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研

究

と

「
た

べ
る

」
1

食
べ
る
モ
ノ
と
コ
ト
の
民
俗
学
1

植
松
明
石

我

々
が
食
物
を
た
べ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
先
ず

動
物

と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
欠
か
せ
ぬ
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら

「
た
べ
る
」
に
関
す
る
研
究
が
も

っ
ぱ
ら
何
を
た
べ
る

か
と

い
う
こ
と
が
中
心
で
、
栄
養
素
や
カ
ロ
リ
ー
計
算
、
料
理
法
な

ど
に
む
か
う
こ
と
が
多
か

っ
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
食

べ
ら
れ
る
も
の
は
実
に
お
び
た
だ
し
く
我
々
の
ま
わ
り
に
存
在
す
る

が
、
そ
れ
を
人
々
が
必
ず
た
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
牛
肉
を
ご

ち
そ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
と
同
時
に
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
よ
う
に

そ
れ
を
た
べ
な
い
人
女
が
い
る
。
家
屋
内
に

一
緒
に
住
む
ペ

ッ
ト
は

食
べ
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
し
、
食
卓
に
の
ぼ

っ
た
も
の
で
も
全
部

は
食

べ
ず
食
器
の
底
に
少
し
残
す
よ
う
な
た
べ
方
が
あ

っ
た
り
、

一

方
必
要
以
上
に
飽
食
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り

食
物

は
、
単
に
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
た
べ
る
と
い
う
こ
と
で
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
く

、
何
等
か
の
意
味
づ
け
が
さ
れ
、
た
べ
ら
れ
た
り
た
べ
ら
れ
な

か

っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
極
め
て
文
化
的
な
行
為
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
従
来
の
食
物
研
究
は
、
動
物
的
意
味
で
の
も

の
が
中
心
で
あ
り
、
文
化
研
究
と
し
て
対
象

に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か

っ
た
。

一
般
に
、
日
本
に
お
け
る
文
化
研
究
の
前
提
に
は
そ
の
対

象
と
し
て
芸
術
や
文
学
な
ど
を
重
視
す
る
考

え
が
あ
り
、
人
々
の
し

ヘ

へ

か
も

「
普
通
の
人
々
」
の
日
常
あ
る
い
は
非
日
常

の
生
活
が
文
化
研

究
の
対
象
に
す
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
全
く
新
し
い
こ
と
で

あ
る
。
特
に

「食
物
」
に
関
す
る
事
項
は
、
極
め
て
卑
近
な
、
文
化

と
は
余
り
関
係
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
文
化
研
究
の
対
象

と
は
さ
れ
に
く
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

ヘ

へ

く
り
返
さ
れ
る
集
合
表
象
と
し
て
の
民
俗
を
文
化
研
究
の
対
象
と

し
て
き
た
民
俗
学
で
は
、

「
食
」
の
問
題

は
同
様

の
性
格

を
も

つ

「
衣

・
住
」
と
共
に
欠
か
せ
ぬ
分
野
と
し
て
早
く
か
ら
調
査
研
究
さ

れ
て
ぎ
た
。
昭
和
九
年
か
ら
十

一
年

(HO
ω
駆
1
ω①
)
に
か
け
て
の
山

村
調
査
、
昭
和
十
二
年
か
ら
十
四
年

(HO
ω
刈ー
ωΦ
)
に
か
け
て
の
海

村
調
査
な
ど
多
く

の
初
期

の
共
同
調
査
に

「
食
」
の
項
目
が
あ
り
、

ま
た
関
係
雑
誌
に
食
制

の
特
集
号
が
く
ま
れ

た
り
し
た
の
も

(例
え

ば

『旅
と
伝
説
』
九

ノ
一
、

一
九
三
六
年
)
そ

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
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し
か
し
、
そ
れ
で
も
社
会
組
織
や
宗
教
的
分
野
の
研
究
が
盛
行
し
て

い
る

の
に
比
し
、
研
究
者
に
男
性
が
多
か

っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
か
、

衣

・
食
な
ど
の
分
野
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

特
に
理
論
的
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
柳
田
国
男
の
研
究
は
輝
か
し
い
も
の
で
あ
り
、
現

