
こ
れ
ま
で
の
説
を
覆
す
大
発
見

二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）、
中
国
の
国
営

新
華
社
通
信
は
、過
去
に
長
江（
揚
子
江
）
下
流
の

上
山

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

遺
跡
（
浙
江
省
）
か
ら
約
一
万
年
前
の

栽
培
稲
の
籾
殻
が
発
見
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回

そ
れ
を
凌
ぐ
一
万
二
〇
〇
〇
年
前
の
栽
培
稲
と

考
え
ら
れ
る
籾
殻
が
発
見
さ
れ
た
と
報
じ
た
。

従
来
か
ら
稲
は
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
地
方
が

原
産
だ
と
さ
れ
、
イ
ン
デ
ィ
カ
種
は
ア
ッ
サ
ム
地

方
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
は
中
国
・
雲
南
省
と
い
う
説

が
有
力
だ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
の
考
古
学
者
た

ち
は
、
雲
南
省
の
稲
は
せ
い
ぜ
い
紀
元
前
三
〇
〇

〇
年
程
度
で
あ
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
種
は
も
っ
と
古

く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
唱
え
て
い
た
。

そ
こ
に
長
江
下
流
の
河
姆
渡

ハ

モ

ト

遺
跡
（
浙
江
省
）

が
発
見
さ
れ
、
七
千
年
前
に
栽
培
稲
が
あ
っ
た

こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
稲
は
、

日
本
の
縄
文
時
代
に
焼
畑
で
栽
培
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
熱
帯
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
と
同
じ

で
あ
る
と
、
日
本
の
植
物
学
者
が
証
明
し
た
。

長
江
流
域
で
は
次
々
に
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、

現
在
、
一
番
古
い
も
の
は
一
万
四
〇
〇
〇
年
前

の
仙
人
洞
遺
跡
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

栽
培
稲
の
測
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
栽
培
稲

の
起
源
は
イ
ン
ド
で
は
な
く
、
長
江
中
下
流
域

だ
と
い
う
説
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

も
し
も
、
一
万
四
〇
〇
〇
年
前
の
栽
培
稲
が

発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
万
二
〇
〇
〇
年

前
に
小
麦
を
栽
培
し
て
い
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明

よ
り
も
古
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
黄
河
文
明

は
中
国
の
古
代
文
明
の
代
名
詞
と
さ
れ
て
き
た

が
、
黄
河
文
明
以
外
に
農
耕
を
基
盤
に
し
た
長
江

文
明
と
も
い
え
る
一
大
文
明
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
今
、
稲
作
の
起
源
を
め
ぐ
り
、
古
代
文

明
さ
え
も
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
瑞
穂
の
国
の
稲
作
文
化

稲
作
文
化
の
起
源
は
中
国
で
あ
る
こ
と
は
ほ

ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
日
本
に
い
つ
ご
ろ
、

ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
渡
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
つ
に
は
絞
れ
な
い
よ

う
だ
。
ま
ず
第
一
の
ル
ー
ト
は
長
江
か
ら
朝
鮮
半

島
を
経
由
し
て
伝
わ
り
、
第
二
の
ル
ー
ト
は
現
在

の
上
海
付
近
か
ら
海
路
九
州
へ
伝
わ
っ
た
と
い
う

説
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
岡
山

県
・
朝
寝
鼻
遺
跡

（
縄
文
時
代
前
期
）
で

発
見
さ
れ
た
日
本
最

古
の
稲
の
痕
跡
「
プ

ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
」

は
、
前
出
の
河
姆
渡

ハ

モ

ト

遺
跡
型
の
稲
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
、
第

三
の
ル
ー
ト
も
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
は

第
一
、
第
二
ル
ー
ト

よ
り
さ
ら
に
南
か
ら

の
海
上
の
道
。
か
つ

て
民
俗
学
者
の
柳
田

國
男
が
唱
え
て
い
た

ル
ー
ト
で
も
あ
る
が
、

こ
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
き
た
稲
が
熱
帯
ジ
ャ
ポ

ニ
カ
で
あ
る
こ
と
が
研
究
者
の
分
析
で
も
明
ら

か
に
さ
れ
、
稲
は
こ
れ
ら
三
つ
の
ル
ー
ト
か
ら

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

は
る
か
六
〜
七
〇
〇
〇
年
前
、
縄
文
時
代
か

ら
日
本
人
は
稲
作
を
行
い
、
米
を
食
べ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
古
く
は
日
本
を
「
瑞
穂

