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●
立
地
適
正
化
計
画
と
高
層
住
宅
地
に
つ
い
て
の
堅
め

の
特
集
を
担
当
し
て
き
た
の
で
、
今
回
は「
食
」と
い
う

身
近
な
話
題
を
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
た
。
食
の
歴
史

を
調
べ
て
い
く
と
、
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
毎
日
の
食

卓
が
先
人
の
創
意
の
積
み
重
ね
と
し
て
現
わ
れ
て
、
美

味
し
さ
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
も
味
わ
え
る
よ

う
に
な
る
。
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
や
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
を
テ
ー

ブ
ル
に
載
せ
て
、
す
き
焼
き
を
家
族
で
つ
つ
く
。
そ
ん

な
あ
り
ふ
れ
た
食
の
風
景
に
、
醤
油
、
肉
食
、
団
ら
ん
、

コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
、
住
宅
設
備
と
家
電
の
歴
史
が
詰

ま
っ
て
い
る
。「
ご
馳
走
様
」で
は
言
い
つ
く
せ
な
い
ほ
ど

の
豊
か
な
分
野
だ
と
私
は
思
う
。

●
食
文
化
の
本
は
いっ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
、住
宅
や
都
市

か
ら
見
た
論
考
は
少
な
い
。
今
回
の
特
集
で
感
じ
た
の

は
、
食
事
の
形
式
、つ
ま
り
個
食
・
団
ら
ん
・
人
を
招
い

て
の
会
食
な
ど
、
人
が
食
べ
る
形
式
は
多
様
で
あ
り
、
住

宅
の
空
間
は
そ
の
形
式
を
強
く
規
定
す
る
、
ま
た
は
強

く
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
皆
が

大
皿
を
持
ち
寄
る
高
知
の
皿
鉢
料
理
な
ど
、
大
勢
の
祭

食
に
ど
の
よ
う
に
住
宅
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み

た
い
と
思
っ
た
。

●
あ
と
も
う一つ
感
じ
た
の
は
、
食
は
住
宅
を
は
み
出
す

か
ら
面
白
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
の
な
か
で
食
事

を
す
る
に
は
家
の
そ
と
で
食
材
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
食
材
が
ど
れ
だ
け
調
理
済
み
か
で
台
所
作
業

量
が
変
わ
っ
て
く
る
。
自
分
の
畑
で
野
菜
を
育
て
て
も

良
い
し
、
反
対
に
コ
ン
ビ
ニ
の
冷
凍
野
菜
で
済
ま
し
て
も

良
い
の
だ
が
、
食
が
家
の
そ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
考

え
る
と
、か
つ
て
の
土
間
の
よ
う
に
食
に
よ
る
外
と
の
つ

な
が
り
を
も
っ
と
可
視
化
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
た
。

設
計
者
と
し
て
い
ず
れ
試
し
て
み
た
い
。
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小
貝
川
は
、
栃
木
県
那
須
烏
山（
か
ら
す
や
ま
）市
の
小
貝
ヶ
池
を
水
源
と
し
て
、「
坂
東
太
郎
」と

呼
ば
れ
る
利
根
川
に
合
流
し
、
太
平
洋
に
流
れ
て
い
る
。
鬼
怒
川
と
小
貝
川
流
域
は
水
運
の

河
岸
と
し
て
栄
え
、
江
戸
時
代
に
は
新
田
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
た
く
さ
ん
の
耕
地
が
生
ま
れ
た
。

三
日
月
湖
を
つ
く
っ
た
小
貝
川（
こ
か
い
が
わ
）流
域
は
暴
れ
川
と
も
い
わ
れ
、
蛇
の
よ
う
に
流
れ

る
こ
と
か
ら「
上
蛇（
じ
ょ
う
じ
ゃ
）」と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
曲
が
り
く
ね
っ

た
川
の
流
れ
は
幾
度
と
な
く
堤
防
を
決
壊
し
、
台
風
が
来
る
た
び
に
大
洪
水
を
起
こ
し
た
記
録
が

残
さ
れ
て
い
る
。
訪
ね
先
で
聞
い
た
話
に
よ
る
と
、
あ
る
80
歳
代
の
男
性
は
ブ
タ
が
流
れ
て
来
る

事
態
に
遭
遇
し
、
驚
き
、パ
ン
ツ
一
丁
で
決
壊
し
た
と
こ
ろ
に
土
俵
を
積
み
上
げ
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
１
９
５
７（
昭
和
32
）年
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
川
を
直
線
に
す
べ
く
堤
防
工
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
の

工
事
に
よ
っ
て
三
日
月
湖
が
で
き
た
が
、
川
が
市
境
だ
っ
た

名
残
り
で
三
日
月
湖
の
内
側
に
つ
く
ば
市
が
分
断
さ
れ
て
残

り
、
三
日
月
湖
外
側
は
常
総
市
と
な
っ
て
い
る
。
三
日
月
湖

の
内
側
に
は
昔
か
ら
の
集
落
が
の
こ
り（
２
０
１
８
年
の
再
訪

当
時
で
19
世
帯
）、７
月
は
年
に
一
度
の
水
神
様
の
お
祭
り
で
神

輿
が
通
り
を
練
り
歩
く
。 
（
畑 

亮
）

上：三日月湖のなかの集落のようす。昭和３０年代には１００人ほ
どが暮らしていたが、２０１８年時点で７１人に減少したという。い
ずれも広い前庭をもった大きな家が多い。　下：三日月湖の西
部分は常総市の吉野公園で、旧河道を利用した全国で初めての
市が管理する釣り堀（ヘラ鮒）として、１９６９（昭和４４）年に完成。
［表紙・右頁上］全長１１１.８キロメートル、一級河川の小貝川
の三日月湖のようす（１９７６年セスナより撮影）。
［右頁下］空の上からみると、人々の住まいは水や緑に囲まれ、
湖岸には釣り堀用の浮桟橋がつくられている。集落の畑は、か
つてブドウ畑だったが、井戸を掘りポンプで水を揚げ、現在は
陸稲をつくっているという（２０１８年ドローンより撮影）。
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すまいろん 2023夏　004

エ
ン
テ
ツ
さ
ん
の
名
で
知
ら
れ
た
大
衆
食
研
究
家
の
遠
藤
哲
夫
氏
に『
野
菜
炒
め

考
』と
い
う
論
考
が
あ
る
。
１
９
６
２
年
、
エ
ン
テ
ツ
さ
ん
が
新
潟
か
ら
東
京
に
出

て
き
た
と
き
、「
野
菜
炒
め
」な
る
料
理
を
見
か
け
て
は
じ
め
て
食
べ
た
の
だ
け
ど
、

な
ぜ
、
あ
ん
な
簡
単
な
料
理
を
地
元
で
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
と
疑
問
を
持

ち
、
色
々
と
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
そ
も
そ
も
炒
め
る
と
い
う
調
理
法
が
当
時
の
新

潟
に
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
答
え
に
辿
り
つ
く
論
考
で
あ
る
。
誰
も
が
知

る
料
理
を
出
発
点
に
、
火
力
の
強
い
ガ
ス
、
そ
し
て
油
と
フ
ラ
イ
パ
ン
が
い
か
に
生

ま
れ
、
日
本
の
家
庭
料
理
に
革
命
を
も
た
ら
し
た
か
を
説
く
エ
ン
テ
ツ
さ
ん
の
鮮
や

か
な
書
き
ぶ
り
に
感
激
し
、
以
来
、
料
理
史
本
を
読
む
こ
と
が
私
の
趣
味
の
ひ
と
つ

に
な
っ
た
。

日
本
の
料
理
史
は
３
０
０
年
続
く
永
遠
革
命
か
と
思
う
ほ
ど
変
化
が
尽
き
な
く

て
、
醤
油
の
発
明
、
寿
司
や
蕎
麦
な
ど
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
登
場
、
居
酒
屋
や
ビ

ア
ホ
ー
ル
な
ど
飲
酒
文
化
の
誕
生
、
明
治
以
降
の
肉
食
／
洋
食
の
普
及
な
ど
、
エ
ピ

ソ
ー
ド
そ
れ
ぞ
れ
涎
よ
だ
れが
で
る
ほ
ど
魅
力
が
あ
る
。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
歴
史
を
調
べ
て
い

る
私
に
は
、
世
界
随
一
の
進
化
を
遂
げ
た
江
戸
時
代
の
花
見
･
遊
山
の
食
文
化
が
気

に
な
る
け
れ
ど
、「
す
ま
い
ろ
ん
」の
観
点
で
何
よ
り
重
要
な
の
が
、
戦
後
〜
高
度
経

済
成
長
期
の
30
年
ほ
ど
の
期
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
戦
前
ま
で
専
門
店
で
親
し

ま
れ
て
い
た
ト
ン
カ
ツ
や
ハ
ン
バ
ー
グ
な
ど
の
洋
食
や
、
同
じ
く
新
し
い
味
と
し
て

人
気
の
あ
っ
た
中
華
料
理
が
家
庭
料
理
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期

で
、
食
材
と
調
理
法
の
爆
発
的
な
変
化
が
家
庭
に
も
た
ら
さ
れ
た
点
で
特
筆
に
値
す

る
。
日
本
人
の
食
に
対
す
る
情
熱
、
知
識
、
技
術
は
、
要
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
家
庭

で
の
経
験
で
磨
か
れ
い
る
わ
け
で
、
こ
の
時
期
の
家
庭
料
理
の
進
化
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、「
何
を
食
べ
て
も
全
部
お
い
し
い
」と
海
外
か
ら
も
評
価
さ
れ
る
日
本
の
食
文

化
の
発
展
が
あ
っ
た
と
私
は
思
う
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
か
ら
30
年
の
間
、
家
庭
で
お
き
た
食
の
進
化
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
る

と
、
野
菜
炒
め
を
可
能
に
し
た
炭
火
か
ら
ガ
ス
へ
の
熱
源
の
変
化
、
油
脂
の
消
費
拡

大
を
支
え
た
一
日
一
回
フ
ラ
イ
パ
ン
運
動
＊
、
炊
事
の
手
間
を
激
減
さ
せ
た
電
気
釜

の
登
場
な
ど
が
あ
り
、
食
材
で
い
え
ば
給
食
で
普
及
し
た
パ
ン
と
牛
乳
、
サ
ラ
ダ
油

の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
や
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
で
食
べ
る
生
野
菜
、
国
民
食
と
な
っ
た
カ
レ
ー

ル
ー
や
即
席
麺
・
レ
ト
ル
ト
食
品
な
ど
の
出
現
が
、
品
目
で
は
一
汁
一
菜
か
ら
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
一
汁
三
菜
へ
と
お
か
ず
の
増
加
が
あ
っ
た
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
流
通
革
命
と
冷
蔵
庫
の
普
及
に
よ
っ
て
食
品
の
調
達
手
段
と
貯
蔵
法
が
大

き
く
変
わ
り
、『
サ
ザ
エ
さ
ん
』の
三
河
屋
さ
ん
が
使
っ
た
勝
手
口
は
住
ま
い
か
ら
姿

を
消
し
た
。
住
宅
の
平
面
を
変
え
た
と
い
う
点
で
は
台
所
の
近
代
化
が
最
大
の
事
件

で
、
食
事
の
空
間
も
Ｄ
Ｋ
ま
た
は
Ｌ
Ｄ
Ｋ
へ
、
食
事
形
式
は
ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
ダ
イ
ニ

﹇
焦
点
﹈

食
と
住
の
接
点
を
探
る

太
田
浩
史 
［
一級
建
築
士
事
務
所
ヌ
ー
ブ
］

［図1］遠藤哲夫著『大衆めし 激動
の戦後史 「̶いいモノ」食ってりゃ
幸せか? 』（筑摩書房、2013年）
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太
田
浩
史（
お
お
た
・
ひ
ろ
し
）

建
築
家
、
博
士（
工
学
）。
１
９
６
８
年 
東
京
都
生
ま
れ
。
１
９
９
３
年 

東
京
大
学
大
学
院
研
究
科
建
築
学
専
攻
修
士
課

程
修
了
。
１
９
９
３
〜
１
９
９
８
年 
東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
助
手
・
同
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
室
助
手
。
２
０
０
０
年 

デ

ザ
イ
ン
ヌ
ー
ブ
一
級
建
築
士
事
務
所
共
同
設
立
。
２
０
０
３
〜
２
０
０
９
年 

東
京
国
際
都
市
再
生
セ
ン
タ
ー
特
任
研
究

員
。
２
０
０
９
年
〜 

東
京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
講
師
。
２
０
０
９
年 

株
式
会
社
デ
ザ
イ
ン
ヌ
ー
ブ
を
共
同
設
立（
そ

の
後
、
株
式
会
社
ヌ
ー
ブ
に
改
称
）。
２
０
０
０
年
よ
り
、
東
京
ピ
ク
ニ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
を
共
同
主
宰
。

ン
グ
テ
ー
ブ
ル
に
変
化
し
た
。
食
材
も
設
備
も
空
間
も
急
激
に
変
わ
る
な
か
、
柔
軟

に
適
応
し
な
が
ら
日
々
の
食
事
を
つ
く
り
続
け
た
当
時
の
主
婦
は
、
全
員
が
超
人
で

は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
の
活
躍
ぶ
り
だ
っ
た
と
私
は
思
う
。

こ
の
激
動
期
を
経
て
、
１
９
７
０
年
代
後
半
か
ら
は
食
の
画
一
化
と
加
工
食
品
隆

盛
の
時
代
を
迎
え
る
。
冷
凍
食
品
と
冷
蔵
半
調
理
済
み
食
品
・
加
工
食
品
を
、
コ
ー

ル
ド
チ
ェ
ー
ン
と
電
子
レ
ン
ジ
が
後
押
し
し
た
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
全
国

展
開
と
並
行
す
る
よ
う
に「
食
の
外
部
化
」は
進
行
し
、
か
つ
て
あ
ら
ゆ
る
料
理
を
つ

く
り
だ
し
た
台
所
に
、
時
短
・
簡
便
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。
中
な
か
し
ょ
く
食
と
総
称
さ

れ
る
調
理
済
み
食
品
の
市
場
は
、
共
働
き
家
庭
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
若
者
･
高
齢
者

の
増
加
に
合
わ
せ
て
ぐ
ん
ぐ
ん
と
成
長
し
、
今
で
は
コ
ン
ロ
な
し
キ
ッ
チ
ン
の
住
宅

が
登
場
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
コ
ン
ビ
ニ
の
冷
凍
回
鍋
肉
な
ら
チ
ン
す
る

だ
け
で
、
ガ
ス
は
要
ら
な
い
。
こ
の
食
の
変
化
を
、
エ
ン
テ
ツ
さ
ん
な
ら
何
と
言
う

だ
ろ
う
。

１
１
３
号
を
数
え
る
歴
史
あ
る「
す
ま
い
ろ
ん
」だ
が
、
実
は「
食
」に
つ
い
て
の

特
集
は
今
号
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。「
食
」は「
住
」に
並
ぶ
大
き
な
テ
ー
マ
で
、
住
宅

内
で
は
調
理
、
食
事
、
貯
蔵
に
話
題
を
絞
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
住
宅
外
で
の

食
に
目
を
向
け
る
と
、
購
買
と
外
食
、
さ
ら
に
は
生
産
や
流
通
な
ど
も
視
界
に
入
っ

て
く
る
。
若
者
･
高
齢
者
の
ひ
と
り
住
ま
い
や
共
働
き
の
家
庭
が
増
え
、
ガ
ス
・
フ

ラ
イ
パ
ン
要
ら
ず
の
野
菜
炒
め
が
登
場
す
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
可
能
な
か
ぎ
り
広

い
視
点
で
今
後
の「
食
と
住
ま
い
」を
考
え
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
今

年
２
０
２
３
年
は
和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
10
年
の
節
目
で

あ
り
、
日
本
の
食
文
化
へ
の
国
際
的
な
注
目
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、
住
宅
や
住
ま
い
方
か
ら
食
文
化
を
捉
え
る
こ
と
の
意
義
は
高

い
と
考
え
た
。

特
集
の
構
成
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
が
20
年
共
同
主
宰
し
て
い
る
東
京
ピ
ク
ニ
ッ

ク
ク
ラ
ブ
の
フ
ー
ド
担
当
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、『
日
本
食
の
文
化
』（
ア
イ
・
ケ
イ
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
）と
い
う
大
学
教
科
書
の
分
担
執
筆
者
で
も
あ
る
東
京
聖
栄
大
学
の
福
留

奈
美
さ
ん（
調
理
学
／
食
文
化
研
究
）に
協
力
を
い
た
だ
き
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
、
内

容
の
調
整
を
行
っ
た（
と
は
い
え
専
門
外
の
私
の
乱
食
の
せ
い
で
、
福
留
さ
ん
の
教
科
書
の
よ
う
に

は
整
理
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
点
を
最
初
に
お
詫
び
し
な
く
て
は
い
け
な
い
）。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
生
活
史
研
究
家
の
小
泉
和
子
さ
ん
、
家
族
関
係
学
か
ら
団
ら

ん
論
を
展
開
す
る
表
真
美
さ
ん
、
福
留
さ
ん
に
お
話
し
い
た
だ
き
、
昭
和
の
食
の
変

化
に
つ
い
て
の
大
き
な
流
れ
を
描
出
し
た
。
論
考
で
は
、
ま
ず
は
須
崎
文
代
さ
ん
に

最
新
の
台
所
史
を
、
福
田
育
弘
さ
ん
に
共
食
の
象
徴
と
し
て
の
鍋
料
理
を
、
木
立
真

直
さ
ん
に
中
食
の
現
在
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。
建
築
家
の
視
点
と
し
て
、
泉
幸

甫
さ
ん
と
仲
俊
治
さ
ん
に
食
を
テ
ー
マ
と
し
た
住
宅
設
計
論
を
展
開
し
て
い
た
だ

き
、
国
外
の
視
点
と
し
て
、
陣
内
秀
信
さ
ん
に
イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
食
に
つ
い
て
の

考
察
を
い
た
だ
い
た
。

す
ま
い
再
発
見
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
普
及
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
建
築
家
浜
口
ミ
ホ
氏
の
作
品
の
保
存
･
継
承
を
、
そ
し
て
す
ま
い
ぼ
ん

で
は
拙
稿
で「
食
と
住
ま
い
」の
関
連
本
を
紹
介
す
る
な
ど
、
今
号
は
あ
ら
ゆ
る
ペ
ー

ジ
で「
食
」を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
誰
も
が
毎
日
関
わ
っ
て
い
る「
食
」の
話
題
を
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

﹇
注
釈
﹈

＊一
日
一
回
フ
ラ
イ
パ
ン
運
動

― 

日
本
人
の
油
脂
の
消
費
拡
大
お
よ
び
摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
増
加
を
目
標
と
し
た

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
奨
励
し
た
施
策
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ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
、書
院
造
が
一
般
の
住
宅
、と
く

に
近
代
の
中
流
住
宅
に
接
客
本
位
の
住
宅
ス
タ
イ
ル
と
し

て
広
が
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
す
。
そ
し
て

近
代
に
な
っ
て
、よ
り
強
化
さ
れ
た
家
父
長
制
が
も
う
一

つ
の
大
き
な
理
由
だ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
す
。

台
所
の
歴
史 

│
古
代
か
ら
近
代
ま
で

│

は
じ
め
に
、古
代
か
ら
中
世
前
期
ま
で
の「
台
所
」を
振

り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
原
始
時
代
の
竪
穴
住
居

に
は
炉
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
弥
生
時
代
頃
に
な
っ

て
く
る
と
、竈
が
住
居
内
の
隅
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、こ
の
時
代
は
ワ
ン
ル
ー
ム
の
土
間

に
炉
や
竈
が
あ
っ
て
、こ
こ
で
寝
た
り
食
べ
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
水
は
必
ず
外
に
あ
り
ま
し
た
が
、別
に
炊
事
す

る
と
こ
ろ
だ
け
が
地
位

の
低
い
場
所
と
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た

﹇
図
１
﹈。

そ
の
時
代
の
上
層

住
宅
は
ど
う
だ
っ
た
か

と
い
う
と
、
大
嘗
宮
の

平
面
図﹇
図
２
﹈
に
は
、

第
99
回

―
す
まい
ろ
ん
シンポ
ジ
ウ
ム 

記
録

食
と
住
ま
い

２
０
２
３
年
３
月
28
日　

於
・
住
総
研
会
議
室（
東
京
都
中
央
区
）

司
会 

太
田
浩
史 　
﹇
一
級
建
築
士
事
務
所
ヌ
ー
ブ
﹈

講
演  

小
泉
和
子 　
﹇
昭
和
の
く
ら
し
博
物
館  

館
長
﹈

  

福
留
奈
美 　
﹇
東
京
聖
栄
大
学  

准
教
授
﹈

  

表
真
美  

　
﹇
京
都
女
子
大
学  

教
授
﹈

﹇
講
演
１
﹈

台
所
の
位
置
の
低
下
と

昭
和
の
台
所
と
食
文
化

小
泉
和
子
［
昭
和
の
く
ら
し
博
物
館  

館
長
］

今
日
は「
台
所
の
歴
史
」、「
昭
和
の
台
所
と
食
文
化
」

と
い
う
二
つ
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

台
所
と
い
う
と
、か
つ
て
は
北
向
き
で
寒
く
て
、じ
め

じ
め
し
て
、
ナ
メ
ク
ジ
が
糸
を
引
く
よ
う
な
場
所
で
し

た
。
設
備
も
悪
く
、水
場
は
外
に
あ
り
、流
し
は
竈
か
ま
どと
離

れ
て
動
線
が
悪
く
、不
便
で
不
衛
生
で
し
た
。

な
ぜ
台
所
が
家
の
中
で
冷
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
、そ
れ
は
い
つ
か
ら
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

基
本
的
に
は
、台
所
は
火
と
水
を
使
い
、泥
付
き
の
野

菜
や
血
の
出
る
鶏
や
魚
を
扱
う
場
所
で
す
。
煙
る
、
濡

れ
る
、
汚
れ
る
、
臭
う
な
ど
、
作
業
場
の
た
め
遠
ざ
け
ら

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、台
所
が
冷
遇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ

れ
に
は
ま
ず
、書
院
造
が
成
立
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

会場風景／オンライン配信によるシンポジウムを開催。（写真左手前から時計回り）福留奈美、小泉和子、太田浩史編集委員（司
会）、表真美、大月敏雄編集委員長の諸氏。＊会場は講演者と運営スタッフ、すまいろん編集委員のみとしました。

［図1］奈良・平安時代の住居模式図
（出典：篠崎譲治「沖積地における奈良・平安時代の住居構造 
追補」『南広間地遺跡４』日野市・日野市遺跡調査会、1994年）

草壁
土壁

階段

竪穴外柱

棚状施設

棚状施設
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膳かし
わ
や
屋
と
臼うす
や屋
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、悠ゆき
で
ん
紀
殿
、主すき
で
ん
基
殿
と

い
う
神
殿
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
は
一
棟
に
つ
き
一
機

能
と
い
う
時
代
で
、食
事
を
作
る
場
所
も
離
れ
た
一
棟
に

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
宮
殿
な
ど
に
お
い
て
共
通
し
た
特

徴
で
す
。

そ
れ
が
中
世
の
前
期
に
な
る
と
、
渡
り
廊
下
で
繋
が

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
東
福
寺
の
方
丈﹇
図
３
﹈を
み
る

と
、建
物
の
主
要
な
棟
と
台
所
の
棟
と
の
間
が
、渡
り
廊

下
で
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
そ
の
頃
の
一
般
の
庶
民
住
宅
は
ど
う
だ
っ
た

か
。
京
都
の
町
家
を
み
る
と
、
ミ
セ
に
床
が
張
っ
て
あ

り﹇
図
４
﹈、
半
分
は
土
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
土
間
に
竈

が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
大
体
の
場
合
は
床
上
に

炉
が
あ
り
、
井
戸
は
外
に
あ
る
ス
タ
イ
ル
で
す
。
こ
れ

も
や
は
り
ワ
ン
ル
ー
ム
で
す
。

中
世
後
期
の
上
層
住
宅
で
書
院
造
が
成
立
し
ま
す
。

書
院
造
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、
床とこ
、
棚
、
書
院
が
つ
い
た

畳
敷
き
座
敷
が
あ
る
住
宅
で
、
室
町
時
代
に
貴
族
た
ち

が
茶
や
宴
を
楽
し
む
住
宅
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
書

院
造
に
よ
っ
て
、
床と
こ
、
棚
、
書
院
が
あ
る
座
敷
が
一
番
格

が
高
く
、
座
敷
か
ら
遠
く
な
る
ほ
ど
格
が
下
が
る
と
い

う
、
部
屋
に
よ
る
格
差
が
成
立
し
ま
し
た
。
東
山
殿
の

平
面
図﹇
図
５
﹈を
見
る
と
、
全
体
が
一
体
化
し
て
、
そ
の

中
で
部
屋
が
区
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
台
所
も
渡
り
廊
下

型
で
は
な
く
、一
体
化
し
て
い
ま
す
が
、そ
れ
で
も
台
所

は
別
の
棟
で
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
一
部
の
上
層
住
宅
に
限
ら
れ
て
い

て
、そ
れ
以
外
は
違
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
15
世
紀
、室

町
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
箱
木
家
住
宅

﹇
図
６
﹈の
よ
う
な
上
層
農
家
で
も
、土
間
に
は
竈
が
つ
い

て
い
て
、ダ
イ
ド
コ
で
食
べ
た
り
、炊
事
を
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
全
体
的
に
は
一
つ
の
大
き
な

空
間
の
な
か
に
台
所
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
明
確

な
格
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
の
竪
穴
式
住
居
と
基
本

的
に
は
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。

近
世
に
入
る
と
、
書
院
造
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
平
面
図
は
名
古
屋
城﹇
図
７
﹈で
す
か
ら
、超
上
層
住

宅
で
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
建
物
は
縁
で
連
結
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
で
も
上
層
住
宅
の
台
所
は
別
棟
で
す
。

そ
し
て
や
は
り
水
は
外
に
あ
り
、
竈（
土
間
）と
炉（
板
間
）

の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
も
の
も
あ
ま
り
変
わ
り
が
あ
り

ま
せ
ん
。

土間

台所

［図5］東山殿（上）・主殿の図（右）
（出典：左／「東山殿屋敷ノ図」太田博太郎監修『匠
明』鹿島出版会、1971年）

上台所

下台所

料理の間

上段の間 上膳立所

下膳立所

［図4］京の町屋模式図

方丈
玄関

室中

土間 土間

庫裏

台所

渡廊

眠蔵

［図3］竜吟庵（東福寺塔頭）方丈

御所

臼屋

膳殿 膳殿盛屋

室 室

堂 堂

盛屋

臼屋

湯殿 釜
殿

神
服
柏
棚

御
廁

御
廁

神
服
柏
棚

［図6］箱木家住宅平面図（江村日奈子作図）
（出典：宮沢智士『民家史論』技報堂出版、2017年）

カマド

土間ナンド

オモテ

ニワ

ダイドコ

ウマヤ

［図2］『貞観儀式』に基づく大嘗宮復原図
（川本重雄復原）
（出典：川本重雄「文書・記録か
らみた古代の台所」『家具道具
室内史』第14号、家具道具室
内史学会、2022年）

［図7］名古屋城御本丸御殿当今之図・幕末
（出典：奥村徳義著、奥村儔次校『金城温古録』出版年不詳）
＊図3・5・7・12・13図中文字、図中引出し線は発表者による
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あ
る
食
事
も
す
る
居
間
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
仕
切
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、流
し
が
家
の
中
に
作
ら

れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
台
所
が
一
つ
の
仕
切
ら
れ
た
空

間
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、余
計
に

台
所
が
格
下
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
な
っ
て
も
、
下
層
住
宅
は
ワ
ン

ル
ー
ム
の
ま
ま
で
す
。
図
10
は
江
戸
の
長
屋
の
模
式
図
で

す
。
四
畳
半
で
、入
っ
た
と
こ
ろ
に
ナ
ガ
シ
と
カ
マ
ド
が

つ
い
て
い
て
、カ
マ
ド
は
ザ
シ
キ
の
タ
タ
ミ
の
方
か
ら
使

う
わ
け
で
す
が
、ワ
ン
ル
ー
ム
な
の
で
、格
差
も
何
も
あ

り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
新
潟
の
新
発
田
の
足
軽
長
屋﹇
図
11
﹈は
、
江
戸

の
長
屋
よ
り
広
い
で
す
が
、や
は
り
ド
マ
か
ら
入
っ
た
と

こ
ろ
が
板
間
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
炉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
や
は
り
床と
こ

は
な
く
、そ
れ
ほ
ど
格
差
の
な
い
ワ
ン

ル
ー
ム
式
で
す
。

一
方
、
超
上
流
住
宅
の
方
は
ず
っ
と
台
所
は
別
棟
で

す
。
離
れ
て
い
た
の
が
、渡
り
廊
下
で
繋
が
っ
て
、つ
い

に
は
棟
と
棟
と
が
縁
で
繋
が
り
ま
す
が
、別
棟
と
し
て
一

貫
し
て
炊
事
機
関
で
あ
っ
て
格
差
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
超
上
流
と
下
層
住
宅
以
外
は
、

書
院
造
化
し
て
部
屋
の
格
差
が
明
確
と
な
っ
て
台
所
が
下

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
、台
所
の
構
造
は
上
も
下
も
同

質
だ
っ
た
と
い
う
の
が
日
本
の
台
所
の
特
徴
で
す
。
日
本

の
台
所
は
歴
史
的
に
一
貫
し
て
御
殿
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で

も
大
名
屋
敷
で
も
庶
民
住
宅
で
も
、土
間
と
板
間
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
特
徴
で
す
。

江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
、書
院
造
が
一
般
に
ま
で

広
が
り
ま
す
。
当
時
大
多
数
を
占
め
て
い
た
の
は
農
家

で
す
が
、初
期
に
は
平
面
が
、全
国
的
に
い
ろ
い
ろ
な
類

型
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
次
第
に「
田
の
字
型（
整
形
四

間
取
り
型
）」に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す﹇
図
８
﹈。
な
ぜ

か
と
い
い
ま
す
と
、床
の
間
の
あ
る
部
屋
を
設
け
る
た
め

で
、書
院
造
化
で
す
。
こ
れ
は
本
百
姓
の
場
合
、村
民
を

統
括
す
る
に
あ
た
り
格
式
の
あ
る
部
屋
で
寄
合
や
冠
婚
葬

祭
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

中
層
の
武
家
住
宅
も
書
院
造
化
し
ま
し
た
。
樋
口
五

郎
宅
の
武
家
屋
敷﹇
図
９
﹈を
み
る
と
、
奥
の
間
と
座
敷
が

あ
っ
て
、座
敷
に
は
床とこ
が
付
い
て
い
ま
す
。
武
家
住
宅
で

は
身
分
の
上
の
客
を
迎
え
る
た
め
に
格
式
の
あ
る
部
屋
が

必
要
だ
っ
た
の
で
す
。

樋
口
五
郎
宅
の
間
取
り
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、流

し
や
竈
が
あ
る
い
わ
ゆ
る
台
所
と
、「
か
っ
て
」と
書
い
て

小
泉
和
子（
こ
い
ず
み
・
か
ず
こ
）

１
９
３
３
年 

東
京
生
ま
れ
。
女
子
美
術
大
学
洋
画
科
、
東
京
大
学
建
築
学
科
建
築
史
研
究
室
で
学
ぶ
。
工
学
博

士
。
専
門
は
日
本
家
具
室
内
意
匠
史
・
生
活
史
。
家
具
道
具
室
内
史
学
会
会
長
、
登
録
有
形
文
化
財
昭
和
の
く
ら

し
博
物
館
館
長
、（
有
）小
泉
和
子
生
活
史
研
究
所
所
長
。
各
地
の
重
要
文
化
財
近
代
建
築
の
家
具
の
修
復
・
復
元
、

博
物
館
・
資
料
館
の
展
示
企
画
、
重
要
文
化
財
住
宅
公
開
の
た
め
の
展
示
・
整
備
な
ど
を
行
う
。

﹇
主
な
著
書
﹈『
家
具
と
室
内
意
匠
の
文
化
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
７
９
）、『
船
箪
笥
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
２
０
１
１
）、『
和
家
具
の
世
界
』（
河
出
書
房
新
社
、
２
０
２
２
）、『
昭
和
の
く
ら
し
博
物
館
』（
河
出
書
房
新
社
、

２
０
０
０
）、『
く
ら
し
の
昭
和
史
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
２
０
１
７
）な
ど
が
あ
る
。

［図8］民家の間取り
（出典：玉井哲雄「農家の間取りと村共同体」『朝日百科日本
の歴史８近世Ⅱ』朝日新聞社、1989年）

［図9］樋口五郎宅（19世紀前期）
（出典：大河直躬「江戸時代の中・下級武士住居と近代都市住宅」『日本建
築の特質 太田博太郎博士還暦記念論文集』中央公論美術出版、1976年）

田の字型民家模式図

［図11］新発田の足軽長屋模式図

ドマ ドマ

ドマ

炉

［図10］江戸の長屋模式図

カマド

ナガシ

ド
マ
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こ
の
点
に
つ
い
て
以
前
、台
所
道
具
や
厨
房
器
具
を
調

べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
ど
ん
な
に
上
流
で
も

下
流
で
も
、所
蔵
す
る
道
具
は
同
じ
で
、俎
ま
な
い
た・
包
丁
・
鍋
・

釜
・
桶
・
樽
・
笊ざる・
擂すり
鉢
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本

の
調
理
方
法
は
焼
く
か
、煮
る
か
、刺
身
し
か
な
い
の
で
、

調
理
器
具
が
要
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
注
目
さ
れ
る
の

は
ど
の
家
庭
に
も
あ
っ
た
の
は
擂
鉢
で
す
。
擂
鉢
は
、上

層
で
も
、江
戸
長
屋
の
一
番
貧
乏
な
人
で
も
持
っ
て
い
ま

し
た
。
擂
り
つ
ぶ
す
だ
け
で
な
く
下
ろ
し
や
片
口
か
わ
り

に
使
う
万
能
調
理
器
だ
っ
た
の
で
す
。
で
は
、ど
こ
で
上

層
と
下
層
が
違
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、食
器
で
す
。
お

金
持
ち
は
九
谷
焼
や
輪
島
塗
り
な
ど
の
立
派
な
食
器
を

４
０
０
も
５
０
０
も
持
っ
て
い
て
、貧
し
い
人
は
茶
碗
１

個
と
い
う
感
じ
で
す
。

そ
れ
か
ら
、水
場
が
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
共
通
し

て
い
ま
し
た
。
一
番
多
い
の
は
井
戸
で
す
ね
。
井
戸
に
は

流
し
が
な
い
の
で
、盥
た
ら
いや
桶
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
盥
の

中
で
洗
っ
た
り
俎
を
置
い
て
切
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

今
で
も
、流
し
に
洗
い
桶
を
置
い
て
い
る
の
は
、そ
の
名

残
で
す
。
流
し
が
誕
生
す
る
の
は
ず
っ
と
後
で
す
。
以
上

が
近
世
ま
で
の
台
所
の
大
き
な
流
れ
で
す
。

そ
の
後
、
明
治
以
降
、
洋
風
の
導
入
に
よ
っ
て
さ
ら

に
台
所
の
劣
位
化
が
進
み
ま
す
。
た
だ
し
、
上
流
住
宅

﹇
図
12
﹈は
和
洋
館
併
立
だ
っ
た
の
で
、
洋
館
で
接
客
、
和

館
で
日
常
生
活
と
い
う
か
た
ち
で
台
所
も
重
要
な
機
関

と
し
て
お
り
、
と
く
に
地
位
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問
題
は
都
市
の
中
流
住
宅﹇
図
13
﹈で
す
。
和
洋
両
方
の

文
化
が
入
っ
て
く
る
と
、生
活
の
中
に
も
洋
風
な
も
の
が

た
く
さ
ん
入
っ
て
き
ま
す
。
中
流
住
宅
で
は
、上
流
住
宅

の
よ
う
な
洋
館
は
建
て
ら
れ
な
い
か
わ
り
に
玄
関
の
脇
に

洋
間
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
が
主
人
の
書
斎

兼
応
接
間
に
な
り
、そ
れ
に
加
え
て
座
敷
も
あ
っ
て
、家

の
中
で
お
客
様
の
た
め
と
主
人
の
た
め
の
部
屋
が
大
き
な

場
所
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、台
所
は
隅
に
押
し
や
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
の
上
、家
事
の
繁
雑
化
で
す
。
歴
史
的
に
み
て
家
事

が
一
番
大
変
だ
っ
た
の
は
昭
和
で
す
。
明
治
か
ら
入
っ
て

き
た
西
洋
の
文
化
が
、昭
和
に
入
っ
て
一
般
の
庶
民
に
ま

で
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
洗
濯
で
す
。
明
治

に
な
っ
て
洋
風
の
洗
濯
板
を
使
っ
て
家
で
洗
う
よ
う
に
な

り
ま
す
が
、そ
れ
が
一
般
に
普
及
す
る
の
が
大
正
末
か
ら

昭
和
で
す
。

日
露
戦
争
後
に
石
鹸
興
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
洗
濯
用

の
石
鹸
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、水
だ
け
を
盥
に

入
れ
て
洗
う
だ
け
で
、洗
濯
の
回
数
も
す
ご
く
少
な
か
っ

た
。
調
べ
て
み
る
と
1
年
に
何
回
か
、
普
段
は
腰
巻
と

じ
ゅ
ば
ん
と
ふ
ん
ど
し
を
洗
う
ぐ
ら
い
で
す
。
だ
か
ら
そ

こ
ま
で
重
労
働
で
は
な
か
っ
た
。

昭
和
に
な
る
と
、
一
般
の
人
で
も
ワ
イ
シ
ャ
ツ
な
ど

白
い
も
の
を
着
る
よ
う
に
な
り
、シ
ー
ツ
を
使
う
よ
う
に

な
っ
て
き
て
洗
濯
す
る
も
の
が
ど
ん
ど
ん
増
え
ま
し
た
。

し
か
も
、し
ゃ
が
ん
で
洗
濯
板
を
使
っ
て
ゴ
シ
ゴ
シ
と
半

日
ぐ
ら
い
か
け
て
や
る
。
水
道
が
出
れ
ば
ま
だ
い
い
で

す
が
井
戸
で
汲
む
場
合
だ
と
、洗
濯
一
つ
で
も
重
労
働
で

す
。
だ
か
ら
洗
濯
機
は
一
番
皆
が
喜
ん
だ
家
電
だ
っ
た
わ

け
で
す
。

そ
れ
か
ら
中
流
家
庭
で
は
、西
洋
料
理
や
支
那
料
理
を

作
っ
た
り
し
て
、フ
ラ
イ
パ
ン
や
食
器
、珈
琲
茶
碗
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
家
庭
看
護
で
も
、
氷
枕
と
か
、

体
温
計
が
全
国
的
に
普
及
し
た
の
は
戦
後
で
す
。
昔
は
風

邪
を
ひ
け
ば
、ネ
ギ
を
刻
ん
で
喉
に
巻
い
た
り
、お
灸
を

［図12］上流住宅の洋館。接客と炊事機関例
（岩崎久彌邸洋館平面図）

玄関

書斎

１階

厨房

ホ
ー
ル

ホ
ー
ル

ベ
ラ
ン
ダ

ポ
ー
チ

応
接
室

大
客
室

女中部屋

中廊下

床
座敷 茶の間

縁　側
ベランダ

寝室

風呂

応接間
（洋間）

台所

物
置

［図13］中流住宅（中廊下式住宅）
（図3・5右・12・13出典：住宅史研究会『日本住宅史図集』理工図書株式会社、1970年）
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す
る
程
度
で
し
た
。
病
院
や
療
養
所
に
入
る
の
は
す
ご
く

高
く
て
通
常
は
入
れ
ま
せ
ん
か
ら
、戦
前
は
結
核
で
さ
え

家
庭
で
介
護
し
て
い
ま
し
た
。
着
る
も
の
も
寝
具
も
家
で

作
る
。
冠
婚
葬
祭
も
家
で
や
る
。
客
も
家
に
泊
め
る
。
家

事
は
大
変
で
し
た
。
そ
れ
を
し
た
の
は
主
婦
と
女
中
だ
っ

た
の
に
、家
父
長
制
は
そ
れ
を
評
価
す
る
ど
こ
ろ
か
下
に

見
て
、女
が
働
く
台
所
な
ど
、ど
ん
な
所
で
も
よ
い
と
さ

れ
た
の
で
す
。

さ
す
が
に
建
築
家
た
ち
は
西
洋
を
模
範
に
し
て
合
理

化
し
た
台
所
を
作
る
こ
と
を
推
奨
し
ま
し
た
が
、実
態
は

「
台
所
は
本
来
は
、裏
手
に
あ
り
て
、表
た
た
ざ
る
を
よ
し

と
す
。
彼
の
調
理
の
臭
の
玄
関
座
敷
な
ど
に
漏
れ
、或
い

は
包
丁
の
音
、外
に
聞
ゆ
る
は
最
も
忌
む
べ
き
こ
と
な
り
」

と
、こ
れ
が
明
治
39
年
の
教
科
書
に
出
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。「
主
人
本
位
の
住
宅
」﹇
図
14
﹈と
い
う
図
が
あ
り
ま
す
が

こ
の
通
り
だ
っ
た
の
で
す
。

と
が
昭
和
30
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
が
そ
の
後
、
経
済
成
長
と
と
も
に
住
宅
の
形
が
変

わ
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
、和
食
文
化
を
衰
退
さ
せ
た
大
き
な
理
由
で
す
。

昭
和
の
台
所
と
食
文
化

昭
和
と
今
の
台
所
と
の
大
き
な
違
い
は
、上
げ
板
、板

の
間
、
土
間
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す﹇
図
15
﹈。
上
げ
板

と
い
う
の
は
冷
暗
所
、
つ
ま
り
地
下
収
納
で
す﹇
図
16
﹈。

漬
物
桶
や
梅
干
し
の
甕
や
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
甕
、
酒
瓶
や

醤
油
瓶
、
薪
と
か
炭
な
ど
を
し
ま
う
非
常
に
有
効
な
も

の
で
す
。

そ
れ
か
ら
座
っ
て
作
業
が
で
き
る
板
の
間
も
台
所
の

重
要
な
一
部
で
し
た
が
、
近
代
に
な
る
と
立
ち
流
し
を

重
要
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
座
る
こ
と
を
非
常
に
悪
く

言
い
ま
し
た
。
座
っ
て
作
業
す
る
の
を
非
常
に
遅
れ
た

文
化
だ
と
し
て
、
識
者
た
ち
は
板
の
間
を
な
く
そ
う
と

し
た
わ
け
で
す
。

和
食
と
い
う
の
は
、ほ
と
ん
ど
座
り
作
業
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
板
の
間
に
座
っ
て
、擂
鉢
を
す
る

と
か
、鰹
節
を
削
る
と
か
、み
ん
な
で
集
ま
っ
て
五
目
ず

し
を
作
っ
た
り
、お
は
ぎ
を
作
っ
た
り
、い
ろ
ん
な
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
昔
は
人
を
呼
ん
で
う
ち
で
宴
会
を
し
て

い
ま
し
た
か
ら
、大
勢
で
作
業
も
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
暮
れ
の
餅
つ
き
で
は
、庭
で
つ
い
た
餅

を
茣ご
ざ蓙
を
敷
い
た
板
の
間
で
伸の
す
こ
と
も
で
き
る
。
板
の

間
と
い
う
の
は
、
昔
は
非
常
に
清
潔
に
し
て
い
ま
し
た
。

板
の
間
に
上
が
る
と
こ
ろ
に
は
雑
巾
を
置
い
て
、そ
こ
で

足
を
拭
っ
て
か
ら
上
が
り
ま
し
た
。
今
は
板
の
間
と
い
う

と
ス
リ
ッ
パ
と
か
靴
で
歩
き
ま
す
が
、当
時
は
単
な
る
フ

ロ
ア
で
は
な
く
重
要
な
場
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
土
間
で
は
、
泥
付
き
野
菜
や
ア
サ
リ
を
置

い
た
り
、
七
輪
で
さ
ん
ま
を
焼
い
た
り
、
こ
う
い
う
こ

［図15］小泉家住宅の台所復元図（昭和３０～４０年頃）

＊本すまいろんシンポジウムでは、小泉和子さんの母・スズさんの家事仕事を記録した映画『母の手仕事─日々の暮らしの記録』
（2021年製作・小泉和子監修、全体75分の作品の内、シンポジウムに関連する部分［約50分］）を上映しました。

［図16］上げ板の内部

［図14］主人本位の住宅
（出典：『生活改善展覧会』1919年11月30日～1920年2月1日開催の出品ポスター、国立
科学博物館所蔵、https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/vm/past_parmanent/rikou/
other/poster.html、最終閲覧2023年7月1日）

板の間

土間 上げ板
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011　［特集］食と住まい

私
は
調
理
学
を
ベ
ー
ス
に
、
食
文
化
研
究
を
し
て
い

ま
す
。
特
に
和
食
文
化
を
特
徴
づ
け
る
食
材
利
用
や
料

理
レ
シ
ピ
の
調
査
を
通
し
て
、
次
世
代
に
日
本
の
食
文

化
を
伝
え
継
い
で
い
く
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
食
文
化
は
、
外
来
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を

