

カ
マ
ド
の
あ
る
暮
ら
し

　
　
　
―

新
し
い
台
所
の
出
現
―
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