み

ず

ほ

の
国
」

と
呼
び
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
豊
葦
原
瑞
穂
国

と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に

」

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
豊
葦
原
」
と
は
湿
地
帯
が

多
く
、
高
温
多
湿
の
気
候
で
あ
る
こ
と
の
意
で
、

こ
の
気
候
が
稲
作
に
適
し
、
大
陸
か
ら
渡
来
し

た
稲
が
日
本
に
根
づ
き
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
体
は
こ
の
時
代
か
ら
米
に
よ
っ
て

作
ら
れ
、
ご
飯
を
中
心
と
し
た
食
生
活
が
営
ま

れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

9

ご
飯
と
み
そ
汁
の
食
事
で
な
け
れ
ば
、
と
い
う
日
本
人
は
多
い
。
そ
の
ご
飯
の
材
料

で
あ
る
米
の
起
源
、
日
本
に
渡
っ
た
ル
ー
ト
な
ど
に
は
諸
説
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
学

説
が
あ
る
中
で
、
二
〇
〇
五
年
に
中
国
で
世
界
最
古
の
稲
の
籾
殻
が
発
見
さ
れ
た
と

い
う
。
こ
れ
に
よ
り
稲
作
文
化
の
歴
史
が
塗
り
替
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

雑学講座 前号のおはなし
第一話：天明２年（1782年）に大坂で発刊された『豆腐百珍』は、その

名のごとく豆腐を使う100種の料理とその調理方法を紹介
した、今で言う江戸時代のレシピ本である。その料理を尋
常品･通品・佳品・奇品・妙品･絶品などに分けて、誌上試
食をしてみた。

第二話：17世紀頃の英国では、ティーカップから直接飲むことは下
品とされており、磁器カップが輸入される以前の王侯貴族
の間では、銀製の『ポリンジャー』と呼ばれる平たい皿状
の容器からお茶を飲む習慣があった。その影響で、カップ
からティーをいったん皿に移しかえそれを飲んでいたエピ
ソードを紹介。

第三話：16世紀中頃、オスマントルコ軍がハプスブルグ帝国（現在
のオーストリア）を攻撃、ウイーンの城壁を包囲した際
に、地下室でパンを焼いていた職人が城壁の地下を掘り
進む敵を通報。その後支援軍も到着して勝利したという。
敵のツルハシの形や､オスマンの象徴である三日月を食
べてしまう思いを込めて、三日月型のパン（クロワッサン）
を作った説などを紹介。

参
考
文
献

・『
米
の
力
　
雑
穀
の
力
』（
永
山
久
夫
著
　
家
の
光
協
会
）

・
朝
日
新
聞
（
２
０
０
５
・
１
）

・
玉
川
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

わが国への米渡来経路図（全農のホームページより）



「
三
度
の
ご
飯
は
三
杯
ず
つ
」が
国
民
食
だ
っ
た

現
在
の
日
本
人
一
人
あ
た
り
の
米
消
費
量

は
年
間
約
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
さ
れ
、
昭
和

四
〇
年
代
ま
で
の
約
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と

比
べ
激
減
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
副
食

が
多
く
な
り
、
主
食
で
あ
る
ご
飯
を
食
べ
る

量
が
減
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

ご
飯
の
代
わ
り
に
パ
ン
食
が
増
え
、
ス
パ
ゲ

テ
ィ
、
ラ
ー
メ
ン
、
う
ど
ん
・
そ
ば
な
ど
の

麺
類
の
消
費
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
要
因
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
会
社
や
学
校
へ

弁
当
を
持
っ
て
行
く
人
も
少
な
く
な
り
、
持

っ
て
行
く
人
の
中
身
を
見
て
も
ご
飯
と
副
食

の
割
合
が
昔
の
弁
当
と
逆
転
し
て
ご
飯
の
量

が
極
端
に
少
な
い
。

戦
前
、
日
本
政
府
（
当
時
の
厚
生
省
）
は

毎
日
の
朝
食
、
昼
食
、
夕
食
に
ご
飯
を
三
杯

ず
つ
食
べ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
た
。
当
時

は
一
汁
一
菜
と
い
い
、
ご
飯
に
汁
と
お
か
ず

一
品
、
漬
物
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
が
一
般
的
だ

っ
た
。
現
在
の
よ
う
に
副
食
が
豊
富
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
な
栄
養
分
を
ご
飯