受
け
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
、
大
陸
か
ら
影
響
を
受
け

た
時
代
は
長
く
、
縄
文
晩
期
の
稲
作
伝
来
か
ら
続
き
ま

し
た
。
そ
し
て
室
町
末
期
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の
南

蛮
文
化
が
、
江
戸
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
を
介
し
た
紅

毛
文
化
が
入
り
、
近
代
以
降
は
西
洋
文
化
に
大
き
な
影

響
を
受
け
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
現
在
は
多
国
籍
の
影
響
を
受
け
、

た
っ
た
１
５
０
年
ぐ
ら
い
の
間
に
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

大
き
く
変
え
て
き
ま
し
た﹇
図
１
﹈。

ま
ず
皆
さ
ん
、毎
日
、飲
む
も
の
・
食
べ
る
も
の
に
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？  

そ
の
土
地
で
よ
く
食
べ

た
り
飲
ん
だ
り
す
る
も
の
は
、
そ
の
道
具
も
発
達
し
て

き
ま
す
し
、
住
ま
い
の
中
で
の
位
置
付
け
も
変
化
し
て

き
ま
す
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
紅
茶
を
い
れ
る

電
気
ケ
ト
ル
だ
っ
た
り
、
日
本
で
は
ご
飯
を
炊
く
釜
や

炊
飯
器
が
多
様
に
進
化
し
て
き
ま
し
た
。

﹇
講
演
２
﹈

調
理
と
道
具
と
す
ま
い 

 
─
お
い
し
く
食
べ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
遷

福
留
奈
美
［
東
京
聖
栄
大
学  

准
教
授
］

調
理
と
は

食
品
を
加
工
し
た
り
調
理
す
る
目
的
に
は
、「
お
い
し

い
状
態
に
変
化
さ
せ
る
」、「
衛
生
的
、安
全
な
も
の
へ
変

化
」さ
せ
た
り
、「
摂
取
、
消
化
・
吸
収
を
助
け
る
」な
ど

が
あ
り
ま
す
。
お
い
し
い
と
感
じ
る
味
や
香
り
、
食
感

を
生
み
だ
し
、
安
全
で
食
べ
や
す
い
状
態
に
調
え
る
こ

と
が
調
理
で
あ
り
、
そ
の
道
具
で
あ
る
調
理
機
器
・
器

具
と
場
所
で
あ
る
台
所
の
機
能
は
、
と
て
も
大
事
な
も

の
で
す
。

自
分
や
家
族
が
好
む
料
理
を
作
る
た
め
に
、
ど
の
よ

う
な
調
理
操
作
を
す
る
の
か
。
大
き
く
は「
非
加
熱
調

理
」と「
加
熱
調
理
」に
わ
か
れ
ま
す
。

「
加
熱
調
理
」に
は
、「
湿
式
」、
つ
ま
り
水
を
媒
体
と

し
て
熱
を
伝
え
る
も
の
と
、
油
や
直
火
で
焼
い
た
り
す

る「
乾
式
」が
あ
り
、「
電
子
レ
ン
ジ
加
熱
」と
い
う
も
の

も
20
世
紀
後
半
に
加
わ
り
ま
し
た
。
ま
た「
冷
や
す
」こ

と
を
調
理
と
考
え
る
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

冷
却
・
冷
凍
は
非
加
熱
操
作
の
ひ
と
つ
で
す
。

熱
源
の
変
化

加
熱
調
理
の
熱
源
の
変
遷
を
み
る
と
、
大
き
く
は
薪
、

木
炭
、
練
炭
、
ガ
ス
、
そ
し
て
電
気
へ
と
変
わ
り
、
熱
源

の
変
化
に
あ
わ
せ
た
道
具
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

熱
源
に
着
目
を
し
て
み
る
と
、
先
史
の
頃
、
木
か

ら
降
り
て
直
立
歩
行
を
始
め
た
人
類
は
、
１
０
０
〜

１
５
０
万
年
前
く
ら
い
か
ら
火
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
と
き
の
熱
源
は
草
木
や
薪
で
、

直
接
焼
く
か
、
石
の
上
に
乗
せ
て
焼
く
石
焼
き
の
調
理

も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
灰
に
う

ず
め
て
蒸
し
焼
き
に
す
る
と
い
っ
た
灰
焼
き
も
し
て
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
水
を
使
っ
て
茹
で
る
・
煮
る
と
い
う
調
理
は
、

 縄文時代

 弥生時代

 古墳時代

 飛鳥時代

 奈良時代

 平安時代

 鎌倉時代

 室町時代

 安土・桃山時代

 江戸時代

 明治時代

 大正時代

 昭和時代

 平成時代

大陸文化 /南蛮文化・紅毛文化 /西洋化 /欧米化・多国籍化
こうもうぶんか

南蛮文化・紅毛文化

西洋文化
欧米化と

　　多国籍化

紀元前
1300

紀元前
1100

紀元前
900

紀元前
700

紀元前
500

紀元前
300

紀元前
100 100 300年 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900

原始・古代 中世 近世 近・現代

縄文晩期 弥生 古墳 平安奈良奈良奈良奈良奈良奈良
飛鳥 室町室町室町

安土
桃山鎌倉 江戸

大陸文化 遣隋使
　　遣唐使稲作伝来 禅宗の

影響

［図1］稲作伝来以来の異文化接触
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鍋
に
あ
た
る
土
器
が
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
難
し

い
で
す﹇
図
２
﹈。

縄
文
土
器
、
弥
生
土
器
、
土は
じ
き
師
器
、
須す
え
き
恵
器
と
い
う
ふ

う
に
焼
物
の
焼
成
温
度
が
上
が
り
、古
墳
時
代
に
は
、鉄

を
溶
か
し
て
流
し
て
つ
く
る
鋳
物
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

縄
文
人
は
土
器
に
水
を
貯
め
て
火
に
か
け
、古
墳
時
代

に
は
竈
か
ま
どに
土
師
器
の
羽
釜
を
か
け
、そ
の
上
に
甑
こ
し
き、い
わ

ゆ
る
蒸
し
器
を
か
け
て
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し

て
ア
ク
抜
き
が
必
要
な
木
の
実
や
お
米
の
よ
う
に
水
分
を

加
え
て
加
熱
し
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い
穀
物
も
お
い
し
く

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、食
べ
る
も
の
の
幅
を
増
や
し

て
い
き
ま
し
た
。
竪
穴
住
居
の
中
に
は
炉
が
あ
り
、そ
の

炉
が
竈
に
進
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

時
代
が
下
り
炭
焼
き
も
す
る
よ
う
に
な
り
、江
戸
時
代

の
熱
源
は
薪
・
木
炭
が
主
流
で
し
た
。
煮
炊
き
を
す
る
た

め
に
薪
を
く
べ
た
り
炭
を
燃
や

す
と
こ
ろ
が
、土
間
か
ら
囲
炉
裏

の
よ
う
に
座
敷
に
入
っ
て
き
て
、

寒
い
地
方
で
は
囲
炉
裏
を
み
ん

な
で
囲
っ
て
、暖
を
と
り
な
が
ら

食
べ
て
い
ま
し
た
。
囲
炉
裏
は
、

縁
に
お
椀
や
箸
を
並
べ
て
食
卓

と
し
て
も
使
え
る
し
、切
っ
た
り

盛
り
付
け
な
ど
、簡
易
的
な
調
理

台
と
し
て
も
使
え
て
便
利
で
す
。

さ
ら
に
、囲
炉
裏
の
上
に
魚
や
大

根
な
ど
を
干
し
て
、煙
で
燻
し
て
風
味
と
保
存
性
を
高
め

る
工
夫
な
ど
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

炭
を
使
っ
た
道
具
に
は
、
火
鉢
や
七
輪
、
銅ど
う
こ壺﹇

図
３

右
下
﹈が
あ
り
ま
す
。
熱
源
を
外
に
持
ち
出
せ
る
の
は
炭

が
あ
っ
た
か
ら
で
、江
戸
時
代
の
人
た
ち
が
ピ
ク
ニ
ッ
ク

で
酒
を
燗
し
て
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
浮
世
絵
に
残
っ
て

い
ま
す﹇
図
４
﹈。
七
輪
は
屋
外
や
土
間
で
、
火
鉢
は
室
内

で
使
う
調
理
器
具
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

明
治
期
に
入
る
と
、
衣
服
は
洋
装
に
徐
々
に
変
わ
り
、

肉
食
や
牛
乳
が
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、住
環
境
や
生

活
ス
タ
イ
ル
は
す
ぐ
に
は
変
わ
ら
ず
、台
所
の
造
り
も
大

き
く
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
30
年
代
の
東
京
の
町
屋
の
台
所﹇
図
５
﹈で
は
、
板

の
間
に
竈
が
あ
り
、土
間
で
は
す
の
こ
の
上
に
乗
っ
て
炊

事
が
で
き
る
よ
う
な
造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
家

で
は
土
間
に
井
戸
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
、長

屋
で
は
屋
外
に
共
同
の
井
戸
が
あ
り
、
そ
こ
で「
井
戸
端

［図4］江戸むらさき名所源氏、御殿山花見 
見立花の宴、歌川広重画

［図3］人類と調理－加熱調理の歴史－②
（出典：右上・右下／江原絢子監著他、福留含む8名『日本食の文化』アイ・ケイ
コーポレーション　左上・左下・右中／国立国会図書館デジタルコレクション）

［図2］人類と調理－加熱調理の歴史－①
（提供：右上写真／和歌山県立紀伊風土記の丘　右下写真／滋賀県立安土城考古博物館
〈穴太飼込3号墳〉）

先史、新石器時代・縄文・弥生・古墳・奈良・平安・鎌倉・室町時代

熱源：薪 ・ 木炭

三内丸山遺跡展示（縄文人の生活）筆者撮影

古墳時代、竪穴住居の竈（再現）

古墳から出土したミニチュア
炊飯土器（竈・羽釡・甑）※1 砂鉄を原料とする精錬は6世紀後半の古墳時代に始まる。

直火焼き  石焼き  灰焼き
→ゆでる、煮る調理
→土器の使用

→鋳物※1

縄文土器
弥生土器

土師器（はじき）
須恵器（すえき）

囲炉裏の構造

『料理早指南』（1801）
『江戸時代料理本修正：翻刻第６巻』より

携帯できる湯煎機「銅壺」

江戸時代 熱源：薪 ・ 木炭

二代歌川国貞
「東京美女ぞろひ 柳橋きんし」

江戸の町家の台所『絵本江戸紫2』
禿帚子作、石川豊信画、1765

あつやきなべ七りん

［図5］明治30年代の東京の町家の台所『東京
風俗志』中巻（1901）
（図4・5出典：国立国会図書館デジタルコレクション）

明治期前半 熱源：薪・木炭・練炭・石炭・石油熱源：薪・木炭・練炭・石炭・石油

明治期後期～
    大正・昭和初期 熱源：都市ガス・電気熱源：都市ガス・電気
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013　［特集］食と住まい

会
議
」が
開
か
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
、
明
治
35
年
頃
に
は
、
ガ
ス
会
社
が
で
き
、
ガ

ス
を
使
う
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
調
理
機
器
を
作
っ
て
販
売

を
始
め
ま
し
た
。
少
し
出
遅
れ
て
、電
気
業
界
で
も
電
化

製
品
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

鍋
釜
の
変
化

「
鍋
」に
注
目
を
す
る
と
、鋳
物
そ
の
も
の
は
古
墳
時
代

か
ら
あ
り
、底
の
丸
い
鉄
の
鍋
を
炉
に
吊
る
し
て
薪
を
く

べ
た
り
、竈
に
か
け
て
煮
炊
き
に
使
う
時
代
が
長
く
続
き

ま
し
た
。

大
き
な
変
化
は
鍋
の
材
質
に
よ
る
も
の
で
す
。
戦
時
下

で
、ア
ル
ミ
工
業
が
軍
事
産
業
と
し
て
注
目
さ
れ
、ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
を
加
工
し
た
ア
ル
マ
イ
ト
が
開
発
さ
れ
増
え
て

い
き
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
は
、ア
ル
ミ
鍋
の
大
き
さ
を

選
ん
で
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
と
も
と
日
本
の
鍋
は
丸
底﹇
図
６
﹈で
、
竈
や
自じざ
い
か
ぎ
在
鉤

に
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
が
、ガ
ス
器
具
に
代

わ
り
、
あ
る
い
は
電
気
器
具
に
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、

底
が
平
た
い
平
底
鍋﹇
図
７
﹈に
変
わ
っ
た
と
い
う
指
摘
も

あ
り
ま
す
。

こ
の
後
の
進
化
と
し
て
は
、鍋
が
小
型
化
し
、ア
ル
ミ

福
留
奈
美（
ふ
く
と
め
・
な
み
）

１
９
６
７
年 

高
知
市
生
ま
れ
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
前
期
・
後
期
博
士
課
程
修
了
、
調
理
学
研
究
室
で
学

ぶ
。
博
士（
学
術
）。
専
門
は
調
理
学
、
食
文
化
研
究
。
和
食
文
化
の
保
護
・
継
承
活
動
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
、

和
食
文
化
を
特
徴
づ
け
る
食
材
・
料
理
・
調
理
法
等
や
料
理
の
こ
と
ば
の
研
究
を
行
う
。
２
０
１
９
年 

東
京
聖
栄

大
学
健
康
栄
養
学
部
食
品
学
科
准
教
授
。
２
０
２
３
年
４
月
〜
同
教
授
。
和
食
文
化
国
民
会
議
調
査
研
究
部
会
幹

事
、
日
本
家
政
学
会
食
文
化
研
究
部
会
役
員
。

﹇
主
な
共
著
﹈『
日
本
食
の
文
化
』（
ア
イ
・
ケ
イ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
２
０
２
１
）、『
和
食
手
帖
』（
思
文
閣
出
版
、

２
０
１
８
）、『
め
し
あ
が
れ

︱
食
文
化
で
学
ぶ
上
級
日
本
語

︱
』（
く
ろ
し
お
出
版
、
２
０
２
１
）

で
軽
く
加
工
も
し
や
す
く
、い
ろ
い
ろ
な
大
き
さ
や
形
状

の
片
手
鍋
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、琺ほ
う
ろ
う瑯仕
上
げ

と
い
う
金
属
に
ガ
ラ
ス
質
を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
た
鍋
は
、

色
を
つ
け
た
り
絵
が
描
け
ま
す
の
で
、そ
れ
が
台
所
に
色

彩
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
第
二
次
世
界

大
戦
後
は
鍋
の
材
質
に
ス
テ
ン
レ
ス
が
加
わ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
家
の
中
に
た
く
さ
ん
の
種
類
の
鍋
が
存
在
し
、

そ
れ
を
使
い
分
け
る
と
い
う
時
代
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。

ど
ん
な
も
の
を
食
べ
て
い
た
の
か

明
治
期
に
入
っ
て
肉
食
が
解
禁
さ
れ
、富
国
強
兵
の
た

め
に
、と
に
か
く
た
ん
ぱ
く
質
と
乳
製
品
を
摂
る
こ
と
が

奨
励
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、殖
産
興
業
で
養
鶏
や
養
豚
な

［図6］アルミの丸底鍋（1900年頃）
（図6・7出典：面矢慎介著『近代家庭機器のデザイン
史 :イギリス・アメリカ・日本』美学出版、2020年）

［図7］デパートで売られていた平底の各
種鍋（1937年）

ど
畜
産
業
も
盛
ん
に
な
り
、日
本
人
の
食
べ
る
も
の
が
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
人
の
平
均
身
長
は
、明
治
の

初
め
か
ら
現
代
ま
で
で
、ほ
ぼ
15
セ
ン
チ
高
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
か
ら
驚
き
ま
す
。
座
式
か
ら
椅
子
式
に
な
る
な

ど
、生
活
様
式
の
変
化
に
も
要
因
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
、食
べ
る
も
の
と
食
べ
る
量
の
変
化
の
影
響
は
大
き
い

で
す
。

肉
食
解
禁
に
よ
っ
て
牛
鍋
屋
で
牛
肉
も
食
べ
る
こ
と
が

大
流
行
し
ま
し
た﹇
図
８
﹈。
こ
う
し
て
外
食
と
し
て
食
べ

ら
れ
て
い
た
も
の
が
、家
庭
の
中
に
も
入
っ
て
き
て
、平

底
の
浅
型
の
す
き
焼
き
鍋
が
生
ま
れ
、家
で
食
べ
る
ご
ち

そ
う
と
し
て
す
き
焼
き
が
定
着
し
ま
し
た
。

ま
た
、明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、さ
ま
ざ
ま

な
洋
食
屋
が
で
き
て
、洋
食
の
味
を
消
費
者
が
覚
え
て
家

［図8］牛鍋を食べる女性の図
（出典：『牛店雑談 安愚楽鍋』国文学研究資料館近代書誌・近代画像データベースhttp://school.nijl.

ac.jp/kindai/NIJL/NIJL-01025.html#36　最終閲覧2023年7月1日）
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蔵
庫
）が
生
活
の
豊
か
さ
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た
。

冷
蔵
庫
の
変
遷
を
見
て
み
る
と
、初
め
は
木
製
で
上
段

に
氷
の
塊
を
置
い
て
、下
の
も
の
を
冷
や
す
氷
冷
蔵
庫（
氷

蔵
庫
）が
は
じ
ま
り
で
し
た
。
19
世
紀
末
に
日
本
で
も
人

工
氷
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、１
９
６
０
年
頃
ま
で
氷

冷
蔵
庫
は
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、ガ
ス
冷
蔵
庫

も
途
中
あ
り
ま
し
た
が
、徐
々
に
電
気
冷
蔵
庫
に
移
り
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

国
産
の
電
気
冷
蔵
庫
は
１
９
２
７
年
頃
に
は
開
発
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
が
、試
験
的
で
と
て
も
高
額
だ
っ
た
の

で
浸
透
は
せ
ず
、戦
後
に
な
っ
て
高
価
な
業
務
用
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
て
、
後
に
家
庭
用
が
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

冷
蔵
庫
は
、保
存
性
を
高
め
る
こ
と
が
第
一
目
的
の
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
村
瀬
敬
子『
冷
た
い
お
い
し
さ
の
誕
生

―
日
本
冷
蔵
庫
１
０
０
年
』（
論
創
社
）に
よ
る
と
、
初

期
の
頃
は
、ビ
ー
ル
な
ど
冷
た
い
飲
み
物
が
飲
め
る
と
い

う
、お
い
し
さ
を
求
め
て
の
購
入
動
機
が
大
き
か
っ
た
よ

う
で
す
。

大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
人
口
が
増
え
、食
糧
需
要

が
増
す
な
か
で
、魚
を
冷
凍
し
て
流
通
さ
せ
る
方
策
が
と

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
利
用
促
進
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、冷
蔵

庫
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、流
通
面
で
は
日
本
独
自

の
コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で

す
。

躍
進
す
る
電
気
釜
・
炊
飯
器

１
９
５
０
年
代
後
半
か
ら
60
年
代
に
か
け
て
、さ
ま
ざ

ま
な
電
化
製
品
が
生
み
出
さ
れ
る
な
か
で
も
、炊
飯
器
の

で
も
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
カ

レ
ー
ラ
イ
ス
で
す
。

カ
レ
ー
と
い
え
ば
イ
ン
ド
が
も
と
だ
と
思
う
で
し
ょ
う

が
、日
本
の
カ
レ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
経
由
で
入
っ
て
き
た
も

の
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
牛
は
食
べ
ま
せ
ん
し
、豚
を
食
べ

る
人
も
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、日
本
で
カ
レ
ー
と
い
え

ば
ビ
ー
フ
か
ポ
ー
ク
で
す
よ
ね
。
ま
た
カ
レ
ー
ソ
ー
ス
の

と
ろ
み
は
小
麦
粉
と
バ
タ
ー
を
炒
め
て
作
る
ル
ウ
で
つ
け

ま
す
。
こ
れ
を
日
本
の
粘
り
け
の
あ
る
ご
飯
に
組
み
合
わ

さ
せ
て
、日
本
独
自
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
に
な
っ
た
の
で
す
。

道
具
に
つ
い
て
は
大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
、上
層

家
庭
の
子
女
が
、女
学
校
で
ブ
ラ
ウ
ン
ル
ウ
を
炒
め
て
カ

レ
ー
粉
か
ら
作
る
本
格
的
な
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
習
っ
て
き

て
、そ
れ
を
家
で
も
作
る
た
め
に
フ
ラ
イ
パ
ン
を
購
入
し

た
と
聞
き
ま
す
。
フ
ラ
イ
パ
ン
は
、焼
く
だ
け
で
は
な
く

炒
め
物
に
も
使
え
ま
す
し
、洋
風
料
理
と
と
も
に
フ
ラ
イ

パ
ン
が
家
庭
に
入
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

明
治
期
に
支
那
料
理
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
中
国
の
料
理

は
、少
し
遅
れ
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
中
華
風
料
理
と

し
て
家
庭
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
今
で
も
中
華
鍋
が
家
に

あ
る
ご
家
庭
は
結
構
あ
る
と
思
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長

で
豊
か
に
な
る
前
の
食
事
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー
量
も
栄
養
的

に
も
不
十
分
で
し
た
か
ら
、炒
め
調
理
を
作
る
こ
と
で
野

菜
や
肉
を
油
と
共
に
摂
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、ハ
ン
バ
ー
グ
や
コ
ロ
ッ
ケ
な
ど
肉
や
油
を
使
う
料
理

が
食
卓
に
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、今
も

人
気
の
洋
食
や
和
風
の
肉
料
理
が
家
庭
料
理
と
し
て
定
着

し
て
い
き
ま
し
た
。

卓
上
コ
ン
ロ
の
進
化

大
正
・
昭
和
期
に
か
け
て
、
薪
、
木
炭
・
練
炭
な
ど
を

中
心
と
し
た
生
活
か
ら
、ガ
ス
に
熱
源
が
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
は
じ
め
は
、都
市
ガ
ス
で
し
た
か
ら
、鉄
道
の
発

達
と
と
も
に
か
な
り
局
部
的
な
都
市
部
で
の
普
及
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
後
に
岩
谷
氏
が
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス

を
開
発
し
て
、
ガ
ス
が
持
ち
運
び
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

農
山
漁
村
の
隅
々
ま
で
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、ガ
ス

器
具
が
日
本
全
国
で
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た﹇
図
９
・

10
﹈。卓

上
の
加
熱
調
理
で
い
う
と
、私
が
子
ど
も
の
頃
は
ガ

ス
の
ホ
ー
ス
で
繋
が
れ
た
ガ
ス
こ
ん
ろ
で
す
き
焼
き
や
水

炊
き
を
し
、い
つ
の
頃
か
ら
か
カ
セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
に
か
わ

り
、ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
で
焼
肉
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。

電
化
製
品
の
誕
生
と
変
遷

１
９
５
３
年
は「
電
化
元
年
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

電
気
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
う
に
つ
れ
て
電
化
製
品
の
人
気
が

高
ま
り
、「
三
種
の
神
器
」（
白
黒
テ
レ
ビ
、電
気
洗
濯
機
、電
気
冷

［図9］岩谷直治氏によるマルヰプロパン
開発（1953）©岩谷産業株式会社

［図10］カセットこんろ1号機「イワタニホース
ノン・カセットフー」©岩谷産業株式会社
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015　［特集］食と住まい

進
化
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
保
温
が
で
き
ず
、

炊
飯
と
ジ
ャ
ー
が
別
々
で
し
た
が
、一
体
型
で
炊
飯
・
保

温
で
き
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
後
、残
っ
た
ご
飯
は
冷
凍

保
存
し
て
電
子
レ
ン
ジ
で
解
凍
し
て
食
べ
る
時
代
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、炊
き
方
を
選
べ
、さ
ま
ざ
ま
な
多
機
能

が
つ
き
、か
ま
ど
炊
き
の
お
い
し
さ
を
再
現
す
る
よ
う
な

お
い
し
さ
志
向
の
高
級
炊
飯
器
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の

一
方
で
、極
少
量
の
０・５
合
炊
き
で
、ご
飯
茶
碗
1
杯
分

か
ら
炊
け
る
よ
う
な
単
身
世
代
向
き
、孤
食
向
き
の
も
の

や
、携
帯
可
能
な
炊
飯
器
も
あ
り
、世
相
を
反
映
し
て
い

ま
す
。

ま
た
家
に
炊
飯
器
が
な
く
、パ
ッ
ク
ご
飯
や
コ
ン
ビ
ニ

で
買
っ
て
す
ぐ
食
べ
ら
れ
る
中
な
か
し
ょ
く
食
を
利
用
す
る
人
が
増
え

て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
電
子
レ
ン
ジ
で

す
。
ま
な
板
や
包
丁
は
な
く
て
も
、電
子
レ
ン
ジ
だ
け
は

あ
る
と
い
う
家
も
あ
り
ま
す
。
電
子
レ
ン
ジ
は
１
９
６
０

年
代
に
登
場
し
、１
９
６
７
年
に
、「
チ
ン
」と
音
が
す
る

電
子
レ
ン
ジ
が
で
き
た
こ
と
で
、「
チ
ン
す
る
」と
い
う
言

葉
も
生
ま
れ
ま
し
た﹇
図
11
﹈。

冷
凍
冷
蔵
庫
が
一
般
家
庭
に
広
が
っ
て
い
く
の
と
並
行

し
て
電
子
レ
ン
ジ
も
普
及
し
て
い
き
、冷
凍
冷
蔵
庫
は
大

型
化
し
て
、冷
凍
庫
の
位
置
も
大
き
さ
も
数
も
よ
り
使
い

や
す
く
進
化
し
て
い
ま
す
。
核
家
族
化
、家
事
労
働
の
分

担
や
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、食
品
の
ま
と
め
買
い
を

す
る
生
活
に
変
わ
り
、
食
卓
で
は
、
冷
蔵
、
あ
る
い
は
冷

凍
品
の
加
工
品
を
上
手
に
使
っ
て
食
べ
る
時
代
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
御
用
聞
き
サ
ー
ビ
ス
が
な
く
な
り
、

住
ま
い
に
は
勝
手
口
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

の
家
族
の
か
た
ち
と
団
欒
を
求
め
ま
し
た
が
、今
、私
た

ち
は
ど
ん
な
生
活
空
間
を
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
、生
活
文
化
の
継
承
と
い
う
視
点
か

ら
言
う
と
、家
族
や
地
域
の
特
性
を
な
く
さ
ず
、わ
が
家

ら
し
さ
の
残
る
食
事
の
あ
り
方
や
暮
ら
し
方
を
探
っ
て

い
っ
て
欲
し
い
で
す
。

最
後
に
、（
一
社
）日
本
調
理
科
学
会
が
企
画
編
集
を
し

た『
伝
え
継
ぐ 

日
本
の
家
庭
料
理
』の
紹
介
を
し
ま
す
。

１
９
６
０
年
頃
ま
で
に
、全
国
で
実
際
に
食
べ
ら
れ
て
い

た
家
庭
料
理（
１
４
４
０
品
）を
調
査
研
究
し
て
ま
と
め
た

本﹇
図
12
﹈で
、
作
り
や
す
い
レ
シ
ピ
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共

に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
高
度
経
済
成
長
期
以
前

の
食
卓
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
と
い
え
ま
す
。
多
様
性
の

尊
重
が
う
た
わ
れ
る
今
日
、地
域
ご
と
、家
族
ご
と
の
懐

し
い
味
を
作
り
つ
づ
け
て
い
け
る
よ
う
な
台
所
、つ
な
が

り
を
残
し
て
い
け
る
住
ま
い
を
考
え
て
い
っ
て
欲
し
い
で

す
。

食
と
住
ま
い
の
こ
れ
か
ら

生
鮮
食
品
だ
け
で
な
く
カ
ッ
ト
野
菜
や
半
調
理
品
、そ

し
て
調
理
済
み
食
品
の
種
類
が
増
え
て
、冷
凍
食
品
も
す

ご
く
進
化
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
の
冷
凍
食
品
が
と
て

も
充
実
し
て
き
て
、コ
ン
ビ
ニ
の「
台
所
化
」が
進
ん
で
い

る
と
感
じ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、た
っ
た
こ
の
１
０
０
年
の
間
に
、私

た
ち
の
食
・
住
ま
い
、
生
活
ス
タ
イ
ル
は
変
化
し
、
今
も

変
わ
り
続
け
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
食
品
や
器
具
に
あ

ふ
れ
、選
択
肢
は
多
い
の
に
、実
際
に
食
べ
て
い
る
食
品

の
数
や
種
類
は
非
常
に
少
な
く
、い
つ
も
決
ま
っ
た
も
の

し
か
食
べ
な
か
っ
た
り
、料
理
を
作
る
人
、作
れ
る
人
が

減
っ
て
い
ま
す
。

道
具
に
し
て
も
1
人
で
使
い
や
す
い
も
の
へ
、住
ま
い

も
小
さ
く
コ
ン
パ
ク
ト
な
造
り
が
増
え
て
、「
孤
」を
対
象

と
し
た
傾
向
が
強
ま
り
ま
し
た
。
戦
後
に
は
、ダ
イ
ニ
ン

グ
キ
ッ
チ
ン
と
い
う
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
で
、そ
の
時
代

［図12］（一社）日本調理科学会企画・編集『［全集］伝え継ぐ 
日本の家庭料理』16冊（農山漁村文化協会、2019～2021年）

［図11］1967年、業務用電子レンジの調理終了時の報知音
に「チン」を採用
（出典：調べよう家電と省エネ「電子レンジの歴史とヒミツ」 、キッズ版 省エ
ネ家電 de スマートライフ、一般財団法人 家電製品協会、https://shouene-
kaden.net/try/kaden/micro_oven.html　最終閲覧2023年7月1日）
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内
容
は
極
め
て
質
素
で
、日
常
の
食
事
は
楽
し
む
ほ
ど
の

こ
と
で
は
な
か
っ
た
、と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
明
治
期
後
半
・
大
正
・
昭
和
初
期
の
庶
民
家
庭
に

育
っ
た
年
長
者
の
回
想
に
よ
る
と
、「
美
味
し
い
食
卓
が

並
び
、楽
し
さ
が
充
ち
あ
ふ
れ
た
夕
食
風
景
な
ど
は
、一

年
に
お
い
て
、
盆
・
正
月
・
節
句
・
祭
礼
時
ぐ
ら
い
の
も

の
で
あ
っ
た
」と
多
く
の
人
が
述
懐
し
て
い
ま
す（
佐
野
茂

１
９
９
３『
梅
光
女
学
院
大
学
論
集
』27
）。
ほ
か
に
も
食
事
の
と

き
に
団
ら
ん
す
る
の
で
は
な
く
、夕
食
後
に
団
ら
ん
す
る

と
い
う
思
い
出
も
多
く
出
て
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、第

二
次
世
界
大
戦
前
は
、
団
ら
ん
の
場
、
食
事
内
容
、
家
族

が
集
ま
る
時
間
的
余
裕
に
乏
し
く
、日
常
の
食
卓
で
の
家

族
団
ら
ん
は
難
し
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
と

思
い
ま
す
。

食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
は
い
つ
始
ま
っ
た
の
か

石
毛
直
道
と
い
う
食
文
化
学
者
を
中
心
と
し
た
研
究

に
、箱はこ
ぜ
ん膳
か
ら
ち
ゃ
ぶ
台
、そ
し
て
テ
ー
ブ
ル
に
な
っ
た

全
て
の
食
卓
形
式
を
経
験
し
て
い
る
年
長
者
を
対
象
と
し

た
聞
き
取
り
調
査
が
あ
り
ま
す
。

「
食
事
中
の
会
話
に
対
す
る
態
度
」の
調
査﹇
図
１
﹈で

は
、戦
前
は
食
事
中
に
喋
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
躾
が

さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、実
際
、箱
膳
の
と

き
は「
会
話
は
厳
禁
」だ
っ
た
と
答
え
る
人
が
多
く
い
ま

し
た
。
そ
し
て「
話
し
て
も
よ
い
」と
な
る
の
は
テ
ー
ブ

ル
に
な
っ
て
か
ら
で
、大
雑
把
で
は
あ
り
ま
す
が
、食
卓

を
囲
ん
で
家
族
で
楽
し
く
喋
り
な
が
ら
食
事
を
す
る
と
い

う「
団
ら
ん
」は
、第
二
次
世
界
大
戦
後
に
始
ま
っ
た
こ
と

団
ら
ん
と
は
何
か

も
と
も
と「
団
ら
ん
」と
は
、「
ま
る
い
」と
い
う
語
源

か
ら「
集
ま
っ
て
車
座
に
す
わ
る
こ
と
」の
意
味
が
生
ま

れ
、「
集
ま
っ
て
な
ご
や
か
に
楽
し
む
こ
と
、
親
密
で
楽

し
い
会
合
」の
意
に
発
展
し
た
も
の
で
す
。
和
英
辞
典

で「
団
ら
ん
」を
調
べ
る
と「a fireside circle

」な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
暖
炉
の
そ
ば
で
家
族
が
集
ま
る

と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
語
の「
団
ら
ん
」

そ
の
も
の
を
的
確
に
表
す
英
語
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
団
ら
ん
」の
言
葉
は
単
に
集
団
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
指
す
の
で
は
な
く
、
行
為
の
場
に
お
け
る
雰

囲
気
、
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
団
ら
ん
を
求
心
す
る
装
置
と
し
て
、
食
卓
や
テ

レ
ビ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
丸
く
な
っ
て
座
る
と
か
、

暖
炉
の
そ
ば
に
座
る
と
か
、
食
卓
と
か
こ
た
つ
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
、「
団
ら
ん
」と
住
宅
、
家
具
に
は
密

接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
前
、食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
が
ど
う

だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
り
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
夕
食
の
と
き
は
、今
の
よ

う
に
電
気
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
灯
り
や
、食
事
の

比
　
率
　
％

会
話
は
厳
禁

話
し
て
も
よ
い

静
か
に
な
ら
よ
い

必
要
な
こ
と
だ
け

話
す

下
品
・
不
快
な

話
は
し
な
い

口
に
物
を

入
れ
た
ま
ま

話
さ
な
い
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はこぜん

﹇
講
演
３
﹈

団
ら
ん
と
住
宅

表
真
美
［
京
都
女
子
大
学  

教
授
］

［図2］食卓形式の移り変わり
（出典：石毛直道・井上忠司編「現代日本における家庭と食卓」『国立民族学博物館研
究報告別冊16号』1991年、ｐ69）

［図1］食事中の会話に対する態度
（出典：石毛直道・井上忠司編「現代日本における家庭と食卓」『国立民族学博物館研
究報告別冊16号』1991年、ｐ71）

が
わ
か
り
ま
す﹇
図
２
﹈。

そ
れ
ま
で
は
農
村
の
庶
民
な
ど
は
食
事
に
家
族
が
集

ま
る
時
間
を
つ
く
る
の
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ

と
も
言
え
ま
す
し
、そ
れ
か
ら
、食
事
室
と
か
ダ
イ
ニ
ン
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017　［特集］食と住まい

表
真
美（
お
も
て
・
ま
み
）

1
9
5
8
年
生
ま
れ
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
人
間
文
化
研
究
科
人
間
発
達
科
学
専
攻
修
了
。

博
士（
学
術
）。
京
都
女
子
大
学
発
達
教
育
学
部
教
授
。
専
門
分
野
は
、
家
族
関
係
学
。
家
庭
科
教
育
学
。

﹇
主
な
単
著
﹈『
食
卓
と
家
族　

家
族
団
ら
ん
の
歴
史
的
変
遷
』（
世
界
思
想
社
、
２
０
１
０
）、『
家
庭
と
教
育　

子
育

て
・
家
庭
教
育
の
現
在
・
過
去
・
未
来
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
１
３
）、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
校
に
お
け
る
食
教
育
・

家
庭
科
教
育
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
２
０
１
９
）。

﹇
主
な
共
著
﹈『
小
学
校
家
庭
科
教
育
法
』（
建
帛
社
、
２
０
１
８
）な
ど
。

グ
ル
ー
ム
と
い
う
よ
う
な
食
住
分
離
型
で
は
な
か
っ
た
た

め
、狭
い
部
屋
に
み
ん
な
で
集
ま
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た

と
い
う
背
景
も
あ
り
ま
す
。

近
代
で
は
、
箱
膳
や
ち
ゃ
ぶ
台
か
ら
、
ダ
イ
ニ
ン
グ

テ
ー
ブ
ル
へ
、食
卓
が
変
化
し
ま
し
た
。
ま
た
、主
婦
の

誕
生
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
お
膳
立
て
」と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
主
婦
が
美
味
し
い
食
事
を

作
っ
て
、
そ
れ
を
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
て
、
み
ん
な
が
集

ま
っ
て
食
べ
る
、
と
い
う
よ
う
な
作
り
手
の
存
在
は
団

ら
ん
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
食
事
内
容
の
変
化
も
大
き

い
で
し
ょ
う
。
明
治
時
代
の
貧
し
い
農
家
で
は
、
辛
い

漬
物
と
ご
飯
な
ど
、冷
蔵
庫
が
な
い
時
代
な
の
で
、日
持

ち
す
る
よ
う
な
も
の
、
作
り
置
き
で
き
る
よ
う
な
も
の

が
、
毎
食
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
食
を
楽
し
む
よ
う

な
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、産
業
構
造
、経
済
階
級
な
ど
の
要
因
が
大
き

な
影
響
を
も
ち
、豊
か
に
な
っ
た
時
代
に「
食
卓
で
の
家

族
団
ら
ん
」が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

団
ら
ん
意
識
形
成
の
研
究

私
が
団
ら
ん
に
つ
い
て
の
研
究
を
は
じ
め
た
と
き
の

問
題
意
識
は
、国
家
の
政
策
や
メ
デ
ィ
ア
、伝
統
文
化
構

造
が「
家
族
は
団
ら
ん
し
て
食
べ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
」

と
い
う
意
識
を
形
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

国
家
政
策
と
し
て
は
、
教
科
書
や
学
校
に
お
い
て
教

育
が
行
わ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
戦
前
は
婦
人
雑
誌
や
総

合
雑
誌
、
戦
後
に
な
る
と
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
や
テ
レ
ビ
ア

ニ
メ
、
サ
ザ
エ
さ
ん
や
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
な
ど
で
家

族
が
楽
し
く
ち
ゃ
ぶ
台
の
周
り
に
集
ま
っ
て
団
ら
ん
し

て
い
る
姿
が
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
戦
後
に
な
り
家
父
長
制
が
な
く
な
っ
た
と

き
に
、そ
れ
に
替
わ
る
家
族
の
絆
が
必
要
で
あ
り
、食
卓

に
人
々
の
意
識
が
集
中
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。

今
日
は
団
ら
ん
と
住
ま
い
と
い
う
こ
と
で
、空
間
と
道

具
に
注
目
し
ま
す
と
、
そ
れ
ら
も「
食
卓
で
の
家
族
団
ら

ん
」に
影
響
を
及
ぼ
し
た
大
き
な
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
行
っ
た
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
人
々
の
意
識

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
、
明
治
初
期
か
ら
現
在
ま
で

家
事
科
・
家
庭
科
教
科
書
１
６
８
種
と
、
婦
人
雑
誌
や

総
合
雑
誌
を
資
料
に
用
い
て
調
べ
ま
し
た
。

ま
た
、
修
身
の
教
科
書
や
副
読
本
、
戦
後
の
道
徳
の

副
読
本
も
調
べ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
全
て
の
ペ
ー
ジ
に

目
を
通
し
て
、
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
に
関
す
る
記
述

を
抽
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
抽
出
し
た
記
述
の
中
か
ら
、

生
活
構
造
論
を
援
用
し
た
生
活
の
構
造
的
要
因
５
項
目

（
時
間
、空
間
、道
具
、役
割
、生
活
動
機
）、機
能
的
側
面（
家
事
的

機
能
、相
互
融
和
的
機
能
、文
化
的
機
能
、生
理
的
機
能
）に
あ
て
は

ま
る
内
容
を
析
出
し
分
析
を
行
い
ま
し
た﹇
図
３
﹈。

そ
う
す
る
と
、ま
ず
明
治
初
期
中
期
の
雑
誌
か
ら
、巌

本
善
治（
い
わ
も
と
よ
し
は
る
）と
い
う
啓
蒙
思
想
家
が
書
い

た「
通
信
女
学
講
義
録
」に
掲
載
さ
れ
た
記
事
が「
食
卓

家族
「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範「食卓での家族団らん」規範
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TV
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家族が揃う時間的余裕家族が揃う時間的余裕

鍋・焼肉・手巻き寿司など

主婦の誕生主婦の誕生
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伝統文化構造

教科書検定 家族政策

国家の政策

教科書検定 家族政策教科書検定 家族政策

産業構造
経済階級経済階級

鍋・焼肉・手巻き寿司など
食事内容の変容
主婦の誕生主婦の誕生
作り手の存在
チャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブルチャブ台・ダイニングテーブル
道具

食事室食事室食事室食事室・ダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルームダイニングルーム
空間

家族が揃う時間的余裕家族が揃う時間的余裕
時間

学校教科書

家制度の崩壊
「家」に替わる家族の絆の必要性

［図3］食卓での家族団らんに影響を及ぼした要因
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会
進
出
も
あ
り
、
80
年
代
前
半
の
社
会
的
風
潮
を
受
け
、

再
び
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

結
論
と
し
て
は
、「
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
」は
明
治

20
年
代
初
頭
に
欧
米
か
ら
移
入
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
思

想
に
基
づ
く
近
代
的
家
庭
論
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
家
事
科
、
家
庭
科
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
家
族

共
有
の
時
間
、空
間
な
ど
構
造
的
要
因
の
強
調
と
、食
事

の
精
神
的
意
義
の
強
調
に
よ
り
、
家
族
の
融
和
を
導
こ

う
と
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
幸
せ
な
家
族
の
表
象
と
な
っ
て
い
る「
食
卓

で
の
家
族
団
ら
ん
」は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
国
家
が
つ

く
り
あ
げ
て
国
民
に
う
え
つ
け
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
近
年
に
は
再
び
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
強
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
教
育
の
場
で
、
家
族
一
緒
に
食
事
を
し
た

方
が
い
い
、と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
は
、
主
に
家
事
科
教
科
書
、、
家
庭
科
教
科
書
、

雑
誌
の
記
述
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
、
わ
か
り
や
す
い

の
が
小
学
校
一
年
生
用
の
修
身
教
科
書
で
す
。
カ
ラ
ー

に
な
る
前﹇
図
４
﹈は
、

文
部
省
の
国
定
で
は

な
い
も
の
で
す
。
こ

の
と
き
家
族
は
一
緒

に
食
事
を
し
て
い
ま

す
が
、「
謹
慎
」と
の

徳
目
を
教
え
る
た
め

に
こ
の
絵
を
使
っ
て

い
た
の
で
す
。
こ
の
挿
絵
で
は
女
中
さ
ん
が
い
て
、
お

父
さ
ん
は
上
座
に
座
っ
て
い
て
、
子
ど
も
が
と
て
も
お

行
儀
良
く
食
べ
て
い
る
と
い
う
絵
で
、
食
べ
る
こ
と
に

感
謝
し
て
、
慎
み
深
く
行
儀
よ
く
食
べ
な
さ
い
と
い
う

こ
と
を
教
示
し
て
い
ま
す
。

図
５
は
、
国
定
修
身
教
科
書
1
年
生
用（
掛
図
）に
掲

載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
食
卓
が
箱
膳
か
ら
ち
ゃ
ぶ

台
に
替
わ
っ
て
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
給
仕
を
し
て
、

末
っ
子
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
膝
に
座
っ
て
、
お
父
さ

ん
と
長
男
が
楽
し
そ
う
に
話
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
家
庭
の
楽
し
み
」を
徳
目
と
し
て
描
か
れ
た
絵
で
す
。

実
際
に
実
現
は
し
て
な
く
て
も
、
こ
の
よ
う
に
家
族
仲

良
く
、
食
事
を
楽
し
く
食
べ
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を

教
科
書
で
示
し
始
め
ま
し
た
。

そ
れ
が
第
Ⅴ
期
の
教
科
書
ま
で
続
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
1
ペ
ー
ジ
の
4
分
の
1
を
占
め
て
い
た
も
の
が
、戦
時

中
に
は
4
倍
に
な
り
文
言
ま
で
加
わ
り
、強
調
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す﹇
図
６
﹈。

図
７
は「
心
の
ノ
ー
ト
」と
い
う
文
科
省
が
著
作
し
、以

前
道
徳
の
時
間
に
使
わ
れ
て
い
た
副
読
本
の
中
学
校
用
で

で
の
家
族
団
ら
ん
」に
関
す
る
日
本
で
初
め
て
の
言
説

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

巌
本
は
キ
リ
ス
ト
教
系
の
啓
蒙
思
想
家
で
、キ
リ
ス
ト

教
系
の
雑
誌
に
複
数
の
記
事
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
間

も
な
く
日
本
的
良
妻
賢
母
的
な
雑
誌
に
も
記
事
が
掲
載
さ

れ
、「
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
」が
広
が
る
よ
う
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
後
、高
等
女
学
校
向
け
の
家
事
科
の
教

科
書
に
、「
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
」が
登
場
し
ま
す
。

一
緒
に
集
ま
っ
て
食
べ
る
こ
と
で
準
備
も
後
片
付
け

も
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
家
族
の
楽
し
み

も
得
ら
れ
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

そ
れ
以
降
、「
食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
」を
推
奨
す
る
内

容
が
多
く
の
家
事
科
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、特
に
大
正
期

に
か
け
て
は
、家
事
の
合
理
化
や
家
庭
の
規
律
と
い
っ
た

家
事
的
機
能
と
結
び
つ
い
た
団
ら
ん
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
昭
和
に
入
る
と
、精
神
的
社
会
的

な
機
能
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、食
卓
で
の
団
ら
ん
思
想
が
、そ
の
時
代