在
の
研
究
も
殆
ん
ど
そ
の
主
張
の
継
承
で
あ
る
と
い
え
る
。
昭
和
七

年
か
ら
昭
和
十
三
年

(ドOQQ卜Q-
H㊤ω○◎)

の
聞
に
か
玉
れ
た
十
三
篇
の

文
章

か
ら
な
る

『食
物
と
心
臓
』

(創
元
社
、

一
九
四
〇
年
)
は
古

典
的

な
名
著
と
し
て
知
ら
れ
る
も

の
だ
が
、
餅
は
心
臓
の
形
を
模
し

た
と
す
る

「
食
物
と
心
臓
」
、

米
を
力
の
源
泉
と
す
る
日
本
人
の
古

い
信
仰
を
指
摘
し
た

「米
の
力
」
、
そ
の
他

「
生
と
死
の
食
物
」
、
「
モ

ノ
モ
ラ
イ
の
話
」
、
「
の
し
の
起
源
」
な
ど
、
日
本

の
文
化
対
象
と
し

て
の
米
の
重
要
性
の
抽
出
や
、
ナ
マ
グ
サ
の
意
味
、
共
食

の
原
理
な

ど
、
食
物
と
日
本
人
の
精
神
生
活

の
関
連
を
の
べ
た
論
考
は
今
も
極

め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
柳
田
の
食
物
研
究
は
主
と
し
て
社
会
的

レ
ベ

ル
あ
る
い
は
象
徴
的

レ
ベ
ル
に
属
す
る
も

の
で
、
食
物
を
め
ぐ

る
人
々
の
行
為
、

「
た
べ
る
コ
ト
」
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
。
人
は

た
べ
る
モ
ノ
や
た
べ
る
コ
ト
に
よ

っ
て
も
何
か
を
語

っ
て
い
る
こ
と

に
注

目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
食
物
が
食
物
本
来
の

機
能

以
外
に
価
値
を
も

つ
こ
と
が
、
文
化
研
究
と
し
て
非
常
に
重
要

な
こ
と
な
の
だ
9

茶

の
間
の
視
聴
者
を
釘
づ
け
に
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

「
お
し
ん
」

を
象
徴
し
た

"大
根
め
し
"
が
、
た
ち
ま
ち
観
光
や
教
訓
の
場
で
と

り
あ
げ
ら
れ
、
珍
ら
し
そ
う
に
た
べ
る
姿
が

テ
レ
ビ
で
流
さ
れ
た
が
、

そ
れ
を
見
て
い
て
食
物
に
関
し
て
種
々
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
め
し
の

一
種
で
あ
る

"大
根
め
し
"
に
対
し
い
ろ
い
ろ
な
意
味

づ
け
を
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
ひ
と

つ
は
五
十
年
以
上
前
の
東
北
地

ヘ

ヘ

へ

方
の
貧
し
い
小
作
農
民
の
食
生
活
を
あ
ら
わ
す
粗
末
な
め
し
だ
と
い

う
意
味
づ
け
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
前
提
に
は
、
飽
食
し
て
い
る
我

々
の
食
生
活
の
現
実
が
あ
り
、
ま
た
稲
を
作

っ
て
き
た
日
本
人
は
昔

か
ら
米
を
主
食
と
し
て
た
べ
て
い
た
の
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

日
本
人
は
は
た
し
て
主
食
物
と
し
て
米
を

た
べ
て
い
た
の
か
。
主

食
物
に
関
す
る
調
査
は
明
治
以
後
い
く
つ
か
あ
る
が
、

「
お
し
ん
」

の
時
代
に
近
い
大
正
六
年

(お
H刈
)
の
内
務
省
関
係
の
全
国
主
食
調

査
に
よ
る
と
、
都
市
の
消
費
者
は
米
を
主
と
し
て
い
る
が
、
意
外
に

も
農
村
の
食
糧
生
産
者
は
米
を
稀
に
し
か
た
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
当
時
の
東
京
の
農
村
部
す
な
わ
ち
今
の
杉
並
区
あ
た
り
で