か
ら
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

真
相
ら
し
い
。

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
か
ら
一
〇
年

頃
ま
で
の
日
本
人
一
人
あ
た
り
の
一
日
の

栄
養
摂
取
量
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
二
三
四
五
キ

ロ
カ
ロ
リ
ー
、
た
ん
ぱ
く
質
七
四
・
一
グ
ラ
ム
。

た
ん
ぱ
く
質
の
う
ち
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
は
二

割
弱
だ
っ
た
と
い
う
。
当
時
一
般
的
に
食
べ

ら
れ
て
い
た
七
分
つ
き
米
で
あ
れ
ば
、
成
人

男
子
で
一
日
三
合
三
勺
（
お
よ
そ
茶
碗
三
杯

の
ご
飯
を
三
度
）。
こ
の
米
は
一
六
〇
〇
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
あ
り
、
た
ん
ぱ
く
質
が
三
三
グ
ラ

ム
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
残
り
八
〇
〇
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
と
た
ん
ぱ
く
質
四
七
グ
ラ
ム
を
小

魚
・
卵
・
野
菜
の
煮
物
・
お
ひ
た
し
・
豆
腐

な
ど
の
副
食
か
ら
と
る
。

宮
沢
賢
治
の
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
の
中
に

は
、「
一
日
に
玄
米
四
合
と
・
・
・
」
と
あ

る
が
、
玄
米
四
合
と
い
え
ば
二
〇
〇
〇
キ
ロ

カ
ロ
リ
ー
強
あ
り
、
成
人
男
子
の
必
要
量
に

は
少
し
足
ら
な
い
が
、
賢
治
ら
し
い
質
素
な

暮
ら
し
ぶ
り
だ
と
い
え
る
。

現
代
人
の
体
質
改
善
に
一
役
！

世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
、
米
・
小
麦
・

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
雑
穀
・
そ
ば
・
い
も
類
な
ど

を
主
食
に
し
、
人
々
は
水
と
で
ん
ぷ
ん
で
生

命
を
維
持
し
て
い
る
。
肉
や
乳
製
品
な
ど
を

主
食
に
す
る
の
は
、
農
作
に
適
し
な
い
酷
暑

の
砂
漠
や
極
寒
の
地
に
住
む
一
部
の
人
た
ち

だ
け
な
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
主
食
の
中
で
、
パ
ン
、
ラ
ー
メ

ン
、
ス
パ
ゲ
テ
ィ
類
を
常
食
す
る
と
、
脂
肪

の
と
り
過
ぎ
で
肥
満
や
高
脂
血
症
を
招
く
恐

れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、パ
ン

は
水
分
の
含
有
量
が
少
な
く
、
口
に
入
れ
る

と
唾
液
が
パ
ン
に
吸
収
さ
れ
て
お
い
し
さ
が

感
じ
ら
れ
ず
、
マ
ー
ガ
リ
ン
や
バ
タ
ー
な
ど

を
塗
っ
て
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
。
副
食
に
は
野
菜
炒
め
、
サ
ラ
ダ
、
ハ
ム