の
社
会
的
背
景
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
時
に
は「
陰か
げ
ぜ
ん膳
」や「
た
と
ひ
美

味
に
乏
し
く
と
も
」な
ど
戦
時
下
特
有
の
表
現
が
見
ら

れ
、
感
謝
の
気
持
ち
や
家
族
の
精
神
的
紐
ち
ゅ
う
た
い
帯
の
重
要
性

が
繰
り
返
さ
れ
、
軍
国
主
義
教
育
の
一
端
を
担
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

戦
後
、食
卓
で
の
家
族
団
ら
ん
が
再
び
実
現
し
、そ
れ

が
当
た
り
前
に
な
っ
た
時
代
に
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
１
９
８
０
年
代
の
初
め
に「
孤

食
・
個
食
」と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、そ
の
後
、女
性
の
社

［図5］「第十二 家庭の楽」
（出典：文部省 国定Ⅰ期『尋常小学修身書巻一（掛図）』
明治38・1905年）

［図4］「謹慎」
（出典：重野安繹『尋常小學修身』明治25・1892年）
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019　［特集］食と住まい

は
、
20
歳
代
が
最
も
低
い
で
す
が
、夕
食
に
つ
い
て
は
57
・

４
％
で
す
。
70
歳
以
上
は
87
・
１
％
が
夕
食
を
家
族
と
一

緒
に
食
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、世
間
で
言
わ
れ

て
い
る
ほ
ど
孤
食
に
な
っ
て
は
お
ら
ず
、「
家
族
で
食
べ
な

く
て
は
い
け
な
い
」と
い
う
意
識
が
う
か
が
え
ま
す
。

「
家
族
と
の
楽
し
い
食
事
」は
子
ど
も
た
ち
に
プ
ラ
ス

の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
登

校
忌
避
感
を
減
ら
す
、ア
メ
リ
カ
で
は
依
存
症
を
な
く
す

な
ど
、足
立
先
生
の
研
究
で
は
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
な

る
と
い
う
結
果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、家
族
が
食
卓
に
集

ま
る
だ
け
で
な
く
、食
卓
で
の
会
話
や
楽
し
い
雰
囲
気
が

重
要
だ
と
い
う
研
究
結
果
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、２
０
２
０
年
の
国
勢
調
査
で
は
、平
均
世
帯
員

数
が
２
・
21
人
。
単
独
世
帯
が
全
体
の
38
・
１
％
で
、
65

歳
以
上
世
帯
の
い
る
世
帯
は
全
体
の
40
・
７
％
で
す
。
そ

の
う
ち
単
独
世
帯
は
29
・
６
％
で
、特
に
一
人
暮
ら
し
の

お
年
寄
り
や
親
一
人
子
一
人
の
一
人
親
家
族
は
、本
来
の

意
味
で
あ
る「
車
座
に
座
っ
て
語
り

合
う
」と
い
う「
団
ら
ん
」が
難
し

く
な
っ
て
い
る
状
況
が
伺
え
ま
す
。

食
事
と
い
う
の
は
、
人
間
の
命

に
関
わ
る
行
動
で
あ
り
、
お
い
し

い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
幸
せ
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

新
し
い
共
食
の
か
た
ち
や
、
団
ら

ん
の
か
た
ち
を
模
索
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、「
壁
の
色
や
、敷
物
に
就
い
て
も
、家
族
の
慰
安

に
適
す
る
や
う
に
、工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
っ

た
記
述
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ
ま
し
た
。「
テ
ー
ブ
ル
」と
い

う
こ
と
ば
も
出
て
き
ま
す
。
昭
和
７
年
ご
ろ
の
テ
ー
ブ
ル

の
普
及
率
は
５
％
に
満
た
な
い
ほ
ど
で
し
た
が
、
椅
子
・

テ
ー
ブ
ル
な
ど
を
用
い
た
洋
風
の「
食
堂
」と
、従
来
の
長

火
鉢
、茶
箪
笥
や
ち
ゃ
ぶ
台
を
そ
な
え
た
和
室
の
茶
の
間

の
説
明
を
併
記
す
る
教
科
書
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
団
ら
ん
と
住
ま
い

女
子
栄
養
大
学
の
足
立
巳
幸
先
生
が「
な
ぜ
ひ
と
り
で

た
べ
る
の
」と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
特
集
番
組
で
、ひ
と
り
で

食
べ
る
子
ど
も
た
ち
を
多
く
取
材
し
、「
孤
食
」と
い
う
言

葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
に
行
わ
れ
た「
共
食
」の
頻
度
に
つ
い
て
の

調
査
で
は
、「
ほ
と
ん
ど
毎
日
」と
答
え
て
い
る
人
の
割
合

す
。
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
し
た
家
族
の
ペ
ー
ジ
が
４

ペ
ー
ジ
あ
り
、そ
の
中
に
三
つ
も
食
卓
の
絵
が
登
場
し
て

い
ま
す
。
再
び
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

最
後
に
、明
治
・
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
家
事
科
教
科

書
に
お
い
て
、食
事
室
に
関
す
る
記
述
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
に
注
目
し
ま
す
。
茶
の
間
の
説
明
で
は
、

「
茶
の
間
は
一
家
団
欒
し
て
楽
し
く
食
事
し
談
話
す
る
室

な
れ
ば
、
通
気
・
採
光
共
に
充
分
に
し
て
庭
前
に
向
ひ
、

晴
れ
や
か
な
る
と
こ
ろ
た
る
べ
し
」と
い
っ
た
記
述
が
た

く
さ
ん
み
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
戦
前
期
の
家
事
科
教
科
書
の
記
述
に
は「
食
堂
は

食
事
を
し
な
が
ら
一
家
団
欒
を
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら

清
潔
を
旨
と
し
、盆
栽
等
を
飾
っ
て
、こ
れ
を
爽
快
な
も

の
に
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」。
ま
た
、
食
事
の
床
は
、「
リ

ノ
リ
ー
ム
・
あ
る
い
は
コ
ー
ク
カ
ー
ペ
ッ
ト
等
を
敷
き
、

或
い
は
寄
張
・
板
張
」に
せ
よ
、
と
い
う
具
体
的
な
記
述

［図6］修身教科書・道徳副読本の変遷
上／第Ⅲ期（大正7・1918年）
下／第Ⅴ期『ヨイコドモ 上』（昭和16・1941年）

［図7］文部科学省『心のノート 中学校』（2002年）
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●
太
田（
司
会
）

│
今
日

の
み
な
さ
ん
の
お
話
し
か

ら
、
日
本
の
住
宅
に
お
け

る
食
の
空
間
や
、
そ
れ
を

支
え
る
技
術
や
道
具
に
つ

い
て
、
こ
の
１
０
０
〜
１
５
０
年
の
間
が
非
常
に
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
住
宅

の
歴
史
の
な
か
で
は
食
を
と
り
ま
く
空
間
が
、
住
ま
い

の
発
展
と
変
化
の
中
心
で
あ
り
、
今
後
も
そ
う
な
っ
て

い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
感
想
を
お

伺
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

●
福
留

│
小
泉
さ
ん
の

ご
講
演
で
、
他
の
部
屋
と

平
等
だ
っ
た
台
所
が
、
家

父
長
制
に
よ
っ
て
格
差
が

生
ま
れ
た
と
い
う
説
明
が

と
て
も
腑
に
落
ち
ま
し
た
。

　

私
は
高
知
県
の
出
身
で
す
。
高
知
で
は
男
性
を
立
て

る
部
分
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
女
性
も
一
緒
に
お

酒
を
飲
み
、
皿さ
わ
ち鉢
料
理
を
囲
ん
で
い
ま
し
た
。
子
ど
も

の
頃
か
ら
男
女
同
権
で
、
台
所
で
の
格
差
は
あ
ま
り
感

じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
確
か
に
、
ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
場
所

で
し
た
が
、
台
所
は
む
し
ろ
暖
か
か
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。

●
小
泉

│
土
地
柄
も
あ

り
ま
す
よ
ね
。
農
家
の
方

が
オ
ー
プ
ン
で
、
都
市
部

の
中
流
世
帯
が
一
番
格
差

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、う
ん
と
上
流
だ
と
あ
ま
り
格
差
が
な
く
、貧
し
い

家
も
ま
た
ワ
ン
ル
ー
ム
で
格
差
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
く
に
近
代
に
洋
風
化
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
人
が
、

や
た
ら
と
日
本
的
な
こ
と
を
悪
く
言
っ
た
り
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
一
つ
が
台
所
で
し
た
。
事
実
、
ジ
メ
ジ
メ

と
し
て
良
い
環
境
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
も
と
も
と
動

線
も
悪
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
台

所
の
洋
風
化
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
和
食
文
化
が
消
え

て
い
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私
は
、
こ
の
や
り
方
が
よ

か
っ
た
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

違
う
や
り
方
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

●
太
田

│
小
泉
さ
ん
か
ら
、
今
日
の
ご
感
想
な
ど
お

伺
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

●
小
泉

│
団
ら
ん
の
こ
と
に
つ
い
て
い
う
と
、
ち
ゃ

ぶ
台
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
の
は
じ
め

で
す
。
箱
膳
が
ち
ゃ
ぶ
台
に
な
り
、
戦
後
の
終
わ
り
に

テ
ー
ブ
ル
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
日
本
の
社
会
は
武
家
が
支
配
し
て
い
ま
し

た
。
武
家
社
会
は
縦
構
造
の
身
分
社
会
で
す
。
人
が
２

人
い
れ
ば
必
ず
上
と
下
が
で
き
る
。
男
と
女
が
い
れ
ば

男
が
上
、
年
長
者
が
い
れ
ば
年
長
者
が
上
と
い
う
よ
う

な
武
家
の
文
化
が
、
日
本
で
は
今
だ
に
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
戦
の
と
き
に

は
、
統
制
が
取
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
武

家
と
い
う
の
は
封
建
制
で
、
戦
で
功
績
を
立
て
る
と
主

人
が
土
地
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
非
常
に
個
人
的
な

主
従
関
係
だ
っ
た
た
め
で
す
。
そ
し
て
食
事
の
空
間
は
、

家
族
の
な
か
で「
お
前
は
こ
の
家
の
中
の
ど
こ
に
位
置

す
る
の
か
」を
叩
き
込
む
た
め
の
場
所
で
し
た
。

　

大
き
な
う
ち
で
雇
人
が
い
る
場
合
、
主
人
一
家
の
部

屋
と
、そ
こ
か
ら
一
段
下
が
っ
た
台
所
で
、身
分
の
高
い

人
か
ら
順
に
並
び
ま
す
。
そ
こ
で
、
身
分
の
高
い
人
が

食
べ
始
め
る
の
を
見
て
か
ら
、黙
っ
て
食
べ
て
、主
人
が

食
べ
終
わ
る
と
、
ぐ
ず
ぐ
ず
せ
ず
に
サ
ッ
と
終
わ
ら
せ

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、食
事
の
場
所
は
、し
つ
け
の
場
所

で
し
た
。

　

一
方
、ち
ゃ
ぶ
台
と
い
う
の
は
、西
洋
の
テ
ー
ブ
ル
を

床
座
に
し
た
和
洋
折
衷
の
文
化
で
す
。
み
ん
な
が
一
つ

の
机
を
囲
む
と
い
う
こ
と
は
、
平
等
な
人
間
関
係
に
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
ざ
わ
ざ
ひ
と
り
ず
つ
お
膳
に
し

て
、お
膳
の
形
ま
で
変
え
て
、身
分
の
違
い
を
表
わ
し
て

い
た
の
で
す
。
昔
は
今
の
よ
う
に
、
自
由
に
家
を
出
た

り
、
好
き
勝
手
な
仕
事
を
し
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
家
の
中
で
の
立
場
を
わ
き
ま
え
な

が
ら
、朝
昼
晩
三
度
の
食
事
か
ら
、そ
れ
を
確
認
さ
せ
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
時
代
の
食
事
は
、「
団
ら
ん
」と
は
全
く
意

味
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い

文
化
が
入
っ
て
く
る
と
、
食
事
も
新
た
な
ス
タ
イ
ル
を

求
め
る
意
見
が
出
る
よ
う
に
は
な
り
ま
し
た
が
、
な
か

な
か
広
が
ら
ず
、
戦
後
よ
う
や
く「
団
ら
ん
」が
広
が
り

ま
し
た
。

太田浩史編集委員福留奈美氏
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021　［特集］食と住まい

　

当
初
、
ち
ゃ
ぶ
台
を
ど
う
い
う
人
が
使
っ
て
い
た
か

と
い
う
と
、都
市
の
労
働
者
階
級
で
し
た
。
一
方
、い
つ

ま
で
も
ち
ゃ
ぶ
台
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
が
上
層
の
家

庭
で
す
。
１
９
７
０
年
代
に
調
査
し
た
金
沢
の
大
き
な

商
家
で
は
、
主
人
と
雇
い
人
は
違
う
と
こ
ろ
で
食
べ
た

り
、
主
人
の
中
で
も
男
主
人
だ
け
が
食
べ
て
、
女
の
人

は
別
で
食
べ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
社
会
構

造
の
な
か
で
少
し
ず
つ
ち
ゃ
ぶ
台
が
普
及
し
て
い
き
ま

し
た
が
、お
父
さ
ん
だ
け
が
お
か
ず
が
違
う
と
か
、食
事

中
に
喋
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
し
き
た
り
は
後
ま
で

残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
戦
後
の
民
主
主
義
革
命
で
や
っ
と
一
家
団
ら

ん
が
満
面
開
花
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
高
度
成
長
時
代
ぐ

ら
い
ま
で
は
続
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
社
会
が
変

わ
り
、団
ら
ん
が
な
く
な
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

●
太
田

│
表
さ
ん
の
お
話
で
は
、
戦
後
50
年
代
〜
70

年
代
に
は
、
団
ら
ん
へ
の
言
及
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

●
表

│
は
い
。
家
庭
科

の
教
科
書
で
は
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。

●
小
泉

│
も
う
そ
の
頃

に
は
団
ら
ん
が
普
及
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

権
藤
編
集
委
員
か
ら
の
質
問

●
権
藤

│
東
京
大
学
の
権
藤
で
す
。
今
日
の
お
話
し

で
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
小
泉
さ
ん
が「
ワ
ン
ル
ー
ム
」

と
い
う
言
葉
を
と
て
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
お
っ
し
ゃ
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
す
。
ワ
ン
ル
ー
ム
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
使

う
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
田
の
字
形
プ
ラ
ン
の

一
部
と
し
て
台
所
が
あ
る
と
い
う
、
一
つ
の
空
間
に
い

ろ
い
ろ
な
要
素
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
に
も
捉
え
ら
れ
る
な
と
思
っ
て
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

質
問
で
す
が
、ア
ジ
ア
の
国
で
は
、み
ん
な
が
日
常
的

に
屋
外
で
食
事
し
た
り
調
理
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
の
が
日
本
で
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
先
ほ
ど

か
ら
お
話
に
出
て
い
た
家
父
長
制
や
し
つ
け
の
た
め
に

必
要
な
装
置
だ
っ
た
と
い
う
理
由
な
の
か
な
と
思
い
ま

し
た
。
福
留
さ
ん
の
ス
ラ
イ
ド
で
江
戸
時
代
に
女
性
が

ピ
ク
ニ
ッ
ク
し
て
い
る
図
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ハ
レ
の

空
間
と
し
て
外
に
行
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
普
段
は
あ

く
ま
で
家
の
中
で
食
事
を
と
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う

に
説
明
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

●
福
留

│
農
作
業
し
て
い
る
人
た
ち
は
携
帯
食
が
多

い
で
す
よ
ね
。
作
業
の
合
間
に
み
ん
な
で
話
し
な
が

ら
同
じ
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ハ
レ
の
日
で

は
な
く
、日
常
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

●
小
泉

│
イ
タ
リ
ア
も
日
常
的
に
よ
く
外
で
食
べ
ま

す
よ
ね
。
日
本
人
は
日
常
の
生
活
の
食
事
を
外
で
す
る

と
い
う
こ
と
は
少
な
い
で
す
よ
ね
。
日
本
の
家
屋
は
靴

を
脱
い
で
入
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、家
と
外
が
は
っ
き

り
と
別
で
す
。
私
は
イ
タ
リ
ア
で
暮
ら
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
外
と
家
の
中
が
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。
中

国
も
土
足
で
イ
タ
リ
ア
と
似
た
よ
う
な
か
た
ち
で
す
が
、

韓
国
で
は
靴
を
脱
い
で
部
屋
に
上
が
る
か
ら
、や
っ
ぱ
り

外
で
は
食
べ
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
う
し
た
家
と
外
と
の
差

が
な
い
こ
と
が
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
月
編
集
委
員
長
か
ら
の
質
問

●
大
月

│
今
日
の
み
な

さ
ん
の
お
話
で
、
調
理
を

す
る
空
間
や
、
食
べ
る
空

間
が
古
代
か
ら
現
在
ま
で

ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ

て
き
た
の
か
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

大
正
か
ら
昭
和
に
入
る
頃
に
、洋
服
や
シ
ー
ツ
、割
烹

着
や
ほ
っ
か
む
り
も
白
く
な
り
ま
し
た
。
昭
和
の
初
期

に
、
丹
下
健
三
が
日
本
の
家
は
衛
生
陶
器
に
な
り
つ
つ

あ
る
と
い
う
ふ
う
に
警
告
を
発
し
た
よ
う
に
、
便
所
の

陶
器
は
白
く
、
タ
イ
ル
も
白
で
す
。『
陰
影
礼
賛
』で
も
、

家
の
中
か
ら
ど
ん
ど
ん
闇
の
部
分
が
な
く
な
っ
て
い
く

の
は
本
当
に
い
い
の
か
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
台
所

の
近
代
化
に
よ
っ
て
、家
が
白
く
な
っ
て
い
く
、あ
る
い

は
白
い
物
が
増
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
関
わ
り
が
あ

る
の
か
な
と
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
福
留
さ
ん
の
講
演
に
出
て
き
た
戦
後
の
調
理

家
電
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど

は
調
度
品
、
つ
ま
り
家
具
の
延
長
と
し
て
木
目
調
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
一
方
で
、

衛
生
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
家
電
製
品
は
こ
と
ご
と

く
白
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
前
の
衛
生
管
理
が
白
色

で
、
戦
後
大
量
に
家
庭
に
出
回
っ
た
家
電
も
白
色
で
し

た
。
近
代
の
日
本
人
に
お
け
る
白
の
支
配
領
域
が
非
常

に
増
え
て
き
た
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

●
小
泉

│
と
て
も
よ
い
着
眼
点
で
す
ね
。
確
か
に
そ

表真美氏
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の
と
お
り
で
、
お
そ
ら
く
衛
生
的
と
い
う
こ
と
を
中
心

に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
日
本
の
壁
紙
は
ほ
と
ん

ど
白
で
す
。
も
と
も
と
日
本
は
無
彩
色
で
し
ょ
。
障
子

も
張
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
く
す
る
と
か
ね
。

●
大
月

│
白
木
信
仰
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

●
小
泉

│
そ
う
で
す
ね
。
日
本
人
は
削
り
た
て
の
白

く
輝
く
木
を
貴
び
ま
す
が
、新
し
い
こ
と
に
信
仰
や
、神

聖
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
と
衛
生
観
念
が
結
び

つ
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
日
本
は
家
電
が
ど
れ
も
四
角
い
の
よ
ね
。

洗
濯
機
も
最
初
は
円
筒
形
だ
っ
た
け
れ
ど
、
三
洋
電
機

が
四
角
く
し
た
ら
た
く
さ
ん
売
れ
ま
し
た
。
日
本
の
家

は
直
線
構
造
だ
か
ら
、
四
角
の
方
が
納
ま
り
が
い
い
の

ね
。
い
ま
は
炊
飯
器
も
四
角
く
な
っ
て
き
て
い
る
で

し
ょ
う
。
日
本
の
着
物
も
直
線
裁
ち
で
、
曲
線
と
い
う

も
の
が
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

●
福
留

│
家
電
が「
白

物
」と
呼
ば
れ
る
ぐ
ら
い

白
が
多
い
の
で
す
が
、
最

近
は
色
物
も
増
え
て
い
ま

す
よ
ね
。
個
性
を
出
そ
う

と
い
う
こ
と
で
１
９
８
０
年
代
に
は
色
つ
き
の
冷
蔵
庫

が
出
て
き
ま
し
た
。

●
大
月

│
80
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
は
、
白
物
信
仰
か
ら

脱
却
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

●
福
留

│
そ
う
で
す
ね
。
ダ
イ
ニ
ン
グ
側
に
あ
る
テ

レ
ビ
や
オ
ー
デ
ィ
オ
製
品
は
、
木
目
調
か
黒
と
い
う
選

択
肢
も
あ
り
ま
す
が
、
キ
ッ
チ
ン
家
電
は
水
が
関
わ
る

の
で
、木
目
調
に
は
な
ら
な
い
で
す
ね
。

●
大
月

│
確
か
に
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
に
近
い
も
の
な
の

か
、
キ
ッ
チ
ン
に
近
い
も
の
な
の
か
、
身
の
置
き
所
に

よ
っ
て
色
の
付
け
方
も
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

こ
れ
か
ら
の
団
ら
ん

●
大
月

│
最
近
、
京
都
大
学
の
藤
原
先
生
が
今
後
の

食
の
あ
り
方
と
し
て
、
孤
食
で
も
共
食
で
も
な
い「
縁

食
」を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。「
孤
食
」は
一
人
で
食
べ

る
し
か
な
い
環
境
で
、
端
か
ら
見
て
か
わ
い
そ
う
だ
と

思
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
学
食

で
一
人
で
食
べ
る「
ぼ
っ
ち
食
」や
、
そ
れ
を
見
ら
れ
る

の
が
嫌
な「
便
所
飯
」と
い
う
も
の
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
は
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
社
会
と
の
繋
が

り
と
し
て
、
一
人
で
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
意

味
定
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
昔
の

ち
ゃ
ぶ
台
の
よ
う
な
強
制
的
な「
共
食
」で
は
な
く
、
公

衆
食
堂
の
よ
う
な
食
の
空
間
と
し
て「
縁
食
」が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

表
さ
ん
は
、
今
後
、「
団
ら
ん
」が
ど
の
よ
う
に
変
わ

り
得
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、
ご
意
見
が
あ
れ
ば

お
聞
き
し
た
い
で
す
。

●
表

│
「
団
ら
ん
信
仰
」と
い
う
言
葉
も
あ
る
ほ
ど
、

共
食
に
対
す
る
脅
迫
感
が
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
に
な
っ

て
の「
黙
食
」が
批
判
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
誰
と
ど
の

よ
う
に
食
べ
る
か
と
い
う
よ
り
は
、
美
味
し
く
て
幸
せ

だ
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
く
な
い
。
必

ず
し
も
食
事
が
楽
し
く
な
く
て
も
、
他
で
家
族
で
楽
し

め
る
こ
と
が
あ
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

食
に
限
ら
ず
、一
緒
に
散
歩
し
た
り
、買
い
物
や
お
風

呂
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ

と
し
て
食
を
考
え
れ
ば
よ
く
て
、「
孤
独
の
グ
ル
メ
」の

よ
う
に
一
人
で
美
味
し
い
も
の
を
味
わ
う
幸
せ
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。

●
福
留

│
「
共
食
」と
い
う
時
、
食
べ
る
側
だ
け
の
こ

と
で
は
な
く
、
作
る
こ
と
の
喜
び
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

誰
か
に
食
べ
て
も
ら
っ
て
喜
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
動
機

付
け
と
な
り
、
さ
ら
に
作
る
経
験
を
積
ん
で
い
く
の
で

す
。
生
き
る
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
自
分
が
食
べ
る

べ
き
も
の
や
、食
べ
た
い
も
の
を
選
ん
で
調
理
し
て
、口

に
入
れ
る
ま
で
を
自
分
で
で
き
る
方
が
い
い
に
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
一
人
で
、
好
き
な
も
の
を
何
で
も

買
っ
て
食
べ
ら
れ
る
と
な
る
と
、
次
第
に
作
る
力
が
な

く
な
っ
て
く
る
の
が
心
配
で
す
。

●
太
田

│
「
共
食
」
と

い
う
よ
り
も「
共
作
」で
、

「
共
に
作
る
」こ
と
が
い
か

に
重
要
か
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
今
日
、
小

泉
さ
ん
の
映
像
＊
で
見
た
、お
は
ぎ
を
み
ん
な
で
一
緒
に

作
っ
て
い
る
風
景
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
よ
ね
。

そ
う
い
う
風
景
を
き
ち
ん
と
作
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
、
そ
れ
が
あ
っ
て「
共
食
」が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

●
福
留

│
団
ら
ん
と
い
う
と
、
親
と
子
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
関
係
性
は
血
縁

関
係
や
同
居
し
て
い
る
人
に
限
ら
ず
、さ
き
ほ
ど
の「
縁

食
」と
い
う
言
葉
も
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
が
、何
ら
か
の 太田浩史編集委員

福留奈美氏

sumai_113.indd   22 2023/07/31   16:25



023　［特集］食と住まい

ご
縁
が
あ
っ
て
一
緒
に
食
事
を
作
っ
た
り
、
食
事
を
し

て
、
ま
た
そ
の
知
恵
や
経
験
を
誰
か
に
受
け
渡
し
て
い

く
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
の
チ
ェ
ー
ン
の
結
び
方

を
変
え
て
く
こ
と
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

●
小
泉

│
人
が
集
ま
っ
て
食
べ
な
が
ら
、
そ
の
家
の

文
化
と
か
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
え
る
と
い

う
こ
と
も
重
要
で
す
ね
。

食
と
住
ま
い

●
太
田

│
「
食
と
住
ま
い
」の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、

も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

福
留
さ
ん
が
お
話
さ
れ
た
中
な
か
し
ょ
く
食
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の

食
や
住
ま
い
を
変
え
る
の
か
、
僕
は
興
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
住
ま
い
や
暮
ら
し
に
つ
い
て
考
え
て
お
ら

れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
お
伺
い
で
き
ま
す
か
。

●
福
留

│
や
は
り
冷
凍
食
品
は
便
利
で
す
し
、
今
後

も
中
食
は
伸
び
て
い
く
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、冷
蔵
・

冷
凍
庫
を
二
つ
お
け
る
キ
ッ
チ
ン
や
、
冷
蔵
・
冷
凍
可

能
な
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
、料
理
の
作
り
方
、食
べ
方
に

よ
っ
て
台
所
や
住
ま
い
の
造
り
が
変
化
し
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

　

そ
の
時
に
、「
私
は
こ
う
い
う
も
の
を
作
っ
て
食
べ
た

い
」と
い
う
意
思
や
、
実
際
に
作
る
技
術
を
持
っ
て
い

な
い
と
、
真
の
意
味
で
の「
美
味
し
い
ね
」、「
よ
か
っ
た

ね
」と
思
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
主
体
的
に
食
べ
た
い
も
の
を

考
え
、
自
分
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
子
ど
も
た
ち
を
育

て
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

●
表

│
私
も
、
福
留
さ
ん
と
一
緒
で
、
自
分
で
調
理

で
き
る
調
理
技
能
は
と
て

も
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
時
間
が
な
け
れ
ば
中

食
も
も
ち
ろ
ん
い
い
で
す

が
、
や
は
り
作
る
と
い
う

こ
と
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
す
。
い
ま
は
、「
男
子
厨

房
に
入
ら
ず
」と
い
う
言
葉
は
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
や
は
り
、食
事
を
作
る
の
は
お

母
さ
ん
と
い
う
意
識
が
人
々
の
中
に
は
残
っ
て
い
ま
す
。

誰
か
の
お
膳
立
て
が
な
く
て
は
団
ら
ん
は
で
き
ま
せ
ん
。

お
母
さ
ん
が
忙
し
い
と
団
ら
ん
が
で
き
な
い
の
で
は
な

く
て
、お
父
さ
ん
と
子
ど
も
も
キ
ッ
チ
ン
に
入
っ
て
、作

業
し
や
す
い
よ
う
な
家
が
こ
れ
か
ら
必
要
に
な
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す
。

　

食
が
家
庭
の
外
へ
出
て
い
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

空
間
的
に
は
、み
ん
な
が
キ
ッ
チ
ン
に
立
て
て
、子
ど
も

で
も
調
理
で
き
る
よ
う
な
台
所
づ
く
り
が
で
き
な
い
の

か
な
、と
思
っ
て
い
ま
す
。

●
小
泉

│
地
球
温
暖
化

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
球
破
壊
の
問
題
が
起
き

て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル

資
本
主
義
で
遠
く
か
ら
物

を
運
ぶ
た
め
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
石
油
な
ど
、
多
く

の
資
源
を
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
の
生
活
は
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
止
め
る
た
め
に
、
み
ん
な
が
自
分
で
家
事
を

し
ま
し
ょ
う
。
台
所
仕
事
で
あ
れ
ば
家
で
し
ま
し
ょ
う
。

買
い
も
の
は
近
所
の
店
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
な
る
べ
く

近
く
で
作
っ
た
も
の
を
近
く
で
食
べ
る
と
い
う
社
会
に

戻
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
女
だ

け
で
は
な
く
、
家
族
全
員
で
家
事
を
す
る
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
労
働
時
間
を
短
く
す
る
よ
う
に
政
府
に

要
求
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
家
に
は
台
所
だ
け
し
か
な
く
て
も

い
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
台
所
中
心
の
縄
文
時
代

に
戻
る
の
で
す
。
家
事
を
す
る
こ
と
で
、
人
の
知
恵
が

つ
き
ま
す
。
想
像
力
も
豊
富
に
な
り
ま
す
。
今
ま
で
の

よ
う
に
、ど
ん
な
に
疲
れ
て
い
て
も
、明
け
て
も
暮
れ
て

も
女
が
家
事
を
す
る
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
家
事
を

や
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
家
の
造
り
か
ら
何
か

ら
全
て
、
ど
う
し
て
も
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

　

一
年
中
ト
マ
ト
が
食
べ
ら
れ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。

昔
、母
が
き
ゅ
う
り
を
刻
む
と
、も
の
す
ご
く
い
い
匂
い

が
し
た
の
。
き
ゅ
う
り
の
匂
い
だ
っ
て
、
す
ご
く
嬉
し

か
っ
た
の
よ
。
そ
れ
ぐ
ら
い
昔
は
、
感
覚
が
鋭
敏
で
し

た
。
今
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
と
感
覚
が
麻
痺
し

て
駄
目
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
今
は
、
病
的
な
状
態
だ
と
私

は
思
い
ま
す
。
何
と
か
家
事
を
取
り
戻
す
、
そ
の
た
め

の
家
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

●
太
田

│
話
が
ち
ゃ
ん
と
縄
文
時
代
の
ワ
ン
ル
ー
ム

の
プ
ラ
ン
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
い
て
、
調
理
し
て

食
べ
て
い
る
家
族
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ぶ
と
い
う

の
は
大
切
で
す
ね
。
今
日
は
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

小泉和子氏 表真美氏

＊ 「母の手仕事―日々の暮らしの記録」（2021年製作、監修：小泉和子）
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１
８
６
９ 

国
産
天
然
氷
の
販
売
本
格
化

１
８
７
９ 

横
浜
で
人
工
氷
製
造
開
始

１
８
８
３
〜 

天
然
氷
と
人
工
氷
の
販
売
合
戦

明
治
30
年
代
に
は
都
市
部
の
上
流
家
庭
で
氷
冷
蔵
庫
の

使
用
開
始

 

水
道
の
普
及
と
と
も
に
つ
く
ば
い
式
の

流
し
を
家
の
中
に
設
置

１
９
０
６ 

台
所
の
流
し
台
の
特
許
・
実
用
新
案
提
出

大
正
期 

氷
冷
蔵
庫
を
組
み
込
ん
だ「
文
化
台
所

／
高
等
炊
事
台
」提
案

１
９
１
９ 

生
活
改
善
展
覧
会
開
催

１
９
２
０ 

冷
凍
漁
業
開
始

１
９
２
２ 

国
産
電
気
冷
蔵
庫
発
売

 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
ガ
ス
冷
蔵
庫
開
発

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
時
代
を
反
映
し
た
台
所

改
良
運
動

１
９
１
８ 

住
宅
改
良
会
に
よ
る
台
所
の
設
計

図
案
懸
賞
募
集

１
９
２
６ 

食
肉
冷
蔵
庫
設
備
の
義
務
付
け

１
９
２
８ 

国
産
ガ
ス
冷
蔵
庫
発
売

１
９
３
１ 

初
の
冷
凍
食
品「
イ
チ
ゴ
シ
ャ
ー
ベ
ー
」発
売

１
９
３
３ 

大
手
国
産
家
庭
用
冷
蔵
庫
出
揃
う

１
９
４
２ 

家
庭
用
小
型
冷
蔵
庫
生
産
戦
時
下
で
休
止

１
９
５
２ 

百
貨
店
に
冷
凍
食
品
売
場
開
設

１
９
５
５ 

三
種
の
神
器（
白
黒
テ
レ
ビ
、冷
蔵
庫
、洗
濯
機
）

１
９
５
５
頃 

氷
冷
蔵
庫
利
用
減
少

１
９
６
２ 

フ
リ
ー
ザ
ー
付
き
冷
凍
冷
蔵
庫
発
売

１
９
６
４ 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
冷
凍
食
品
利
用

１
９
６
５ 

冷
蔵
庫
普
及
率
約
50
％

１
９
６
９ 

２
ド
ア
冷
凍
冷
蔵
庫
発
売

１
９
７
４ 

３
ド
ア
冷
凍
冷
蔵
庫
発
売

１
９
７
５ 

冷
蔵
庫
普
及
率
約
97
％

１
９
８
０ 

野
菜
室
、チ
ル
ド
室
、製
氷
機
能
付
き
冷
蔵
庫

発
売

 

ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
普
及
率
90
％
超

１
９
８
４ 

チ
ル
ド
・
氷
温
・パ
ー
シ
ャ
ル
付
き

４
ド
ア
冷
凍
冷
蔵
庫
発
売

１
９
５
０ 

脱
脂
粉
乳
・パン
の
完
全
給
食
開
始

１
９
５
３ 

プ
ロ
パン
ガ
ス
の
配
達
開
始

１
９
５
５ 

日
本
住
宅
公
団
設
立

１
９
６
０ 

貿
易
為
替
自
由
化
の
進
展

１
９
６
０
年
代 

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
進
展

１
９
６
４ 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

１
９
６
５ 

科
学
技
術
庁
コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
勧
告

１
９
７
０ 

「
外
食
元
年
」、大
阪
万
博

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
展
開
開
始

１
９
７
１ 

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
第
１
号
店（
東
京
・
銀
座
）

１
９
７
３ 

第
１
次
石
油
シ
ョッ
ク

 

第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
到
来

１
９
７
４ 

コ
ン
ビ
ニ
第
１
号
店（
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
）

オ
ー
プ
ン（
東
京
・
豊
洲
）

１
９
７
９ 

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に

関
す
る
法
律
」施
行

１
９
８
３ 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
６
３
０
０
店
超

１
９
８
５ 

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
制
定

１
９
８
７ 

フ
ロ
ン
規
制
含
む「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議

定
書
」採
択

１
９
８
９ 

家
庭
科
男
女
共
修
化

１
９
９
０ 

バ
ブ
ル
崩
壊

１
９
９
０
年
代 

オ
ー
ル
電
化
用
電
力
プ
ラ
ン
の
提

案
増
え
る

１
９
９
３ 

平
成
の
米
騒
動

１
９
９
５ 

阪
神
・
淡
路
大
震
災

１
９
９
６ 

Ｏ
ー
１
５
７
中
毒
事
件
発
生

１
９
９
８ 

サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
初
出
場

２
０
０
１ 

狂
牛
病（
Ｂ
Ｓ
Ｅ)

問
題

 

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
本
格
施
行

２
０
０
５ 

単
身
世
帯
数
割
合
ト
ッ
プ
に

２
０
０
８ 

リ
ー
マ
ン
シ
ョッ
ク

 

日
本
の
人
口
ピ
ー
ク（
１
億
２
８
０
８
万
人
）

２
０
１
１ 

東
日
本
大
震
災

２
０
１
２ 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
５
万
店
超

２
０
１
３ 

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産「
和
食
」登
録

２
０
１
６ 

大
手
電
力
各
社
新
オ
ー
ル
電
化
プ
ラ
ン

提
案

２
０
１
７ 

共
働
き
世
帯
数
が
専
業
主
婦
世
帯
数
の

２
倍

２
０
２
０ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
拡
大

２
０
２
１ 

単
身
世
帯
数
最
高（
30
年
で
約
２
倍
）

２
０
２
２ 

合
計
特
殊
出
生
率
１・
26
過
去
最
低

２
０
０
０
頃 

台
所
周
り
の
新
ご
三
家（
食
器
洗
い
乾
燥

機
、生
ご
み
処
理
機
、I
Ｈ
調
理
器
）

２
０
０
１ 

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
施
行（
エ
ア
コ
ン
、テ
レ
ビ
、

冷
凍
・
冷
蔵
庫
、洗
濯
・
衣
類
乾
燥
機
対
象
）

２
０
０
２ 

ノ
ン
フ
ロ
ン
冷
蔵
庫
発
売

２
０
０
０
年
代
〜 

現
代
版
三
種
の
神
器（
ロ
ボ
ッ
ト
掃
除

機
・
全
自
動
洗
濯
乾
燥
機
・
食
洗
機
）

１
９
８
９ 

ビ
ル
ト
イ
ン
I
H
調
理
器
発
売

１
９
９
２ 

圧
力
I
H
炊
飯
器
発
売

 

ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
に
I
H
導
入

１
９
９
７ 

電
子
レ
ン
ジ
普
及
90
％
超

２
０
０
２ 

ス
チ
ー
ム
オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
発
売

 

オ
ー
ル
メ
タ
ル
対
応
の
I
H
調
理
器

発
売

２
０
０
６ 

炊
飯
器
の
内
釜
高
性
能
化

 

真
空
圧
力
炊
き
I
H
ジ
ャ
ー
炊
飯
器

発
売

２
０
１
５ 

シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
普
及
70
％
超

 

炒
め
る
・煮
る
・蒸
す・圧
力
料
理

が
で
き
る
マ
ル
チ
ク
ッ
カ
ー
発
売

１
９
５
５ 

一
升
ガ
ス
炊
飯
器
発
売

 

自
動
式
電
気
釜
発
売

 

ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
型
ト
ー
ス
タ
ー
発
売

１
９
５
７ 

ガ
ス
釜
発
売

 

自
動
ガ
ス
炊
飯
器
発
売

 

グ
リ
ル
付
き
ガ
ス
こ
ん
ろ
発
売

１
９
６
１ 

国
産
電
子
レ
ン
ジ
第
１
号
発
売

１
９
６
５ 

オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
発
売

１
９
６
９ 

カ
セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
１
号
機

１
９
７
２ 

保
温
で
き
る
ジ
ャ
ー
機
能
付
き

炊
飯
器
発
売

１
９
７
４ 

電
磁
調
理
器
の
国
産
化

１
９
７
７ 

オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
発
売

 

フ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
発
売

１
９
７
９ 

マ
イ
コ
ン
ジ
ャ
ー
炊
飯
器
発
売

１
９
８
６ 

卓
上
型
I
H
調
理
器
普
及
開
始

１
９
８
７ 

電
子
レ
ン
ジ
普
及
約
50
％

１
９
８
８ 

I
H
ジ
ャ
ー
炊
飯
器
発
売

昭
和
初
期 

ガ
ス
ト
ー
ス
タ
ー（
食
パン
焼
き
器
）、

 
 

パ
ー
コ
瓦
斯
珈
琲
沸
器
な
ど
販
売

１
９
３
０ 

ア
ル
マ
イ
ト
の
特
許
取
得
。世
界
に
広

が
る

１
９
４
５ 

ア
メ
リ
カ
で
電
子
レ
ン
ジ
発
明

１
９
４
９ 

テ
ー
ブ
ル
型
ガ
ス
こ
ん
ろ
国
産
化

竈
と
羽
釜
で
炊
飯
、
竈
・
囲
炉
裏
に
鉄
鍋
を
か

け
て
、
七
輪
や
火
鉢
で
も
加
熱
調
理

江
戸
１
６
０
３
〜

明
治 

１
８
６
８
〜

日
清
戦
争 

１
８
９
４

日
露
戦
争 

１
９
０
４

昭
和 

１
９
２
６
〜

第
二
次
世
界
大
戦 

１
９
３
９

戦
後 

１
９
４
５

大
正 

１
９
１
２
〜

第
一
次
世
界
大
戦 

１
９
１
４

平
成
１
９
８
９
〜

令
和
２
０
１
９
〜

熱
源
は

薪
、草
木
、木
炭

１
６
５
０
頃
ま
で
に 

神
田
上
水

１
６
５
４ 

玉
川
上
水

１
６
９
６ 

他
４
か
所
の
上
水
を
整
備

 

江
戸
で
は
上
水
井
戸
を
使
用

１
８
６
０
年
代 

ブ
リ
キ
鍋
の
登
場

１
８
７
０
年
代 

ホ
ー
ロ
ー
引
き
鍋
の
登
場

 
 

国
産
レ
ン
ガ
製
造
開
始

明
治
30
年
代 

東
京
の
町
家
で
は
煙
突
付
き
竈
を

 

板
の
間
に
設
置

１
９
０
０
年
代 

ア
ル
ミ
鍋
の
使
用

１
９
０
２ 

４
升
炊
き
ガ
ス
か
ま
ど

 

（
日
本
最
初
の
ガ
ス
器
具
特
許
品
）

１
８
７
０
年
代 

内
務
省
勧
業
寮
に
よ
る
外
来
野
菜
栽
培
試
験

１
８
７
１ 

肉
食
解
禁
令

１
８
７
２ 

横
浜
で
ガ
ス
街
灯
点
灯

 

新
橋
│
横
浜
間
で
鉄
道
開
通

１
８
７
９ 

東
京
で
電
気
街
灯
81
基

１
８
８
２ 

銀
座
で
電
灯（
ア
ー
ク
灯
）点
灯

１
８
８
４ 

鹿
鳴
館
で
舞
踏
会
盛
行

１
８
８
６ 

コ
レ
ラ
大
流
行

 

東
京
電
燈
設
立

１
８
８
９ 

東
海
道
本
線
全
通（
新
橋
〜
神
戸
間
）

 

山
形
県
鶴
岡
で
学
校
給
食
始
ま
る

１
８
９
１ 

西
洋
式
住
宅
が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
る

１
８
９
２ 

全
国
で
電
気
街
灯
７
千
基
超

１
８
９
６ 

全
国
で
電
灯
各
戸
引
用
10
万
灯
超

１
９
０
０
年
代 

商
業
婦
人
雑
誌
の
発
刊
増
加

１
９
１
２ 

帝
国
瓦
斯
協
会
創
立

１
９
１
５ 

家
庭
博
覧
会
開
催

１
９
１
７ 

婦
人
雑
誌『
主
婦
之
友
』創
刊

１
９
１
８ 

ス
ペ
イ
ン
風
邪
大
流
行

１
９
２
３ 

関
東
大
震
災

Io
T
家
電
の
提
案（
大
手
家
電
メ
ー
カ
ー
４
社
）

・
外
出
先
や
家
屋
内
で
遠
隔
操
作
可
能

・
献
立
提
案

・
好
み
のマ
イ
スペッ
ク
設
定
可
能

・
基
本
の
機
器
に
ア
タッ
チメ
ン
ト
プ
ラ
ス

・
家
事
分
担
に
音
声
で
の
お
知
ら
せ
機
能

食
品
製
造
、
食
べ
方
の
変
化

・
家
庭
内
調
理
の
簡
便
化
、
時
短

・
買
い
置
き
需
要
、
即
食
需
要

・
冷
凍
食
品
の
選
択
肢
増
え
る

・
中
食
（
調
理
済
み
食
品
）
の
充
実

・
孤
食
・
個
食
、
単
身
世
帯
対
応

氷冷蔵庫の利用冷蔵庫普及

冷凍冷蔵庫普及冷凍冷蔵庫
大型化

冷凍冷蔵庫
多機能化

冷蔵庫の大容量化
冷凍庫の大型化
温度帯別冷蔵室管理

図
案
懸
賞
募
集

台
所
改
良
の
ポ
イ
ン
ト

・
床
座
式
か
ら
立
式へ

・
広
す
ぎ
ず
、
効
率
よ
く

・
戸
棚
設
置
、
竈
に
煙
突
設
置

・
電
気
・
水
道
・
ガ
ス
設
備
と
器
具
を
揃
え
る

１
９
２
７ 

電
灯
普
及
率
87
％

昭
和
初
期 

ガ
ス
会
社
と
電
気
会
社
に
よ
る
製
品
開
発
・

 

販
売
合
戦

 

「
電
気
」と
つ
く
博
覧
会
・
展
覧
会
活
況

１
９
３
０
年
代 

国
産
自
動
車
の
本
格
生
産
開
始

１
９
３
５ 

総
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
比
率
、

 

石
炭
62
％
、電
力
19
％
、石
油
９
％

１
９
４
７ 

日
本
瓦
斯
協
会
設
立

 

第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
到
来

女性の社会進出      家事労働の軽減      家電製品・ガス器具の普及「わたし好み｣志向  ｢お任せ調理｣志向
家電製品の多様化・高機能化・小型化が進む 鍋の材質・形状・大きさの多様化

﹇
年
表
﹈近

代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の

食
生
活
と
調
理
機
器
の
変
遷

福
留
奈
美
［
東
京
聖
栄
大
学  

教
授
］

　