は
、
米
二
、
麦
八
の
よ
う
な
割
合
で
米

・
麦
を
ま
ぜ
て
た
べ
て
い
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
全
国
各
地
に
つ
い
て
み
て
も
、

粟

・
稗

・
ソ
バ
な
ど
の
雑
穀
、

イ
モ

(甘
藷
、

里
芋
)
・
大
根
な
ど

の
畑
作
物
、

そ
し
て
山
野
の
木

の
実

(栃
、
栗
、
楢
な
ど
)
、
草

の

根

(
ワ
ラ
ビ
)
な
ど
を
多
量
に
た
べ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
米

は
富
の
象
徴
で
あ
り
、
米
の
飯
に
対
す
る
願
望
は
、

"
し
ょ
う
が

つ

あ
よ
い
も
ん
だ
、
雪
の
よ
う
な
め
し
く

っ
て
、
こ
っ
ぱ

の
よ
う
な
も

ち
く

っ
て
ー

"
と
歌

っ
た
子
供
ら
の
正
月
歌
や
、
振
り
米
の
習
俗
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(臨
終

の
人
に
、
竹

の
筒
に
米
を
入
れ
振

っ
て
み
せ
る
)
に
示
さ
れ

て
い
る
。
米
を
食
べ
ら
れ
な
か

っ
た
農
民
の
至

っ
て
単
調
な
日
常

の

食
事

に
つ
い
て
柳
田
は
、
年
に
十
数
回
の
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る

ハ
レ

の
日

の
歓
喜
を
濃
厚
な
ら
し
め
る
た
め
の
準
備
で
あ

っ
た
か
の
如
く

感
じ
ら
れ
る
と
さ
え
し
て
い
る
。
当
時
の
日
本
人
の
七
～
八
割
が
農

村
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
人
の
主
食
物
が
米
で
あ

っ
た
と
は
い
い
が
た
く
な
る
。
つ
ま
り

「
お
し
ん
の
大
根
め
し
」
に

類
す

る
め
し
は
当
時
の
農
村
で
は
そ
れ
ほ
ど
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な

か

っ
た
。
、

し
か
し
稲
は
日
本
の
文
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
物
で
あ
り
、

農
村

の
年
中
行
事
を
と

っ
て
み
て
も
、
そ
の
中
心
は
田
の
神
や
稲
魂

を
め
ぐ

っ
て
展
開
し
、

ハ
レ
の
食
物
と
し
て
は
米
の
飯
、
米
の
餅
、

米

の
酒
が
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
。
「大
根
め
し
」
も

「
麦
め
し
」

も

「
米
の
飯
」
と
の
対
比
に
お
い
て
常
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が

一
方
、
米
以
外

に
も
イ
モ
特

に
サ
ト
イ
モ
が
重
要
で
あ
る
こ
と

が
次
第
に
わ
か

っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
正
月
の
神
仏

へ
の
供
物
と
し

て
米

の
餅
よ
り
サ
ト
イ
モ
を
主
体
と
す
る
民
俗
が
日
本
各
地
に
あ
り
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

サ
ト
イ
モ
を
聖
な
る
食
物
と
す
る
観
念
の
存
在
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ

る
こ
と
な
ど
か
ら
の
推
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
文
化
の
中
で
は
米

だ
け

で
は
な
く
畑
作
物
の
イ
モ
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は

前
に

の
べ
た
日
本
人
の
主
食
物
に
み
ら
れ
る
雑
食
性
と
も
む
す
び
つ

く
。
そ

の
中
で
特
に
古

い
作
物
で
あ
り
ま
た
南
方
系
の
タ
ロ
イ
モ
系

イ
モ
で
あ
る
サ
ト
イ
モ
が
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本

の
各
地
に
み
ら
れ
る
稲
作

・
畑
作
に
関
連
す
る

多
様
な
食
物

の
あ
り
よ
う
が
、
日
本
文
化
に
お
け
る
異
質

・
多
系
の

複
合
文
化
の
存
在
に
つ
い
て
の
理
解
に
新
た
な
視
点
を
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
軌
こ
の
視
角
は
食
物