エ
ッ
グ
、
オ
ム
レ
ツ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

ど
れ
も
油
の
使
用
量
が
多
い
。

一
方
、
ご
飯
を
主
食
に
し
た
和
食
と
、
パ

ン
を
主
食
に
し
た
洋
食
の
脂
質
を
比
較
す
る

と
、
洋
食
が
三
一
・
二
グ
ラ
ム
に
対
し
和
食

は
一
五
・
二
グ
ラ
ム
、
洋
食
は
和
食
の
倍
以

上
の
脂
質
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ラ

ー
メ
ン
や
ス
パ
ゲ
テ
ィ
な
ど
も
、
や
は
り
油

を
多
く
使
用
す
る
。

さ
ら
に
最
近
、
ご
飯
が
注
目
さ
れ
て
い
る

理
由
に
γ
‐
ア
ミ
ノ
酪
酸
（
通
称
・
ギ
ャ
バ
）

の
発
見
が
あ
る
。
ギ
ャ
バ
に
は
、
血
圧
の
安

定
や
動
脈
硬
化
の
予
防
、
脳
細
胞
を
活
性
化

す
る
働
き
が
あ
る
。
そ
の
ギ
ャ
バ
は
米
を
水

に
浸
す
こ
と
に
よ
り
、
胚
芽
や
白
米
の
表
層

に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
が
変

化
し
て
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
ん
な
面

か
ら
も
ご
飯
を
主
食
に
す
る
和
食
が
見
直
さ

れ
て
い
る
。
ご
飯
の
ギ
ャ
バ
を
増
や
す
た
め

に
は
、
米
を
と
い
だ
あ
と
四
時
間
は
水
に
つ

け
て
か
ら
炊
く
と
よ
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

て
い
る
。

ギ
ャ
バ
は
イ
ラ
イ
ラ
を
解
消
す
る
な
ど
、

精
神
安
定
作
用
も
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、

ス
ト
レ
ス
社
会
に
生
き
る
現
代
人
に
と
っ

て
は
欠
か
せ
な
い
成
分
。
ご
飯
を
中
心
に

し
た
和
食
が
現
代
人
の
健
康
を
維
持
す
る

と
い
え
る
。

10

日
本
の
食
生
活
は
高
度
成
長
時
代
を
境
に
一
変
し
た
。
そ
れ
は
戦
後
の
栄
養
教
育
に
影

響
し
て
い
る
。
ご
飯
ば
か
り
食
べ
て
副
食
が
少
な
い
の
は
貧
し
い
、
欧
米
の
よ
う
に
た

く
さ
ん
の
副
食
を
と
る
食
生
活
こ
そ
理
想
だ
と
考
え
た
。本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。最
近

で
は
再
び
和
食
の
よ
さ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
上
に
欧
米
の

人
々
に
も
「S

U
S
H
I

」「TEN
P
U
R
A

」
に
代
表
さ
れ
る
和
食
が
好
評
で
あ
る
。

世
界
の
食
文
化
雑
学
講
座

参
考
文
献

・
『
米
の
力
　
雑
穀
の
力
』（
永
山
久
夫
著
　
家
の
光
協
会
）

・
『
和
食
の
力
』（
小
泉
和
子
著
　
平
凡
社
新
書
）

・
『〈
食
育
〉
明
日
か
ら
で
き
る
10
の
提
案
』（
幕
内

秀
夫
著
　
か
も
が
わ
出
版
）

ご
飯
（
三
杯
）

味
噌
汁
（
ホ
ー
レ
ン
草
入
り
）

漬
物
（
た
く
わ
ん
三
切
れ
）

小
魚
佃
煮

ご
飯
（
三
杯
）

茶
碗
蒸

漬
物
（
白
菜
）

キ
ャ
ベ
ツ
和
え

ご
飯
（
三
杯
）

ホ
ー
レ
ン
草
の
お
ひ
た
し

鰯
焼
き
物
（
二
尾
・
大
根
お
ろ
し
付
）

ポ
テ
ト

昭和15年版『主婦之友』（花嫁講座第12巻）の口絵を参考に複製した



日
本
の
住
宅
事
情
が
生
ん
だ
コ
ン
パ
ク
ト
な
食
卓

最
近
の
昭
和
回
帰
ブ
ー
ム
で
ち
ゃ
ぶ
台
が

脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
ち
ゃ
ぶ
台
は
脚
が
折

り
た
た
め
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
狭
い
日

本
の
家
に
は
最
適
な
食
卓
だ
っ
た
。
寝
室
と

食
堂
が
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
、
食
事

を
す
る
部
屋
が
夜
は
寝
室
に
も
な
る
。
そ
の

た
め
食
卓
で
あ
る
ち
ゃ
ぶ
台
の
脚
を
た
た
ん

で
壁
に
立
て
か
け
て
片
づ
け
な
け
れ
ば
寝
ら

れ
な
か
っ
た
。
ち
ゃ
ぶ
台
は
明
治
二
〇
年
代

ご
ろ
に
出
現
し
、
大
正
時
代
の
後
半
か
ら
昭

和
の
は
じ
め
に
か
け
て
一
気
に
普
及
し
た
。

ち
ゃ
ぶ
台
以
前
に
は
、
ど
こ
の
家
庭
で
も

銘
々
膳
で
食
事
を
し
て
い
た
。
な
か
で
も
、

江
戸
時
代
に
発
明
さ
れ
た
「
箱
膳
」
は
食
器

棚
の
役
割
も
す
る
。
箱
膳
は
木
箱
だ
が
、
そ

の
中
に
飯
茶
碗
・
汁
碗
・
箸
・
小
皿
一
枚
が

入
っ
て
い
る
。
食
事
を
す
る
と
き
に
は
、
箱

膳
の
蓋
を
裏
返
し
て
中
の
茶
碗
な
ど
を
そ
の

上
に
並
べ
、
膳
に
変
身
し
た
蓋
を
箱
の
上
に

乗
せ
て
膳
が
動
か
な
い
よ
う
に
留
め
を
す

る
。
使
わ
な
い
と
き
に
は
、
膳
棚
と
い
う
本

棚
の
よ
う
な
棚
に
銘
々
の
箱
膳
を
重
ね
置

く
。
日
本
の
住
宅
事
情
を
背
景
に
、
先
人
た

ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
住
宅
の
洋
風
化
が
進
ん
だ
昭

和
四
〇
年
代
以
降
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
が
出

現
し
た
。
床
は
い
ま
で
い
う
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
、

も
し
く
は
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
の
高
い
シ
ー
ト
を
敷

き
、
ち
ゃ
ぶ
台
は
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
同
時
に
、
若
い
世
代
で
は