本
年
表
で
は
、
主
に
明
治
時
代
か
ら
令
和

に
か
け
て
の
食
生
活
を
取
り
巻
く
変
化
に
つ

い
て
、
熱
源
、
調
理
機
器
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
等

を
通
し
て
概
観
す
る
。
時
代
背
景
に
あ
る
出

来
事
と
新
し
い
技
術
・
製
品
の
登
場
年
と
と

も
に
、
大
き
な
流
れ
を
矢
印
で
示
し
た
。

　

文
明
開
化
で
西
洋
化
が
進
ん
だ
と
は
い

え
、
日
本
人
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変

化
し
た
の
は
、
明
治
期
後
半
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
高

度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
で
あ
る
。

　

明
治
期
後
半
に
高
等
女
学
校
で
女
子
教

育
が
始
ま
り
、
近
代
的
な
家
族
・
家
庭
生
活

の
あ
り
方
が
模
範
的
に
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で

は
、
西
洋
料
理
・
洋
食
を
は
じ
め
、
新
し
い
料

理
を
新
し
い
台
所
設
備
で
作
り
、
理
想
的
な

家
庭
生
活
を
実
現
す
る
と
い
う
目
指
す
べ
き

方
向
性
が
あ
っ
た
。

　

台
所
の
設
備
機
器
の
普
及
は
、
ま
ず
、
外

国
で
開
発
さ
れ
た
新
技
術
が
輸
入
品
で
紹
介

さ
れ
た
。
続
い
て
国
産
の
業
務
用
大
型
機

器
と
家
庭
用
高
額
機
器
が
開
発
さ
れ
、
先
進

的
な
上
流
家
庭
で
の
利
用
に
始
ま
る
。
そ
の

後
、
小
型
で
廉
価
な
家
庭
用
機
器
の
発
売
か

ら
徐
々
に
普
及
し
、
多
機
能
化
・
多
様
化
が

進
む
と
い
う
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
傾
向
が

み
ら
れ
る
。

　

日
清
・
日
露
戦
争
と
第
一
次
世
界
大
戦
下
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025　［特集］食と住まい

１
８
６
９ 

国
産
ఱ
然
氷
の
ൢ
ച
本
֨
化

１
８
７
９ 

横
浜
で
人
工
氷

造
開
࢝

１
８
８
３
〜 

ఱ
然
氷
と
人
工
氷
の
ൢ
ച
合
戦

明
治
30
年
代
に
は
都
市
部
の
上
流
家
庭
で
氷
冷
蔵
庫
の


༻
開
࢝

�

水
道
の
ී
及
と
と
も
に
つ
く
ば
い
式
の

流
し
を
家
の
中
に
設
ஔ

１
９
０
６ 

台
所
の
流
し
台
の
特
ڐ
ɾ
実
༻
新
Ҋ
ఏ
出

大
正
期 

氷
冷
蔵
庫
を
組
み
ࠐ
ん
だủ
文
化
台
所

ʗ
高
等
炊
事
台
Ứఏ
Ҋ

１
９
１
９ 

生
活
改
ળ
展
覧
会
開
࠵

１
９
２
０ 

冷
ౚ
ړ
業
開
࢝

１
９
２
２ 

国
産
電
気
冷
蔵
庫
発
ച

�

ス

ェ
ー
デ
ン
で
ガ
ス
冷
蔵
庫
開
発

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
時
代
を

ө
し
た
台
所

改
ྑ
運
動

１
９
１
８ 

住
宅
改
ྑ
会
に
よ
る
台
所
の
設
計

図
Ҋ
ݒ
賞
ื
集

１
９
２
６ 

食

冷
蔵
庫
設
備
の
義
務
付
け

１
９
２
８ 

国
産
ガ
ス
冷
蔵
庫
発
ച

１
９
３
１ 

ॳ
の
冷
ౚ
食
品ủ
イ
チ
ΰ
シ
ャ
ー
ϕ
ー
Ứ発
ച

１
９
３
３ 

大
手
国
産
家
庭
༻
冷
蔵
庫
出
ଗ
う

１
９
４
２ 

家
庭
༻
小
ܕ
冷
蔵
庫
生
産
戦
時
Լ
で
ٳ
ࢭ

１
９
５
２ 

ඦ
՟
ళ
に
冷
ౚ
食
品
ച
場
開
設

１
９
５
５ 

三
छ
の
神
器ớ
白
ࠇ
テ
レ
Ϗ
ỏ冷
蔵
庫
ỏચ
୕
機
Ờ

１
９
５
５
頃 

氷
冷
蔵
庫
利
༻
ݮ
গ

１
９
６
２ 

フ
リ
ー
ザ
ー
付
き
冷
ౚ
冷
蔵
庫
発
ച

１
９
６
４ 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
冷
ౚ
食
品
利
༻

１
９
６
５ 

冷
蔵
庫
ී
及


50
ˋ

１
９
６
９ 

２
ド
ア
冷
ౚ
冷
蔵
庫
発
ച

１
９
７
４ 

３
ド
ア
冷
ౚ
冷
蔵
庫
発
ച

１
９
７
５ 

冷
蔵
庫
ී
及


97
ˋ

１
９
８
０ 

野
ࡊ
室
ỏチ
ル
ド
室
ỏ
氷
機
能
付
き
冷
蔵
庫

発
ച

 

ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
ී
及

90
ˋ


１
９
８
４ 

チ
ル
ド
ɾ
氷
温
ɾパ
ー
シ
ャ
ル
付
き

４
ド
ア
冷
ౚ
冷
蔵
庫
発
ച

１
９
５
０ 

脱
ࢷ
ค
ೕ
ɾパン
の

શ
給
食
開
࢝

１
９
５
３ 

ϓ
ロ
パン
ガ
ス
の

達
開
࢝

１
９
５
５ 

日
本
住
宅
公
団
設
立

１
９
６
０ 


қ
ҝ
ସ
自
༝
化
の
ਐ
展

１
９
６
０
年
代 

モ
ー
タ
リ
θ
ー
シ
ョ
ン
ਐ
展

１
９
６
４ 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

１
９
６
５ 

科
学
技
術
ி
コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
ק
ࠂ

１
９
７
０ 
ủ
外
食
元
年
Ứỏ大
ࡕ
ສ
博

�

フ
Ỹ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
展
開
開
࢝

１
９
７
１ 

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
第
１
号
ళớ
東
京
ɾ
ۜ
࠲
Ờ

１
９
７
３ 

第
１
࣍
ੴ
༉
シ
ョッ
ク

 

第
２
࣍
ϕ
Ϗ
ー
ブ
ー
Ϝ
౸
来

１
９
７
４ 

コ
ン
Ϗ
ニ
第
１
号
ళớ
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
Ờ

オ
ー
ϓ
ンớ
東
京
ɾ
๛
ऱ
Ờ

１
９
７
９ 

ủ
エ
ネ
ル
Ϊ
ー
の

༻
の
合
理
化
等
に

関
す
る
法

Ứࢪ
行

１
９
８
３ 

コ
ン
Ϗ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
６
３
０
０
ళ


１
９
８
５ 

男
女
ޏ
༻
機
会
ۉ
等
法
੍
ఆ

１
９
８
７ 

フ
ロ
ン
ن
੍
ؚ
むủ
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議

ఆ
書
Ứ࠾


１
９
８
９ 

家
庭
科
男
女
共
修
化

１
９
９
０ 

バ
ブ
ル
่
壊

１
９
９
０
年
代 

オ
ー
ル
電
化
༻
電
ྗ
ϓ
ラ
ン
の
ఏ

Ҋ
増
え
る

１
９
９
３ 

平

の
ถ
૽
動

１
９
９
５ 

ࡕ
神
ɾ
୶
࿏
大

ࡂ

１
９
９
６ 

Ｏ
ー
１
５
７
中
ಟ
事
݅
発
生

１
９
９
８ 

α
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
ϓ
ॳ
出
場

２
０
０
１ 

ڰ
ڇ
පớ
̗
Ｓ
Ｅ)




 

家
電
リ
α
イ
ク
ル
法
本
֨
ࢪ
行

２
０
０
５ 

単

世
帯

ׂ
合
ト
ッ
ϓ
に

２
０
０
８ 

リ
ー
マ
ン
シ
ョッ
ク

�

日
本
の
人
口
ピ
ー
クớ
１
ԯ
２
８
０
８
ສ
人
Ờ

２
０
１
１ 

東
日
本
大

ࡂ

２
０
１
２ 

コ
ン
Ϗ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
５
ສ
ళ


２
０
１
３ 

Ϣ
ネ
ス
コ
ແ
形
文
化
Ҩ
産ủ
和
食
Ứ登
録

２
０
１
６ 

大
手
電
ྗ
各
社
新
オ
ー
ル
電
化
ϓ
ラ
ン

ఏ
Ҋ

２
０
１
７ 

共
ಇ
き
世
帯

が
専
業
主
්
世
帯

の

２
ഒ

２
０
２
０ 

新
ܕ
コ
ロ
ナ

ィ
ル
ス
ײ
છ

֦
大

２
０
２
１ 

単

世
帯

最
高ớ
30
年
で

２
ഒ
Ờ

２
０
２
２ 

合
計
特
घ
出
生

１ɾ
26
過
去
最


２
０
０
０
頃 

台
所
周
り
の
新
͝
三
家ớ
食
器
ચ
い
ס
૩

機
ỏ生
͝
み
ॲ
理
機
ỏ*
Ｈ
調
理
器
Ờ

２
０
０
１ 

家
電
リ
α
イ
ク
ル
法
ࢪ
行ớ
エ
ア
コ
ン
ỏテ
レ
Ϗ
ỏ

冷
ౚ
ɾ
冷
蔵
庫
ỏચ
୕
ɾ
ҥ
ྨ
ס
૩
機
対
象
Ờ

２
０
０
２ 

ノ
ン
フ
ロ
ン
冷
蔵
庫
発
ച

２
０
０
０
年
代
〜 

現
代
版
三
छ
の
神
器ớ
ロ
Ϙ
ッ
ト

আ

機
ɾ
શ
自
動
ચ
୕
ס
૩
機
ɾ
食
ચ
機
Ờ

１
９
８
９ 

Ϗ
ル
ト
イ
ン
I
H
調
理
器
発
ച

１
９
９
２ 

ѹ
ྗ
I
H
炊
飯
器
発
ച

 

ホ
ッ
ト
ϓ
レ
ー
ト
に
I
H
ಋ
入

１
９
９
７ 

電
子
レ
ン
ジ
ී
及
90
ˋ


２
０
０
２ 

ス
チ
ー
Ϝ
オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
発
ച

�

オ
ー
ル
ϝ
タ
ル
対
Ԡ
の
*
)
調
理
器

発
ച

２
０
０
６ 

炊
飯
器
の
内
釜
高
性
能
化

�

真
ۭ
ѹ
ྗ
炊
き
*
)
ジ
ャ
ー
炊
飯
器

発
ച

２
０
１
５ 
シ
ス
テ
Ϝ
キ
ッ
チ
ン
ී
及
70
ˋ


�

ᖱ
め
る
ɾࣽ
る
ɾৠ
すɾѹ
ྗ
料
理

が
で
き
る
マ
ル
チ
ク
ッ
カ
ー
発
ച

１
９
５
５ 

一
ঋ
ガ
ス
炊
飯
器
発
ച

�

自
動
式
電
気
釜
発
ച

�

ポ
ッ
ϓ
ア
ッ
ϓ
ܕ
ト
ー
ス
タ
ー
発
ച

１
９
５
７ 

ガ
ス
釜
発
ച

 

自
動
ガ
ス
炊
飯
器
発
ച

 

グ
リ
ル
付
き
ガ
ス
こ
ん
ろ
発
ച

１
９
６
１ 

国
産
電
子
レ
ン
ジ
第
１
号
発
ച

１
９
６
５ 

オ
ー
ブ
ン
ト
ー
ス
タ
ー
発
ച

１
９
６
９ 

カ
セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
１
号
機

１
９
７
２ 

保
温
で
き
る
ジ
ャ
ー
機
能
付
き

炊
飯
器
発
ച

１
９
７
４ 

電
࣓
調
理
器
の
国
産
化

１
９
７
７ 

オ
ー
ブ
ン
レ
ン
ジ
発
ച

 

フ
ー
ド
ϓ
ロ
セ
ッ
α
ー
発
ച

１
９
７
９ 

マ
イ
コ
ン
ジ
ャ
ー
炊
飯
器
発
ച

１
９
８
６ 

卓
上
ܕ
*
)
調
理
器
ී
及
開
࢝

１
９
８
７ 

電
子
レ
ン
ジ
ී
及

50
ˋ

１
９
８
８ 

I
H
ジ
ャ
ー
炊
飯
器
発
ച

昭
和
初
期 

ガ
ス
ト
ー
ス
タ
ーớ
食
パン
ম
き
器
Ờỏ

 
 

パ
ー
コ
נ
ࢩ
ᘖ
ᘣ

器
な
ど
ൢ
ച

１
９
３
０ 

ア
ル
マ
イ
ト
の
特
ڐ
取
得
Ố世
界
に


が
る

１
９
４
５ 

ア
ϝ
リ
カ
で
電
子
レ
ン
ジ
発
໌

１
９
４
９ 

テ
ー
ブ
ル
ܕ
ガ
ス
こ
ん
ろ
国
産
化

竈
と
羽
釜
で
炊
飯
、
竈
・
囲
炉
裏
に
鉄
鍋
を
か

け
て
、
七
輪
や
火
鉢
で
も
加
熱
調
理

江
戸
１
６
０
３
Ỗ

明
治 

１
８
６
８
Ỗ

日
ਗ਼
戦
૪ 

１
８
９
４

日
࿐
戦
૪ 

１
９
０
４

昭
和 

１
９
２
６
Ỗ

第
二
࣍
世
界
大
戦 

１
９
３
９

戦
後 

１
９
４
５

大
正 

１
９
１
２
Ỗ

第
一
࣍
世
界
大
戦 

１
９
１
４

平
成
１
９
８
９
Ỗ

令
和
２
０
１
９
Ỗ


源
は


ỏ
木
ỏ木


１
６
５
０
頃
ま
で
に 

神
田
上
水

１
６
５
４ 

ۄ
川
上
水

１
６
９
６ 

他
４
か
所
の
上
水
を
整
備

 

江
戸
で
は
上
水
Ҫ
戸
を

༻

１
８
６
０
年
代 

ブ
リ
キ
ು
の
登
場

１
８
７
０
年
代 

ホ
ー
ロ
ー
Ҿ
き
ು
の
登
場

 
 

国
産
レ
ン
ガ

造
開
࢝

明
治
30
年
代 

東
京
の
ொ
家
で
は
Ԏ
ಥ
付
き
ᜱ
を

�

൘
の
間
に
設
ஔ

１
９
０
０
年
代 

ア
ル
ミ
ು
の

༻

１
９
０
２ 

４
ঋ
炊
き
ガ
ス
か
ま
ど

 

ớ
日
本
最
ॳ
の
ガ
ス
器
具
特
ڐ
品
Ờ

１
８
７
０
年
代 

内
務
ল
ק
業
寮
に
よ
る
外
来
野
ࡊ

ഓ
ࢼ
ݧ

１
８
７
１ 


食
ղ
ې
令

１
８
７
２ 

横
浜
で
ガ
ス
֗
౮
点
౮

 

新
ڮ
ᴹ
横
浜
間
で
మ
道
開
通

１
８
７
９ 

東
京
で
電
気
֗
౮
81
基

１
８
８
２ 

ۜ
࠲
で
電
౮ớ
ア
ー
ク
౮
Ờ点
౮

１
８
８
４ 

ࣛ
໐
館
で

౿
会
盛
行

１
８
８
６ 

コ
レ
ラ
大
流
行

 

東
京
電
౯
設
立

１
８
８
９ 

東
ւ
道
本
線
શ
通ớ
新
ڮ
Ỗ
神
戸
間
Ờ

 

山
形
県

岡
で
学
校
給
食
࢝
ま
る

１
８
９
１ 


洋
式
住
宅
が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
る

１
８
９
２ 

શ
国
で
電
気
֗
౮
７
千
基


１
８
９
６ 

શ
国
で
電
౮
各
戸
引
用
10
ສ
౮


１
９
０
０
年
代 

商
業
්
人
ࡶ
誌
の
発
ץ
増
Ճ

１
９
１
２ 

ఇ
国
נ
ࢩ
協
会
創
立

１
９
１
５ 

家
庭
博
覧
会
開
࠵

１
９
１
７ 

්
人
ࡶ
誌ứ
主
්
೭
༑
Ừ創
ץ

１
９
１
８ 

ス
ペ
イ
ン
風
邪
大
流
行

１
９
２
３ 

関
東
大

ࡂ

Io
T
家
電
の
提
案（
大
手
家
電
メ
ー
カ
ー
４
社
）

・
外
出
先
や
家
屋
内
で
遠
隔
操
作
可
能

・
献
立
提
案

・
好
み
のマ
イ
スペッ
ク
設
定
可
能

・
基
本
の
機
器
に
ア
タッ
チメ
ン
ト
プ
ラ
ス

・
家
事
分
担
に
音
声
で
の
お
知
ら
せ
機
能

食
品
製
造
、
食
べ
方
の
変
化

・
家
庭
内
調
理
の
簡
便
化
、
時
短

・
買
い
置
き
需
要
、
即
食
需
要

・
冷
凍
食
品
の
選
択
肢
増
え
る

・
中
食
（
調
理
済
み
食
品
）
の
充
実

・
孤
食
・
個
食
、
単
身
世
帯
対
応

氷冷蔵庫の利用冷蔵庫普及

冷凍冷蔵庫普及冷凍冷蔵庫
大型化

冷凍冷蔵庫
多機能化

冷蔵庫の大容量化
冷凍庫の大型化
温度帯別冷蔵室管理

台
所
改
良
の
ポ
イ
ン
ト

・
床
座
式
か
ら
立
式へ

・
広
す
ぎ
ず
、
効
率
よ
く

・
戸
棚
設
置
、
竈
に
煙
突
設
置

・
電
気
・
水
道
・
ガ
ス
設
備
と
器
具
を
揃
え
る

１
９
２
７ 

電
౮
ී
及

87
ˋ

昭
和
初
期 

ガ
ス
会
社
と
電
気
会
社
に
よ
る

品
開
発
ɾ

�

ൢ
ച
合
戦

�

ủ
電
気
Ứと
つ
く
博
覧
会
ɾ
展
覧
会
活
گ

１
９
３
０
年
代 

国
産
自
動
ं
の
本
֨
生
産
開
࢝

１
９
３
５ 

総
エ
ネ
ル
Ϊ
ー
ध
要
ൺ

ỏ

 

ੴ

62
ˋ
ỏ電
ྗ
19
ˋ
ỏੴ
༉
９
ˋ

１
９
４
７ 

日
本
נ
ࢩ
協
会
設
立

 

第
一
࣍
ϕ
Ϗ
ー
ブ
ー
Ϝ
౸
来

女性の社会進出      家事労働の軽減      家電製品・ガス器具の普及「わたし好み｣志向  ｢お任せ調理｣志向
家電製品の多様化・高機能化・小型化が進む 鍋の材質・形状・大きさの多様化

で
の
軍
需
産
業
の
発
展
が
あ
り
、
戦
時
下
の

統
制
下
で
の
停
滞
期
を
経
な
が
ら
も
、
第
二

次
世
界
大
戦
前
ま
で
に
多
く
の
近
代
的
技
術

開
発
が
な
さ
れ
、
戦
後
に
そ
れ
ら
が
一
気
に

花
開
い
た
。

　

便
利
な
電
化
・
ガ
ス
製
品
の
普
及
は
、
女

性
を
家
事
労
働
か
ら
解
放
し
、「
モ
ノ
の
あ
る

豊
か
さ
」へ
の
憧
憬
は
さ
ら
な
る
需
要
を
生

み
出
し
、
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
。
バ
ブ

ル
期
を
経
て
、
20
世
紀
末
に
獲
得
し
た
豊
か

な
生
活
ス
タ
イ
ル
は
、
平
成
か
ら
令
和
へ
と

引
き
継
が
れ
た
。
そ
し
て
今
、
少
子
高
齢
化
、

人
口
減
、
経
済
格
差
、
働
き
方
格
差
、
地
球

環
境
問
題
等
、
多
く
の
社
会
課
題
に
直
面
し
、

「
豊
か
さ
の
基
準
」が
揺
ら
い
で
い
る
。
改
め

て
、
過
去
か
ら
今
に
い
た
る
生
活
史
の
断
片

を
眺
め
つ
つ
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
未
来
の
食

卓
と
住
ま
い
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。

 

福
留
奈
美（
経
歴
は
13
頁
に
記
載
）

﹇
出
典
﹈

＊ 

電
気
の
歴
史（
日
本
の
電
機
事
業
と
社
会
）、
電
気
事
業
連
合
会
、http

s://
w

w
w

.fep
c.or.jp

/en
terp

rise/rekish
i/

（
最
終
閲
覧
２
０
２
３
年
５
月

５
日
）

＊ 

ガ
ス
と
暮
ら
し
の
モ
ノ
が
た
り
、
日
本
ガ
ス
協
会
、http

s://w
w

w
.g

as.
or.jp/about/jga/kinenbi/

（
最
終
閲
覧
２
０
２
３
年
５
月
５
日
）

＊ 

収
蔵
品
で
見
る
ガ
ス
器
具
の
歴
史（
年
代
別
）、
Ｇ
Ａ
Ｓ 

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
、

h
ttp

s://w
w

w
.g

asm
u

seu
m

.jp
/collection

/eq
u

ip
m

en
t/

（
最
終
閲

覧
２
０
２
３
年
５
月
５
日
）

＊ 

氷
と
暮
ら
し
の
物
語

︱
こ
お
ら
す
、（
株
）ニ
チ
レ
イ
、http

s://w
w

w
.

n
ich

irei.co
.jp

/ko
ras/ice_h

isto
ry

（
最
終
閲
覧
２
０
２
３
年
５
月
５

日
）

＊ 

村
瀬
敬
子『
冷
た
い
お
い
し
さ
の
誕
生

︱
日
本
冷
蔵
庫
１
０
０
年

︱
』

論
創
社
、
東
京
、
２
０
０
５

＊ 

炊
飯
器
の
歴
史
、（
一
社
）日
本
電
機
工
業
会（
Ｊ
Ｅ
Ｍ
Ａ
）、http

://jem
a-

n
e

t.o
r.jp

/Ja
p

a
n

e
se

/h
a

/su
ih

a
n

ki/h
isto

ry.h
tm

l

（
最
終
閲
覧

２
０
２
３
年
５
月
５
日
）

＊ 

肥
後
温
子『
調
理
機
器
の
変
遷
と
調
理
性
能
の
向
上
』日
本
食
生
活
学
会

誌
、
３
０（
４
）、
１
９
１
〜
２
０
０
、２
０
２
０

＊ 

キ
ッ
チ
ン
の
歴
史
、
キ
ッ
チ
ン
・
バ
ス
工
業
会
、http

s://w
w

w
.kitch

en
-

b
ath.jp

/statistics/know
m

ore.htm
l

（
最
終
閲
覧
２
０
２
３
年
５
月
５

日
）

＊ 

東
京
の
水
道
・
そ
の
歴
史
と
将
来
、
東
京
都
水
道
局
、http

s://w
w

w
.

w
aterw

o
rks.m

etro
.to

kyo
.lg

.jp
/su

id
o

jig
yo

/g
aiyo

u
/rekish

i.
htm

lz

（
最
終
閲
覧
２
０
２
３
年
５
月
５
日
）

＊ 

江
原
絢
子
他「
日
本
食
の
文
化
」ア
イ
・
ケ
イ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、２
０
２
１

sumai_113.indd   25 2023/07/31   16:25
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現
代
に
お
い
て
は
、
食
に
ま
つ
わ
る
空
間
は
社
会
の
か
た
ち
と
密
接
に
関
係
し
て
お

り
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
家
庭
の
食
卓
も
、
コ
ン
ビ
ニ
の
駐
車
場
も
、
ひ

い
て
は
ト
イ
レ
の
個
室
も
ま
た
食
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
食
べ
物

自
体
は
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
仕
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
都
市
部
の
場
合
、

料
理
す
る
場
、
食
べ
る
た
め
の
場
は
住
ま
い
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、外
食
産
業
、加
工

食
品
、
デ
リ
バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
な
ど
相
当
な
水
準
で
社
会
化
し
て
い
る
。
山
間
の
地
域

で
農
業
を
営
む
場
合
で
さ
え
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
う
し
た
経
済
活
動
に
お
け
る
消

費
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
完
全
に
外
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
食
空
間
と
そ
れ
を
支
え
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の
関
係
性
に
関

す
る
検
討
は
、そ
の
特
質
や
根
本
的
な
変
化
を
捉
え
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
食
空
間
の
変
容
に
つ
い
て
近
代
以
降
の
歴
史
を
振
り
返
り
、

こ
れ
か
ら
の
展
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

伝
統
的
な
日
本
の
食
空
間

伝
統
的
な
日
本
の
食
事
は
銘
々
膳
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、日
常
の
居
場
所
と

し
て
使
用
し
て
い
る
空
間
に
お
膳
を
据
え
る
こ
と
で
、そ
こ
が
食
事
の
場
と
な
っ
た
＊
１
。

武
家
屋
敷
で
は
、
主
人
は
居
室
で
あ
る
座
敷
か
常
居
に
膳
を
据
え
て
食
事
を
と
り
、
ほ

か
の
家
族
は
台
所
の
板
間
か
下
居
が
食
事
の
場
と
な
っ
た
。
農
家
の
場
合
は
囲
炉
裏

の
ま
わ
り
で
食
事
を
と
っ
た
。

膳
に
か
わ
っ
て
食
卓
が
導
入
さ
れ
始
め
た
の
は
、
建
築
史
家  

平
井
聖
に
よ
れ
ば
明

治
30
年
代
で
、
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』の
挿
絵
に
は
家
族
が
囲

ん
で
座
る
形
式
の「
食
卓
」が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う﹇
図
１
﹈。
こ
う
し
て
、
脚
が
短
く

天
板
の
高
さ
が
低
い
、
い
わ
ゆ
る「
ち
ゃ
ぶ
台
」型
の
食
卓
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
。
そ

の
空
間
は「
茶
の
間
」と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
当
初
の
茶
の
間
は
、
台
所
に

隣
接
す
る
小
部
屋
だ
っ
た
が
、
大
正
・
昭
和
期
に
な
る
と
６
畳
程
度
の
、
団
ら
ん
の
た

め
の
部
屋
に
な
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
か
ら「
家
族
中
心
」の
生
活
が
重

視
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
、
団
ら
ん
の
た
め
の
空
間
も
充
実
し
て
い
っ
た
。
上
中
流
家

庭
の
暮
ら
す
洋
館
で
は
、
台
所
近
く
の
食
事
室
が
使
わ
れ
た
が
、
庶
民
の
住
ま
い
で
は

茶
の
間
が
食
事
や
団
ら
ん
の
空
間
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

料
理
を
行
う
台
所
も
、
近
代
化
の
な
か
で
大
き
く
変
化
し
た
＊
２
。
伝
統
的
な
日
本

の
住
ま
い
の
台
所
は
、
基
本
的
に
土
間
と
床
上
の
二
つ
を
使
っ
て
炊
事
を
行
い
、
床

上
で
は
ま
な
板
を
直
接
床
に
置
い
て
作
業
を
行
う「
蹲つ
く
ば
い踞
式
」と
呼
ば
れ
る
ユ
カ
坐
式

の
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
た﹇
図
２
﹈。
や
が
て
近
代
に
入
り
、
と
く
に
明
治
30
年
代
以
降

に
な
る
と
立
っ
て
働
く
こ
と
が
勧
め
ら
れ
始
め
る
。
す
な
わ
ち「
立
働
式
」へ
の
改
変

で
あ
る
。
女
性
教
育
家
や
医
学
・
衛
生
学
者
ら
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
、
こ
の
考
え
方

は
、
歩
く
場
所
で
食
べ
物
を
料
理
す
る
こ
と
の
不
衛
生
さ
を
第
一
の
理
由
と
し
た
も
の

だ
っ
た
。
次
第
に
、
大
正
期
以
降
に
は
、
炊
事
労
働
の
合
理
化
も
台
所
改
善
の
目
的
の

﹇
論
考
１
﹈

食
空
間
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

須
崎
文
代 
［
神
奈
川
大
学 

建
築
学
部 

住
生
活
創
造
コ
ー
ス  

准
教
授
］

［図1］『吾輩は猫である』の挿絵に描かれ
た食卓（ちゃぶ台）（出典：平井聖『生活文化史』）

［図2］明治時代の料理の様子
（出典：花の屋胡蝶著『素人料理 年中惣菜の仕方 
全』明治26年）
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ひ
と
つ
と
な
り
、
伝
統
的
な
蹲
踞
式
は
立
っ
た
り
座
っ
た
り
を
繰
り
返
す
動
作
に
無
駄

が
多
い
と
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
都
市
型
の
住
宅
の
場
合
は
土
間
を
廃
し
て
床
上

に
統
一
し
、
流
し
台
・
火
器
台
・
料
理
台
な
ど
の
設
備
を
な
る
べ
く
集
約
し
て
配
置
す

る
こ
と
で
、
炊
事
動
線
を
合
理
化
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
家
事
教
育
な
ど
を
通
じ
て

広
く
普
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た﹇
図
３
﹈。
コ
ン
パ
ク
ト
な
台
所
空
間
の
な
か
で
、
調
理

設
備
や
収
納
類
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
集
約
す
る
と
い
う
、
今
日
ま
で
続
く
デ
ザ
イ

ン
の
思
想
は
こ
の
頃
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

台
所
と
食
事
す
る
場
の
一
体
化

で
は
住
ま
い
の
な
か
で
、
料
理
す
る
場
と
食
事
を
と
る
場
が
ど
の
よ
う
に
し
て
統
合

さ
れ
た
の
か
。
無
論
、
一
般
的
に
普
及
す
る
の
は
公
営
住
宅
の
標
準
設
計
51
Ｃ
型
に

お
け
る「
台
所
兼
食
事
室
」と
、
そ
れ
を
応
用
し
た
公
団
住
宅
の
標
準
プ
ラ
ン
に
お
け

る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
の
登
場
以
降
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
に
も
台

所
に
食
事
用
の
テ
ー
ブ
ル
を
置
き
、
そ
こ
で
簡
単
な
食
事
を
済
ま
せ
る
と
い
う
生
活
様

式
の
実
践
は
戦
前
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
女
子
教
育
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
る
櫻
井
ち
か（
ち
か
子
）の
自
邸
で

は
、
台
所
空
間
に
食
卓（
テ
ー
ブ
ル
）を
置
き
、
食
事
も
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
た﹇
図
４
﹈。
挿
図
の
説
明
に
は「
食
事

の
時
は
臺（
台
）所
の
と
こ
ろ
へ
屏
風
を
立
て
ゝ
簡
単
な
境

と
し
ま
す
。」と
記
さ
れ
て
お
り
、
料
理
と
食
事
の
機
能

を
一
体
化
さ
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
櫻
井
は
在
米
経
験
が
あ
っ
た
た
め
に
、
西
洋
的
な
生

活
様
式
を
帰
国
後
も
実
践
し
た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
常
盤
松
女
学
校
創
設
者
の
三
角
錫
子
の
自
邸
の

台
所
に
も
、
ち
い
さ
な
食
卓
が
設
置
さ
れ
て
い
た﹇
図
５
﹈。

三
角
は
、
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
を
家
事
労
働
に
応
用
し
た

「
動
作
経
済
」論
を
提
唱
し
て
お
り
、炊
事
を
は
じ
め
時
間
、

空
間
、
労
働
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
＊
３
。
そ
の
思
想
の
も
と
で
、
軽
い
食
事
は
台
所
に
お
い
た
食
卓
で
簡
便
に
と
れ

る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
角
の
自
邸
は
、
と
も
に
住
宅
改
良
会
を

興
し
た
橋
口
信
助
の
あ
め
り
か
屋
の
設
計
に
よ
る（
大
正
４
年
頃
）。
ち
な
み
に
、住
宅
改
良

会
が
大
正
10
年
に
刊
行
し
た
書
籍『
新
し
き
住
家
』に
お
い
て
も
、「
欧
米
の
住
家
」と
し

て
同
様
に
台
所
空
間
と
食
堂
を
一
体
化
さ
せ
た
事
例
が
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

農
家
の
場
合
、た
と
え
ば
今
和
次
郎
は
農
村
生
活
改
善
の
一
環
と
し
て
、在
来
の
土
間

空
間
の
改
良
案
を
提
案
し
て
い
た
。
そ
の
案
で
は
、
土
間
と
床
上
の
間
に
テ
ー
ブ
ル
を

置
き
、
双
方
か
ら
座
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
。
戦
後
の
農
村
生
活
改
善
で

も
土
間
台
所
の
変
革
が
な
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
嚆こ
う
し矢
に
あ
た
る
よ
う
な「
土
間
Ｄ
Ｋ
」

と
も
い
う
べ
き
ス
タ
イ
ル
が
、戦
前
期
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。

食
は
住
ま
い
の
中
心
へ

│
小
住
宅
と
モ
ダ
ン
リ
ビ
ン
グ

こ
う
し
た
戦
前
期
の
萌
芽
的
動
向
を
経
て
、
終
戦
を
迎
え
た
日
本
に
本
格
的
な
Ｄ
Ｋ

が
誕
生
す
る
。
公
営
住
宅
、
公
団
住
宅
の
標
準
設
計
に
お
け
る
Ｄ
Ｋ
の
採
用
は
、
団
地

の
建
設
に
と
ど
ま
ら
ず
マ
ン
シ
ョ
ン
や
戸
建
て
住
宅
の
間
取
り
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。

［図5］三角錫子自邸の平面図
（出典：内田青蔵他『図説・近代日本住宅史』鹿島出版会、2008年）

［図4］「櫻井女史邸の簡易食堂」（出典：『住宅』2巻12号、大正6年）

［図3］台所動線の合理化の例。W.M.ヴォーリズの描いた台所動線
図（良い例）（出典：W.M.ヴォーリズ『吾家の設計』）
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そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同
時
期
に
建
築
家
た
ち
が
取
り
組
ん
だ
小
住
宅
の
設
計
に
も
、

台
所
と
食
事
室
を
一
体
的
に
計
画
す
る
志
向
が
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
池
辺
陽
に
よ

る「
立
体
最
小
限
住
居
」（
１
９
５
０
年
）は
、
建
築
面
積
31
・
２
㎡
、
延
床
面
積
47
・
９
㎡

の
小
規
模
住
宅
で「
平
面
の
機
能
分
化
を
尊
重
し
、
空
間
の
節
約
」を
実
現
す
る
こ
と

が
主
旨
だ
っ
た
。
北
側
の
台
所
と
そ
の
南
側
に
接
す
る
居
間
・
食
堂
は
ひ
と
つ
づ
き

の
空
間
と
し
て
設
計
さ
れ
、
と
り
わ
け
食
卓
は
台
所
に
ほ
ぼ
隣
接
し
て
配
置
す
る
よ
う

計
画
さ
れ
た﹇
図
６
﹈。
つ
づ
い
て
、
コ
ア
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
実
践

と
し
て
つ
く
ら
れ
た「
Ｎｏ
・
20
」（
池
辺
陽
１
９
５
４
年
、﹇
図
７
﹈）や
、
増
沢
洵
の「
コ
ア
の

あ
る
Ｈ
氏
の
す
ま
い
」（
１
９
５
３
年
）に
お
い
て
も
、
台
所
と
食
卓
は
ひ
と
つ
づ
き
の
空

間
と
し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
面
積
的
な
制
約
の
も
と
に
暮
ら
し
の
理
想
像
を
追
求
す

る
な
か
で
食
空
間
は
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
と
き
、
食
事
や
団
ら
ん
に
差
し
支
え
の
な
い
台
所
の
機
能
性
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
料
理
を
す
る
空
間
に
は
、
臭
い
や
煙
、
音
、
清
潔
さ
の
問
題

が
つ
き
ま
と
う
が
、
Ｄ
Ｋ
と
い
う
複
合
的
機
能
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
設
備
類
の
発
達

が
後
ろ
盾
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
採
光
の
た
め
の
照
明
器
具
、
煙
や
臭
気

を
排
出
す
る
機
械
換
気
、
衛
生
的
な
給
排
水
設
備
、
そ
し
て
見
た
目
に
美
し
い「
光
か

が
や
く
」ス
テ
ン
レ
ス
流
し
台
で
あ
る
。
収
納
棚
も
一
体
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
台
所

設
備
と
統
合
さ
れ
、
家
具
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
設
え
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
空
間
の
自
由

度
を
高
め
る
た
め
の
キ
ッ
チ
ン
も
模
索
さ
れ
た
。
池
辺
は「
Ｔ
キ
ッ
チ
ン
」﹇
図
８
﹈や

「
キ
ッ
チ
ン
レ
ス
・
キ
ッ
チ
ン
」﹇
図
９
﹈と
い
う
家
具
的
な
調
理
設
備
を
実
現
し
、
新
し

い
時
代
の
キ
ッ
チ
ン
の
あ
り
方
を
い
ち
早
く
提
案
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

結
節
を
つ
な
ぎ
直
す

以
上
の
変
遷
を
経
て
、
現
代
で
は
台
所
や
食
べ
る
た
め
の
場
は
住
ま
い
の
中
心
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
な
提
案
と
技
術
革
新
の
蓄
積

に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
技

術
に
支
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
都
市
生
活
は
そ
れ
ら
の
拘
束
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い

状
況
に
も
な
っ
て
い
る
。
台
所
に
と
っ
て
水
道
、
電

気
、
ガ
ス
は
不
可
欠
の
装
置
で
あ
り
、
食
空
間
は
生

活
イ
ン
フ
ラ
を
通
じ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
と
接
続
す
る

結
節
点
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
現
代
生
活
の
他
律
性（
ヘ
テ
ロ
ノ

ミ
ー
）に
つ
い
て
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と

た
び
大
災
害
が
起
き
て
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
し
な
く

な
っ
た
と
き
、
生
活
が
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い

［図8］池辺陽「Tキッチン」
（出典：難波和彦『戦後モダニズム建築の極北 池辺陽試論』彰国
社、1999年）

［図9］池辺陽「キッチンレス・キッチン」
（図６・７・９出典：池辺陽「台所で寝室部と居間部を区切る」
『台所特集 modern living』第23集、1958年）

［図7］池辺陽「Ｎｏ.20」の平面図

子供室家事室寝室書斎

居間
食堂

［図6］池辺陽「立体最小限住居」の平面図

寝室

書斎 吹抜

物置・焚場

厨房

寝室（子供） 居間・食堂
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う
脆
弱
性
を
現
代
の
シ
ス
テ
ム
が
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
住
ま
い

に
お
い
て
は
、
一
定
の
自
律
性（
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
）を
獲
得
す
る（
取
り
戻
す
）必
要
性
が
あ
ら

た
め
て
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
と
き
建
築
家 

能
作
文
徳
が
デ
ザ
イ
ン
し
た「
ソ
ー
ラ
ー
・
ク
ッ
キ
ン
グ
カ
ー
ト
」

は
、
こ
う
し
た
問
題
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
示
唆
的
な
作
品
で
あ
る
＊
４﹇
図
10
﹈。

太
陽
光
を
熱
源
と
し
て
料
理
す
る
ソ
ー
ラ
ー
ク
ッ
キ
ン
グ
を
導
入
し
た
調
理
設
備
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ス
、電
気
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
に
接
続
せ
ず
、太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
に
よ
っ
て
無
料
の
熱
源
を
獲
得
し
て
料
理
を
行
え
る
の
だ
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け

で
な
く
、
場
所
性
に
お
い
て
も
イ
ン
フ
ラ
と
の
接
続
に
拘
束
さ
れ
ず
自
由
な
存
在
と
な

る
。
能
作
の
実
験
で
は
、
ソ
ー
ラ
ー
ク
ッ
キ
ン
グ「
エ
コ
作
」を
８
本
搭
載
し
た
ワ
ゴ
ン

型
の
移
動
可
能
な
台
所
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
し
、
都
市
の「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ク
ッ
キ
ン
グ
」

と
し
て
実
装
さ
せ
て
い
る
。
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
に
つ
な
が
り
、イ
ン
フ
ラ
が
な
い
場

所
で
も
機
能
す
る
こ
の
オ
フ
グ
リ
ッ
ド
な
装
置
は
、
次
世
代
の
食
空
間
を
考
え
る
ヒ
ン

ト
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
近
年
の
住
宅
雑
誌
を
み
る
と
、
土
間
空
間
を
計
画
し
た
作
品
が
多
い
こ
と
に
気

づ
く
。
土
間
を
利
用
し
た
機
能
の
多
く
は
、
台
所
や
家
族
・
友
人
が
集
う
た
め
の
食
事

の
場
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
近
代
化
の
な
か
で
住
ま
い
か
ら
排
除
さ
れ
た
土
間

が
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
設
計
の

ユ
ニ
テ
・
ダ
ビ
ダ
シ
オ
ン
や
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
設
計
の
フ
ァ
ン
ズ
ワ
ー

ス
邸
と
い
っ
た
近
代
建
築
で
は
、
大
地
か
ら
人
間
生
活
を
切
り
離
す
こ
と
が
試
み
ら
れ

た
。
科
学
や
機
械
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
人
間
生
活
を
よ

り
豊
か
な
も
の
へ
と
導
こ
う
と
し
た
思
想
の
表
れ
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し

た
方
向
性
が
地
球
環
境
に
こ
こ
ま
で
悪
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
見
地
に
は
至

ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
事
実
に
直
面
し
た
現
代
で
は
、
自
然
と
の

接
続
を
再
編
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
食
物
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
扱
う
食
空
間

は
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。

食
空
間
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
結
節
点
で
も
あ
る
。
個
室
を
は
じ
め
、

個
人
的
生
活
が
中
心
と
な
る
現
代
の
家
族
に
お
い
て
、
食
事
は
時
間
と
場
所
を
共
有

し
、
会
話
が
生
ま
れ
る
貴
重
な
機
会
と
な
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ア
・
キ
ッ
チ
ン
の
実
践
例
が
散
見
さ
れ
る
。
食
空
間
を
媒
介

に
、
個
と
個
の
つ
な
が
り
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
外
の
交
流
が
生
ま
れ
、
こ
れ
ま
で
に

な
か
っ
た
新
し
い
つ
な
が
り
が
創
造
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
」

こ
と
を
通
し
た
関
係
性
は
、
よ
り
密
接
な
結
節
を
つ
く
り
出
す
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
で
は
土
間
空
間
の
見
直
し
や
シ
ェ
ア
の
実
践
に
よ
っ
て
、「
新

し
い
土
着
」と
も
い
う
べ
き
食
空
間
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
料
理
が
素
材
を
生
か
し
つ

つ
、
異
素
材
の
組
み
合
わ
せ
で
美
味
し
い
も
の
を
作
り
出
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、
食
空

間
の
も
つ
特
質
と
可
能
性
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。
食
べ
る
と
い
う
営
み
は
生
き
物
の
根
源
的
な
欲
求
で
あ
り
、
料
理
は
先
史
時
代

か
ら
つ
づ
く
、
人
類
の
創
造
力
の
象
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。

［図10］能作文徳「ソーラー・クッキング
カート」（写真=能作文徳提供）

須
崎
文
代（
す
ざ
き
・
ふ
み
よ
）

神
奈
川
大
学
建
築
学
部
住
生
活
創
造
コ
ー
ス
准
教
授
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
所
員
、
博
士（
工
学
）。
専
門
は
近
代
建
築

史
、
住
宅
史
。
２
０
０
４
〜
５
年 
日
本
E
U
政
府
国
費
留
学
A
U
S
M
I
P
、
２
０
０
６
年 

千
葉
大
学
大
学
院
博
士
前

期
課
程
修
了
、
２
０
１
０
〜
３
年 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員（
D
C
1
）、
２
０
１
２
年 

フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院

C
R
C
A
O（C

olleg
e d

e France

）に
て
在
外
研
究
、
２
０
１
４
年 

神
奈
川
大
学
大
学
院
建
築
学
研
究
科
博
士
後
期
課

程
修
了
、
２
０
１
５
年 

日
本
生
活
学
会
第
1
回
博
士
論
文
賞
受
賞
。

﹇
主
な
共
著
﹈『
台
所
見
聞
録
』、『
奇
跡
の
住
宅
』（
共
にLIX

IL

出
版
）、『
横
浜
建
築
』（
お
茶
の
水
書
房
）な
ど
。

﹇
注
釈
﹈

＊
１
／
平
井
聖『
生
活
文
化
史
』改
訂
版
、放
送
大
学
教
育
振
興
会
、１
９
９
８

＊
２
／
須
崎
文
代
・
宮
崎
玲
子『
台
所
見
聞
録
』LIX

IL

出
版
、２
０
１
９

＊
３
／
内
田
青
蔵『
日
本
の
近
代
住
宅
』鹿
島
出
版
会
、２
０
１
６

＊
４
／
能
作
文
徳『
野
生
の
エ
デ
ィ
フ
ィ
ス
』LIX

IL

出
版
、２
０
２
１
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秋
口
か
ら
冬
に
な
る
と
、テ
レ
ビ
に
は
鍋
料
理
の
Ｃ
Ｍ
が
溢
れ
、ス
ー
パ
ー
の
チ
ラ
シ

に
は
多
様
な
鍋
料
理
の
具
材
が
並
ぶ
。
鍋
料
理
ほ
ど
手
軽
で
美
味
し
く
、
み
ん
な
で
楽

し
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
料
理
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