の
素
材

の
も

つ
本
来

の
機
能
面
に
注

目
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

「
お
し
ん

の
大
根
め
し
」
は
機
能

的
に
は
も
と
も
と
普
通
の
人
々
が
た
べ
て
い
た
め
し
の
一
種
で
あ

っ

た
。
状
況
が
か
わ
り
誰
も
が
ふ
だ
ん
あ
こ
が
れ
の

「
米
の
飯
」
を
た

べ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
対
比
に
お
い
て

「
大
根
め
し
」
は
別
の

意
義
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ド
ラ
マ
の
人
気
に
と
も
な

っ
て

粗
末
な
食
物
ー
し
ん
ぼ
う
強
い
ー
立
派
な
人
柄
i
な
ど
と
、
本
来
の

も

っ
て
い
た
機
能
以
外

の
意
味
を
も

つ
よ
う

に
な

っ
て
く
る
。
こ
れ

は
入
月
十
五
日
の
終
戦
記
念
に
決
ま

っ
て
た
べ
る
人
々
が
あ
る
ら
し

い

「
ス
イ
ト
ン
」
な
ど
と
も
似
て
い
る
。
戦
争
中
だ
れ
も
食
糧
不
足

に
苦
し
み
、

「
ス
イ
ト
ン
」
を
た
べ
た
に
ち
が

い
な
い
。
そ
し
て
平

和
で
飽
食
し
て
い
る
今
、
こ
の
日
に
な
る
と
か
つ
て
の
生
活
を
ふ
り

か
え
る
と
い
う
目
的
を
も

っ
た
特
定
の
場
で

「
ス
イ
ト
ソ
」
を
た
べ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
の
だ
。
程
度
の
差
は
あ
れ
何
れ
も
原
郷
回
帰
的
な
目
的
が
あ
り
、

ヘ

へ

「
大
根
め
し
」

「
ス
イ
ト
ソ
」
は
そ
の
象
徴

と
な
る
。
そ
れ
は
人
々

が
共
有
し
た
道
徳
的
価
値
の
よ
み
が
え
り
の
表
現
で
さ
え
あ
る
と
い

ヘ

へ

え
る
こ
と
か
ら
儀
礼
の

一
種
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
「
大
根
め
し
」

「
ス
イ
ト
ソ
」
は

一
変
し
て

ハ
レ
の
食
物
と

な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
食
物
の
意
義
の
転
換
は
祭
に
お
け
る

「
神
饌
」
に
も

み
ら
れ
る
。
祭
は
神

の
来
臨
を
迎
え
る
神
人
饗
宴

の
場
で
あ
り
、
神

一25一



饌
は
客
人
を
も
て
な
す
意
を
も

っ
て
神
に
供
え
ら
れ
る
と
さ
れ
な
が

ら
、
実
際
に
は
と
う
て
い
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と

ひ
や
く
み

お
ん
じ
き

が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
談
山
神
社
の
嘉
吉
祭
の

「
百
味
の
御
食
」

に
ぎ
し
ね

は
精
巧
優
美
な
し
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
和
稲

(白
米
に
彩
色

あ
ら
し
ね

の
ぎ

う
る
ち

モ
チ

し
て
高
杯
に
盛

っ
た
も
の
)
、
荒
稲

(芒

の
つ
い
た
粳
と
糯
の
稲
穂
)
、

か
し

か
や

ヘ

へ

餅
、
酒
の
他
に
ム
カ
ゴ
、
儲
、
榧
な
ど
が
百
味
が

一
定
の
様
式
で
調

製
さ
れ
供
え
ら
れ
る
。
美
し
い
が
先
づ
我
々
の
歯
で
は
か
め
そ
う
も

な
い
。
し
か
し
こ
れ
も

「
お
し
ん
の
大
根
め
し
」
と
同
様
に
、
か
つ

て
は
人
々
が
日
常
食
べ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
が
食

べ
る
も
の
が
、
同
時
に
神
々
に
供
え
る
食
物
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、