ご
飯
食
か
ら
パ
ン
食
が
増
え
、
ご
飯
の
お
か
ず

に
も
洋
風
な
も
の
が
出
始
め
て
い
る
。

平
安
貴
族
は
箸
と
匙
で
食
事
を
し
て
い
た

ご
飯
を
主
食
と
し
た
和
食
に
は
箸
が
つ
き

も
の
。
実
は
、
こ
の
箸
は
稲
作
発
祥
の
地
で

あ
る
中
国
か
ら
渡
来
し
た
。
三
世
紀
の
『
魏

志
倭
人
伝
』
に
は
、「
日
本
人
は
食
飲
に
は

豆
へ
ん
と
う

を
用
い
て
手
食
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「

豆
へ
ん
と
う

」
と
は
「
高
坏

た
か
つ
き

」
の
こ
と
。

箸
が
伝
え
ら
れ
る
以
前
は
、
高
坏
に
盛
っ

た
食
べ
物
を
手
づ
か
み
で
食
べ
て
い
た
と
い

う
。
で
は
汁
物
は
ど
う
だ
ろ
う
。

弥
生
時
代
か
ら
木
や
貝
殻
で
匙
を
作
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か

ら
三
世
紀
ご
ろ
に
は
、
ご
飯
は
手
で
、
汁
物

は
匙
で
食
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

七
〜
八
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
、
中
国
か
ら

箸
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
こ
ろ
の
藤
原
宮
趾
や

平
城
宮
趾
か
ら
多
数
の
木
箸
が
出
土
し
て
い

る
。
正
倉
院
に
は
銀
の
箸
も
残
っ
て
い
る
ら

し
い
。
箸
を
使
う
習
慣
は
支
配
階
級
か
ら
次

第
に
庶
民
へ
と
広
ま
り
、
八
世
紀
末
に
は
平

安
京
の
庶
民
の
間
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
と

い
う
。
た
だ
し
、
匙
は
一
般
に
は
普
及
し
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
貴
族
の
間
で
は
、
匙

は
ご
飯
と
湯
漬
け
と
水
漬
け
が
出
る
と
き
に

し
か
使
っ
て
い
な
い
。
酒
と
肴
だ
け
の
と
き

は
箸
だ
け
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
韓
国

と
同
じ
よ
う
に
、
飯
類
は
匙
で
、
お
か
ず
は

箸
で
と
い
う
食
べ
方
で
あ
る
。

そ
の
後
、
匙
は
日
本
人
の
食
卓
か
ら
姿
を

消
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
木
碗
が
普

及
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
碗
が
土
器
で

あ
れ
ば
、
重
い
た
め
に
食
卓
に
置
い
た
ま
ま

で
食
べ
る
こ
と
に
な
り
、
箸
で
は
不
都
合
だ

っ
た
。
そ
こ
に
軽
く
て
持
ち
や
す
い
木
の
碗

が
出
て
く
る
と
、
熱
い
も
の
を
入
れ
て
も
持

て
る
の
で
、
箸
だ
け
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が
今
日
で
は
、
再
び
日
本
の
食
卓
に

ス
プ
ー
ン
や
散
り
蓮
華
と
名
を
か
え
た
呼
称

で
匙
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
は
海
外
の
文

化
か
ら
伝
え
ら
れ
た
形
で
は
あ
る
が
、
時
代

を
超
え
て
日
本
の
食
生
活
に
は
国
外
の
影
響

が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
日
本
人
の
食
卓
は
銘
々
膳
か
ら
家
族
団
欒
の
象
徴
で
あ

る
ち
ゃ
ぶ
台
そ
し
て
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
へ
移
行
し
た
。
さ
ら
に
箸
が
中
国
大
陸
か

ら
伝
来
す
る
以
前
、
日
本
で
は
手
づ
か
み
で
食
事
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
伝

統
的
な
箸
も
米
の
消
費
量
が
減
る
と
と
も
に
、
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
食
べ
る
た
め
の
道
具
だ
け
を
見
て
も
海
外
か

ら
の
食
文
化
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
が
分
る
。

世
界
の
食
文
化
雑
学
講
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