家
族
な
ら
と
も
に
食
卓
を
囲
ん
で
当
た
り
前
、
単
身
家
庭
が
増
え
孤
食
が
進
ん
で
い

て
も
、
社
会
に
は
そ
ん
な
思
い
が
強
い
。
し
か
も
、
と
も
に
食
卓
を
囲
む
共
食
は
、
つ
ね

に
楽
し
い
会
話
で
彩
ら
れ
た
団
欒
だ
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
鍋
料
理
は
、

ま
さ
に
そ
ん
な
団
欒
と
し
て
の
共
食
を
き
わ
め
て
強
く
象
徴
す
る
食
べ
方
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
鍋
料
理
を
可
能
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
理
器
具
も
あ
る
。

卓
上
コ
ン
ロ
だ
。
卓
上
コ
ン
ロ
を
使
え
ば
、ダ
イ
ニ
ン
グ
で
な
く
と
も
、居
間
の
座
卓
も

応
接
間
の
テ
ー
ブ
ル
も
、
い
や
仕
事
場
の
事
務
机
で
さ
え
共
食
の
空
間
に
様
変
わ
り
す

る
。し

か
し
、そ
ん
な
鍋
料
理
も
、じ
つ
は
か
つ
て
は
家
庭
で
や
っ
て
は
な
ら
な
い
調
理
法

だ
っ
た
。
民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は『
明
治
大
正
史 

世
相
編
』で「
家
で
食
物
を
調
理
す

る
清
い
火
は
」「
荒こう
じ
ん
さ
ま

神
様
の
直
轄
す
る
自
在
鍵
の
下
に
」あ
り
、こ
の
火
を
用
い
て
調
理
し

た
も
の
で
な
い
と
、「
家
人
の
共
同
の
肉
体
と
化
す
る
に
足
ら
ぬ
と
い
う
信
仰
」が
か
な

り
長
く
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
家
庭
の
火
の
分
割
を
前
提
と
す
る
鍋
料
理
は
、
正

式
の
料
理
で
は
な
く
、隠
れ
て
行
わ
れ
た
料
理
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
柳
田
の
指
摘
自
体
が
、
鍋
料
理
が
隆
盛
に
な
っ
た
時
点
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

に
留
意
し
た
い
。
こ
の
書
籍
の
刊
行
は
１
９
３
１
年（
大
正
６
年
）、
こ
の
時
点
で
柳
田
は

「
現
在
の
実
情
に
お
い
て
は
、
小
鍋
の
利
用
に
か
け
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
世
界
無
類
で
あ

る
」と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
柳
田
は
、
す
で
に
日
本
全
国
で
鍋
料
理
が
国
民
食
と
な
り
、
そ
れ
が
団
欒
と

し
て
の
共
食
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
代
の
当
た
り
前
に
対
し
て
、
そ
れ
は
明
治

以
前
ま
で
は
け
っ
し
て
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
と
異
議
を
唱
え
た
の
だ
。

さ
ら
に
重
要
な
点
は
、「
炭すび
つ櫃
や
十
じ
ゅ
う
の
う
能
が
自
由
に
燠おき
の
火
を
運
搬
す
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
な
お
こ
の
考
え
は
久
し
く
続
い
て
い
た
」と
述
べ
、「
火
の
神
信
仰
へ
の
叛
は
ん
ぎ
ゃ
く
逆
を
怖

れ
」「
竈
か
ま
どの
分
裂
」を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
行
為
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

こ
と
だ
。
た
し
か
に
、テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
現
実
を
改
変
す
る
が
、実
際
の
変
化
に
は
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
利
用
す
る
人
々
の
価
値
観
が
か
ら
む
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う

柳
田
は
戒
め
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
現
実
を
変
え
、
人
間
の
文
化

と
感
性
を
変
え
て
い
く
と
い
う
見
方
は
お
お
む
ね
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
い
ま
で

は
そ
れ
だ
け
で
は
何
も
言
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
文
化
ご
と
に
ど
の
よ
う

な
抵
抗
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
変
容
が
起
こ
る
か
。
そ
れ
を
個
別
に
明
ら
か
に
し
な
い

と
、文
化
的
考
察
と
し
て
は
ま
こ
と
に
不
十
分
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
柳
田
が
鍋
料
理
を「
僅き
ん
き
ん々
五
六
十
年
の
発
明
」と
指
摘
し

て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
刊
行
が
１
９
３
１
年
な
の
で
そ
こ
か
ら
60
年
を
引

く
と
、１
８
７
１
年（
明
治
４
年
）。
そ
の
当
時
は
や
っ
て
い
た
鍋
料
理
と
は
、な
ん
と
牛
鍋

な
の
で
あ
る
。
そ
の
牛
鍋
を
文
明
開
化
の
象
徴
と
し
て
描
い
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

た
仮か
な
が
き

名
垣
魯ろ
ぶ
ん文

の『
安あ
ぐ
ら
な
べ

愚
楽
鍋
』の
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
そ
の
明
治
４
年
。
あ
ま
り
に
売

れ
た
の
で
、翌
年
に
続
編
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

﹇
論
考
２
﹈

と
も
に
鍋
を
囲
む
と
い
う
こ
と
│
食
が
お
り
な
す
時
空
間

福
田
育
弘 
［
早
稲
田
大
学 

教
育
学
部  

教
授
］
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031　［特集］食と住まい

そ
も
そ
も
構
成
の
緻
密
な
近
代
小
説
と
い
う
よ
り
、
江
戸
後
期
の
戯
作
と
い
え
る
こ

の
作
品
は
、
浅
草
と
お
ぼ
し
き
町
に
あ
る
牛
鍋
屋
に
や
っ
て
く
る
客
の
独
白
や
雑
談
を

書
き
と
っ
た
形
式
の
た
め
、
具
を
つ
ぎ
足
せ
ば
い
く
ら
で
も
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
鍋

料
理
の
よ
う
に
、い
く
ら
で
も
続
編
が
可
能
だ
っ
た
。

鍋
料
理
は
家
庭
で
は
正
規
の
料
理
で
な
く
て
も
、
い
や
正
規
の
家
庭
料
理
で
な
い
か

ら
こ
そ
、
猟
師
料
理
と
し
て
、
肉
食
が
奈
良
時
代
以
降
、
神
道
と
結
び
つ
い
た
仏
教
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
き
た
日
本
で
、
猪
や
鹿
の
肉
を
対
象
と
し
た
牡
丹
鍋
と
か
紅
葉
鍋

と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
猪
鍋
と
か
鹿
鍋
と
い
わ
ず
比
喩
的
呼
称
を
用
い
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ら
の
獣
肉
食
が
正
規
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
禁
忌
意
識
が
強

く
働
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
明
治
の
文
明
開
化
の
時
代
、
牛
肉
を
使
っ
た
鍋
は
そ
の
ま
ま
牛
鍋
と
い
う

呼
称
で
、
都
会
の
新
し
い
も
の
好
き
を
中
心
に
急
速
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
農
耕
用
の

家
畜
だ
っ
た
牛
を
食
べ
る
こ
と
は
、長
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、で
あ

る
。牛

肉
が
牛
鍋
と
し
て
急
速
に
広
ま
っ
た
主
た
る
理
由
は
、
そ
れ
が
美
味
い
か
ら
だ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。『
安
愚
楽
鍋
』で
も
、「
牛
肉
を
食
べ
る
と
、
猪
や
鹿
は
も
う
食
べ
ら

れ
な
い
」と
述
べ
る
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
が
近
代
文
明
を
代
表
す
る
西
洋
人
の
好
む
食
べ
物
だ
っ
た
と
い
う
点

も
大
き
い
。
牛
鍋
文
学
流
行
の
前
年
の
明
治
３
年
、
牛
肉
の
普
及
を
目
的
に
設
立
さ
れ

た
半
官
半
民
の「
牛
馬
会
社
」の
た
め
に
宣
伝
文「
肉
食
之
説
」を
書
い
た
福
澤
諭
吉
は
、

西
洋
文
明
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
西
洋
人
が
牛
肉
を
食
べ
体
が
大
き
く
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に

あ
ふ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
日
本
人
も
西
洋
に
追
い
つ
く
た
め
に
牛
肉

を
食
べ
よ
う
、と
説
い
て
い
る
。

牛
肉
食
は
近
代
化
と
同
義
だ
っ
た
。
い
ま
に
ま
で
続
く
西
洋
文
明
へ
の
憧
憬
と
崇
拝
、

あ
り
て
い
に
い
え
ば
西
洋
ブ
ラ
ン
ド
信
仰
が
い
ま
以
上
に
大
き
く
作
用
し
て
い
た
。

し
か
し
、
牛
鍋
は
西
洋
で
は
本
来
大
き
な
塊
か
た
ま
りで
ロ
ー
ス
ト
に
す
る
獣
肉
を
細
か
く
ス

ラ
イ
ス
し
、醤
油
や
味
噌
と
い
う
日
本
的
な
発
酵
調
味
料
で
煮
込
ん
だ
、き
わ
め
て
日
本

的
な
料
理
で
あ
る
。
柳
田
は
、
さ
き
ほ
ど
の
著
作
で
そ
の
点
を
し
っ
か
り
分
析
し
、「
当

人
だ
け
は
ひ
と
か
ど
西
洋
風
だ
と
思
っ
て
お
っ
て
も
、
実
は
発
端
か
ら
も
う
十
分
に
日

本
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。

柳
田
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
そ
の
後
、
ト
ン
カ
ツ
、
カ
レ
ー
、
オ
ム
ラ
イ
ス
と
展

開
し
て
い
く
現
代
人
に
も
な
じ
み
の
日
本
的
な
洋
食
全
般
に
つ
い
て
、「
洋
食
は
全
く
牛

鍋
商
売
の
手
引
き
の
下
に
、や
っ
と
お
目
見
え
し
た
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
」と
述

べ
、
牛
鍋
と
い
う
牛
肉
食
の
日
本
化
が
西
洋
料
理
の
日
本
的
変
容
の
嚆こう
し矢

で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

西
洋
的
な
食
材
や
料
理
を
ご
飯
の
お
か
ず
と
い
う
形
で
食
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

点
で
、
こ
れ
ら
の
洋
食
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
本
来
の
西
洋
料
理
で
は
複
数
の
料
理
が

順
次
出
さ
れ
る
の
が
、
日
本
人
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
単
品
で
ご
飯
と
合
い
そ
う
な
料
理

を
選
び
、
調
理
法
に
も
日
本
的
ア
レ
ン
ジ
を
加
え（
醤
油
や
味
噌
で
の
煮
込
み
や
デ
ィ
ー
プ
フ
ラ

イ
手
法
の
採
用
な
ど
）、日
本
的
な
料
理
と
し
て
広
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
西
洋
料
理
だ
と
思

い
つ
つ
。

そ
れ
ら
が
い
か
に
ご
飯
と
合
う
か
は
、
牛
鍋
が
関
東
大
震
災
を
機
に
関
西
風
の
ス
キ

ヤ
キ
と
な
り
、
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
牛
丼
と
し
て
大
衆
化
し
て
い
っ
た
経
緯
を
み
れ

ば
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、わ
た
し
が
あ
え
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、も
と
も
と
正
規
の
料
理
で
は

な
く
て
も
、
か
ね
て
よ
り
存
在
し
た
鍋
料
理
が
、
猪
鍋
や
鹿
鍋
、
あ
る
い
は
現
代
の
日
本

人
の
愛
し
て
や
ま
な
い
海
鮮
鍋
と
し
て
広
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
食
す
こ
と

を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
牛
肉
を
対
象
と
し
て
牛
鍋
と
し
て
ま
ず
広
ま
っ
て
い
っ
た
事
実
で

あ
る
。

こ
れ
は
ま
だ
詳
細
な
史
料
で
の
検
証
が
必
要
だ
が
、そ
れ
ま
で
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、な

お
か
つ
西
洋
的
な
価
値
を
付
与
さ
れ
た
牛
肉
だ
か
ら
こ
そ
、
牛
鍋
と
い
う
鍋
料
理
が
日

本
人
に
受
容
さ
れ
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
見
す
る
と
、
禁
忌
の

対
象
だ
っ
た
牛
肉
が
伝
統
的
な
料
理
法
で
あ
る
鍋
に
よ
る
調
理
で
広
ま
っ
た
と
も
み
え

る
。
た
し
か
に
、そ
う
い
う
要
素
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、し
か
し
現
代
人
以
上
に
鍋
料
理
へ
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会
の
民
主
化
を
軸
に
、ち
ゃ
ぶ
台
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
の
普
及
に
よ
っ
て
、食
事
が

団
欒
と
重
な
る
よ
う
に
な
る
。
共
食
イ
コ
ー
ル
団
欒
イ
メ
ー
ジ
の
完
成
で
あ
る
。

そ
れ
に
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
の
が
、
だ
れ
も
が
調
理
に
参
加
し
う
る
日
本
的
な
鍋
料

理
だ
っ
た
。
空
間
的
仕
切
り
を
排
し
て
、食
卓
全
体
を
共
食
の
場
に
し
た
と
こ
ろ
に
、日

本
的
な
鍋
料
理
の
類
例
の
な
い
特
色
が
あ
っ
た
。
鍋
料
理
が
明
治
以
降
急
速
に
そ
の
禁

忌
を
超
え
て
広
が
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

一
方
、西
洋
で
は
鍋
料
理
と
は
鍋
で
時
間
を
か
け
て
煮ミ
ジ
ョ
テ
し
た

込
ん
だ
料
理
で
あ
り
、食
べ
な

が
ら
作
る
こ
と
は
他
の
料
理
以
上
に
不
可
能
だ
。
多
く
の
時
間
を
必
要
と
し
た
料
理
で

あ
り
、
食
卓
で
は
そ
れ
を
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
相
応
の
時
間
を
か
け
て
共
有
す

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
に
は
前
菜
が
あ
り
、
そ
の
後
に
は
デ
ザ
ー
ト
が
あ
っ
て
、
メ
イ

ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
重
要
性
が
時
間
的
に
も
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
時
間
的
な
展
開
の
中
心

と
し
て
の
鍋
料
理
は
、他
の
メ
イ
ン
の
料
理
と
同
じ
く
、い
や
調
理
に
時
間
が
か
か
っ
て

い
る
た
め
に
そ
れ
以
上
、
時
間
を
か
け
て
正
し
く
共
有
さ
れ
る
べ
き
料
理
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
。
作
り
な
が
ら
食
べ
、
参
加
者
の
出
入
り
に
応
じ
て
作
っ
て
食
べ
る
日
本

の
鍋
料
理
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

日
本
の
鍋
料
理
で
は
空
間
の
共
有
が
重
要
で
、あ
れ
こ
れ
と
気
ま
ま
に
食
す
こ
と
、つ

ま
り
空
間
的
要
素
の
展
開
が
時
間
を
織
り
な
し
て
い
く
が
、西
洋
の
鍋
料
理
は
、手
の
込

ん
だ
煮
込
み
料
理
を
メ
イ
ン
と
し
て
じ
っ
く
り
味
わ
う
と
い
う
よ
う
に
、
時
間
の
共
有

の
な
か
で
空
間
的
要
素
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
鍋
文
学
の
融
通
無
碍
さ
が
、

フ
ラ
ン
ス
小
説
の
明
快
な
構
成
と
対
照
的
な
よ
う
に
。
時
間
と
空
間
の
関
係
は
こ
う
し

た
普
段
の
飲
食
の
場
面
で
、当
た
り
前
と
し
て
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

の
禁
忌
意
識
が
強
か
っ
た
当
時
の
日
本
人
に
は
、
西
洋
的
な
価
値
を
に
な
っ
た
牛
肉
が

鍋
料
理
へ
の
禁
忌
意
識
を
か
い
く
ぐ
っ
て
広
ま
り
、や
が
て
牛
肉
だ
け
で
な
く
、あ
ら
ゆ

る
鍋
料
理
に
ふ
さ
わ
し
い
具
材
が
鍋
料
理
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
西
洋
的
価
値
が
日
本
的
禁
忌
を
解
き
、
非
正
規
の
鍋
料
理
を
家
族
の
団
欒
の
象
徴

に
ま
で
押
し
上
げ
た
の
だ
。
伝
統
的
禁
忌
が
西
洋
的
価
値
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
伝
統

的
価
値
へ
と
反
転
す
る
。
そ
こ
に
は
断
絶
と
伝
統
の
微
妙
な
関
係
が
あ
る
。

で
は
、こ
う
し
て
団
欒
の
象
徴
と
な
っ
た
鍋
料
理
の
特
徴
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
、
食
卓
全
体
を
共
有
の
場
に
す
る
料
理
で
あ
る
と
い
う
点
に

あ
る
。
日
本
的
な
鍋
料
理
は
作
り
な
が
ら
食
べ
る
。
途
中
か
ら
の
参
加
も
難
し
く
な
い

し
、
途
中
で
一
人
が
止
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
具
が
な
く
な
れ
ば
つ
ぎ
足
せ
ば
い
い
。

最
後
に
ご
飯
を
入
れ
て
お
じ
や
に
し
た
り
、
う
ど
ん
を
煮
込
ん
で
も
美
味
し
い
。
い
や
、

多
様
な
具
の
味
が
出
た
汁
で
煮
た
ご
飯
や
麺
は
鍋
料
理
の
醍
醐
味
で
す
ら
あ
る
。

全
員
参
加
型
で
、
民
主
的
。
好
き
な
具
材
を
好
き
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
材

自
体
も
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
で
き
る
。
各
家
庭
、
各
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の
鍋
料
理
が
あ
る
。

こ
の
融ゆ
う
ず
う
む
げ

通
無
碍
さ
が
、
鍋
料
理
が
日
本
で
団
欒
的
な
共
食
と
し
て
こ
こ
ま
で
普
及
し
た

理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、西
洋
の
鍋
料
理
は
、基
本
的
な
メ
イ
ン
の
料
理
と
し
て
完
成
し
た
も
の
を
食
卓

で
取
り
分
け
て
共
食
す
る
。
た
と
え
ば
、
よ
く
地
中
海
風
海
鮮
鍋
と
い
わ
れ
る
ブ
イ
ヤ

ベ
ー
ス
は
、ま
ず
さ
ま
ざ
ま
な
雑
魚
で
ス
ー
プ
を
作
り
、こ
の
濃
厚
な
ス
ー
プ
が
ソ
ー
ス

の
よ
う
に
機
能
し
て
、
そ
こ
に
岩
場
の
魚
を
ま
る
ご
と
入
れ
て
煮
込
ん
で
作
る
。
途
中

で
の
具
の
つ
ぎ
足
し
は
不
可
能
だ
し
、
想
定
さ
れ
て
も
い
な
い
。
あ
く
ま
で
完
成
し
た

メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
食
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
伝
統
的
に
銘
々
の
器
に
複
数
の
料
理
を
個
別
に
盛
り
付
け
る
、
一
汁
三
菜

に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
食
卓
で
は
、
空
間
が
重
視
さ
れ
る
。
柳
田
は
、「
窮
屈
な
膳
部
の

分
配
を
無
視
し
た
」鍋
料
理
で
は
、「
全
く
西
洋
か
ら
は
学
ば
な
か
っ
た
新
自
由
が
味
わ

わ
れ
た
の
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。
銘
々
に
料
理
を
配
し
た
日
本
的
食
卓
は
、団
欒
の

場
と
い
う
よ
り
長
ら
く
躾
し
つ
けの
場
だ
っ
た
。
団
欒
は
食
後
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
社

福
田
育
弘（
ふ
く
だ
・
い
く
ひ
ろ
）

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
育
学
部 

複
合
文
化
学
科
教
授
。
１
９
５
５
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
。
早
稲
田
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
中
退
。
１
９
８
５
年
か
ら
88
年
ま
で
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留

学
生
と
し
て
パ
リ
第
３
大
学
博
士
課
程
に
留
学
。
１
９
９
１
年
流
通
経
済
大
学
専
任
講
師
、
同
助
教
授
を
経
て
、
１
９
９
５

年
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
専
任
講
師
、
２
０
０
２
年
よ
り
同
教
授
。

﹇
主
な
著
書
﹈『「
飲
食
」と
い
う
レ
ッ
ス
ン
』（
三
修
社
）、『
新
・
ワ
イ
ン
学
入
門
』（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）、『
と
も
に

食
べ
る
と
い
う
こ
と
』（
教
育
評
論
社
）、『
自
然
派
ワ
イ
ン
を
求
め
て
』（
教
育
評
論
社
）な
ど
。
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１  

食
生
活
に
お
け
る
中
食
の
広
が
り

生
活
の
基
礎
的
要
素
と
さ
れ
る「
衣
食
住
」の
う
ち
、
食
と
住
と
の
関
係
性
は
き
わ

め
て
密
接
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
食
が
住
と
一
致
す
る
領
域
で
あ
る
家

庭
内
で
の
食
事
、
つ
ま
り
内
な
い
し
ょ
く

食
で
は
、
入
手
し
た
食
材
を
調
理
し
、
配
膳
し
、
食
事

を
し
、
最
後
の
片
付
け
に
い
た
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
住
ま
い
と
い
う
空
間
の
中
で

行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
１
９
７
０
年
代
に
入
る
と
日
本
の
食
の
外
部
化
が
急
速
に
進

行
し
、
と
く
に
外
食
機
会
の
増
加
を
通
し
て
、
食
と
住
ま
い
と
の
分
離
が
拡
大
し
て

い
っ
た
。
こ
の
変
容
を
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
か
ら
促
し
た
の
が
伝
統
的
な
零
細
飲
食
業

か
ら
近
代
的
な
外
食
産
業
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
牛
丼
チ
ェ
ー
ン
と
し
て

知
ら
れ
る
𠮷
野
家
は
、
単
品
量
販
型
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
確
立
し
、「
早
い
、
う
ま

い
、
安
い
」食
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
。
こ
う
し
て
一
般
大
衆
が
安
価
な
外
食
を
気

軽
に
利
用
し
、
楽
し
む
機
会
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
外
食
の
大
衆
消
費
社
会

化
が
進
展
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
近
年
、
食
の
外
部
化
の
形
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
中
な
か
し
ょ
く
食
だ
。
中
食

の
定
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
中
食
と
は
、
茂
木 

＊
８
に
よ
れ
ば
、
ス
ー
パ
ー
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
あ
る
い
は
総
菜
店
や
百
貨
店
テ
ナ
ン
ト
な
ど
で
購
入
さ
れ

る
調
理
済
み
食
品
の
こ
と
を
指
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
購
入
、
利
用
す
る
消
費
者

の
行
為
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
中
食
と
は
商
品
と
行
為
と
い
う
二
つ
の
視

点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
中
食
が
内
食
と
外
食
と
の
中
間
に
位

置
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
本
質
的
に
は
行
為
す
な
わ
ち
生
活
様
式
の
視
点

か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
内
食
と
外

食
が
住
ま
い
の
内
と
外
と
に
ほ
ぼ
明
確
に
区
分
で
き
る
の
に
対
し
、
中
食
は
食
す
る

空
間
に
つ
い
て
は
一
義
的
に
確
定
で
き
な
い
曖
昧
さ
が
つ
き
ま
と
う
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
最
近
に
い
た
る
中
食
産
業
の
発
展
過
程
を
概
観
す
る
。
そ
れ

は
、
食
生
活
様
式
が
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
の
み
で
自
律
的
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
む
し
ろ
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
を
創
造
し
な
が
ら
、
中
食
食
品
の
供
給
を
担
う
経
済

主
体
の
態
様
が
そ
の
基
礎
的
な
条
件
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
消

費
者
の
中
食
食
品
利
用
の
実
態
と
そ
の
特
徴
を
整
理
し
、
最
後
に
、
食
と
住
ま
い

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
住
ま
い
領
域
の
門
外
漢
な
が
ら
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た

い
。

２  

中
食
産
業
の
発
展
と
業
種
・
業
態
の
多
層
性

日
本
に
お
け
る
中
食
産
業
の
源
流
は
、
伝
統
的
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
事
業
者
と
も
い

う
べ
き
総
菜
店
に
あ
る 

＊
８
・
６
。
江
戸
時
代
に
は
、
団
子
や
餅
菓
子
な
ど
の
振
売
り

商
人
、
あ
る
い
は
煮
物
、
す
し
、
麺
類
な
ど
の
屋
台
が
繁
盛
し
て
い
た
。
大
正
期
に

な
る
と
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
そ
し
て
と
ん
か
つ
、
コ
ロ
ッ
ケ
の「
三
大
洋
食
」が
流
行

し
、
大
都
市
部
を
中
心
に
洋
食
系
の
モ
ダ
ン
な
業
者
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
と
は
い

え
、
中
食
食
品
が
広
く
一
般
大
衆
に
普
及
す
る
の
は
戦
後
、
と
く
に
１
９
７
０
年
代

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

１
９
７
０
年
代
が
外
食
産
業
化
の
胎
動
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
時
期
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
と
と
も
に
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
・
フ
ラ
イ

ド
・
チ
キ
ン
や
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
な
ど
の
米
国
発
の
近
代
的
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
企
業
が

﹇
論
考
３
﹈

日
本
の
食
生
活
に
お
け
る
中な

か

食し
ょ
く

│
食
の
外
部
化
と
住
ま
い
と
の
関
係
性

木
立
真
直 
［
中
央
大
学
商
学
部  

教
授
］
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チ
ェ
ー
ン
方
式
に
よ
り
多
店
舗
化
を
実
現
し
て
い
っ
た
。
後
者
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド

業
態
は
広
義
の
外
食
産
業
に
含
ま
れ
る
が
、
厳
密
に
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
持
ち
帰
り

が
主
体
で
あ
る
た
め
中
食
産
業
の
範
疇
に
属
す
る
。
１
９
７
６
年
に
は
、
日
本
独
自

の
業
種
で
あ
る
、
出
来
立
て
の
ご
飯
と
総
菜
を
提
供
す
る
持
ち
帰
り
弁
当
の
ほ
っ
か

ほ
っ
か
亭
が
創
業
し
た
。
生
鮮
食
品
と
加
工
食
品
を
販
売
す
る
ス
ー
パ
ー
が
揚
げ
物

や
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
な
ど
の
総
菜
の
品
揃
え
を
強
化
し
始
め
た
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
中
食
の
本
来
的
価
値
で
あ
る
簡
便
性
と「
出
来
立
て
」が
重
視
さ
れ
る

時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

１
９
８
０
年
代
か
ら
の
中
食
産
業
の
発
展
を
着
実
に
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
小
売
業

態
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
企
業
で
あ
る
セ
ブ
ン
‐
イ
レ

ブ
ン
の
中
食
食
品
売
上
構
成
比
は
、
１
号
店
開
店
の
翌
年
の
１
９
７
５
年
に
は
わ
ず

か
６
・
５
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
１
９
７
８
年
に
本
部
で
あ
る
セ
ブ
ン
‐

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
は
、
品
揃
え
に
お
に
ぎ
り
を
投
入
し
中
食
強
化
に
本
格
的
に

乗
り
出
し
た
。
１
９
８
２
年
に
は
同
チ
ェ
ー
ン
全
体
の
売
上
の
16
・
８
％
を
中
食
食

品
が
占
め
、
14
・
６
％
の
生
鮮
食
品
を
上
回
っ
た
。
こ
の
中
食
食
品
の
品
揃
え
強
化

を
後
方
か
ら
支
え
た
の
が
、
コ
ン
ビ
ニ
・
ベ
ン
ダ
ー
企
業
群
で
あ
っ
た
。
既
存
の
中

食
事
業
者
を
協
同
組
合
に
組
織
化
し
、
さ
ら
に
は
大
手
食
品
メ
ー
カ
ー
も
こ
れ
に
参

加
す
る
こ
と
で
、
専
用
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
全
国
に
広
が
る
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
へ
の
供
給

体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
中
食
食
品
を
品
揃
え
の
柱
と
す
る
日
本
型

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
業
態
は
確
立
し
、
現
在
、
売
上
高
の
約
４
割
が
中
食
食
品

で
占
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

１
９
９
０
年
代
に
入
る
と
、
日
本
経
済
は
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
た
。
バ
ブ
ル
が

弾
け
、
デ
フ
レ
不
況
を
基
調
と
す
る「
失
わ
れ
た
30
年
」が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
成

長
を
謳
歌
し
て
き
た
外
食
市
場
は
１
９
９
７
年
を
ピ
ー
ク
に
頭
打
ち
基
調
に
転
じ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
食
市
場
は
不
況
下
で
も
着
実
な
成
長
を
維
持
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
百
貨
店
の
地
下
食
品
売
場
に
多
様
な
中
食
事
業
者
が
テ

ナ
ン
ト
と
し
て
出
店
し
集
客
力
を
発
揮
す
る「
デ
パ
地
下
」ブ
ー
ム
だ
。
そ
の
代
表

的
企
業
に
ロ
ッ
ク
・
フ
ィ
ー
ル
ド
や
柿
安
本
店
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
な
か
、
有
力
ス
ー
パ
ー
で
は
中
食
部
門
強
化
に
向
け
て
自
社
工
場
を
設
置
す
る
動

き
が
み
ら
れ
、
中
食
・
デ
リ
カ
部
門
の
売
上
が
青
果
、
水
産
、
食
肉
と
肩
を
並
べ
る

よ
う
に
な
り
、
総
菜
を
加
え
た「
生
鮮
４
品
」と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
。

２
０
０
０
年
代
に
入
る
と
、
高
齢
化
や
単
独
世
帯
の
増
加
を
受
け
て
、
高
齢
者
や

単
身
者
を
メ
イ
ン
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
食
事
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス
業
が
展
開
し
始
め

た
。
直
近
で
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
ウ
ー
バ
ー
・
イ
ー
ツ
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
型
の

フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
伸
長
し
て
い
る
。
な
お
、
デ
リ
バ
リ
ー
業
態
の
先

駆
け
は
１
９
８
５
年
に
創
業
し
た
宅
配
ピ
ザ
・
チ
ェ
ー
ン
の
ド
ミ
ノ
・
ピ
ザ
で
あ
る
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
巣
ご
も
り
需
要
の
拡
大
も
あ
っ
て
、
す
し
や
ピ
ザ
な
ど
の

高
単
価
食
品
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
メ
ニ
ュ
ー
の
デ
リ
バ
リ
ー
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
中
食
産
業
は
、
多
様
な
消
費
者
セ
グ
メ
ン
ト
が
抱
え
る
中
食

ニ
ー
ズ
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
生
み
出
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
・
業
態
の
中
食
事
業
者
が
独
自
の
消
費
者
層
を
タ
ー
ゲ

テ
ィ
ン
グ
し
、
相
互
に
棲
み
分
け
を
し
、
共
に
併
存
す
る
か
た
ち
で
、
画
一
的
で
は

な
い
重
層
的
な
産
業
構
造
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

３  

消
費
者
の
中
食
食
品
利
用
実
態
と
そ
の
特
徴

現
在
、
消
費
者
の
食
支
出
全
体
に
お
け
る
中
食
の
位
置
は
表
１
の
よ
う
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
が
拡
散
す
る
前
年
の
２
０
１
９
年
の
モ
ー
ド
別
食
市
場
シ
ェ
ア
は
、
内
食

49
・
８
％
、
外
食
36
・
０
％
、
そ
し
て
中
食
14
・
３
％
で
あ
る
。
内
食
の
約
５
割
と

比
較
す
る
と
、
中
食
は
１
割
強
と
相
対
的
に
小
さ
な
地
位
に
留
ま
る
。
と
は
い
え
、

中
食
の
市
場
規
模
は
最
新
の
日
本
惣
菜
協
会『
惣
菜
白
書
』（
２
０
２
３
）
に
よ
れ
ば
、

２
０
２
２
年
に
10
兆
４
６
５
２
億
円
と
巨
大
だ
。
将
来
推
計
で
も
、
中
食
が
引
き
続

き
拡
大
す
る
と
の
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
続
い
て
、
消
費
者
の
中
食
商
品
の
利
用
実

態
を
上
記
の『
惣
菜
白
書
』か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

sumai_113.indd   34 2023/07/31   16:26



035　［特集］食と住まい

消
費
者
は
中
食
食
品
を
い
ず
れ
の
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
購
入

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
業
態
別
に
み
る
と
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
ー
パ
ー
、
専
門
総
菜
店
が
そ
れ
ぞ
れ
約
３

割
、
こ
れ
に
次
い
で
百
貨
店
が
約
１
割
を
占
め
る
。
よ
く
利

用
さ
れ
る
中
食
食
品
の
上
位
品
目
は「
弁
当
」、「
お
に
ぎ
り
」、

「
鶏
の
唐
揚
げ
」、「
コ
ロ
ッ
ケ
」、「
す
し
」、「
調
理
パ
ン
」で

あ
る
。
こ
れ
を
購
入
チ
ャ
ネ
ル
別
に
確
認
す
る
と
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は「
お
に
ぎ
り
」、「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」、「
弁

当
」、「
パ
ス
タ
類
」な
ど
の
主
食
系
が
主
体
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
ス
ー
パ
ー
は「
弁
当
」、「
お
に
ぎ
り
」、「
に
ぎ
り
寿
司
」

の
ほ
か
、「
コ
ロ
ッ
ケ
」、「
鶏
の
唐
揚
げ
」、「
天
ぷ
ら
」な
ど
、

主
食
か
ら
副
食
に
い
た
る
幅
広
い
品
目
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
家
庭
で
の
調

理
を
排
除
す
る
Ｈ
Ｍ
Ｒ（
ホ
ー
ム
・
ミ
ー
ル
・
リ
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
）

機
能
を
果
た
し
て
い
る
一
方
、
ス
ー
パ
ー
は
、
多
様
な
中
食

の
品
揃
え
を
通
し
て
家
庭
内
の
食
事
問
題
の
解
決
、
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｓ（
ミ
ー
ル
・
ソ
ル
ー

シ
ョ
ン
）機
能
を
追
求
し
て
い
る
と
い
え
る
。

中
食
食
品
の
浸
透
度
を
み
る
と
、
週
に
３
回
以
上
購
入
す
る
ヘ
ビ
ー
・
ユ
ー
ザ
ー

が
い
る
一
方
、
ま
っ
た
く
購
入
の
な
い
消
費
者
も
過
半
を
超
え
る
。
こ
の
こ
と
は
前

述
の
中
食
支
出
シ
ェ
ア
が
約
１
割
と
の
数
値
と
も
適
合
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
日

本
の
食
生
活
に
お
い
て
、
中
食
食
品
の
利
用
が
全
面
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し

も
な
い
。
家
庭
内
調
理
の
比
重
が
大
き
い
事
実
は
、
時
子
山
・
他 

＊
７
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
日
本
人
の
食
へ
の
思
い
入
れ
・
こ
だ
わ
り
が
強
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

中
食
食
品
を
利
用
す
る
食
事
時
間
帯
で
は
、
朝
食
と
夜
食
は
少
な
く
、
昼
食
用
が

約
３
割
、
そ
し
て
夕
食
用
が
約
６
割
と
過
半
を
超
え
る
。
時
間
帯
別
の
品
目
は
、
昼

食
時
に「
お
に
ぎ
り
」、「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」、「
弁
当
」な
ど
の
主
食
が
多
く
、
夕
食
時

に「
コ
ロ
ッ
ケ
」、「
鶏
の
唐
揚
げ
」な
ど
の
副
食
が
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
昼

食
時
の
中
食
利
用
で
は
食
事
を
簡
便
に
済
ま
せ
る
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

に
対
し
、
夕
食
時
の
そ
れ
は
、
家
庭
内
で
調
理
す
る
食
事
と
融
合
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
一
般
的
と
み
て
よ
い
。

消
費
者
が
中
食
食
品
を
利
用
す
る
動
機
・
目
的
は
な
に
か
。
一
つ
に
、
調
理
の
手

間
と
時
間
の
節
約
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
に
、
お
い
し
い
も
の
や
自
分
で
は
作
れ
な
い

も
の
を
食
べ
た
い
、
あ
る
い
は
食
事
に
１
、２
品
を
追
加
し
、
食
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
増

し
た
い
、
と
い
う
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夕
食
時
の
上
位
品
目
に
ラ
ン
ク
さ
れ

る
揚
げ
物
は
、
消
費
者
に
と
っ
て
家
庭
で
の
調
理
や
そ
の
後
の
処
理
が
厄
介
な
料
理

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
消
費
者
に
よ
る
中
食
食
品
利
用
の
選
択
は
、
簡
便

化
ニ
ー
ズ
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
あ
わ
せ
て
、
美
味
し
さ
や
バ
ラ
エ
テ
ィ
な
ど
の
価

値
を
重
視
す
る
志
向
性
の
高
ま
り
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
品
質
の
改
善

や
品
揃
え
の
拡
充
に
向
け
た
中
食
事
業
者
の
商
品
開
発
に
向
け
た
日
々
の
努
力
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
中
食
市
場
の
成
長
は
持
続
性
を
確
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４  

食
モ
ー
ド
と
し
て
の
中
食
の
特
徴

│
住
ま
い
と
の
関
連
を
含
め
て

│

中
食
は
、
今
日
、
消
費
者
の
食
生
活
に
お
い
て
重
要
な
食
行
動
モ
ー
ド
の
一
つ
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
支
出
シ
ェ
ア
か
ら
は
中
食
が
全
面
化
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
は
、
内
食
、
外
食
そ
し
て
中
食
を
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
使

い
分
け
て
い
る
。
中
食
に
固
有
の
特
徴
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
食
べ
る
か
と
い

う
時
間
・
空
間
・
対
象
物
の
い
ず
れ
の
点
で
も
、
き
わ
め
て
選
択
の
自
由
度
が
高
い

食
モ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
自
由
度
の
裏
返
し
と
し

て
、
短
い
消
費
期
限
に
よ
る
食
品
ロ
ス
問
題
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
に
よ
る
環
境
問

題
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
健
康
長
寿
が
課
題
と
な
る
な
か
、
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー

ド
と
の
レ
ッ
テ
ル
に
始
ま
り
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
偏
り
、
野
菜
の
不
足
、「
ば
っ
か
り

食
べ
」＊ 

な
ど
の
栄
養
・
健
康
問
題
を
懸
念
す
る
声
も
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
中
食
事

業
者
に
は
、
食
に
よ
る
健
康
の
追
求
、
そ
れ
を
通
し
た
健
康
長
寿
の
福
祉
社
会
の
実

現
に
向
け
て
、
い
か
な
る
社
会
的
貢
献
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

内食 中食 外食 全体

市場規模（兆円） 36.0 10.3 26.0 72.4

シェア（％） 49.8 14.3 36.0 100.0

［表1］内食・中食・外食の市場規模とシェア（2019年）
（出典：日本惣菜協会『2021年版惣菜白書』）
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木
立
真
直（
き
だ
ち
・
ま
な
お
）

１
９
５
６
年
生
ま
れ
。
１
９
８
５
年
九
州
大
学
大
学
院
修
了
、
農
学
博
士（
農
政
経
済
学
）。
１
９
９
２
年
よ
り
中
央
大
学

商
学
部
勤
務
、
１
９
９
９
年
よ
り
現
職
。
１
９
９
６
年
コ
ー
ネ
ル
大
学
、
１
９
９
７
年
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
、
２
０
０
５
年
モ

ナ
ッ
シ
ュ
大
学
、
そ
れ
ぞ
れ
客
員
教
授
を
兼
務
。

﹇
主
な
著
作
﹈『
食
料
・
農
産
物
の
市
場
と
流
通
』（
共
編
著
、
筑
波
書
房
、
２
０
２
１
年
）、『
現
代
流
通
変
容
の
諸
相
』（
共

編
著
、
中
央
大
学
出
版
部
、
２
０
１
９
年
）。

﹇
注
釈
﹈

＊
ば
っ
か
り
食
べ
― 

食
べ
た
い
も
の
か
ら
順
に
、あ
る
一
品
の
み
を
食
べ
続
け
、食
べ
終
わ
る
と
ま
た
次
の一
品
を

食
べ
て
い
く
食
べ
方

﹇
主
要
参
考
・
引
用
文
献
﹈

＊
１ 

／
木
立
真
直
、２
０
１
１「
デ
フ
レ
と
食
関
連
産
業
│
川
下
デ
フ
レ・
川
上
イ
ン
フ
レ
下
で
の
食
関
連
企
業
の
対

応
課
題
│
」日
本
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
学
会『
２
０
１
１
年
日
本
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
学
会
年
報
』第
16
号

＊
２ 

／
木
立
真
直
、２
０
１
７「
ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
再
編
と
構
造
」お
よ
び「
外
食
・
中
食
産

業
の
発
展
」『
新
版 

キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
み
と
く
現
代
農
業
と
食
料
・
環
境
』昭
和
堂

＊
３
／
木
立
真
直
、２
０
１
９「
食
品
小
売
業
」『
農
業
経
済
学
事
典
』丸
善
出
版

＊
４
／
木
立
真
直
、２
０
２
１「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」『
世
界
の
食
文
化
事
典
』丸
善
出
版

＊
５
／
木
立
真
直
、２
０
２
３「
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
業
の
経
営
革
新
」日
本
流
通
学
会
編『
流
通
事
典
』白
桃
書
房

＊
６
／
高
橋
麻
美
、２
０
０
６『
よ
く
わ
か
る
中
食
業
界
』日
本
実
業
出
版
社

＊
７
／
時
子
山
ひ
ろ
み
・
荏
開
津
典
生
・
中
嶋
康
博
、２
０
１
３『
フ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
の
経
済
学
』医
歯
薬
出
版

＊
８
／
茂
木
信
太
郎
、２
０
０
５『
外
食
産
業
の
時
代
』農
林
統
計
協
会

＊
９
／
日
本
惣
菜
協
会
編（
各
年
度
版
）『
惣
菜
白
書
』

＊
10 
／
日
本
惣
菜
協
会
編
・
片
岡
寛
・
木
立
真
直
監
、２
０
２
１『
中
食
２
０
３
０

│
ニュ
ー
ノ
ー
マル
時
代
の
新

た
な「
食
」を
め
ざ
し
て
│
』ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

最
後
に
、
中
食
と
住
ま
い
と
の
関
連
に
言
及
し
よ
う
。
中
食
に
関
す
る
既
存
の
調

査
で
は
、
何
を
、
ど
こ
か
ら
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
詳
細
な
実
態
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
他
方
、
購
入
後
に
ど
こ
で
食
べ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
中
食
食
品
の
消
費
は
、
購
入
先
店
舗
の
イ
ー
ト

イ
ン
・
コ
ー
ナ
ー
で
あ
っ
た
り
、
駐
車
場
、
公
園
、
職
場
や
学
校
で
あ
っ
た
り
、
と
き

に
は
移
動
中
の
車
中
な
ど
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
で
行
わ
れ
う
る
。
中
食
モ
ー
ド
は

本
来
的
に
ノ
マ
ド（
遊
牧
民
）的
な
行
動
様
式
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
中
食
食
品
の
多
く
は
家
庭
に
持
ち
帰
り
、
夕
食
時
に
住
ま
い

で
食
さ
れ
る
割
合
が
高
い
。
中
食
モ
ー
ド
は
、
夕
食
を
中
心
に
内
食
モ
ー
ド
と
重
複

し
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
領
域
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

中
食
シ
ェ
ア
の
高
ま
り
は
、
住
ま
い
の
あ
り
方
に
、
い
か
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
食
食
品
は
調
理
済
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
割
合
の
高

ま
り
に
応
じ
て
キ
ッ
チ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
縮
小
が
長
期
的
に
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

廃
棄
ロ
ス
を
減
ら
す
た
め
に
多
く
の
中
食
食
品
で
チ
ル
ド
化
、
フ
ロ
ー
ズ
ン
化
が
進

行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
キ
ッ
チ
ン
は
冷
蔵
庫
と
電
子
レ
ン
ジ
を
主
役
と

し
た
も
の
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
中
食
が
内
食
と
の
融
合
型
で
あ
る
か

ぎ
り
、
キ
ッ
チ
ン
の
劇
的
な
変
化
は
想
定
し
が
た
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
純
粋
の
消
費

過
程
で
あ
る
食
事
の
質
を
高
め
る
上
で
、
ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ
い
で
食
事
を
す
る
ダ
イ

ニ
ン
グ
空
間
の
充
実
が
欠
か
せ
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
住
ま
い
の
食
空
間
の
再
編
パ

タ
ー
ン
は
、
決
し
て
画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
単
身
者
、
高
齢
者
、
あ
る
い
は
共
働

き
で
子
供
の
い
る
世
帯
な
ど
の
世
帯
別
の
食
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

遠
い
昔
、
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
イ
サ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
・
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
1
年
間
家
族
と
暮
ら
し
た
際
、
現
地

の
知
人
の
自
宅
に
夕
食
に
招
か
れ
た
経
験
は
海
外
生
活
の
貴
重
な
思
い
出
で
あ
る
。

リ
ビ
ン
グ
で
、
食
前
酒
を
楽
し
ん
だ
後
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
で
メ
イ
ン
の
食
事
を
い
た
だ

い
た
。
団
欒
を
楽
し
む
た
め
に
、
夫
婦
で
の
調
理
分
担
は
も
と
よ
り
、
調
理
労
働
時

間
を
削
減
で
き
る
中
食
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
豊
か

な
食
を
展
望
す
る
上
で
、
最
大
の
ネ
ッ
ク
は
欧
米
と
比
較
し
て
、
あ
ま
り
に
劣
悪
な

日
本
の
住
ま
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
せ
っ
か
く
日
本
の
食
や
食
器
へ
の
国
際
的

な
評
価
は
高
い
の
だ
か
ら
、
豊
か
な
食
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
住
ま
い
に
お
け
る
食