も
は
や
人
々
に
よ

っ
て
は
食
べ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
い
逆
に
原
古

の
世
界
の
食
物
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

食
物
は
素
材
そ
の
も

の
が
文
化
的
意
味
を
も

つ
が
、
形

(丸
い
、

三
角

、
四
角
、
そ
の
他
、
物

の
形
象
)
、
色
彩

(赤
、
白
、
黒
な
ど
)
、

調
製

の
方
法

(焼
く
、
煮
る
、

蒸
す
、
か
む
な
ど
)
、

そ
れ
を
盛
る

器
具

(木

の
葉
、
藁
苞
、
土
器
、
椀
な
ど
)
が
目
的
に
そ

っ
て
様
々

に
組

み
あ
わ
さ
り
、
さ
ら
に
誰
が
そ
れ
に
関
与
す
る
か
に
に
よ

っ
て

そ
の
意
義
は

一
層
多
彩
と
な
る
。

台
湾
の
漢
人
社
会
で
、
神
や
先
祖
に
さ
さ
げ
る
特
別
正
式
な
三
牲

と
い
う
供
物
は

ふ
つ
う
豚
肉
、
鶏

(羽
毛
ぬ
き

・
頭
付
)
、

卵
あ
る

い
は
魚
の
組
み
あ
わ
せ
で
、
更
に
念
い
り
の
場
合
は
五
牲

(豚
の
頭
、

豚
の
内
臓
、
魚
な
ど
を
加
え
て
五
品
と
す
る
)
と
な
る
。
鳥
、
獣
肉
、

へ

卵
あ
る
い
は
魚
と

い
う
ほ
ぼ

一
定
し
た
こ
の
三
種
の
素
材
の
型
は
、

日
本

の
海
幸
の
魚
、
山
幸
の
木
の
実
、
草
の
根
と
同
様
に
天
界

・
地

界

・
水
界
の
三
界
を
、
さ
ら
に
は
死
後

・
現
世

・
誕
生
前
と
い
う
三

分
観
と
関
連
す
る
と
推
論
さ
れ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
三
種
は

宗
族
の
先
祖
祭
に
お
い
て
も
さ
x
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
す
る
の
は

父
系
宗
族
の
男
性
及
び
そ
の
配
偶
者
の
み
で
、
婚
出
し
た
女
性
は
礼

拝
に
参
加
し
て
も
供
物
は
さ
さ
げ
な
い
。
祖

に
対
す
る
メ
ン
バ
ー
シ

ッ
プ
を
女
性
は
男
性
と
同
様
に
持
ち
な
が
ら
そ
の
社
会
的
距
離

に
差

が
あ
る
こ
と
を
こ
の
習
俗
は
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
食
物

の
も
つ
動
物
的
、
象
徴
的
、
社
会
的
意
義

の
多

様
性
は
驚
く
ぼ
か
り
で
あ
る
。
柳
田
は
食
事

の
慣
習

の
研
究
を
分
類

し
て
食
品
、
食
料
、
食
制
、
食
具
の
項
目
を
あ
げ
、
こ
の
中
で
最
も

気
を
つ
け
て
み
る
べ
き
内
容

の
多

い
の
が
食
制
で
、
そ
こ
に

"飲
食

し
の
社
会
的
意
義
と
も
名
つ
く
べ
き
も

の
"
が
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
て
い
る
。
食
物
を
め
ぐ
る
神
と
人
、
人
と
人
、
家
と
家
、
男
と
女
、

大
人
と
子
供
、
生
者
と
死
者
、
さ
ら
に
は
杵

の
音
や
酒
甕
の
沸
き
立

つ
音
、
も
の
の
香
り
と
い
う
状
況
ま
で
ふ
く

め
て

「
た
べ
る
」
モ
ノ

と

コ
ト
の
意
義
を
と
き
、
ま
た
と
き
あ
か
そ
う
と
し
た
柳
田
の
論
旨

の
深
淵
に
は

な
か
な
か

近
づ
き
が
た
い
が
、

文
化
研
究
と
し
て
の

「
た
べ
る
」
が
重
要
な

一
分
野
で
あ
る
と
の
再
認
識
が
と
も
か
く
も

必
要
で
あ
ろ
う
。

(う
え
ま
つ

あ
か
し

・
専
任

・
民
俗
学
)
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