ス
ペ
ー
ス
の
充
実
と
い
う
日
本
の
未
来
予
想
図
を
期
待
し
た
い
。
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［図2］

［図1］

﹇
論
考
４
﹈

憧
れ
の
Ｄ
Ｋ
と
現
実
の
生
活
と
の
落
差

泉
幸
甫 
［
泉
幸
甫
建
築
研
究
所  

所
長
］

ま
ず
Ｄ
Ｋ
の
一
体
化

住
宅
の
設
計
を
45
年
以
上
続
け
て
い
る
が
、
Ｌ
、
Ｄ
、
Ｋ
そ
れ
ぞ
れ
も
、
ま
た
そ
の

関
係
も
か
な
り
変
化
し
て
き
た
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
台
所
は
、
北
側
で
、
壁
に
囲
ま
れ
閉
鎖
的

だ
っ
た﹇
図
１
﹈。
そ
の
う
ち
に
Ｋ
を
仕
切
る
壁
が
な
く
な
り
、
Ｋ
と
Ｄ
は
食
器
棚
で

軽
く
仕
切
る
よ
う
な
こ
と
が
お
き
る
が
、
Ｋ
は
ま
だ
恐
る
恐
る
Ｄ
に
顔
を
覗
か
せ
て

い
る
感
じ
だ
っ
た﹇
図
２
﹈。

そ
の
う
ち
に
こ
の
食
器
棚
と
流
し
が
入
れ
替
わ
り
、
対
面
式
の
流
し
が
出
て
く
る

と
、
Ｋ
と
Ｄ
は
一
つ
の
空
間
に
収
ま
る
よ
う
に
な
り
、
主
婦
は
料
理
中
で
も
家
族
と

堂
々
と
向
か
い
合
い
、
一
人
淋
し
く
食
事
を
作
る
存
在
で
は
な
く
な
る﹇
図
３
﹈。

だ
が
対
面
キ
ッ
チ
ン
で
は
、
ま
だ
Ｋ
と
Ｄ
は
同
じ
空
間
の
中
に
あ
っ
て
も
動
線
上

分
離
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
が
ア
イ
ラ
ン
ド
型
の
オ
ー
プ
ン
キ
ッ
チ
ン
が
出
て
く

る
と
、
流
し
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
Ｋ
と
Ｄ
が
一
体

化
す
る
。
ま
た
主
婦
だ
け
が
料
理
を
す
る
の
で
は
な
く
家
族
も
料
理
を
手
伝
う
、
と

い
う
か
一
緒
に
作
る
よ
う
に
な
る﹇
図
４
﹈。

こ
の
よ
う
に
段
々
と
Ｋ
と
Ｄ
は
一
体
化
し
て
き
た
。
だ
が
こ
こ
ま
で
は
Ｋ
と
Ｄ
の

関
係
で
、
Ｌ
と
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
Ｌ
は
Ｋ
や
Ｄ
と
仕
切
ら
れ
る
か
、
雁
行

し
た
配
置
な
ど
で
何
と
な
く
仕
切
ら
れ
た
関
係
や
、
直
接
つ
な
が
っ
て
い
て
も
そ
れ

な
り
の
面
積
を
Ｌ
に
与
え
る
こ
と
で
存
在
感
の
あ
る
Ｌ
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
客

は
、
Ｋ
や
Ｄ
は
家
人
の
居
場
所
と
し
て
気
軽
に
踏
み
込
み
に
く
く
、
依
然
と
し
て
Ｌ

は
Ｌ
と
し
て
、
一
方
料
理
を
作
り
食
べ
る
Ｋ
、
Ｄ
は
生
活
の
重
要
な
場
所
と
し
て
、

二
つ
の
中
心
に
分
か
れ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
住
ま
い
の
面
積
そ
の
も
の
が
狭
く
、
仕
方
な
く
Ｌ
の
な
い
Ｄ
Ｋ
だ
け
の

住
ま
い
や
、
食
卓
の
す
ぐ
横
に
ソ
フ
ァ
ー
の
あ
る
Ｌ
Ｄ
Ｋ
も
あ
る
が
、
人
を
招
い
て

の
食
事
会
な
ど
に
は
向
い
て
い
な
い
。

［図4］
（図1～7作図＝泉幸甫）

［図3］
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中
心
化
す
る
Ｄ
、Ｋ

コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
そ
の
兆
し
は
あ
っ
た
が
、〝
お
う
ち
〞で
の
生
活
を
大
事
に
す

る
人
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
新
築
工
事
が
終
わ
り
、〝
新
居
で
一
緒
に
お
食
事
で
も
〞と

設
計
者
と
し
て
お
誘
い
を
受
け
る
こ
と
が
以
前
よ
り
増
え
て
き
た
。
以
前
は
お
誘
い

が
あ
っ
て
も
Ｌ
で
お
も
て
な
し
を
受
け
た
が
、
最
近
は
Ｄ
が
多
い
。

そ
し
て
こ
の
Ｄ
で
の
お
も
て
な
し
の
方
が
、
食
事
も
お
酒
も
進
み
、
い
い
気
分
に

な
り
話
も
弾
む
。
人
を
招
い
て
食
事
を
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
人
が
増
え
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
リ
ビ
ン
グ
の
低
い
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
料
理
や
、
お
酒
よ

り
、
食
卓
の
上
に
あ
る
方
が
手
を
出
し
や
す
い
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ど
う
も
部
屋
全
体
が
以
前
よ
り
人
を
招
い
て
楽
し
く
食
事

の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
設
計
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
大
き
な
原
因
が
あ
る

よ
う
だ
。

社
会
の
分
断
化
が
言
わ
れ
、
私
も
実
際
そ
う
思
う
が
、
一
方
で
は
こ
の〝
人
を
招

い
て
の
お
食
事
〞と
い
う
相
反
す
る
現
象
が
あ
り
、
こ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
最
近
の
こ
の〝
人
を
招
い
て
の
お
食
事
〞

に
お
け
る
Ｌ
、
Ｄ
、
Ｋ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
テ
ー
ブ
ル
は
大
き
く
な
っ
て
客
人
も
座
れ
る
大
き
さ
が
あ
り
、
日
当
た
り
が

よ
い
南
側
に
面
し
、
庭
や
景
色
な
ど
外
部
と
の
関
係
が
い
い
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
い

え
ば
家
の
中
心
と
も
思
え
る
と
こ
ろ
に
デ
ン
と
あ
る
。
Ｋ
は
Ｄ
の
直
ぐ
近
く
に
あ

り
、
Ｋ
で
働
い
て
い
る
人
も
テ
ー
ブ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
会
話
に
参
加
で
き
る
。
家

庭
用
の
ワ
イ
ン
セ
ラ
ー
も
Ｄ
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
り
す
る﹇
図
５
・
６
・
７
、
写
真
﹈。

そ
こ
は
人
を
招
く
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、
注
意
深
く
イ
ン
テ
リ
ア
は

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
さ
れ
る
。
食
べ
る
、
作
る
、
寛
ぐ
、
人
を
招
く
、
が
同
じ
場
所
で

一
緒
く
た
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
、
素

材
、
機
能
が
一
つ
の
空
間
の
中
で
要
求
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
繊
細
に
調
和
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ま
で
あ
っ
た
Ｌ
の
ソ
フ
ァ
ー
は
、
Ｄ
に
付
属
し
た
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
設
え
ら

れ
、
休
憩
の
場
所
、
一
人
で
本
や
新
聞
を
読
む
場
所
に
な
り
、
豪
邸
で
も
な
い
限
り

特
別
に
Ｌ
を
設
け
な
い
こ
と
も
増
え
て
い
る
。

さ
ら
に
庭
や
テ
ラ
ス
で
食
事
を
す
る
こ
と
を
考
え
た
プ
ラ
ン
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

〝
お
う
ち
〞の
生
活
が
広
が
る
と
、
家
の
中
だ
け
で
な
く
、
室
外
で
の
生
活
も
楽
し
み

た
く
な
る
。
ま
た
海
外
の
リ
ゾ
ー
ト

を
経
験
し
た
人
が
増
え
、
室
外
で
の

お
茶
や
、
お
酒
、
食
事
を
し
て
み
た

く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
で

は
料
理
を
外
に
出
し
や
す
く
す
る

［図5］

［写真］A邸  Kの前のカウンターで簡易に食事（朝食など）をとれるように
なっているが、D（イロリ）が家の中心になっている
（設計＝泉幸甫建築研究所、写真＝小林浩志）
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［図6］

［図7］

sumai_113.indd   38 2023/07/31   16:26



039　［特集］食と住まい

た
め
に
、
Ｋ
は
南
側
の
庭
に
近
い
こ
ろ
に
、
つ
い
で
に
Ｄ
も
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
南
側

の
い
い
と
こ
ろ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
ソ
フ
ァ
ー
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ

の
場
所
は
今
ま
で
と
違
っ
て
奥
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
さ
え
起
こ
り
、
ま
す
ま
す
こ

れ
ま
で
の
Ｌ
・
Ｄ
・
Ｋ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
方
、
結
び
つ
き
方
は
異
な
っ
た
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
。

中
心
化
す
る
Ｄ
、Ｋ
設
計
の
実
際

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
の
変
化
は
、
設
計
を
実
際
に
や
っ
て
い
な
い
人

に
は
分
か
り
に
く
い
と
思
う
が
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
食
べ
る
、
作
る
、
寛
ぐ
、
交
友
す
る
、
が
一
緒
く
た
に
同
じ

場
所
で
行
わ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ペ
ー
ス
で
の
適
切
な
つ
く
り
、
機
能
、
素
材

が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
空
間
の
中
で
上
手
く
ま
と
め
る
の
は
そ
う
簡

単
な
こ
と
で
は
な
い
。

簡
単
に
言
え
ば
、
例
え
ば
流
し
の
ト
ッ
プ
に
ス
テ
ン
レ
ス
は
機
能
上
優
れ
て
い
る

が
、
ピ
カ
ピ
カ
の
ス
テ
ン
レ
ス
は
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
し
た
い
食
事
の
場
所
の
横

に
は
相
応
し
く
な
い
。
ス
テ
ン
レ
ス
以
外
で
使
え
る
も
の
に
天
然
石
、
人
造
石
、
人

工
大
理
石
、
大
判
の
セ
ラ
ミ
ッ
ク
、
防
水
性
の
あ
る
左
官
材（
最
近
は
や
り
始
め
た
Ｍ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
な
ど
）な
ど
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
的
調
和
と
共
に
機
能
性
、
納
ま

り
、
価
格
を
考
え
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
も
ス
テ
ン
レ
ス
に
し
た
い
と

き
は
ピ
カ
ピ
カ
を
押
さ
え
た
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
加
工
を
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
に
す

る
。床

は
、
台
所
、
食
事
の
場
、
ソ
フ
ァ
ー
の
あ
る
場
所
と
繋
が
っ
て
い
て
、
一
つ
の
素

材
で
仕
上
げ
た
方
が
す
っ
き
り
す
る
が
、
台
所
は
水
に
濡
れ
る
か
ら
耐
水
性
が
要
求

さ
れ
、
食
卓
の
場
所
は
椅
子
で
傷
つ
き
に
く
い
素
材
、
逆
に
ソ
フ
ァ
ー
の
場
所
に
は

落
ち
着
き
を
感
じ
ら
れ
る
柔
ら
か
さ
の
あ
る
も
の
な
ど
と
一
種
類
の
材
料
で
そ
れ
を

ま
と
め
る
の
は
容
易
で
な
い
。

壁
も
同
じ
で
、
コ
ン
ロ
の
前
面
は
燃
え
ず
に
、
汚
れ
に
く
く
、
掃
除
し
や
す
い
も

の
と
な
る
と
大
体
硬
質
な
も
の
に
な
り
、
台
所
が
独
立
し
て
い
れ
ば
い
い
が
、
Ｄ
、

Ｋ
が
ひ
と
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
と
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
天
井
だ
っ
て
そ

う
だ
。
コ
ン
ロ
の
あ
る
と
こ
ろ
は
不
燃
材
の
仕
様
が
法
規
で
要
求
さ
れ
る
が
、
同
じ

も
の
を
食
卓
の
上
に
は
使
い
た
く
な
い
、
な
ど
な
ど
。

テ
ラ
ス
を
お
茶
や
、
食
事
の
場
所
に
使
う
と
な
る
と
さ
ら
に
難
し
く
な
る
。
木
造

建
築
で
は
普
通
、
床
面
を
地
盤
面
か
ら
50
セ
ン
チ
以
上
上
げ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ

は
床
下
が
腐
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
床
下
の
配
管
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の

た
め
に
人
が
床
下
に
潜
れ
る
少
な
く
と
も
ギ
リ
ギ
リ
の
高
さ
は
必
要
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
テ
ラ
ス
で
お
茶
や
食
事
を
し
た
い
と
な
る
と
、
室
内
と
テ
ラ
ス
は
段
差
を

つ
け
ず
に
ス
ッ
と
行
き
た
い
し
、
さ
ら
に
テ
ラ
ス
も
地
面
と
段
差
を
少
な
く
し
、
ス

ム
ー
ズ
に
つ
な
げ
た
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
室
内
の
床
も
下
げ
た
く
な
る
が
、
将
来

必
ず
必
要
に
な
る
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
問
題
が
出
て
く
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
屋
外
で
の
食
事
は
日
本
の
気
候
風
土
で
は
か
な
り
難

し
い
。
そ
の
様
な
使
い
方
が
で
き
る
の
は
1
年
の
内
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
日
数
し
か
な

い
。
冬
は
木
枯
ら
し
が
吹
き
、
夏
は
カ
ン
カ
ン
照
り
の
太
陽
の
下
、
雨
も
多
い
、
そ

し
て
蚊
が
い
る
。
南
の
リ
ゾ
ー
ト
地
は
暑
く
て
も
湿
度
が
低
く
、
ど
う
い
う
わ
け
か

蚊
も
少
な
い
。
あ
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
実
際
に
使
う
に
は
、
日
射
の
遮
蔽

方
法
く
ら
い
適
切
な
方
法
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
人
を
招
く
Ｄ
Ｋ
は
新
し
い
建
材
の
商
品
化
を
生
み
出
し
て
き
た
。
来
客
も

迎
え
る
場
所
だ
か
ら
自
慢
で
き
る
お
し
ゃ
れ
な
素
材
が
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
、
主

婦
は
ネ
ッ
ト
を
検
索
し
、
た
く
さ
ん
の
情
報
を
詰
め
込
み
、
憧
れ
の
台
所
を
夢
見
る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
情
報
は
す
べ
て
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
、
Ｇ
Ａ
Ｇ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｕ
、

Ｌ
I
Ｅ
Ｂ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
、
M

i
ｅ
l
ｅ
、
Ａ
Ｅ
Ｇ
、
H
ａ
ｎ
ｓ
ｇ
ｒ
ｏ
h
ｅ
…
…
、
と
い
っ

た
海
外
の
メ
ー
カ
ー
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。

そ
の
他
に
家
電
製
品
も
室
内
の
デ
ザ
イ
ン
に
合
わ
せ
る
た
め
に
気
を
使
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
冷
蔵
庫
、
ワ
イ
ン
セ
ラ
ー
、
炊
飯
器
、
ト
ー
ス
タ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー

メ
ー
カ
ー
、
さ
ら
に
は
ご
み
箱
、
テ
ー
ブ
ル
ウ
ェ
ア
ー
、
カ
ト
ラ
リ
ー
ま
で
、
気
を
抜
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泉
幸
甫（
い
ず
み
・
こ
う
す
け
）

１
９
４
７
年 

熊
本
県
生
ま
れ
。
日
本
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
千
葉
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
博
士（
工

学
）。
１
９
７
７
年 

泉
幸
甫
建
築
研
究
所
設
立
。
２
０
０
８
年 

日
本
大
学
教
授
の
後
、
同
大
学
客
員
教
授
。
２
０
０
９
年
〜

「
家
づ
く
り
学
校
」校
長

﹇
主
な
著
書
﹈『
住
宅
設
計
の
考
え
方
』（
彰
国
社
、
２
０
２
１
）、『
実
践
的 

家
づ
く
り
学
校 

自
分
だ
け
の
武
器
を
持
て
』（
共

著
、
彰
国
社
、
２
０
１
２
）、
作
品
集『
建
築
家
の
心
象
風
景

︱
泉
幸
甫
』（
風
土
社
、
２
０
１
１
）

﹇
主
な
受
賞
﹈
1
9
9
9
年「
A
p
a
r
t

m
e
n
t
傳（
で
ん
）」で
東
京
建
築
賞
最
優
秀
賞
受
賞
。
２
０
０
０
年
日
本
仕

上
げ
学
会
作
品
賞
・
材
料
の
追
及
に
対
す
る
10
周
年
記
念
賞
。
２
０
０
４
年「
A
p
a
r
t

m
e
n
t
鶉（
じ
ゅ
ん
）」で
日

本
建
築
学
会
作
品
選
奨
受
賞
。
２
０
１
４
年 

校
長
を
務
め
る「
家
づ
く
り
学
校
」が
日
本
建
築
学
会
教
育
賞
を
受
賞
な
ど
。

く
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
ち
ろ
ん
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
も
。

以
上
の
よ
う
な
Ｄ
、
Ｋ
は
消
費
者
の
欲
望
を
喚
起
す
る
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
た
商
品

の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立
つ
。
し
か
し
カ
タ
ロ
グ
や
住
宅
雑
誌
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど

そ
れ
ら
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
く
な
る
。
用
、
強
、（
お
し
ゃ

れ
な
）美
を
全
体
的
に
き
っ
ち
り
解
決
し
た
設
計
を
す
る
に
は
相
当
な
専
門
的
な
知

識
と
技
量
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
で
住
宅
を
能よ
く
す
る
建
築
家
が
必
要
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
私
の
よ
う
に
設
計
を
生
業
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
そ

れ
で
有
難
い
こ
と
だ
が
、
何
か
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
ど
う
も
施
主
の
憧
れ

に
付
き
合
わ
さ
れ
、
振
り
回
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
の
だ
。

い
ず
れ
に
し
ろ
建
主
の
関
与
は〝
カ
タ
ロ
グ
や
ピ
ン
タ
レ
ス
ト
の
中
か
ら
選
ぶ
〞と

い
う
レ
ベ
ル
に
終
始
し
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
情
報
と
施
主
の
憧
れ
の
共
犯
関
係
が
生

ん
だ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

も
う
一
つ
の
Ｄ
、Ｋ

し
か
し
一
方
、
最
近
リ
ノ
ベ
に
よ
る
面
白
い
食
事
の
場
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
こ

れ
ま
で
リ
ノ
ベ
と
い
う
と
修
繕
や
模
様
替
え
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
が
、

生
活
者
が
日
ご
ろ
の
生
活
の
中
で
気
付
い
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
自
分
ら
し
い

新
た
な
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
に
積
極
的
な
人
が
現
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
時
に
は

Ｄ
I
Ｙ
、
自
主
施
工
に
至
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
発
露
に

よ
っ
て
作
り
込
ま
れ
て
い
く
う
ち
に
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
世
界
を
生
み
出
し
、
共
感

の
持
て
る
風
景
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の

成
り
立
ち
か
ら
し
て
人
の
数
と
同
じ
く
ら
い
様
々
に
な
る
の
は
当
然
で
、
一
概
に
は

言
え
な
い
が
空
間
づ
く
り
の
姿
勢
に
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
共
通
に
あ
る
よ

う
だ
。

・
自
分
が
使
い
や
す
い
よ
う
に
す
る

・
自
分
の
手
を
動
か
す

・
少
し
ず
つ
直
し
な
が
ら
使
う

・
愛
用
し
て
い
る
も
の
、
思
い
出
が
詰
ま
っ
て
い
る

・
無
駄
を
な
く
す

・
一
様
で
な
く
い
ろ
い
ろ
と
あ
る

・
隠
さ
ず
に
見
せ
る
収
納

・
使
い
込
む

・
食
事
で
人
と
交
流
す
る

な
ど
で
あ
る
。

先
の
憧
れ
の
Ｄ
Ｋ
と
は
ま
る
で
違
う
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
表
せ
ら
れ
る
建
築
の
作

り
方
に
、
設
計
者
と
し
て
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
こ
の
引
き
裂
か
れ

た
問
題
を
超
え
た
先
に
こ
れ
か
ら
の
建
築
、
設
計
者
の
在
り
方
が
あ
る
の
で
は
、
と

思
っ
た
り
も
す
る
が
、
最
近
の
食
の
事
情
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
設
計
と
は
何
か
と

い
う
根
本
的
な
問
題
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
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は
じ
め
に

世
界
の
な
か
で
も〈
食
〉に
最
も
こ
だ
わ
る
国
は
イ
タ
リ
ア
だ
ろ
う
。
日
本
と
同

様
、
食
文
化
に
欠
か
せ
な
い
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
海
に
囲
ま
れ
、
南
北

に
長
く
、
変
化
に
富
ん
だ
地
形
を
も
つ
国
土
だ
け
に
、
各
地
方
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の

食
文
化
が
育
ま
れ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
始
ま
り
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ス
ペ

イ
ン
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
多
様
な
文
明
の
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
も
、
食
の

多
様
性
の
根
底
に
あ
る
。

脱
工
業
化
が
顕
著
に
な
り
、
人
々
が
個
性
豊
か
な
生
活
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た

１
９
８
０
年
代
以
後
、
イ
タ
リ
ア
料
理
は
、
世
界
の
人
々
の
心
を
捉
え
、
我
が
国
で

も
、
イ
タ
リ
ア
・
レ
ス
ト
ラ
ン
の
数
は
増
え
続
け
て
い
る
。
１
９
８
６
年
に
ス
ロ
ー

フ
ー
ド
運
動
が
イ
タ
リ
ア
で
提
唱
さ
れ
広
が
っ
た
の
も
、
ア
メ
リ
カ
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
象
徴
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
店
が
ロ
ー
マ
の
中
心
部
に
開
店
し
た
こ

と
で
、
彼
ら
の
自
慢
す
る
イ
タ
リ
ア
の
食
文
化
が
潰
さ
れ
る
、
と
い
う
危
機
感
か
ら

だ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
人
の
食
自
慢（
特
に
マ
ン
マ﹇
母
﹈の
味
）の
精
神
が
あ
っ
て
こ
そ
誕

生
し
た
文
明
批
評
の
運
動
だ
っ
た
。

地
元
の
新
鮮
な
食
材
を
使
っ
た
、
安
全
で
健
康
的
で
美
味
し
い
本
物
の
料
理
を
再

評
価
す
る
こ
の
運
動
は
、
大
き
な
影
響
を
与
え
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
地
域

づ
く
り
の
在
り
方
を
根
本
か
ら
変
え
つ
つ
あ
る
。「
地
産
地
消
」の
こ
の
考
え
方
は
、

生
産
者
と
消
費
者
の
間
が
ゼ
ロ
の
状
態
が
理
想
だ
と
謳
う
、
キ
ロ
メ
ト
ロ
・
ゼ
ロ

（K
m
０

）と
い
う
魅
力
的
な
合
言
葉
を
生
み
出
し
た
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
建
築
と
食
に
つ
い
て
の
イ
タ
リ
ア
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介

［
私
の
す
ま
い
ろ
ん
］

イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
食

し
、
後
半
で
都
市
お
よ
び
テ
リ
ト
ー
リ
オ（
地
域
）と
食
の
話
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

四
つ
の
食
卓
を
も
つ
家

１
９
８
０
年
代
、
イ
タ
リ
ア
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
で
世
界
の
注

目
を
浴
び
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
輝
く
時
代
を
謳
歌
し
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
地
方
の
一
つ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
後
背
地
に
あ
た
る
ヴ
ェ
ネ
ト
州
だ
っ
た
。

１
９
９
１
年
に
、
大
学
の
在
外
研
究
と
い
う
制
度
を
利
用
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に

１
年
間
滞
在
し
た
際
に
、
魅
力
を
増
し
た
ヴ
ェ
ネ
ト
都
市
の
人
々
の
暮
ら
し
と
住
ま

い
を
徹
底
的
に
取
材
し
、『
ヴ
ェ
ネ
ト

―
イ
タ
リ
ア
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
』（
プ

ロ
セ
ス 

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア
１
０
９
号
、
１
９
９
２
年
）の
特
集
を
刊
行
し
た
。
そ
の
時
に
お

世
話
に
な
っ
た
車
の
運
転
手
か
ら
、
そ
ん
な
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
住
宅
に
関
心

が
あ
る
な
ら
、
ぜ
ひ
自
分
の
家
に
来
い
と
誘
わ
れ
、
彼
の
自
邸
を
訪
ね
た
。

ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
郊
外
の
田
園
地
帯
に
建
つ
、
庭
付
き
の
セ
ミ
デ
タ
ッ
チ
ド
ハ
ウ

ス（
左
右
対
称
の
２
軒
続
き
の
家
）だ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
は
郊
外
で
も
集
合
住
宅
に
住
む
こ

と
が
多
い
が
、
ヴ
ェ
ネ
ト
州
で
は
、
日
本
と
も
あ
る
意
味
似
た
戸
建
志
向
も
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
日
本
の
画
一
的
な
分
譲
住
宅
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
個
人
の
夢
を
実

現
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
凝
ら
し
た
可
愛
い
庭
付
き
の
住
宅
が
、
ぽ
つ

り
ぽ
つ
り
田
園
に
登
場
す
る
不
思
議
な
風
景
が
見
ら
れ
る
。

左
右
対
称
の
建
物
・
敷
地
の
右
半
分
が
彼
ら
の
家
で
、
簡
単
な
柵
が
巡
り
、
門
を

入
る
と
中
に
ゆ
っ
た
り
空
地
、
庭
が
と
ら
れ
て
い
る﹇
図
１
﹈。
家
族
経
営
の
旅
行
会

社
な
の
で
、
そ
こ
に
大
型
バ
ス
４
台
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
車
が
置
い
て

陣
内
秀
信 

［
法
政
大
学 

江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー 

特
任
教
授
］
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あ
る
の
に
衝
撃
を
受
け
た
。

土
を
盛
っ
て
マ
ウ
ン
ド
を
築
き
、
そ
こ
に
３
層
構
成
の
住
宅
が
建
っ
て
い
る
。
半

地
下
に
車
庫
と
収
納
、
そ
し
て
タ
ヴ
ェ
ル
ナ
と
呼
ぶ
大
き
な
部
屋
を
と
り
、
ち
ょ
っ

と
上
が
っ
た
一
階
に
玄
関
、
居
間
・
食
堂
、
台
所
、
バ
ス
ル
ー
ム
、
そ
し
て
二
階
に
寝

室
を
と
る
と
い
う
郊
外
型
住
宅
の
典
型
だ﹇
図
２
﹈。

驚
く
の
は
、
食
に
こ
だ
わ
る
イ
タ
リ
ア
ら
し
く
、
食
事
を
す
る
場
所
が
四
箇
所
も
あ

る
こ
と
だ﹇
図
３
﹈。
ま
ず
一
つ
目
は
台
所
。
イ
タ
リ
ア
で
は
ど
こ
の
家
で
も
、
普
段
の

家
族
で
の
食
事
は
広
め
の
台
所
の
食
卓
で
す
ま
し
て
し
ま
う
。
二
つ
目
が
、
ち
ゃ
ん

と
し
た
食
堂
。
週
末
と
な
る
と
、
親
戚
や
友
人
を
呼
ん
で
、
居
間
と
つ
な
が
っ
た
大
き

い
食
堂
で
ワ
イ
ワ
イ
食
事
を
楽
し
む
。
こ
こ
ま
で
は
古
い
街
中
の
住
宅
と
同
じ
だ
が
、

そ
の
先
が
違
う
。
郊
外
住
宅
の
特
徴
と
し
て
、
気
候
が
い
い
時
期
に
は
、
野
外
の
テ
ラ

ス
で
気
分
よ
く
食
事
を
す
る
。
こ
れ
が
三
つ
目
。
そ
し
て
、
四
つ
目
が
、
地
下
あ
る
い

は
半
地
下
に
と
ら
れ
た
タ
ヴ
ェ
ル
ナ
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
部
屋
。
子
供
の
誕
生
日
と

い
っ
た
年
に
数
度
の
特
別
な
日
に
は
、
何
十
人
も
の
友
人
を
招
い
て
、
こ
こ
で
大
パ
ー

テ
ィ
ー
を
行
う
の
だ
。
暖
炉
の
あ
る
楽
し
い
雰
囲
気
に
溢
れ
た
、
郊
外
住
宅
な
ら
で
は

の
ゆ
と
り
の
あ
る
空
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
の
一
戸
建
て
住
宅
に
は
、

郊
外
に
住
む
メ
リ
ッ
ト
が
存
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
家
族
、
親
族
は
と
も
か
く
よ
く
集
ま
る
。
ク
リ
ス

マ
ス
、
正
月
、
復
活
祭
、
夏
の
バ
カ
ン
ス
期
ば
か
り
か
、
毎
週
の
よ
う
に
日
曜
日
、
家

族
、
親
族
で
一
緒
に
食
事
を
し
、
賑
や
か
に
過
ご
す
習
慣
が
あ
る
。

屋
上
テ
ラ
ス
で
の
食
事

一
方
、
古
い
都
心
部
に
住
む
人
々
の
場
合
は
ど
う
か
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
、
中

世
か
ら
の
伝
統
で
、
屋
根
の
上
に
ア
ル
タ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
屋
上
テ
ラ
ス
を
設
け
る

習
慣
が
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
レ
・
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
と
い
う
著
名
な
画
家
が
リ
ア
ル
ト

橋
の
周
辺
の
景
観
を
描
い
た
作
品「
聖
十
字
架
遺
物
の
奇
跡
」に
そ
の
姿
を
鮮
明
に

［図1］郊外型のセミデタッチドハウス。右側が訪問先（撮影＝廣田治雄）

［図2］四つの食卓をもつ家の平面図
（出典：プロセスアーキテクチュア109号『ヴェネトーイタリア人のライフスタイル』1992年）

［図3］食卓のある四つの空間（撮影＝廣田治雄）／左上：台所横の第１の食卓
左下：居間にある第２の食卓　右上：玄関ポーチや野外テラスなどの第3の食卓
右下：タヴェルナの第4の食卓 42～45頁特記なき写真＝筆者撮影
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見
て
取
れ
る﹇
図
４
﹈。
か
つ
て
、
今
の
よ
う
に
自
由
に
町
を
歩
き
回
る
こ
と
が
難
し

か
っ
た
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ア
ル
タ
ー
ナ
が
快
適
な
寛
ぎ
の
場
だ
っ
た
。

金
髪
に
染
め
た
髪
を
乾
か
す
に
も
う
っ
て
つ
け
の
場
所
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
ア
ル
タ
ー
ナ
の
設
置
に
は
、
過
去
に
存
在
し
た
こ
と
の
証
明
が
必
要
な
の

で
、
数
が
そ
う
増
え
る
こ
と
は
な
い
。
庭
が
な
く
て
も
、
空
中
で
日
光
浴
を
楽
し

み
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
の
に
最
適
な
ま
さ
に
特
権
的
な
屋
上
テ
ラ
ス
だ
。
鉢
植
え
を

並
べ
る
家
族
も
多
い﹇
図
５
﹈。

こ
こ
が
今
、
夕
暮
れ
時
か
ら
晩
に
か
け
て
の
素
敵
な
社
交
場
に
も
な
る
。
家
に
友

人
た
ち
を
招
い
て
の
夕
食
は
、
一
年
中
を
通
じ
て
８
時
半
か
ら
と
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い

る
。
イ
タ
リ
ア
の
こ
と
な
の
で
約
束
時
間
に
は
ル
ー
ズ
で
、
早
く
着
い
た
人
た
ち
は

こ
の
ア
ル
タ
ー
ナ
で
、
生
ハ
ム
と
グ
リ
ッ
シ
ー
ニ（
ス
テ
ィ
ッ
ク
状
の
パ
ン
）等
の
つ
ま

み
で
食
前
酒
を
楽
し
み
な
が
ら
、
夕
暮
れ
か
ら
夜
景
に
転
ず
る
マ
ジ
ッ
ク
ア
ワ
ー
の

情
景
を
満
喫
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
星
空
の
下
、
ア
ル
タ
ー
ナ
で
本
格
的
に
食
事
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
実
に
気
分
が
良
い
。
照
明
が
十
分
で
な
く
、
手
元
が
薄
暗
く
て

ち
ょ
っ
と
戸
惑
っ
た
経
験
も
あ
る
が
。

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
抜
け
つ
つ
あ
っ
た
昨
年
の
９
月
、
久
し
ぶ
り
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を

訪
ね
た
際
、
古
く
か
ら
の
友
人
夫
妻
が
、
数
年
前
に
ジ
ュ
デ
ッ
カ
島
に
移
っ
て
素
敵

な
家
に
住
ん
で
い
る
か
ら
是
非
夕
食
に
、
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
島
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
中
で
も
庶
民
的
な
雰
囲
気
を
残
す
最
後
の
地
区
と
し
て
、
静
か
な
人
気
の

あ
る
場
所
だ
。

彼
ら
の
住
ま
い
は
、
20
世
紀
初
め
の
工
業
施
設
の
見
事
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
、
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
生
ま
れ
た
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
で
、
そ
の
最
上
階
の
広
い
住
戸
を
購

入
し
た
も
の
だ﹇
図
６
﹈。
特
権
と
し
て
、
建
物
全
体
の
広
い
屋
上
を
彼
ら
だ
け
で
個

人
的
に
利
用
で
き
る
の
が
、
す
ご
い
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
伝
統
的
な
ア

ル
タ
ー
ナ
で
の
楽
し
み
を
何
倍
に
も
拡
大
し
て
、
空
中
テ
ラ
ス
を
多
様
に
活
用
で
き

る
。
早
め
に
到
着
し
て
、
ま
ず
は
こ
の
高
い
場
所
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
３
６
０

度
の
パ
ノ
ラ
マ
的
風
景
を
堪
能
で
き
た
。

私
の
た
め
に
共
通
の
仲
間
た
ち
を
招
い
て
、
晩
餐
会
を
こ
の
屋
上
の
快
適
な
空
間

で
盛
大
に
催
し
て
も
ら
っ
た﹇
図
７
﹈。
イ
タ
リ
ア
は
こ
う
し
て
家
に
人
を
招
く
時
に

は
、
食
事
に
手
を
抜
か
な
い
。
ア
ン
テ
ィ
パ
ス
ト（
前
菜
）、
パ
ス
タ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

な
の
で
魚
料
理
、
ド
ル
チ
ェ
、
エ
ス
プ
レ
ッ
ソ（
眠
れ
な
く
な
る
か
ら
飲
ま
な
い
イ
タ
リ
ア
人

も
多
い
）、
食
後
酒
と
フ
ル
コ
ー
ス
で
賑
や
か
な
食
事
を
満
喫
し
た
。
彼
ら
は
、
家
に

住
む
と
い
う
よ
り
都
市
に
住
む
と
い
う
感
覚
を
大
切
に
す
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ア

ル
タ
ー
ナ
で
の
食
事
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
楽
し
み
な
の
だ
。

な
お
、
こ
の
屋
上
で
の
食
事
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ロ
ー
マ
や
ナ
ポ
リ
の
旧
市
街
に
あ

る
ホ
テ
ル
に
、
し
ば
し
ば
応
用
さ
れ
て
い
る
。
中
層
の
建
物
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
屋

［図6］工業施設を再生したコンドミニアム

［図7］水都の夜景をバックに屋上で食事を楽しむ

［図4］絵に描かれたアルターナ カルパッチョ「聖
十字架遺物の奇跡」（部分）
（出典：『世界美術大全集 西洋編13・イタリア・ルネッサンス3』
佐々木英也・森田義之著、小学館、1994年）

［図5］緑で飾られたアルターナ
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上
に
、
朝
食
の
た
め
の
空
間
を
設
け
る
の
だ﹇
図
８
﹈。
清
々
し
い
朝
の
オ
ー
プ
ン
エ

ア
ー
で
の
食
事
の
ひ
と
時
は
、
何
よ
り
も
嬉
し
い
。

田
園
と
都
市
を
結
ぶ〈
食
〉

次
に
、
イ
タ
リ
ア
で
は
近
年
、
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、〈
食
文

化
〉の
追
求
が〈
地
域
づ
く
り
〉の
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
見
て
み
た
い
。

食
い
し
ん
坊
の
イ
タ
リ
ア
ら
し
く
、
定
評
の
あ
る
ト
ゥ
ー
リ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
・
イ

タ
リ
ア
ー
ノ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
開
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
解
説
を
見
る
と
、
地

理
、
歴
史
の
概
略
の
次
に
く
る
の
は
、
何
と
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ア（
食
文
化
、
美
食
学
）と
ワ

イ
ン
。
そ
の
後
に
、
訪
ね
る
べ
き
建
築
・
美
術
な
ど
の
見
所
の
説
明
が
く
る
。
最
近

で
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
イ
タ
リ
ア
の
文
化
風
土
と
結
び
つ
く
こ
の
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ア

の
言
葉
に
、
ワ
イ
ン
を
意
味
す
る
エ
ノ
を
冠
し
た「
エ
ノ
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ア
」と
い
う

新
語
が
登
場
し
、
地
域
づ
く
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
１
９
８
０
年
代
以
後
、
イ
タ
リ
ア
人
が
よ
く
口
に
す

る
よ
う
に
な
っ
た「
テ
リ
ト
ー
リ
オ
」と
い
う
考
え
方
だ
。
そ
も
そ
も
都
市
と
そ
の

ま
わ
り
に
広
が
る
田
園
／
農
村
は
本
来
、
経
済
社
会
的
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

ち
、
互
い
に
支
え
合
っ
て
、
共
通
す
る
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
ん
で
き

た
。
そ
こ
に
は
当
然
、
山
や
丘
、
川
や
海
な
ど
自
然
・
地
形
が
基
礎
に
あ
る
。
こ
う

し
た
広
が
り
を
も
つ
全
体
を
テ
リ
ト
ー
リ
オ
と
呼

ぶ
。
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
化
、
工
業
化
の
急
速
な

進
展
と
と
も
に
、
見
え
難
く
な
っ
た
。
都
市
の
拡

大
と
と
も
に
田
園
の
価
値
が
忘
れ
ら
れ
、
農
業
は

見
捨
て
ら
れ
た
。
交
通
・
流
通
の
発
達
で
市
場
が

拡
大
し
、
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
地
産
地
消
は
意

味
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
イ
タ
リ
ア
は
そ
こ
か
ら
底
力
を
発
揮
し

た
。
１
９
８
０
年
代
に
入
る
頃
か
ら
、
テ
リ
ト
ー

リ
オ
の
重
要
性
を
人
々
が
自
覚
し
始
め
、
文
化
的
象
徴
と
し
て
の
歴
史
都
市
が
輝
き

を
取
り
戻
す
と
同
時
に
、
ま
わ
り
に
広
が
る
田
園
の
豊
か
さ
、
美
し
さ
を
人
々
が
再

発
見
し
、
自
慢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

田
園
風
景
と
食
文
化
で
甦
っ
た
プ
ー
リ
ア
州

１
９
７
０
年
代
前
半
に
イ
タ
リ
ア
留
学
を
し
た
私
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
拠
点
と

し
て
活
動
し
た
が
、
幸
い
に
も
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
踵
か
か
と、
南
イ
タ
リ
ア
の
プ
ー
リ
ア

州
の
内
陸
部
に
あ
る
丘
の
上
の
白
い
町
、
チ
ス
テ
ル
ニ
ー
ノ
と
出
会
い
、
そ
の
魅
力

に
取
り
憑
か
れ
、
地
元
の
人
達
と
交
流
を
重
ね
な
が
ら
旧
市
街
の
調
査
に
何
度
も

通
っ
た﹇
図
９
﹈。

当
時
の
チ
ス
テ
ル
ニ
ー
ノ
は
、
素
朴
な
名
も
な
き
田
舎
町
で
、
若
者
は
大
都
会
に

憧
れ
て
ど
ん
ど
ん
流
出
し
、
近
代
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
何
と
も
寂
し
い
場
所
だ
っ

た
。
だ
が
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
迷
宮
状
の
高
密
な
個
性
に
溢
れ
る
都
市
空
間
に
、
私

は
計
り
知
れ
な
い
可
能
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
町
と
周
辺
農
地
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
だ
っ

た
。
元
々
、
貴
族
が
田
園
に
マ
ッ
セ
リ
ア
と
い
う
堂
々
た
る
建
築
を
所
有
し
、
農
民
を

雇
い
つ
つ
農
業
経
営
を
行
っ
て
き
た
。
農
民
の
多
く
は
か
つ
て
城
壁
の
中
に
住
み
、
毎

日
、
田
園
に
農
作
業
に
通
っ
た
の
だ
。
町
と
田
園
／
農
村
の
こ
う
し
た
密
接
な
つ
な
が

り
は
、
近
代
以
前
は
、

中
南
部
の
イ
タ
リ
ア
で

は
ご
く
普
通
の
姿
で
あ

り
、
英
語
で
ア
グ
ロ
タ

ウ
ン
と
言
わ
れ
る
。

だ
が
、
近
代
化
・
工

業
化
の
進
展
の
中
で

は
、
そ
れ
は
封
建
的
で

遅
れ
た
も
の
と
さ
れ

［図8］ローマ旧市街のホテル屋上での朝食

［図9］1970年代の素朴なチステルニーノ
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045　［連載］私のすまいろん

材
に
よ
る
美
味
し
い
料
理
を
土
地
の
ワ
イ
ン
と
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
で
楽
し
む「
エ
ノ

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ア
」の
旅
は
、
誰
に
と
っ
て
も
格
別
に
幸
せ
な
体
験
と
な
る
。

今
の
イ
タ
リ
ア
に
は
、〈
食
〉を
建
築
、
都
市
、
そ
し
て
テ
リ
ト
ー
リ
オ
と
結
び
つ

け
る
知
恵
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

た
。
マ
ッ
セ
リ
ア
も
機
能
を
停
止
し
、
放
棄
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
20
〜
30
年
、

脱
工
業
化
の
成
熟
社
会
に
な
っ
て
発
想
が
逆
転
し
た
の
だ
。
町
と
田
園
／
農
村
が
近

く
、〈
農
〉の
恩
恵
に
預
か
れ
る
こ
と
が
、
最
大
の
有
利
な
条
件
に
な
っ
て
き
た
。
ま

さ
に
地
産
地
消
の
発
想
が
、
都
市
と
田
園
の
本
来
の
関
係
を
甦
ら
せ
た
。

小
さ
な
個
性
豊
か
な
町
か
ら
町
へ
と
巡
り
、
古
い
建
物
を
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
し

た
お
洒
落
な
家
族
経
営
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
郷
土
料
理
と
ワ
イ
ン
を
楽
し
む﹇
図
10
﹈。

プ
ー
リ
ア
州
は
、
野
菜
の
宝
庫
。
牧
畜
も
活
発
で
海
も
近
い
。
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
は

イ
タ
リ
ア
で
質
も
量
も
ト
ッ
プ
の
座
を
占
め
る
。
近
頃
で
は
、
プ
ー
リ
ア
各
地
で
在

来
種
の
ブ
ド
ウ
を
再
発
見
し
て
美
味
し
い
ワ
イ
ン
が
作
ら
れ
る
。
ワ
イ
ナ
リ
ー
や

フ
ラ
ン
ト
ー
イ
オ（
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
搾
油
所
）
を
訪
ね
、
そ
の
味
を
楽
し
む
ロ
ー
カ
ル

ツ
ー
リ
ズ
ム
も
広
が
っ
て
い
る
。
チ
ス
テ
ル
ニ
ー
ノ
の
旧
市
街
も
そ
の
魅
力
を
評
価

さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
最
も
美
し
い
村
連
合
の
一
つ
に
選
ば
れ
、
注
目
さ
れ
る
存
在
と

な
っ
た﹇
図
11
﹈。

オ
リ
ー
ブ
の
樹
、
土
地
区
画
を
示
す
低
い
石
垣
を
特
徴
と
し
、
緩
や
か
な
起
伏
が

連
な
る
個
性
豊
か
な
丘
陵
の
風
景
は
、
ま
さ
に
文
化
的
景
観
そ
の
も
の
だ
。
そ
こ
に

点
在
す
る
マ
ッ
セ
リ
ア
と
い
う
歴
史
的
な
極
上
の
建
築
ス
ト
ッ
ク
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
で
甦
り
、
田
園
で
の
宿
泊
を
楽
し
め
る
ア
グ
リ
ト
ゥ
リ
ズ
モ
や
Ｂ
＆
Ｂ 

注
１ 

を
開

設
し
て
魅
力
を
発
信
す
る
例
も
増
え
て
い
る﹇
図
12
・
13
﹈。
地
元
で
採
れ
た
多
彩
な
食

陣
内
秀
信（
じ
ん
な
い
・
ひ
で
の
ぶ
）

１
９
４
７
年
、
福
岡
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
建
築
大
学
留
学
。

現
職
は
法
政
大
学
江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
。
専
門
は
イ
タ
リ
ア
建
築
史
・
都
市
史
。
ロ
ー
マ
大
学
名
誉
学
士

号
、
ア
マ
ル
フ
ィ
名
誉
市
民
ほ
か
。

﹇
主
な
共
著
﹈『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

―
水
上
の
迷
宮
都
市
』（
講
談
社
）、『
イ
タ
リ
ア
の
テ
リ
ト
ー
リ
オ
戦
略

―
甦
る
都
市
と

農
村
の
交
流
』（
共
編
、
白
桃
書
房
）、『
ト
ス
カ
ー
ナ
・
オ
ル
チ
ャ
渓
谷
の
テ
リ
ト
ー
リ
オ

―
都
市
と
田
園
の
風
景
を
読
む
』

（
共
編
、
古
小
烏
舎
）。

﹇
参
考
文
献
﹈

＊
千
廐
と
も
ゑ『
ト
ス
カ
ー
ナ
田
園
ホ
テ
ル
の
め
ぐ
み

―
中
部
イ
タ
リ
ア
・
ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
モ
の
旅
』情
報
セ

ン
タ
ー
出
版
局
、１
９
９
６
年

＊
島
村
菜
津『
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
な
人
生
！

―
イ
タ
リ
ア
の
食
卓
か
ら
始
ま
る
』新
潮
社
、２
０
０
０
年

＊
宗
田
好
史『
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
の
村
は
美
し
く
元
気
な
の
か

―
市
民
の
ス
ロ
ー
志
向
に
応
え
た
農
村
の
選
択
』

学
芸
出
版
社
、２
０
１
２
年

＊
陣
内
秀
信『
小
さ
な
ま
ち
の
底
力
』講
談
社
、２
０
０
０
年

＊
陣
内
秀
信『
イ
タ
リ
ア
の
街
角
か
ら

―
ス
ロ
ー
シ
テ
ィ
を
歩
く
』弦
書
房
、２
０
１
０
年

＊
中
橋
恵
・
森
ま
ゆ
み『
イ
タ
リ
ア
の
小
さ
な
村
へ
―
ア
ル
ベ
ル
ゴ・
デ
ィ
フ
ー
ゾ
の
お
も
て
な
し
』新
潮
社
、

２
０
１
８
年

＊
木
村
純
子
・
陣
内
秀
信
編
著『
イ
タ
リ
ア
の
テ
リ
ト
ー
リ
オ
戦
略

―
甦
る
都
市
と
田
園
の
交
流
』白
桃
社
、

２
０
２
２
年

＊
植
田
曉
・
陣
内
秀
信
・
Ｍ
．Ｄ
．パ
オ
ル
ッ
チ
・
樋
渡
彩『
ト
ス
カ
ー
ナ
・
オ
ル
チ
ャ
渓
谷
の
テ
リ
ト
ー
リ
オ

―
都

市
と
田
園
の
風
景
を
読
む
』古
小
烏
舎
、２
０
２
３
年

［図10］古い建物を再生活用したレストラン

［図12］アグリトゥリズモを開設したマッセリア

［図11］甦ったチステルニーノ

［図13］B＆Bを営むマッセリアからロコロトンド
の町を望む
注1）Bed and Breakfast／一泊朝食付民宿
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「
食
」に
ま
つ
わ
る
場
づ
く
り

僕
は
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な「
食
」の
空
間
を
設
計
し
て
き
ま
し
た
。
食
べ
る
こ
と
も

料
理
も
大
好
き
で
、住
宅
の
キ
ッ
チ
ン
は
毎
回
イ
チ
か
ら
考
え
て
き
ま
し
た
し
、設
計
し

た
キ
ッ
チ
ン
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
観
察
も
し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、「
食
」が
も
た

ら
す
幸
せ
は
な
に
も
住
宅
や
家
族
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は

「
食
」の
空
間
が
地
域
社
会
に
も
た
ら
す
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
食
」は
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
食
」の
空
間
は
ど
ん
な
時
代
で

あ
っ
て
も
人
の
集
ま
り
方
を
現
す
と
思
い
ま
す
。『
中
世
は
核
家
族
だ
っ
た
の
か
』（
西
谷
正

浩
著
、
吉
川
弘
文
館
）に「
角つの
や屋
」と
い
う
日
本
の
住
居
形
式
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
に

よ
る
と
、角
屋
と
は
母
家
に
も
た
れ
か
か
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
建
物
で
、竈
か
ま
どを
持
た
な

い
個
人
の
住
空
間
で
あ
る
こ
と
が
、戦
国
時
代
の
奈
良
・
薬
師
寺
の
史
料
か
ら
読
み
と
れ

る
そ
う
で
す
。
中
世
を
通
し
て
耕
作
地
は
拡
大
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
耕
作
に
従
事
す
る

労
働
者
を
確
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
住
空
間
が
角
屋
と
い
う

形
式
の
建
物
で
し
た
。
今
風
に
い
え
ば
、
居
候
あ
る
い
は
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
竈
を
基
準
と
し
た
徴
税
や
処
罰
の
記
録
を
見
る
と
見
え
て
く
る
と

い
う
の
で
す
。
家
族
を
超
え
た
居
住
が
中
世
に
も
あ
り
、
そ
れ
が
キ
ッ
チ
ン
を
通
し
て

見
え
て
く
る
な
ん
て
、大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
少
し
前
に
な
り
ま
す
が
、
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
高
架
下
に
、
Ｍ
Ａ－

Ｔ
Ｏ
と

い
う
シ
ェ
ア
キ
ッ
チ
ン
を
設
計
し
ま
し
た﹇
図
１
﹈。
日
替
わ
り
で
貸
す
シ
ェ
ア
キ
ッ
チ
ン

２
区
画
の
他
に
、
小
商
い
用
の
小
規
模
テ
ナ
ン
ト
が
11
区
画（
う
ち
５
区
画
は
厨
房
設
備
を
設

置
可
能
）、さ
ら
に
は
教
室
や
工
房
と
い
っ
た
時
間
貸
し
ス
ペ
ー
ス
か
ら
な
り
ま
す
。
腕
に

［
ひ
ろ
ば
］

仲
俊
治 

［
仲
建
築
設
計
ス
タ
ジ
オ 

共
同
代
表
］

覚
え
の
あ
る
地
域
住
民
が
場
所
を
借
り
、カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
い
た
り
、食
べ
物

や
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
作
っ
て
売
っ
た
り
で
き
る
施
設
で
、「
つ
く
り
手
た
ち
の
市
場
」と
称

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
業
を
手
掛
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
タ
ウ
ン
キ
ッ
チ
ン
の

北
池
さ
ん
。
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
各
種
の
仕
様
は
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
空
間
の
サ
イ
ズ
が
絶
妙
な
の
で
し
ょ
う
。
テ
ナ
ン
ト
は
す
ぐ
に
埋
ま
り
、
コ
ロ

ナ
禍
を
経
た
今
で
も
活
気
は
健
在
で
す
。
食
材
を
こ
だ
わ
り
抜
い
た
ピ
ザ
、
研
究
を
重

ね
た
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
、ど
れ
も
味
わ
い
深
い
も
の
で
す
し
、作
り
手
の
こ
だ
わ
り

を
直
接
伺
え
る
の
も
贅
沢
な
こ
と
で
す
。

設
計
の
工
夫
と
し
て
は
、
ユ
ニ
ッ

ト
建
築
を
ず
ら
し
な
が
ら
配
置
し
た

こ
と
と
、
と
に
か
く
高
さ
を
低
く
抑

え
た
こ
と
で
す
。
高
架
下
の
遊
歩
道

と
い
う
流
れ
の
中
に
自
然
な
形
で
溜

ま
り
場
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
は
各
店

舗
が
看
板
を
出
し
た
り
、
屋
外
席
を

設
け
た
り
す
る
よ
う
な
余
白
と
し
ま

し
た
。
建
物
を
低
く
す
る
こ
と
で
建

物
の
折
板
屋
根
が
太
陽
光
を
反
射
し

て
高
架
の
あ
げ
裏
を
照
ら
す
よ
う
に

し
、
溜
ま
り
場
空
間
を
明
る
い
印
象

に
し
ま
し
た
。

［図1］MA–TO外観

地
域
社
会
と
食
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047　［連載］ひろば

れ
ぞ
れ
へ
の
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た

の
は
、僕
た
ち
が
設
計
し
た
食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト
で
の
使
わ
れ
方
が
き
っ
か
け
で
す
。

食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト
は
、
東
京
都
目
黒
区
の
武
蔵
小
山
に
つ
く
っ
た
小
さ
な
集
合
住

宅
で
す﹇
図
２
﹈。
こ
の
建
築
は
仕
事
場
兼
用
の
住
宅
５
戸
、
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
、
食
堂
か

ら
な
り
ま
す
。
個
人
が
地
域
の
中
で
展
開
す
る「
小
さ
な
経
済
活
動
」に
着
目
し
て
こ
の

よ
う
な
複
合
用
途
と
し
ま
し
た
。
細
か
い
説
明
は
他
に
譲
り
ま
す
が
、
廊
下
と
玄
関
前

の
テ
ラ
ス
を
一
体
化
し
、
そ
の
空
間
を
１
階
か
ら
３
階
ま
で
螺
旋
状
に
展
開
さ
せ
ま
し

た（
立
体
路
地
、﹇
図
３
﹈）。

こ
の
立
体
路
地
の
始
ま
る
１
階
部
分
に
食
堂
が
あ
り
、
シ
ェ
フ
が
い
ま
す
。
食
堂
を

地
域
と
ア
パ
ー
ト
の
中
間
領
域
と
捉
え
、
出
入
口
も
床
の
高
さ
も
２
通
り
あ
り
ま
す
が
、

厨
房
部
分
で
融
合
し
ま
す
。
街
路
に
正
対
し
て
キ
ッ
チ
ン
を
構
え
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ウ
ン

タ
ー
の
高
さ
は
敢
え
て
低
く
す
る
こ
と
で
、
シ
ェ
フ
の
手
元
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
食
材
が
シ
ェ
フ
の
手
に
か
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
料
理
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
る
で
マ
ジ
ッ
ク
の
よ
う
で
す
。
い
つ
し
か
カ
ウ
ン
タ
ー
席
は
子
ど
も
に
と
っ
て
の
特

等
席
に
な
っ
て
い
ま
し
た﹇
図
４
﹈。

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
の
デ
ザ
イ
ン
と
と
も
に
、
食
堂
の
シ
ェ
フ
が
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

稼
働
し
て
か
ら
折
に
触
れ
て
訪
れ
て
い
ま
す
が
、
驚
い
た
こ
と
は
、
食
の
作
り
手
が

こ
ん
な
に
も
い
る
、と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、皆
が
楽
し
そ
う
に
続
け
て
い
る
こ
と
で
し

た
。
場
所
は
東
小
金
井
駅
と
武
蔵
境
駅
の
間
。
Ｊ
Ｒ
中
央
線
は
東
京
西
郊
を
東
西
に
走

り
、そ
の
下
に
は
膨
大
な
高
架
下
空
間
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
駅
か
ら
離
れ
た「
駅

間
高
架
下
」の
周
囲
に
は
住
宅
街
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、趣
味
や
特
技
が
高

じ
て
自
ら
の
店
を
持
ち
た
い
住
民
が
集
ま
り
や
す
い
の
で
し
ょ
う
。
地
域
住
民
が
住
民

相
手
に
こ
だ
わ
り
の
一
品
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
の
晴
れ
が
ま
し
い
雰
囲
気

が
漂
っ
て
い
ま
す
。
大
切
な
の
は
、
こ
の
小
さ
な
経
済
活
動
が
単
発
の
イ
ベ
ン
ト
で
は

な
い
こ
と
で
す
。
こ
だ
わ
り
の
食
事
を
食
べ
て
も
ら
い
た
い
、
作
り
手
と
受
け
手
が
顔

の
見
え
る
関
係
で
い
た
い
、
と
い
う
内
発
的
な
動
機
で
あ
る
か
ら
こ
そ
持
続
性
が
あ
り
、

コ
ロ
ナ
禍
も
切
り
抜
け
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
食
」に
ま
つ
わ
る
場
づ
く
り
に
は
、

地
域
社
会
に
お
け
る
持
続
的
で
直
接
的
な
関
わ
り
と
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
集
ま
り

「
食
」に
ま
つ
わ
る
場
に
は
も
う
ひ
と
つ
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
食
事
の
提
供

だ
け
で
な
く
て
、
料
理
や
食
材
づ
く
り
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り
方
が
あ
り
、
か
つ
、
そ

［図2］食堂付きアパート外観

［図3］立体路地の構成

［図4］食堂内観（撮影＝吉次史成）

［図5］運営ダイアグラム
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に
５
、６
ブ
ー
ス
が
集
ま
り
ま
し
た
。
フ
レ
ー
バ
ー
の
つ
い
た
塩
の
計
り
売
り
、
手
作
り

パ
ン
屋
、キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
乗
り
付
け
て
の
カ
レ
ー
屋
、そ
の
う
ち
に
ア
パ
ー
ト
住
民
が

コ
ー
ヒ
ー
屋
を
出
店
す
る
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大
き
な
軒
下
に
地
域
の
活
力

が
顕
在
化
し
た
よ
う
な
瞬
間
で
し
た
。
先
の
Ｍ
Ａ－

Ｔ
Ｏ
と
同
じ
く
、
ち
ょ
っ
と
お
店

を
や
っ
て
み
た
い
人
と
い
う
の
は
意
外
と
い
る
も
の
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。「
小
さ
な
経

済
」活
動
を
応
援
す
る
、そ
ん
な
建
築
を
つ
く
る
こ
と
で
地
域
社
会
に
関
わ
っ
て
い
け
る

の
で
は
な
い
か
、と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、こ
の
と
き
や
っ
と
言
葉
に
で
き
ま
し
た
。

ス
ケ
ッ
チ
３　

花
壇
で
野
菜
を
作
る　
〈
育
て
る
〉

立
体
路
地
を
上
が
り
き
っ
た
３
階
に
、
小
さ
い
な
が
ら
も
花
壇
が
あ
り
ま
す
。
大
型

の
工
場
用
軒
樋
を
転
用
し
て
つ
く
り
ま
し
た
。
ア
パ
ー
ト
住
民
の
知
り
あ
い
で
農
業
に

詳
し
い
方
が
い
て
、い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、こ
ん
な
所
で
も
育
つ
植
物
を
育
て
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た﹇
図
８
﹈。
ト
マ
ト
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
ナ
ス
と
い
っ
た
大
き
な
実
が
た

わ
わ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
夏
の
盛
り
に
皆
で
集
ま
っ
て
、
採
れ
た
て
野
菜
を
混
ぜ
た

Ｂ
Ｂ
Ｑ
が
始
ま
り
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
と
は
関
係
の
な
い
人
た
ち
も
や
っ
て
き
て
、
食
を

介
し
た
集
ま
り
が
突
如
現
れ
た
わ
け
で
す
。

を
果
た
す
よ
う
な
ソ
フ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
パ
ー
ト
の
住
民
と

地
域
住
民
と
が
交
流
す
る
よ
う
な
生
活
環
境
を
構
想
し
ま
し
た﹇
図
５
﹈。
実
際
に
見
ら
れ

た
シ
ー
ン
を
い
く
つ
か
描
い
て
み
ま
す
。

ス
ケ
ッ
チ
１　
「
ミ
ル
シ
ル
タ
ベ
ル
」　
〈
食
べ
る
〉

シ
ェ
フ
、
オ
ー
ナ
ー
と
僕
の
３
人
で
イ
ベ
ン
ト
を
い
ろ
い
ろ
や
り
ま
し
た
。
ミ
ル
シ

ル
タ
ベ
ル
は
そ
の
ひ
と
つ
。
建
物
見
学（
ミ
ル
）、み
ん
な
で
議
論（
シ
ル
）、そ
れ
ら
を
シ
ェ

フ
特
製
の
ラ
ン
チ
を
食
べ
な
が
ら（
タ
ベ
ル
）、
楽
し
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
。
食
事
は

シ
ェ
フ
の
説
明
付
き
で
す
。
食
材
の
特
徴
、
調
理
の
工
夫
、
産
地
の
気
候
、
生
産
者
の
人

と
な
り
な
ど
の
説
明
を
聞
く
に
つ
れ
、「
食
」は
人
や
地
域
を
繋
ぐ
効
果
が
あ
る
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
ま
す
。
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
自
分
が
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
な

感
覚
が
芽
生
え
ま
し
た﹇
図
６
﹈。

ス
ケ
ッ
チ
２　

月
１
回
の
マ
ル
シ
ェ　
〈
売
る
〉

こ
れ
は
初
代
シ
ェ
フ
の
時
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
月
１
回
、
食
堂
の
す
ぐ
外

側
の
軒
下
に
地
域
住
民
が
お
店
を
出
し
ま
し
た﹇
図
７
﹈。
や
り
た
い
人
を
募
る
と
す
ぐ

［図6］食堂で行われたミルシルタベル

［図8］立体路地3階の花壇

［図9］食堂での味噌づくり教室

［図7］軒下でのマルシェ
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ス
ケ
ッ
チ
４　

味
噌
づ
く
り　
〈
つ
く
る
〉

イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
集
ま
り
と
い
え
ば
、
味
噌
づ
く
り
教
室
も
そ
の
一
つ
で
す
。
こ
れ

も
ま
た
初
代
シ
ェ
フ
が
や
っ
て
い
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
頃
に
は
シ
ェ
フ
や
食
堂

の
評
判
は
地
域
に
知
れ
渡
っ
て
い
て
、
味
噌
作
り
に
は
ア
パ
ー
ト
住
人
の
ほ
か
に
地
域

の
住
民
も
多
数
参
加
し
て
い
ま
し
た﹇
図
９
﹈。
味
噌
づ
く
り
の
工
程
に
は「
天
地
返
し
」

が
あ
る
の
で
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
ま
た
集
ま
る
機
会
を
作
り
や
す
い
。
季
節
ご
と
に

パ
ッ
と
集
ま
っ
て
パ
ッ
と
解
散
す
る
よ
う
な
、爽
や
か
な
企
画
で
し
た
。

食
に
ま
つ
わ
る
シ
ー
ン
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、地
域
住
民
の
関
わ
り
方
は
、各

シ
ー
ン
の
見
出
し
に
書
い
た
よ
う
に
、
食
べ
る
、
売
る
、
育
て
る
、
つ
く
る
、
と
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
好
き
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
好
き
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
方
が
食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト
の
特
徴
的
な
空
間
を

舞
台
に
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、オ
ー
ナ
ー
の
椛か
ば
さ
わ沢
誠
治
さ
ん
、初
代
シ
ェ
フ
の
遠
藤
千
恵
さ
ん
の
発
想
が

鍵
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、お
も
し
ろ
い
の
は
、住
人
や
そ
の
知
人
も
含

め
て
、「
食
」を
介
し
た
交
流
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
に
パ
ッ
と
現
れ
、そ
し
て
そ
の
シ
ー
ン
の

主
体
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト
の
空
間
的
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
き
っ
か
け
に
、「
食
」を
介
し
た
分
散
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
て
い
っ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
シ
ェ
フ
の
交
代
も
あ
っ
て
当
初
の
姿
か
ら
変
わ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
が
、コ
ロ
ナ
禍
が
ひ
と
段
落
し
た
今
、オ
ー
ナ
ー
は
新
し
い
展
開
を
考
え
て
い

る
よ
う
で
す
。
食
を
巡
る
自
治
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
食
の
場
」を
つ
な
げ
る
試
み

こ
こ
ま
で
、
主
体
の
異
な
る
、
食
に
ま
つ
わ
る
断
片
的
な
シ
ー
ン
を
紹
介
し
ま
し
た
。

「
食
」の
も
つ
流
れ
や
循
環
を
意
識
し
た
時
、イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
シ
ー
ン
を
繋
い
で
、地
域

社
会
の
な
か
に
お
お
ら
か
な
循
環
を
つ
く
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
２
０
２
２
年
に
富
山
県
に
完
成
さ
せ
た
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｐ 

Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
。
創
業
や

移
住
を
す
る
人
た
ち
の
受
け
皿
施
設
で
す﹇
図
10
﹈。
県
が
保
有
す
る
団
地
３
棟
を
改
修
・

増
築
し
て
つ
く
り
ま
し
た
。
住
棟
は
４
階
建
て
の
階
段
室
型
、
そ
れ
も
壁
式
Ｒ
Ｃ
造
で

し
た
。
創
業
や
移
住
と
い
う
文
脈
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
空
間
を
連
携
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、

Ｒ
Ｃ
界
壁
を
補
強
・
開
口
し
て
空
間
を
広
げ
た
り
、
Ｓ
造
の
テ
ラ
ス
や
渡
り
廊
下
を
増

築
し
た
り
し
て
、横
断
的
な
空
間
を
挿
入
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
に
コ
モ
ン
キ
ッ
チ
ン
が
あ
り
ま
す﹇
図
11
﹈。
住
居
棟
の
１
階
に
、Ｒ
Ｃ
造

の
界
壁
に
開
口
部
を
設
け
て
２
住
戸
分
の
空
間
を
一
体
化
し
て
つ
く
り
ま
し
た
。
２
階

の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス（
16
室
あ
る
）だ
け
で
な
く
、
他
階
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト（
14
室
あ
る
）の
住

人
達
も
使
え
る
共
用
空
間
で
す
。
滞
在
時
間
も
利
用
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
か

ら
、い
く
つ
か
の
居
場
所
を
含
ん
だ
キ
ッ
チ
ン
と
し
ま
し
た
。
料
理
を
し
て
い
た
り
、そ

の
傍
ら
で
ス
ツ
ー
ル
に
座
っ
て
別
の
作
業
を
し
て
い
た
り
、
そ
う
か
と
思
え
ば
少
し
離

れ
て
コ
ー
ナ
ー
ソ
フ
ァ
に
座
っ
て
い
た
り
。
キ
ッ
チ
ン
や
作
業
台
の
天
板
は
多
角
形
で

す
。
家
具
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
藤
森
泰
司
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
す
。
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
多

様
さ
と
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
会
話
に
加
わ
る
こ
と
の
で
き
る
距
離
感
が
共
存
す
る
空
間

を
目
指
し
ま
し
た
。

［図10］SCOP TOYAMA外観（撮影＝鳥村鋼一）

［図11］コモンキッチン内観（撮影＝鳥村鋼一）

sumai_113.indd   49 2023/07/31   16:26



すまいろん 2023夏　050

す
ぐ
外
側
に
は
大
き
な
庇

と
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
の
テ
ラ
ス
を

つ
く
り
、
そ
の
す
ぐ
先
に
、
畑

を
作
り
ま
し
た﹇
図
12
﹈。
こ
の

畑
は
食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト
の
花

壇
を
ず
っ
と
本
格
的
に
し
た
も

の
で
す
。
周
り
の
地
域
住
民
も

混
ざ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
植
物

を
植
え
、
育
て
て
、
収
穫
す
る
。

味
わ
い
な
が
ら
来
年
は
何
を
植
え
よ
う
か
と
楽
し
く
話
し
て
再
会
を
期
す
。
そ
ん
な
一

連
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
出
発
点
と
し
て
、「
食
」を
生
み
出
す
よ
う
な
畑
を
イ
メ
ー
ジ

し
ま
し
た
。
初
め
て
の
春
を
迎
え
た
先
日
、さ
っ
そ
く
植
え
付
け
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

た
す
き
リ
レ
ー
型
循
環
論 

「
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
場
」の
連
鎖
で
地
域
社
会
を
つ
く
る

こ
こ
ま
で
、
地
域
社
会
に
対
す
る「
食
」の
場
の
可
能
性
を
具
体
的
に
述
べ
て
き
ま
し

た
。
空
間
に
根
ざ
し
た
イ
ン
ス
タ
ン
ト
で
、
メ
ン
バ
ー
非
固
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
軽

や
か
で
い
い
も
の
で
す
。
よ
り
多
く
の
人
た
ち
が
関
わ
る
可
能
性
が
開
け
て
い
る
か
ら

で
す
。
こ
う
し
た
知
見
を
も
と
に
考
え
た
の
が
、
た
す
き
リ
レ
ー
型
循
環
論
で
す
。
こ

れ
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
交
流
空
間
を
地
域
社
会
に
点
在
さ
せ
、
こ
こ
で
の
活
動
を
紡
ぎ

な
が
ら
大
き
な
地
域
内
循
環
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す﹇
図
13
﹈。
こ
の
よ
う
な
考
え

を
発
展
さ
せ
、
い
く
つ
か
の
大
学
院
の
設
計
課
題
と
し
て
建
築
と
都
市
の
デ
ザ
イ
ン
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
食
以
外
の
地
域
資
源
の
循
環
も
重
ね
、新
し
い
交
流
・
交
換
の

拠
点
空
間
を
地
域
の
要
所
に
設
計
し
、貴
重
な
成
果
を
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
食
」の
場
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
地
域
内
循
環
や
そ
れ
を
軽
や
か
に
支

え
る
建
築
群
と
い
う
構
想
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
建
築
は
小
さ
い
け
れ
ど

も
、地
域
社
会
に
貢
献
で
き
る
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を
捉
え
て
、具
現
化
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

仲
俊
治（
な
か
・
と
し
は
る
）

建
築
家
。
仲
建
築
設
計
ス
タ
ジ
オ
共
同
代
表
。「
循
環
」に
着
目
し
た
建
築
を
設
計
し
て
い
る
。

１
９
７
６
年 

京
都
府
生
ま
れ
。
２
０
０
１
年 

東
京
大
学
大
学
院
修
了
。
山
本
理
顕
設
計
工
場
を
経
て
、
２
０
０
９
年
仲
建

築
設
計
ス
タ
ジ
オ
設
立
。

﹇
主
な
作
品
﹈食
堂
付
き
ア
パ
ー
ト（
グ
ッ
ド
デ
ザ
イ
ン
賞
金
賞
、
吉
岡
賞
、
日
本
建
築
学
会
作
品
選
集
新
人
賞
な
ど
）、
上

総
喜
望
の
郷
お
む
か
い
さ
ん（
千
葉
県
建
築
文
化
賞
な
ど
）、
写
真
家
の
ス
タ
ジ
オ
付
き
住
宅（
Ａ
Ａ
Ｃ
Ａ
賞
）な
ど
。

﹇
主
な
著
書
﹈『
地
域
社
会
圏
主
義 

増
補
改
訂
版
』（
共
著
、LIX

IL

出
版
）、『
２
つ
の
循
環
』（LIX

IL

出
版
）、『
脱
住
宅

︱

「
小
さ
な
経
済
圏
」を
設
計
す
る
』（
共
著
、
平
凡
社
）。

［図12］コモンキッチンの前の畑
（46～50頁特記なき写真＝仲建築設計スタジオ提供）

［図13］食の循環とそれぞれの場を生む「たすきリレー型循環論」概念図。地域住人は好きな場面に参加する。（作図＝筆者作成）
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前
線
の
場
で
建
築
家
と
し
て
の
実
務
を
積
ん

だ﹇
図
２
﹈。

浜
口
隆
一
と
の
結
婚
で
、
機
能
的
な
近
代
建

築
に
人
間
ら
し
さ
を
追
求
す
る
思
想
を
共
有
。

1
9
2
0
年
代
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代

建
築
運
動
の
一
環
と
し
て
機
能
主
義
的
最
小

限
住
宅
で
提
案
さ
れ
た
居
間
兼
台
所
（
ヴ
ォ
ー

ン
・
キ
ュ
ッ
へ
）
を「
新
し
き
都
市

―
東
京
都

市
計
画
へ
の
一
試
案
」
展
＊
２ 

で
発
表
。
同
年

に
は
新
居
に
こ
の
住
様
式
を
取
り
入
れ
、
男

性
も
台
所
に
立
つ
、
新
し
い
家
族
像
と
生
活

空
間
を
自
ら
実
践
し
た
＊
３ 

。
戦
後
に
入
る

の
前
が
光
と
色
で
溢
れ
た
」
の

は
、
そ
れ
ま
で
モ
ノ
ク
ロ
写
真
で

し
か
知
ら
な
か
っ
た
G
邸（
現
・

津
田
山
の
家
、
旧
・
中
村
邸
、
以
降
G
邸
）を
初
め

て
見
せ
て
い
た
だ
い
た
際
の
率
直
な
感
想
だ
っ

た
。
ス
イ
ス
在
住
の
筆
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
帰

国
が
ま
ま
な
ら
ず
、
初
め
て
G
邸
を
体
感
し
た

の
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
だ
っ
た
。
織
部
焼
を
連
想

す
る
暗
緑
色
の
タ
イ
ル
を
背
景
に
、
象
徴
的
に

配
置
さ
れ
た
美
し
い
階
段
と
吹
抜
け
の
居
間

は
、
私
の
想
像
力
を
超
え
る
明
る
く
色
彩
豊
か

Ｇ
邸
（
現
・
津
田
山
の
家
、
旧
・
中
村
邸
）
│
日
本
初
の
女
性
建
築
家
が
残
し
た
レ
ガ
シ
ー

上
田
佳
奈
［
建
築
家
］

目 ［
す
ま
い
再
発
見
］

［図2］当時の文化人たちとの幅広い交流も見られた。左か
ら、剣持勇・浜口ミホ・岡本太郎。東京・成城の丹下自邸
にて（撮影者＝丹下健三、所蔵先＝Michiko Uchida Archive）

「

な
住
空
間
だ
っ
た
。
そ
の
奥
に
続
く
ダ
イ
ニ
ン

グ
キ
ッ
チ
ン
は
、
居
間
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
た

落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
住
宅
の
心
臓
部
と
し
て

フ
ル
活
用
さ
れ
て
い
た
。
周
囲
か
ら
ひ
と
際
目

立
つ
外
観
か
ら
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
手
法
を

明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
浜
口
ミ
ホ

の
思
想
を
体
感
で
き
た
感
動
以
上
に
、
そ
の
作

品
性
に
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
ま
で
日
本
建
築
史
の
中
で
忘
れ
去
ら
れ
て
い

た
彼
女
の
遺
産
を
再
び
語
り
継
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
確
信
し
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

住
宅
の
民
主
化
を
目
指
し
て

浜
口
ミ
ホ（
旧
姓
・
濱
田
美
穂
）
は

1
9
1
5
年
に
海
関
副
監
察
長

の
父
・
濱
田
正
直
の
長
女
と
し

て
大
連
で
生
ま
れ
、
非
常
に
裕
福
で
国
際
的
な

環
境
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
。
生
家
は
煉
瓦
造

の
洋
館
で
西
洋
風
の
生
活
様
式
に
馴
染
む
と
同

時
に
、
日
本
住
宅
に
対
す
る
憧
憬
と
国
際
人
と

し
て
の
意
識
を
養
っ
て
い
っ
た
＊
１ 

。
18
歳
で

初
め
て
日
本
の
地
を
踏
ん
だ
彼
女
は
、
日
本
の

劣
悪
な
住
宅
事
情
や
生
活
水
準
の
低
さ
に
直
面

し
、
日
本
社
会
の
不
平
等
や
格
式
と
作
法
が
優

先
さ
れ
る
伝
統
的
な
日
本
家
屋
へ
の
問
題
意
識

を
深
め
て
い
っ
た
。

1
9
3
3
年
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校

（
現
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
）で
、「
建
築
の
基
本

は
庶
民
住
宅
」と
い
う
市
浦
健
の
教
え
に
感
化

さ
れ
建
築
へ
の
関
心
が
芽
生
え
る
。
女
性
が

建
築
の
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
当

時
、
聴
講
生
と
し
て
東
京
帝
国
大
学
建
築
学
科

に
在
籍
し
、
1
9
3
9
年
、
市
浦
の
紹
介
で
前

川
國
男
建
築
設
計
事
務
所
に
初
の
女
性
所
員

と
し
て
、
日
本
建
築
が
近
代
化
へ
移
行
す
る
最

［図1］改修前のG邸1階および2階。暗緑色のタイルと軽や
かな階段が印象的な吹抜けのリビング。壁の反対側はダイニン
グ・キッチンへと続く（1階および2階）
（撮影者＝Diego Martín Sánchez、撮影日＝2021年4月18日）
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［図3］浜口ミホの設計による『家族本意（夫婦・子供・祖母）
の家』。浜口自身によるスケッチ
（出典：雑誌『住みよいすまいと暮らしの全集』浜口ミホ編、1951年、49頁）

と
新
憲
法
制
定
に
よ
り
、
民
主
主
義
、
男
女
平

等
、
女
性
参
政
権
、
表
現
の
自
由
が
謳
わ
れ
、

続
く
民
法
改
訂
に
よ
り
封
建
的
で
家
父
長
的

な「
家
」
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
民
主
的

な「
家
庭
」
へ
の
移
行
は
、
日
本
人
の
住
ま
い

や
暮
ら
し
に
対
す
る
問
題
を
提
議
し
、
今
ま
で

の「
封
建
的
」
で「
格
式
的
」
な
住
宅
に
変
わ
っ

て「
近
代
的
」
で「
機
能
的
」
な
住
宅
が
模
索
さ

れ
た
。
同
時
期
に
施
行
さ
れ
た
住
宅
復
興
政
策

は
、
そ
の
実
現
を
後
押
し
し
た
。
思
想
を
束
ね

て
い
た
の
は
、「
住
宅
の
民
主
化
」だ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
社
会
的
な
変
化
の
な
か
で
、
浜
口
は

住
宅
建
築
に
内
在
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
注
力

し
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
た
。

執
筆
を
通
し
た
啓
蒙

1
9
4
9
年
に
発
表
し
た『
日

本
住
宅
の
封
建
性
』
で
は
封

建
的
な
身
分
に
よ
る
日
本
住

宅
の
空
間
構
成
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
女
性
の

立
場
か
ら
、
伝
統
的
な
住
宅
に
隠
蔽
さ
れ
て

い
た
性
別
や
階
級
の
差
を
明
ら
か
に
し
た
。

浜
口
が
自
著
の
タ
イ
ト
ル
を「
封
建
制
」で
は

な
く
、「
封
建
性
」
と
し
た
の
は
、
封
建
的
な

制
度
を
批
判
し
た
の
で
な
く
、
日
本
住
宅
の

潜
在
的
な
本
質
を
指
摘
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
具
体
的
に
は
立
派
な
玄
関
や
客
間
を

持
っ
て
い
る
傍
ら
、
働
い
て
い
る
主
婦
が
惨

め
な
生
活
を
し
て
い
る
と
し
、
台
所
と
食
事

ス
ペ
ー
ス
の
統
合
を

促
し
、
専
ら
女
性
に
割

り
当
て
ら
れ
て
い
た

家
事
労
働
を
軽
減
す

る
住
宅
を
提
唱
し
た
。

こ
う
し
て「
明
る
い

ゆ
た
か
な
近
代
的
な

社
会
に
進
ん
で
ゆ
き

た
い
」＊
４ 

と
括
っ
た
。

国
際
的
な
視
野
を

も
っ
た
浜
口
は
日
本

の
慣
習
や
常
識
に
と

ら
わ
れ
ず
、「
住
宅
は
住
人
の
く
ら
し
の
た
め

に
あ
る
」と
い
う
今
で
は
当
た
り
前
の
理
念
を

掲
げ
た
。
こ
の
住
宅
論
は
、
住
宅
設
計
を
通

し
て
平
等
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
著
書
は
、
西

山
夘
三
の『
こ
れ
か
ら
の
す
ま
い
』（
1
9
4
8

年
、
相
模
書
房
）
と
並
ん
で
、
戦
後
の
住
宅
政
策
の

方
向
性
を
決
定
づ
け
、
当
時
の
建
築
関
係
者

で
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
ほ
ど
の
影
響
力
を

も
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
1
9
5
4
年
に
女
性

で
初
め
て
一
級
建
築
士
の
免
許
を
取
得
し
、
東

京
の
青
山
で
本
格
的
な
設
計
活
動
を
開
始
す

る
。
彼
女
の
革
新
的
な
視
点
に
注
目
し
た
日
本

住
宅
公
団
は
、
1
9
5
5
年
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
・

キ
ッ
チ
ン
の
実
現
に
浜
口
の
協
力
を
仰
い
だ
。

浜
口
は
機
能
性
を
最
優
先
し
、
人
間
工
学
に
基

づ
い
た
収
納
棚
や
大
量
生
産
が
可
能
な
ス
テ
ン

レ
ス
製
シ
ン
ク
の
導
入
に
寄
与
し
、
公
団
住
宅

の
最
大
の
魅
力
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
建

築
界
に
お
け
る
工
業
化
の
先
駆
け
で
あ
り
、
今

日
の
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
の
原
点
で
も
あ
る
。

設
計
活
動
の
傍
ら
、
浜
口
は
編
集
長
と
し

て
、
一
般
の
手
に
届
く
住
宅
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

『
す
み
よ
い
住
ま
い
』
シ
リ
ー
ズ
を
発
行
。
ま

た『
主
婦
の
友
』
を
は
じ
め
と
す
る
婦
人
誌
へ

数
多
く
の
記
事
を
寄
稿
し
、
当
時
の
主
婦
層
に

知
ら
れ
る
存
在
と
な
る
。
住
宅
論
と
一
線
を
画

し
、
浜
口
は
わ
か
り
や
す
い
文
章
、
写
真
と
ス

ケ
ッ
チ
で
、
伝
統
と
西
洋
が
混
在
す
る
戦
後
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、

住
空
間
の
具
体
例
を
提
唱
し
た﹇
図
３
﹈。
こ
の

よ
う
に
浜
口
は
一
方
的
に
住
宅
建
築
を
提
供
す

る
の
で
は
な
く
、
執
筆
活
動
を
通
し
て
、
庶
民

啓
蒙
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
初
め
て
の
女
性

建
築
家
だ
っ
た
。

同
期
の
男
性
建
築
家
達
が
高
度
経
済
成
長

の
波
に
乗
り
、
公
共
建
築
や
巨
大
建
築
を
次
々

に
発
表
す
る
な
か
、
浜
口
は
生
涯
に
渡
り
、
住

宅
建
築
に
焦
点
を
置
き
、
人
間
像
を
浮
き
彫
り

に
し
、
住
人
の
生
活
を
間
取
り
に
落
と
し
込

ん
で
生
活
空
間
を
構
成
す
る
設
計
手
法
を
貫

き
続
け
る
。
こ
う
し
て
設
計
さ
れ
た
住
宅
は

1
0
0
0
棟
を
越
え
る
。
し
か
し
、
作
品
主
義

的
な
傾
向
が
強
い
建
築
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

世
界
に
も
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
建
築
賞
に
輝

く
こ
と
も
な
く
、
日
本
建
築
史
の
言
説
か
ら
忘

れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。

G
邸
発
見

筆
者
は
ス
イ
ス
工
科
大
学
在
学
中
に
、
語
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
女
性
建
築
家
の
活
動

［図4］山小屋風という施主の意向を反映した改修前のG邸外観

［図5］階段のディテール、無垢のブナを使った床、季節や一日
の時間と共に表情を変える居間のタイル
（図4・5撮影者＝Diego Martín Sánchez、撮影日＝2021年4月18日）
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053　［連載］すまい再発見

を
再
検
証
す
る
セ
ミ
ナ
ー
が
き
っ
か
け
で
、
浜

口
ミ
ホ
に
つ
い
て
調
べ
始
め
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
お
ろ
か
、
日
本
で
も
全
く
研
究
が
進
ん
で

い
な
い
存
在
に
疑
問
と
一
層
の
興
味
を
覚
え

た
。
建
築
家
と
し
て
建
主
と
徹
底
的
に
向
き

合
う
姿
勢
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
影
響
を
受
け

た
思
想
、
ま
た
そ
れ
を
文
面
に
落
と
し
込
ん
だ

功
績
に
共
感
を
覚
え
、
浜
口
ミ
ホ
研
究
を
始
め

た
の
が
2
0
1
9
年
。
コ
ロ
ナ
が
猛
威
を
振

い
始
め
た
矢
先
だ
っ
た
。
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

を
求
め
、
浜
口
ミ
ホ
研
究
の
第
一
人
者
の
北
川

圭
子
先
生
や
、
2
0
0
5
年
に
浜
口
ミ
ホ
の

展
示
を
開
催
し
た
郡
山
女
子
大
学
図
書
館
、
浜

口
の
出
身
校
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
U
I
F
A 

J
A
P
O
N
、
I
A
W
A
、
N
W
E
C
な
ど
に

連
絡
を
取
る
が
、
徒
労
に
終
わ
る
。
浜
口
ミ

ホ
の
作
品
が
特
集
さ
れ
た
唯
一
の
雑
誌『
近
代

建
築
』（
1
9
6
7
年
3
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
施

工
業
者
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
白
岩
工
務

所
の
白
岩
旦
久
氏
と
連
絡
が
つ
き
、
浜
口
ミ

ホ
の
住
宅
の
屋
根
を
最
近
改
修
し
た
、
と
G

邸
の
現
存
が
確
認
で
き
た
。
1
9
6
1
年
か

ら
1
9
6
7
年
ま
で
浜
口
ハ
ウ
ジ
ン
グ
設
計

事
務
所
に
勤
務
し
、
G
邸
の
設
計
を
担
当
し
た

印か
ね
ま
き

牧
義
雄
氏
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
彼
を

通
し
て
、
建
設
当
時
の
ま
ま
、
3
世
代
に
渡
り

大
切
に
住
み
続
け
ら
れ
て
い
た
浜
口
ミ
ホ
の
レ

ガ
シ
ー
を
長
女
の
中
村
美
穂
さ
ん
に
見
せ
て
い

た
だ
い
た
。

［図6］G邸1階の平面パース／機能に対して明解な空間構成
（出典：雑誌『暮らしの知恵』「台所」浜口ミホ、1966年12月号、119頁）

究
極
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
住
宅

G
邸（
旧
中
村
邸
）
は
浜
口
ミ
ホ

が
建
築
家
と
し
て
の
最
盛
期

を
迎
え
て
い
た
、
1
9
6
6

年
に
竣
工
し
た
。
建
主
の
姉
が
浜
口
ミ
ホ
の
学

生
時
代
の
旧
友
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
設
計
が

依
頼
さ
れ
た
。
当
初
は
津
田
山
の
丘
の
中
腹
の

土
地
購
入
を
検
討
し
て
お
り
、
基
本
設
計
は
進

ん
で
い
た
が
、
敷
地
の
東
側
半
分
は
盛
土
、
西

側
半
分
は
切
土
、
と
い
う
地
質
に
納
得
が
い
か

ず
、
浜
口
自
ら
販
売
業
者
に
談
判
し
、
よ
り
地

盤
が
安
定
し
て
い
る
現
在
の
敷
地
へ
の
交
換
が

即
座
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
浜
口
の
こ
だ

わ
り
は
、
G
邸
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
受
け
継
が
れ

て
い
る
。

敷
地
の
傾
斜
を
生
か
し
た
G
邸
は
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
の
ピ
ロ
テ
ィ
の
上
に
木
造
２
階
建

て
の
住
宅
部
分
が
乗
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い

る﹇
図
４
﹈。
道
路
か
ら
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
し
た

ガ
ラ
ス
張
り
の
玄
関
ホ
ー
ル
は
、
格
式
張
っ
た

伝
統
的
な
日
本
家
屋
の
玄
関
と
は
異
な
り
、
明

る
い
雰
囲
気
で
来
客
を
迎
え
る
。
天
井
高
の

低
い
玄
関
か
ら
階
段
を
上
が
る
と
、
木
、
タ
イ

ル
、
漆
喰
な
ど
の
質
感
の
あ
る
素
材
が
組
み
合

わ
さ
っ
た
快
適
な
吹
抜
け
の
リ
ビ
ン
グ
へ
繋
が

る
。
窓
は
風
圧
に
よ
っ
て
自
動
的
に
開
閉
す
る

ク
ロ
ス
ベ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
、
室
内

環
境
に
も
配
慮
さ
れ
て
い
た
。 

浜
口
は
新
し

い
建
材
に
対
し
て
の
関
心
が
高
く
、
木
製
が
主

流
だ
っ
た
当
時
、
外
部
建
具
に
は
ア
ル
ミ
サ
ッ

シ
を
使
い
、
建
設
ブ
ー
ム
で
手
に
入
り
や
す
く

な
っ
た
タ
イ
ル
を
積
極
的
に
住
宅
に
取
り
入
れ

た﹇
図
５
﹈。

ピ
ロ
テ
ィ
に
よ
っ
て
地
面
よ
り
持
ち
上
が
っ

た
住
宅
部
分
、
正
面
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
た

吹
抜
け
の
リ
ビ
ン
グ
、
そ
し
て
機
能
に
対
し
て

明
解
な
空
間
構
成
。
G
邸
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー

は
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
シ
ト
ロ
ア
ン
型
住
宅

（
1
9
2
2
）
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
浜
口
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
習
得
し
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
演
出
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
、
フ
ァ
サ
ー
ド
か
ら
突
出
し
た
曲
面

の
バ
ル
コ
ニ
ー
、
障
子
を
連
想
さ
せ
る
窓
の
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
タ
イ
ル
の
扱
い
方
、
そ
し
て

吹
抜
け
空
間
に
階
段
を
露
出
す
る
手
法
な
ど
、

恩
師
、
前
川
國
男
の
影
響
を
見
て
取
れ
る
。

同
時
に
、
G
邸
の
外
観
は
ひ
と
口
に
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
と
は
言
い
難
い
。
中
村
美
穂
さ
ん
に

よ
る
と
、
建
主
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
山
系
に
も
登

頂
し
た
登
山
愛
好
家
で
浜
口
に
山
小
屋
風
の
住

宅
を
要
望
し
た
と
言
う
。
切
妻
の
屋
根
は
、
丘

の
上
に
立
つ
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
連
想
さ
せ
、
郊

外
住
宅
に
は
珍
し
い
遊
び
心
が
伺
え
る
。
そ
の

特
徴
的
な
深
い
軒
は
、
日
本
の
気
候
に
も
対
応

し
て
お
り
、
木
張
り
の
フ
ァ
サ
ー
ド
を
保
護
す

る
役
割
も
担
う
。
ま
た
、
晴
れ
た
日
に
は
南
面

の
広
々
と
し
た
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
丹
沢
山
系
や
富

士
山
を
望
め
る
。
浜
口
は
建
主
の
要
望
を
真
摯

に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
柔
軟
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建

築
に
還
元
し
、
見
事
に
融
合
さ
せ
た
。

住
ま
い
は
生
活
の
器

G
邸
は
、
祖
父
母
、
両
親
、
娘
2
人
の
6
人
家

族
を
想
定
し
て
計
画
さ
れ
た
。
浜
口
は
、
家
族

の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
住
宅
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を
提
案
す
る
。
完
成
時
の
２
階
は
若
い
夫
婦
と

娘
た
ち
の
部
屋
が
一
つ
と
広
い
テ
ラ
ス
が
あ
る

だ
け
だ
っ
た
が
、
娘
た
ち
の
成
長
に
合
わ
せ
て

折
り
紙
状
の
天
井
を
あ
し
ら
っ
た
寝
室
を
、
既

存
と
一
体
化
す
る
よ
う
に
増
築
し
た
。
１
階
の

祖
父
母
の
部
屋
は
、
空
間
的
に
他
の
部
屋
よ
り

一
段
低
く
、
独
立
し
た
テ
ラ
ス
と
小
さ
な
キ
ッ

チ
ン
が
付
随
し
て
お
り
、
別
棟
の
ア
パ
ー
ト
の

よ
う
に
機
能
し
て
い
た
。
家
族
と
の
繋
が
り
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
個
々
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

尊
重
し
た
、
浜
口
が
目
指
し
た
近
代
住
宅
の
あ

り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浜
口
は
特

定
の
動
線
を
強
制
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
可
能
性
を
含
ん
だ
、
自
由
な
選
択
肢
を
住
宅

に
提
供
し
た
。
時
に
は
子
ど
も
た
ち
の
ジ
ャ
ン

グ
ル
ジ
ム
に
な
っ
た
メ
イ
ン
階
段
は
、
玄
関
か

［図8］黄土色のレンガタイルで覆われた壁を
背にしたダイニング・キッチン
（出典：雑誌『暮らしの知恵』「台所」浜口ミホ、1966年12月号、
117頁）

［図7］G邸は雑誌『近代建築』「浜口ミホの作品─浜口ハウジング設
計事務所の住宅」1967年3月号61頁に白黒写真と共に掲載された

ら
直
接
リ
ビ
ン
グ
に
通
じ
て
お
り
、
常
に
家
族

の
顔
や
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
来
客
を
主
役
と

し
た
閉
鎖
的
で
格
調
高
い
従
来
の
客
間
と
は
対

照
的
だ
。
同
時
に
来
客
時
に
は
、
祖
父
母
が
勝

手
口
や
庭
か
ら
直
接
自
分
の
個
室
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
登
山
仲
間
を
初

め
と
し
て
頻
繁
に
訪
れ
る
建
主
の
ゲ
ス
ト
が
住

人
に
与
え
る
心
理
的
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
、

住
ま
い
手
を
尊
重
し
た
住
宅
を
実
現
し
た
。

戦
後
の
日
本
の
生
活
様
式
の
変
化
に
対
応
し

た「
モ
ダ
ン
リ
ビ
ン
グ
」
は
、
G
邸
の
さ
ま
ざ

ま
な
部
分
に
見
ら
れ
る
。
家
族
団
欒
の
場
と
し

て
の
リ
ビ
ン
グ
、
椅
子
式
の
生
活
様
式
、
家
族

の
個
室
の
確
立
、
そ
し
て
、
家
事
空
間
の
格
上

げ
を
象
徴
す
る
ご
と
く
、
住
宅
の
中
央
に
配
置

さ
れ
た
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
キ
ッ
チ
ン
。
リ
ビ
ン
グ

と
空
間
的
に
は
繋
が
っ
て
い
る
も
の
の
視
覚
的

に
は
キ
ッ
チ
ン
が
直
接
見
え
な
い
工
夫
が
さ
れ

て
い
る
。
黄
土
色
の
レ
ン
ガ
タ
イ
ル
で
覆
わ
れ

た
壁
を
背
に
し
た
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
キ
ッ
チ
ン
は
、

部
屋
に
対
し
て
や
や
大
き
め
な
窓
か
ら
差
し
込

む
光
も
手
伝
っ
て
、
暖
か
く
落
ち
着
い
た
雰
囲

気
を
醸
し
出
し
て
い
る﹇
図
８
﹈。
キ
ッ
チ
ン

は
、
二
つ
の
ス
テ
ン
レ
ス
製
シ
ン
ク
と
大
き
な

調
理
台
か
ら
な
り
、
洗
い
、
調
理
し
、
食
卓
に

出
す
ま
で
の
一
連
の
作
業
が
効
率
よ
く
行
え
、

他
の
水
廻
り
空
間
や
勝
手
口
と
ス
ム
ー
ズ
に
繋

が
っ
て
い
た
。
キ
ッ
チ
ン
周
り
の
機
能
的
な
計

画
は
浜
口
が
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

G
邸
は
、
個
性
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
前
面
に
押

し
出
し
た
作
品
主
義
的
な
住
宅
で
は
な
く
、
生

活
の
実
態
に
対
す
る
細
や
か
な
視
点
を
持
っ
て

中
村
家
族
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た「
住
み
や

す
さ
」を
追
求
し
た
集
大
成
と
い
え
る
。
施
主

の
生
活
に
共
感
し
て
設
計
す
る
こ
と
は
、
当
時

の
建
築
界
で
は
斬
新
な
試
み
で
あ
り
、「
住
ま

い
は
生
活
の
器
」と
い
う
浜
口
の
生
涯
の
哲
学

が
深
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
近
代
住
宅

の
原
型
で
あ
り
、「
住
宅
」と
は
如
何
に
あ
る
べ

き
か
、
と
い
う
本
質
的
な
問
い
を
提
起
す
る
G

邸
は
、
そ
の
言
説
や
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
も

大
き
な
価
値
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

息
の
長
い
住
宅
の
原
型

コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
ら
帰
国
し

て
G
家
を
訪
ね
よ
う
と
思
っ
て

い
た
矢
先
の
2
0
2
1
年
3
月
、

中
村
さ
ん
か
ら
家
庭
の
事
情
で
G
家
を
売
却
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
連
絡
を
い
た
だ
い
た
。
日

本
で
売
却
と
言
え
ば
取
り
壊
し
を
意
味
す
る
、

と
危
機
感
を
得
た
私
は
、
当
時
、
東
京
工
業
大

学
で
日
本
建
築
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
を
さ
れ
て

い
た
ノ
エ
ミ
・
ゴ
メ
ス
・
ロ
ボ
博
士
に
連
絡
を

と
り
、
今
後
の
研
究
資
料
に
使
え
る
よ
う
な
写

真
撮
影
を
デ
ィ
エ
ゴ
・
マ
ル
チ
ン
・
サ
ン
チ
ェ

ス
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
初
め
て
G
邸
を
訪
れ

［図9］既存の特徴を最大限に活かした改修で
生まれ変わった「津田山の家」
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た
ノ
エ
ミ
さ
ん
達
は
そ
の
住
宅
の
素
晴
ら
し
さ

に
感
銘
し
、
東
京
工
業
大
学
の
塚
本
由
晴
教
授

と
同
大
学
・
山
﨑
鯛
介
教
授
に
紹
介
し
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
は
歴
史
的
な
発
見
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
山
﨑
教
授
が
翌
日
に
は
住
宅
保
存
活

動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
住
宅
遺
産
ト
ラ
ス

ト
へ
連
絡
を
す
る
計
い
と
な
っ
た
。
住
宅
遺
産

ト
ラ
ス
ト
の
幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
お
か
げ

で
建
築
・
不
動
産
業
界
の
関
係
者
で
、
築
古
建

物
や
そ
の
保
存
に
も
造
詣
の
深
い
夫
妻
が
G

邸
を
見
学
さ
れ
、
ご
自
身
の
家
族
の
住
宅
と
し

て
継
承
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
中
村
さ
ん
も

売
却
よ
り
手
間
の
か
か
る
継
承
に
ご
理
解
が

あ
り
、
契
約
が
滞
り
な
く
交
わ
さ
れ
た
。
こ
れ

も
、
関
わ
っ
た
全
て
の
人
が
こ
の
住
宅
の
価
値

を
理
解
し
、
評
価
し
た
賜
物
だ
ろ
う
。
中
村
家

の
た
め
に
カ
ス
タ
ム
設
計
さ
れ
た
と
解
釈
し
て

い
た
こ
の
住
宅
は
、
実
は
も
っ
と
普
遍
的
で
柔

上
田
佳
奈（
う
え
だ
・
か
な
）

１
９
７
４
年
、
愛
媛
生
ま
れ
。
１
９
９
７
年
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
造
形
工
学
科
卒
業
。
２
０
０
０
年
、一
級
建
築
士
の
称
号

を
取
得
後
、ス
イ
ス
に
渡
り
、２
０
１
１
年
よ
り
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
S
t
ü
c
h
e
l
i 

A
r
c
h
i
t
e
k
t
e
n
の
ア

ソ
シ
エ
イ
ト
を
務
め
る
。
２
０
２
１
年
、ス
イ
ス
連
邦
工
科
大
学
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
校
Ｇ
Ｔ
Ａ（
建
築
史
と
建
築
理
論
）の
Ｍ
Ａ
Ｓ

を
修
了
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
建
築
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
浜
口
ミ
ホ
に
焦
点
を
当
て
研
究
中
。

﹇
注
釈
﹈

＊
１
／
北
川
圭
子『
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
キ
ッ
チ
ン
は
こ
う
し
て
誕
生
し
た
』技
報
堂
出
版
、２
０
０
２
年
、２
３
６
頁

＊
２ 

／
１
９
４
１
年
１
月
に
銀
座
紀
伊
國
屋
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
。
切
迫
し
た
戦
時
下
に
お
い
て
悪
化
す
る

都
市
の
現
状
に
対
し
て
、
具
体
的
な
提
案
を
目
指
し
て
、
建
築
家
の
視
点
か
ら
東
京
都
の
都
心
住
宅
、
中

間
部
住
宅
、
郊
外
住
宅
に
お
け
る
理
想
的
住
宅
像
が
提
案
さ
れ
た
。
浜
口
は
郊
外
に
建
つ
、
平
家
、
煉
瓦

造
り
の「
菜
園
付
き
」独
立
住
宅
を
提
案
。

＊
３
／「
新
夫
婦　

浜
口
隆
一・
ミ
ホ　

台
所
は
二
人
の
合
作
」１
９
５
９
年
９
月
26
日
、大
分
合
同
新
聞

＊
４
／
浜
口
ミ
ホ
、「
日
本
住
宅
の
封
建
性
」、１
６
１
頁

＊
５ 

／
浜
口
ミ
ホ
、雑
誌『
近
代
建
築
』「
浜
口
ミ
ホ
の
作
品

―
浜
口
ハ
ウ
ジ
ン
グ
設
計
事
務
所
の
住
宅
」１
９
６
７

年
３
月
号
、46
頁

［図13］1974年に設計されたスペインの
別荘の居間で寛ぐ晩年の浜口ミホ。こ
の別荘もG邸と同様な吹抜けの居間を
持つ（写真所蔵＝個人）

［図12］建具と階段はそのままに、ポーターズペイント塗
装でモダンに仕上げられた吹き抜けのリビング
（図9～12写真提供＝NENGO、撮影日＝2022年9月8日）

［図11］既存のレンガタイルを残した1階のダイニング・
キッチンは、当時のレイアウトのまま新しい家族の暮らし
の中心地となっている

［図10］地下1階の明るい玄関からは庭が望め、右手の
階段を上がると開放的なリビングにつながる。廊下のな
い、無駄を省いた空間構成

軟
性
を
持
っ
て
い
た
。
2
0
2
2
年
10
月
に
ア

ト
リ
エ
・
ワ
ン
と
築
古
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
得

意
と
す
る
N
E
N
G
O
に
よ
り
既
存
の
特
徴

を
最
大
限
に
活
か
し
た
改
修
で
生
ま
れ
変
わ
っ

た「
津
田
山
の
家
」。
地
域
と
の
関
わ
り
は
そ

の
ま
ま
に
、
新
し
い
家
族
の
暮
ら
し
を
受
け
入

れ
、
そ
の
魅
力
に
溢
れ
て
い
る
。
浜
口
ミ
ホ
は

1
9
6
7
年
に「
誰
の
設
計
な
ど
と
い
う
こ
と

が
消
え
て
な
ほ
、
生
き
つ
づ
け
る
よ
う
な
息
の

長
い
原
型
が
作
り
出
せ
た
ら
と
い
う
こ
と
が
わ

た
し
ど
も
の
ね
ら
い
で
も
あ
る
の
で
す
」＊
５ 

と

住
宅
建
築
に
対
す
る
信
念
を
寄
せ
た
。
彼
女
の

想
い
は「
津
田
山
の
家
」と
な
っ
て
実
現
し
た
。

そ
し
て
2
0
2
3
年
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る

近
代
建
築
と
し
て
ド
コ
モ
モ
・
ジ
ャ
パ
ン
の

選
定
作
品
の
一
つ
に
選
出
さ
れ
、
世
間
に
も
証

明
さ
れ
た
。

ス
イ
ス
で
建
築
家
と
し
て
働
い
て
い
る
筆
者

に
と
っ
て
は
、
建
築
を
継
続
的
な
文
化
財
と
捉

え
、
保
存
や
改
修
を
す
る
こ
と
は
日
常
の
業
務

だ
。
近
年
の
深
刻
な
環
境
問
題
は
こ
の
方
向
へ

拍
車
を
か
け
て
い
る
。
一
方
、
災
害
や
戦
争
な

ど
で
大
き
な
断
絶
を
繰
り
返
し
て
き
た
日
本
で

は
、
建
築
に
資
産
価
値
を
認
め
る
風
習
が
未
だ

根
付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
長
期
的
に
見
れ

ば
、
急
速
な
少
子
化
や 

グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問

題
に
直
面
す
る
資
源
小
国
日
本
こ
そ
、
現
存
す

る
も
の
に
価
値
を
見
出
し
、
再
活
用
し
、
息
の

長
い
建
築
を
目
指
す
べ
き
転
換
期
を
迎
え
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
津
田
山
の
家
を
保

存
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
地
域
遺
産
と
し
て
の

付
加
価
値
と
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
新
た
な
可
能

性
は
、
間
違
い
な
く
こ
の
動
き
の
促
進
剤
と
な

る
だ
ろ
う
。
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い
き
な
り「
住
ま
い
」か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
始
め
て
し
ま
う
が
、
料

理
史
家
の
飯
野
亮
一
の『
居
酒
屋

の
誕
生

│
江
戸
の
呑
み
だ
お
れ
文
化
』は

本
当
に
面
白
い
。
江
戸
城
建
設
の
資
材
積
下

ろ
し
港
で
あ
っ
た
神
田
鎌
倉
河
岸
で
、
豊
島
屋

と
い
う
酒
屋
が
田
楽
と
酒
を
セ
ッ
ト
で
売
っ

た
と
こ
ろ
、
居
な
が
ら
飲
め
る
酒
屋
と
い
う

の
で
評
判
が
立
っ
た
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た

居
酒
屋
が
、
江
戸
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
発

展
し
て
い
っ
た
か
を
説
く
の
が
内
容
で
あ
る
。

こ
の
本
が
面
白
い
の
は
、
江
戸
は
男
女
比

が
2
：
1
の
都
市
で
、
家
に
帰
っ
て
も
女
房

が
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
火
を
守
る
人
が
い

な
い
た
め
、
男
が
一
人
で
火
を
お
こ
す
と
こ

ろ
か
ら
始
め
な
い
と
料
理
が
で
き
な
い
、
そ

れ
は
面
倒
だ
か
ら
外
食
が
必
要
だ
っ
た
と
住

宅
イ
ン
フ
ラ
の
説
明
が
加
わ

る
点
や
、
菜
種
油
の
普
及

に
よ
っ
て
夜
が
誕
生
し
、
し

た
が
っ
て
飲
酒
が
習
慣
化
し

た
な
ど
、
都
市
生
活
の
視
点
が

入
っ
て
く
る
点
で
あ
る
。
食
文

［
す
ま
い
ぼ
ん
］

れ
は
面
倒
だ
か
ら
外
食
が
必
要
だ
っ
た
と
住

宅
イ
ン
フ
ラ
の
説
明
が
加
わ

る
点
や

に
よ
っ
て
夜
が
誕
生
し

た
が
っ
て
飲
酒
が
習
慣
化
し

た
な
ど

入
っ
て
く
る
点
で
あ
る

『居酒屋の誕生』
著者：飯野亮一
発行：筑摩書房/2014 年

食
の
３
０
０
年
、
住
ま
い
の
３
０
０
年

太
田
浩
史
［
一
級
建
築
士
事
務
所
ヌ
ー
ブ
］

化
が
大
変
広
い
視
野
で
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
そ

れ
を
川
柳
、
黄
表
紙
の
挿
絵
な
ど
膨
大
な
資
料

で
い
き
い
き
と
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
、
社
会

と
食
の
発
展
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

よ
く
分
か
る
。
こ
れ
は
飯
野
氏
に
お
会
い
し

た
と
き
に
直
接
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、

「
江
戸
を
や
る
な
ら
ま
ず
は
醤
油
と
利
根
川
を

や
り
な
さ
い
」
と
の
こ
と
で
、
言
わ
れ
た
と
お

り
、
私
は
銚
子
か
ら
木
下
、
取
手
、
野
田
、
行

徳
、
小
名
木
川
の
河
岸
跡
ま
で
訪
ね
て
み
た
。

分
か
っ
た
の
は
醤
油
の
普
及
は
利
根
川
東
遷

の
河
川
付
替
え
事
業
に
大
き
く
関
連
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
目
か
ら
鱗
が
落

ち
る
思
い
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
銚
子
の
ヒ
ゲ

タ
醤
油
と
ヤ
マ
サ
醤
油
に
対
し
、
遅
れ
て
起
業

し
た
野
田
の
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
が
対
抗
で
き
た

の
は
、
野
田
が
利
根
川
舟
運
の
中
間
点
で
、
輸

送
コ
ス
ト
を
半
分
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
醤
油
の
価
格
競
争
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
江
戸
四
大
料
理
の
寿
司
・

天
ぷ
ら
・
蕎
麦
・
う
な
ぎ
に
、
醤
油
味
の
タ
レ

や
ツ
ユ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
食
と

社
会
の
発
展
は
一
体
な
の
で
あ
る
。

江
戸
の
次
に
圧
巻
な
の
は
明
治
の
西

洋
料
理
の
受
容
、
つ
ま
り
洋
食
の

誕
生
で
、
牛
鍋
（
す
き
や
き
）、
カ

レ
ー
、
コ
ロ
ッ
ケ
、
あ
ん
ぱ
ん
、
そ
し
て
と
ん

か
つ
が
誕
生
す
る
。
岡
田
哲
の『
明
治
洋
食
事

始
め

―
と
ん
か
つ
の
誕
生
』
は
、
こ
れ
ら

の
誕
生
の
背
景
に
当
時
の
料
理
人
が
い
か
に

試
行
錯
誤
し
て
い
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
本

で
あ
る
。
な
か
で
も
岡
田
は
と
ん
か
つ
を「
洋

食
の
王
者
」
と
呼
び
、
肉
食
解
禁
後
60
年
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
位
置
づ
け
る
。
天
ぷ
ら
に

ヒ
ン
ト
を
得
た
デ
ィ
ー
プ
フ
ラ
イ
、
パ
ン
粉
と

和
製
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
の
発
明
な
ど
で
、
鍋
料

理
の
延
長
と
し
て
最
初
に
定
着
し
た
牛
鍋
と

と
ん
か
つ
は
明
ら
か
に
試
行
錯
誤
の
厚
み
が

違
う
。
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
べ
る
ポ
ー

ク
カ
ツ
レ
ツ
と
は
違
い
、
最
初
に
切
れ
て
い
る

た
め
箸
で
取
る
こ
と
が
で
き
る
と

ん
か
つ
は
、
米
と
味
噌
汁
と
一
緒

に
食
べ
ら
れ
る
和
洋
折
衷
の「
洋

食
」
の
牽
引
役
と
な
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら
洋
食
は
あ
く
ま
で
も
外
食

と
し
て
食
さ
れ
て
、
家
庭
料
理
と

『明治洋食事始め―とんかつの誕生』
著者：岡田哲
発行：講談社 /2012年
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な
る
の
は
戦
後
で
あ
っ
た
。

家
庭
へ
の
洋
食
の
浸
透
に
つ
い
て

は
、
阿
古
真
理
の『
昭
和
の
洋
食 

平
成
の
カ
フ
ェ
飯

│
家
庭
料

理
の
80
年
』が
詳
し
い
。
婦
人
雑
誌
、
料
理
番

組
、
ド
ラ
マ
や
小
説
な
ど
を
引
用
し
つ
つ
、
阿

古
は
昭
和
以
降
の
家
庭
料
理
の
変
遷
を
辿
り
、

そ
の
料
理
が
登
場
し
た
背
景
に
つ
い
て
社
会

学
的
分
析
を
試
み
る
。
引
用
さ
れ
る
の
は
、

「
き
ょ
う
の
料
理
」、「
主
婦
之
友
」、「
寺
内
貫

太
郎
一
家
」、「
ク
ッ
キ
ン
グ
パ
パ
」、「
料
理
の

鉄
人
」な
ど
。
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
で
有
名
な
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ「
寺
内
貫
太
郎
一
家
」（
１
９
７
４
年

放
送
）で
は
、
米
・
魚
・
味
噌
汁
の
和
食
を
ベ
ー

ス
に
加
え
、
西
城
秀
樹
ら
が
演
じ
る
子
世
代

好
み
の「
牛
肉
の
オ
イ
ル
焼
き
」
や
エ
ビ
フ
ラ

イ
も
登
場
し
、
洋
食
が
す
で
に
十
分
に
浸
透

し
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
ド

ラ
マ
は
食
事
シ
ー
ン
に
献
立
テ
ロ
ッ
プ
を
挿

入
し
、
役
者
が
そ
の
説
明
を
延
々

と
す
る
と
い
う
試
み
で
も
知
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
テ
レ
ビ
を
通

し
た
食
の
情
報
発
信
が
一
般

化
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
分

か
る
。

戦
後
30
年
ほ
ど
の
昭
和
中
期
を
、
阿

古
は「
主
婦
た
ち
の
生
活
革
命
」の

時
代
と
位
置
づ
け
る
。
婦
人
雑
誌

の「
主
婦
之
友
」
や「
婦
人
倶
楽
部
」、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ラ
マ
は
食
事
シ
ー
ン
に
献
立
テ
ロ
ッ
プ
を
挿

入
し
、

と
す
る
と
い
う
試
み
で
も
知
ら

れ
て
い
る
か
ら

し
た
食
の
情
報
発
信
が
一
般

化
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
分

か
る

『昭和の洋食平成のカフェ飯 家庭料理の80年』
著者：阿古真理
発行：筑摩書房/2013年

の「
き
ょ
う
の
料
理
」
な
ど
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介

さ
れ
る
レ
シ
ピ
を
片
手
に
、
油
を
つ
か
っ
た

洋
食
と
中
華
料
理
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
栄

養
失
調
寸
前
の
終
戦
直
後
を
忘
れ
去
ろ
う
と

す
る
か
の
よ
う
に
、
1
9
7
1
年
に
は
１
人
当

た
り
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
2
2
8
7
キ
ロ
カ

ロ
リ
ー
と
ピ
ー
ク
（
２
０
１
９
年
は
1
９
０
３

キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
）
に
達
す
る
の
だ
が
、
そ
の
要

因
の
ひ
と
つ
に
家
庭
料
理
の
変
革
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
阿
古
に
よ
れ
ば
、
三
種
の
神
器

の
登
場
に
よ
っ
て
家
事
の
負
担
が
減
っ
た
は

ず
の
昭
和
中
期
、
平
日
の
女
性
の
家
事
時
間
は

1
9
6
5
年
の
4
時
間
14
分
か
ら
1
9
7
0

年
の
4
時
間
37
分
と
逆
に
増
え
た
と
い
う
。

超
人
的
な
主
婦
の
活
躍
は
、
モ
ー
レ
ツ
時
代
の

頑
張
り
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分

か
る
。

そ
し
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
生
活
革
命

は
世
代
的
断
絶
を
含
ん
で
い
る
、
と
す
る
阿
古

の
指
摘
で
あ
る
。
ま
ず
、
高
度
成
長
期
の
主

婦
た
ち
は
、
物
資
不
足
の
戦
中
･
戦
後
に
母

親
世
代
か
ら
料
理
を
十
分
に
教
わ
る
こ
と
が

で
き
ず
、
雑
誌
や
テ
レ
ビ
が
新
し
い
生
活
様

式
の
指
南
役
と
な
っ
た
。
戦
前
と
戦
後
で
は

何
も
か
も
違
う
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
世
代
間
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
理
解
が
で
き
る
。
し

か
し
阿
古
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
高
度
成
長
期

の
主
婦
た
ち
と
そ
の
子
ど
も
世
代
、
つ
ま
り
阿

古
自
身
や
筆
者
を
含
め
た
、
平
成
期
に
家
庭
を

築
い
た
世
代
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
で
あ

る
。
高
度
成
長
期
の
主
婦
た
ち
は
キ
ッ
チ
ン

に
子
ど
も
を
入
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
料
理
の

経
験
は
ま
た
も
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
と
彼

女
は
述
べ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
の
社
会
で
育
ち
、
グ
ル
メ
ブ
ー
ム

に
よ
っ
て
料
理
の
ハ
ー
ド
ル
は
上
が
っ
て
し

ま
っ
た
。
働
く
よ
う
に
な
っ
た
女
性
に
し
て

も
、
主
婦
を
選
ん
だ
女
性
に
し
て
も
、
母
親
世

代
の
よ
う
に
家
庭
料
理
を
つ
く
る
こ
と
は
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
だ
っ
た
と
阿
古
は
述
べ
る
。
そ

れ
ゆ
え
惣
菜
売
場
の
活
用
を
唱
え
た
小
林
カ

ツ
代
が
支
持
を
あ
つ
め
、
料
理
を
分
担
し
て
く

れ
る
ク
ッ
キ
ン
グ
パ
パ
が
注
目
さ
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

デ
パ
地
下
の
惣
菜
、
冷
凍
食
品
、
だ

し
入
り
味
噌
や
カ
ッ
ト
野
菜
が
簡

単
に
手
に
入
り
、
手
軽
に
調
理
す

る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
っ
た
現
在
、
新
世
代

の
家
庭
料
理
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
。
阿
古

は
孤
食
の
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
つ
つ
、
共
に

暮
ら
し
共
に
食
べ
る
と
い
う
原
点
に
希
望
を

見
出
す
。
何
を
ど
う
料
理
す
る
か
が
大
問
題

だ
っ
た
時
代
の
、
本
当
の
豊
か
さ
に
気
が
付
く

よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
豊

か
さ
は
高
度
成
長
期
に
も
断
絶
し
な
か
っ
た

し
、
今
後
も
確
か
に
引
き
継
が
れ
る
だ
ろ
う
と

私
は
思
う
。

太
田
浩
史（
経
歴
は
5
頁
に
記
載
）
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「
第
21
回
住
総
研 

研
究
･
実
践
選
奨
及
び

奨
励
賞
」の
受
賞
論
文
は
、
以
下
の
７
編

に
決
定
し
た
。
２
０
２
３
年
６
月
30
日
に

表
彰
式
・
記
念
講
演
会
が
一
般
公
開（
オ

ン
ラ
イ
ン
）で
開
催
さ
れ
、「
選
奨
」に
は
賞

状
、
副
賞
10
万
円
、「
奨
励
賞
」に
は
、
賞

状
、
副
賞
５
万
円
が
贈
ら
れ
た［
写
真
１
］。

＊
所
属
は
論
文
集
掲
載
に
同
じ
・
敬
称
略

［
研
究
･
実
践
選
奨
］

◉「
タ
ク
テ
ィ
カ
ル
・
ハ
ビ
テ
ー
シ
ョ
ン

が
切
り
拓
く
遊
牧
的
住
ま
い
方
」（
研
究
）

▽
主
査
：
近
藤
民
代（
神
戸
大
学
教
授
）▽
委

員
：
室
﨑
千
重（
奈
良
女
子
大
学
准
教
授
）･

前
田
充
紀（
神
戸
大
学
修
士
）

◉「
日
本
に
お
け
る
工
業
化
住
宅
の『
商

品
化
』に
関
す
る
構
法
・
生
産
史
研
究
」

（
研
究
）▽
主
査
：
権
藤
智
之（
東
京
大
学
准

教
授
）▽
委
員
：
竹
内
孝
治（
愛
知
産
業
大
学

准
教
授
）･
谷
繁
玲
央（
東
京
大
学
博
士
後

期
課
程
）

◉「
子
ど
も
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
と
安

全
を
学
ぶ
教
材
開
発
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
実

践
」（
実
践
）▽
主
査
：
辻
井
左
恵（
特
定
非

営
利
活
動
法
人
集
合
住
宅
維
持
管
理
機
構
）

▽
委
員
：
宮
﨑
雅
司（
特
定
非
営
利
活
動
法

人
集
合
住
宅
維
持
管
理
機
構
）･
碓
田
智
子

（
大
阪
教
育
大
学
教
授
）･
平
田
陽
子（
大
阪

公
立
大
学
客
員
教
授
）

◉「
タ
イ
・
ユ
ー
ス
ッ
ク
村
を
事
例
と
し

た
社
会

│
空
間
系
の
変
容
過
程
の
研

究
」（
研
究
）▽
主
査
：
北
雄
介（
長
岡
造
形

大
学
助
教
）▽
委
員
：
伊
藤
洋
志（
ナ
リ
ワ
イ

代
表
）･
早
川
貴
光（
㈱
タ
テ
イ
シ
広
美
社
）

･
福
田
真
澄（
㈱
土
井
工
務
店
）

［
研
究
･
実
践
選
奨 

奨
励
賞
］

◉「
住
宅
情
報
サ
イ
ト
上
の
環
境
性
能
に

関
す
る
情
報
提
供
方
法
に
関
す
る
研
究
」

（
研
究
）▽
主
査
：
関
根
海
央（
早
稲
田
大
学

大
学
院
修
士
課
程
）▽
委
員
：
高
口
洋
人（
早

稲
田
大
学
教
授
）･
古
田
祥
一
朗（
早
稲
田

大
学
大
学
院
修
士
課
程
）

◉「
住
宅
復
興
後
の
地
域
に
お
け
る
仮
設

期
の
社
会
活
動
の
影
響
に
関
す
る
研
究
」

（
研
究
）▽
主
査
：
似
内
遼
一（
東
京
大
学
先

端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー 

助
教
）▽
委
員
：

新
雅
史（
流
通
科
学
大
学
専
任
講
師
）･
後

藤
純（
東
海
大
学
特
任
准
教
授
）

◉「
公
団
住
宅
居
住
者
を
対
象
と
し
た
出

張
D
I
Y
作
業
ス
ペ
ー
ス
の
実
験
」▽
主

査
：
鄭
弼
溶（
神
戸
大
学
大
学
院
研
究
員
）▽

委
員
：
外
間
守
咲（
合
同
会
社
雫
羽
織
代
表

社
員
）･
石
田
卓
朗（
合
同
会
社
雫
羽
織
代

表
社
員
）

住
総
研
だ
よ
り

第
８
回
住
総
研 

博
士
論
文
賞

第
８
回
住
総
研 

博
士
論
文
賞
と
し
て
、
次

の
３
編
の
論
文
が
受
賞
し
た
。

＊
五
十
音
順
・
敬
称
略

２
０
２
３
年
７
月
７
日
に「
第
８
回
住
総

研 

博
士
論
文
賞
」の
表
彰
式
・
記
念
講
演

会
が
一
般
公
開（
オ
ン
ラ
イ
ン
）で
開
催
さ

れ
、
賞
状
お
よ
び
賞
金
10
万
円
が
贈
ら
れ

た［
写
真
２
］。

◉
小
松
萌「
農
的
空
間
の
計
画
指
標
の
構

築
と
都
市
住
民
に
よ
る
農
地
の
多
面
的
利

用
を
創
出
す
る
市
街
地
像
」（
２
０
２
２
年

２
月
、
早
稲
田
大
学  

有
賀
隆
教
授
指
導
）

◉
須
沢
栞「
複
線
型
復
興
プ
ロ
セ
ス
に
向

け
た
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
遠
隔
地

避
難
者
へ
の
居
住
支
援
に
関
す
る
研
究
」

（
２
０
２
１
年
３
月
、
東
京
大
学  

大
月
敏
雄

教
授
指
導
）

◉
坪
内
健「
東
日
本
大
震
災
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
移
転
に
お
け
る
環
境
移
行
の
臨

床
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
研
究
」

（
２
０
２
２
年
３
月
、
北
海
道
大
学  

森
傑
教

授
指
導
）

２
０
２
３
年
度
研
究
・
実
践
助
成
採
択

応
募
総
数
60
件
の
う
ち
、
４
月
の
研
究
運

営
委
員
会
で
26
件
を
選
考
、
理
事
会
・
評

議
員
会
で
決
定
さ
れ
た
。
採
択
者
は
以
下

の
と
お
り
。

＊
助
成
番
号
順
・
所
属〈
申
請
時
〉・
敬
称
略

　

な
お
、
研
究
活
動
開
始
に
あ
た
っ
て
、

２
０
２
３
年
６
月
30
日
に
キ
ッ
ク
オ
フ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
た
。

［
研
究
］◉
伊
丹
絵
美
子（
大
阪
大
学
）◉
長

岡
篤（
千
葉
商
科
大
学
）
◉
松
林
優
奈（
横
浜

市
立
大
学
）
◉
宮
原
真
美
子（
佐
賀
大
学
）
◉

糸
長
浩
司（
N
P
O
法
人
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
ア
ー

キ
ス
ケ
ー
プ
）◉
稲
田
浩
也（
京
都
大
学
）◉
金

谷
匡
高（
法
政
大
学
）◉
葛
西
リ
サ（
追
手
門

学
院
大
学
）◉
嶋
崎
尚
子（
早
稲
田
大
学
）◉
瀬

川
朗（
鹿
児
島
大
学
）◉
高
橋
栄
人（
国
立
研
究

開
発
法
人
建
築
研
究
所
）◉
佃
悠（
東
北
大
学
）

◉
内
藤
啓
太（
法
政
大
学
）◉
中
島
直
人（
東

京
大
学
）◉
中
西
正
彦（
横
浜
市
立
大
学
）◉
西

村
顕（
横
浜
市
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
）◉
萩
原
拓
也（
東
京
大
学
）◉
原
田
陽

子（
福
井
大
学
）◉
安
武
敦
子（
長
崎
大
学
）◉

山
本
直
彦（
奈
良
女
子
大
学
）◉
依
田
徹（
公

益
財
団
法
人
遠
山
記
念
館
）◉
脇
坂
圭
一（
静
岡

理
工
科
大
学
）

［
実
践
］◉
石
川
良
文（
南
山
大
学
）◉
落
合

正
行（
日
本
大
学
）◉
加
藤
潤（
㈱
ま
る
の
こ
ラ

ボ
）◉
柳
田
良
造（
岐
阜
市
立
女
子
短
期
大
学
）

２
０
２
３
年
度
出
版
助
成
採
択

応
募
総
数
18
件
の
う
ち
、
４
月
の
研
究
運

営
委
員
会
で
６
件
を
選
考
、
理
事
会
・
評

議
員
会
で
決
定
さ
れ
た
。
採
択
者（
代
表

著
作
者
）は
以
下
の
と
お
り
。

＊
助
成
番
号
順
・
所
属（
申
請
時
）・
敬
称
略

　

な
お
、
助
成
開
始
の
１
９
８
６
年
か
ら

の
助
成
件
数
累
計
は
１
２
８
件
、
助
成
総

額
は
約
１
億
５
６
９
万
円
。

第
21
回
住
総
研 
研
究
・
実
践
選
奨 

 

及
び
奨
励
賞
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059　住総研だより

◉
広
原
盛
明（
京
都
府
立
大
学
名
誉
教
授
・

元
学
長
）◉
川
﨑
興
太（
福
島
大
学
教
授
）◉

河
野
直（
合
同
会
社
つ
み
き
設
計
施
工
社
代

表
）◉
中
島
直
人（
東
京
大
学
准
教
授
）◉
水

沼
淑
子（
関
東
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

＊
一
名
辞
退
者
あ
り

「
住
ま
い
・
ま
ち
学
習
」を
教
え
る
先
生
や

関
心
の
あ
る
方
々
を
対
象
と
し
た
実
践
研

修
会
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
開
催
と
な
り
今
年
で
３
年
目
で
あ

る
。
今
年
は
S
D
G 

S

に
貢
献
で
き
る

学
び
を
テ
ー
マ
に
講
演
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ（
３
グ
ル
ー
プ
）を
行
っ
た
。
２
０
２
３

年
３
月
25
日
に
開
催
し
、
29
名
が
参
加
し

た
。

２
０
２
２
年
10
月
末
提
出
の
研
究
論
文
・

実
践
研
究
報
告
書
29
編
は
、
１
月
の
研
究

運
営
委
員
会
で
査
読
を
完
了
。
査
読
の

内
容
修
正
を
反
映
し
、「
住
総
研 

研
究
論

文
集
･
実
践
研
究
報
告
集
」№
49
と
し
て

２
０
２
３
年
３
月
末
に
出
版
し
た
。

研
究
・
実
践
助
成  

募
集

▽
募
集
期
間
：
２
０
２
３
年
10
月
１
日
〜

２
０
２
４
年
１
月
31
日
必
着（
電
子
申
請

の
み
）

▽
助
成
金
額
･
件
数
：
1
件
あ
た
り

１
３
０
万
円
を
上
限
と
し
、
研
究
、
実
践

合
わ
せ
て
25
件
程
度
。

＊
詳
細
は
住
総
研
H
P
を
ご
覧
下
さ
い

出
版
助
成  

募
集

▽
募
集
期
間
：
２
０
２
３
年
８
月
１
日
〜

２
０
２
４
年
１
月
31
日
必
着
。

▽
助
成
金
額
･
件
数
：
１
件
あ
た
り
60
万

円
を
上
限
と
し
、
５
件
程
度
を
予
定
。

＊
詳
細
は
住
総
研
H
P
を
ご
覧
下
さ
い

住
総
研 

博
士
論
文
賞  

募
集

住
関
連
分
野
に
お
け
る
研
究
発
展
の
た

め
、
若
手
研
究
者
・
実
務
家
の
育
成
及
び

支
援
を
目
的
に
、
将
来
の「
住
生
活
向
上
」

に
役
立
つ
優
れ
た
博
士
論
文
を
表
彰
。

▽
表
彰
数
：
１
〜
５
編
程
度

▽
賞
金
：
10
万
円

▽
募
集
期
間
：
２
０
２
３
年
５
月
１
日
〜

２
０
２
３
年
９
月
30
日（
必
着
）

＊
詳
細
は
住
総
研
H
P
を
ご
覧
下
さ
い

住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム  

報
告
・
予
告

◎
第
60
回
住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

２
０
２
３
年
７
月
13
日（
木
）に
開
催
し
た
。

テ
ー
マ【
住
ま
い
の
未
来
を
つ
く
る

「
○
○
大
工
」】

▽
主
題
解
説
：
蟹
澤
宏
剛
▽
講
演
：
船
井

啓
太
+
大
工
の
正
や
ん
、
仲
子
竣
祐
、
植

原
健
司
、
前
中
由
希
恵
、
加
藤
潤［
写
真
３
］

第
10
回「
住
ま
い
・
ま
ち
学
習
」

教
育
実
践
研
修
会

住
総
研 

研
究
論
文
集･

実
践
研
究 

 

報
告
集
№
49  

発
刊

◎
第
61
回
住
総
研
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

２
０
２
３
年
11
月
30
日（
木
） 

13
：
10
〜

於
：
建
築
会
館
ホ
ー
ル
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン

に
て
開
催
予
定
。

テ
ー
マ【
現
代
の
旦
那
と
お
出
入
り
職
人

―
新
し
い
関
係
が
生
み
だ
す
住
ま
い

と
ま
ち
】

▽
主
題
解
説
：
蟹
澤
宏
剛

▽
講
演
：
河
野
直
＋
河
野
桃
子
、
殿
塚
建

吾
、大
島
奈
緒
子
、更
科
安
春
、吉
原
勝
己

▽
P
D
モ
デ
レ
ー
タ
ー
：
松
村
秀
一

「
す
ま
い
ろ
ん
」購
読
の
ご
案
内

●「
す
ま
い
ろ
ん
」は
年
２
回
刊（
２
月
と

８
月
）で
す
。

●
定
期
購
読
料（
税
・
送
料
含
む
）

１
年
購
読（
２
冊
）１
５
０
０
円

３
年
購
読（
６
冊
）４
５
０
０
円

●
購
読
料
の
お
支
払
い

郵
便
局
備
付
の
青
色
の
振
込
用
紙
を
ご
利

用
下
さ
い
。

▽
口
座
番
号
：
０
０
１
１
０
‐
３
‐
６
６
３
９

▽
加
入
者
名
：
一
般
財
団
法
人 

住
総
研

＊
払
込
人
欄
に
購
読
期
間（
１
年
ま
た
は
３

年
）を
お
書
き
下
さ
い
。
＊
ご
希
望
の
送
付

先
を
払
込
人
欄
に
ご
記
入
下
さ
い
。
＊
途

中
解
約
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ

い
。
＊
振
込
手
数
料
は
ご
負
担
下
さ
い
。

●
単
品
で
の
ご
購
入

最
新
号
な
ら
び
に
在
庫
の
あ
る
号
に
つ
い

て
は
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
ご
購
入
い
た
だ

け
ま
す
。
ご
希
望
の
号
に
よ
り
価
格
が
異

な
り
ま
す
。
詳
細
は
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

http://w
w

w
.jusoken.or.jp/publish/

sum
airon_old.htm
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編
集
委
員

委
員
長

大
月
敏
雄

﹇
東
京
大
学 

教
授
﹈

委
員（
五
十
音
順
）

太
田
浩
史

﹇
一
級
建
築
士
事
務
所
ヌ
ー
ブ
﹈

権
藤
智
之

﹇
東
京
大
学 

准
教
授
﹈ 

柴
田
建

﹇
大
分
大
学 

准
教
授
﹈

中
嶋
節
子

﹇
京
都
大
学 

教
授
﹈

前
田
昌
弘

﹇
京
都
大
学 

准
教
授
﹈

編
集
・
制
作

帳
章
子
・
宮
岡
睦
子

﹇Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｔ

﹈

印
刷
・
製
本

新
藤
慶
昌
堂

表
紙
デ
ザ
イ
ン

佐
藤
ち
ひ
ろ

﹇
編
集
後
記
﹈

●
立
地
適
正
化
計
画
と
高
層
住
宅
地
に
つ
い
て
の
堅
め

の
特
集
を
担
当
し
て
き
た
の
で
、
今
回
は「
食
」と
い
う

身
近
な
話
題
を
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
た
。
食
の
歴
史

を
調
べ
て
い
く
と
、
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
毎
日
の
食

卓
が
先
人
の
創
意
の
積
み
重
ね
と
し
て
現
わ
れ
て
、
美

味
し
さ
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
も
味
わ
え
る
よ

う
に
な
る
。
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
や
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
を
テ
ー

ブ
ル
に
載
せ
て
、
す
き
焼
き
を
家
族
で
つ
つ
く
。
そ
ん

な
あ
り
ふ
れ
た
食
の
風
景
に
、
醤
油
、
肉
食
、
団
ら
ん
、

コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー
ン
、
住
宅
設
備
と
家
電
の
歴
史
が
詰

ま
っ
て
い
る
。「
ご
馳
走
様
」で
は
言
い
つ
く
せ
な
い
ほ
ど

の
豊
か
な
分
野
だ
と
私
は
思
う
。

●
食
文
化
の
本
は
いっ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
、住
宅
や
都
市

か
ら
見
た
論
考
は
少
な
い
。
今
回
の
特
集
で
感
じ
た
の

は
、
食
事
の
形
式
、つ
ま
り
個
食
・
団
ら
ん
・
人
を
招
い

て
の
会
食
な
ど
、
人
が
食
べ
る
形
式
は
多
様
で
あ
り
、
住

宅
の
空
間
は
そ
の
形
式
を
強
く
規
定
す
る
、
ま
た
は
強

く
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
皆
が

大
皿
を
持
ち
寄
る
高
知
の
皿
鉢
料
理
な
ど
、
大
勢
の
祭

食
に
ど
の
よ
う
に
住
宅
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み

た
い
と
思
っ
た
。

●
あ
と
も
う一つ
感
じ
た
の
は
、
食
は
住
宅
を
は
み
出
す

か
ら
面
白
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
の
な
か
で
食
事

を
す
る
に
は
家
の
そ
と
で
食
材
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
食
材
が
ど
れ
だ
け
調
理
済
み
か
で
台
所
作
業

量
が
変
わ
っ
て
く
る
。
自
分
の
畑
で
野
菜
を
育
て
て
も

良
い
し
、
反
対
に
コ
ン
ビ
ニ
の
冷
凍
野
菜
で
済
ま
し
て
も

良
い
の
だ
が
、
食
が
家
の
そ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
考

え
る
と
、か
つ
て
の
土
間
の
よ
う
に
食
に
よ
る
外
と
の
つ

な
が
り
を
も
っ
と
可
視
化
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
た
。

設
計
者
と
し
て
い
ず
れ
試
し
て
み
た
い
。
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