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国

都
市
化
と
食
景
観

の
創
造
-
広
州
の
広
東
料
理

河
合

洋
尚

1

中
華
料
理
の
な
か
の
広
東
料
理

(
1
)
「
四
大
料
理
」
と

「八
大
料
理
」

中
国
は
日
本

の
約
二
五
倍

の
面
積
を
も

つ
大
国
で
あ
る
た
め
、
気
候
も
生
業
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

一
口
に
中
華
料

理
と
い
っ
て
も

一
様
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
に
は
、
中
国
の
北
方

で
は
麺
が
主
食
で
あ

っ
た
の
に
対

し
、
南
方
で
は
米
が

　
　

　

主
食

で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
北
京
、
上
海
、
広
州
と
い
っ
た
沿
海
部
の
食
は
そ
れ
ほ
ど
辛
く
は
な
い
が
、
四
川
、
湖
南
、

貴
州
、
雲
南
な
ど
の
西
南
地
方

の
料
理
は
、
日
本
人
に
と

っ
て
は
驚
く
ほ
ど
辛
い
。

中
華
料
理
は
そ
の
よ
う
に
多
様

で
豊
か
な
食
の
総
称
で
あ
る
の
で
、
地
方
ご
と
の
特
色

に
応
じ
て
、
「
四
大
料
理
」
や

「
八
大
料

さ
ん
と
ん

え

よ

う

し

せ
ん

か
ん
と
ん

べ

理
」

に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
四
大
料
理
」
と
は
山
東
料
理
、
准
揚
料
理
、
四
川
料
理
、
広
東
料
理
を
指
す
が
、
そ
れ
に
北

き
ん

あ
ん

き

こ

な
ん

ふ
っ
け
ん

京
料
理
、
安
徽
料
理
、
湖
南
料
理
、
福
建
料
理
を
加
え
た
も

の
が
通
常
は

「
八
大
料
理
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
ら
の
料
理
は
、
調
味

料
や
調
理
法
が
異
な
る
た
め
味
も
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
四
川
料
理
と
湖
南
料
理
は
と
も
に
辛

い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
が
、
前
者
が

山
椒

の
し
び
れ
る
辛
さ
を
特
徴
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
唐
辛
子
の
辛
さ
を
特
徴
と
す
る
。
他
方
で
、
山
東
料
理
は
葱
と

ニ
ン
ニ

ク
を
大
量
に
使
う
の
に
対
し
、
広
東
料
理
は

一
般
的

に
甘
味
を
特
徴
と
す
る
。
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図1広 東省略図

ま
た
、
中
華
料
理
に
は
食
を
め
ぐ
る
観
念
や
習
慣
の
地
方
的
な
差
異
も
大
き
い
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
北
方
で
は
年
越
し
の
際

に
鮫
子
を
食

べ
る
習
慣
が
あ
る
が
、
同

様

の
習
慣
は
南
方

に
は
少
な
い
。
ま
た
、
「中
国
で
は
出
さ
れ
た
食
事
を
残
す
の
が

礼
儀
」
と
記
し
て
い
る
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
も
あ
る
が
、
南
方

の
家
庭

で
は
出
さ
れ

た
料
理
を
す

べ
て
食
す
よ
う
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
華
料
理
に
言

及
す
る
際
に
は
、

い
つ
、
ど
こ
の
、
ど
の
料
理
に
言
及
す
る
か
を
明
確

に
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
二

一
世
紀
初
頭
の
広
州
に
お
け
る
広
東

料
理
を
中
心

に
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

(2
)
三
種
類
の
広
東
料
理

広
東
料
理
は
、
日
本
の
街
角
や
レ
ス
ト
ラ
ン
街

で
も
よ
く
見

か
け
る
名
前
で
あ
る
。

広
東
料
理
は
、
四
川
料
理
や
北
京
料
理
と
並
び
、
お
そ
ら
く
日
本
で
最
も
名
の
知
れ

た
中
華
料
理
の

一
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
場
の
広
東

で
は

「広
東
料
理
」
と

一
言

で
は
表
さ
ず
三
種
類
あ
る
こ
と
を
、
ど
れ
だ
け
の
人
が
知

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
広

コ

え

つ

ち

ょ

う

し

の

う

ね

ボ

カ

　

ユ

ノ
チ

ョ
イ

ゑ

テ

ニ
オ

ヌ

ワ

ノ

ラ
ィ

　

ノ

リ
カ

　

テ

イ

東

で
は
、
輿
料
理
、

潮

州

料
理
、
客
家
料
理
の
三
種

(地
元
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を

「署

菜
」
、
「
潮

汕

菜

」、
「客
家

菜

」
と
呼
ぶ
)
に

区
別
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
種

の
広
東
料
理
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る

(図
1
)。

え
つ

①
鯉
料
理
-
広
東
中
部
の
広
州
か
ら
香
港
あ
た
り
に
か
け
て
分
布
す
る
料
理
。
図
1
で
見
る
と
、
珠
江
の
下
流
に
位
置
す
る
。
こ

え

つ

こ

こ
う

ふ

え

つ

こ
の
住
民
は
興
語

(日
本
で
い
う
広
東
語
)
を
主
に
話
す
広
府
人
で
あ
る
。
鯉
と
は
広
義
に
は
広
東
を
意

味
す
る
が
、
歴
史
的

こ
う

ふ

え

つ

こ
う

ふ

え
つ

に
は
広
府
人
を
指
す
言
葉

で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
辱
料
理
は
、
広
府
人

の
料
理
を
指
し
て
い
る
。
鯉
料
理

は
比
較
的
甘
く
、
ヤ
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ム

チ

ャ

(
飲
茶

)

な

ど

で
知

ら

れ

る
。

ち
ょ
う
し
ゅ
う

ス
ワ
ト
ウ

ち
ょ
う
し
ゅ
う

②

潮

州

料
理
-
潮
州
、
汕
頭

の
周
辺
に
住
む

潮

州

人

の
料
理
。
図
1
で
見
る
と
、
広
東
東
部
を
流
れ
る
韓
江
流
域
に
位
置
す

る
。
海
鮮
料
理
が
有
名

で
、
比
較
的
あ

っ
さ
り
し
て
い
る
た
め
、
日
本
人
の
口
に
も
合
う
。
広
州
や
香
港

で
は
高
級

レ
ス
ト
ラ

ち
ょ
う
し

ゅ
う

ン
で
出
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
庶
民
的
な
店

で
も

「潮
」

の
文
字
が
入

っ
た
飲
食
店
は
、
た
い
て
い
が

潮

州

料
理
の

系
統
に
属
す
る
。

は
っ

か

は
っ

か

③
客
家
料
理
-
広
東
の
東
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
位
置
す
る
、
客
家
人
の
料
理
。
図
1
で
見
る
と
、
梅
江

お
よ
び
東
江
流
域

に

位
置
す
る
梅
州
、
河
源
、
恵
州
な
ど
の
地
域
で
分
布
し
て
い
る
。
民
間
伝
承
に
よ
る
と
、
客
家
人
は
も
と
も
と
北
方
の
漢
族

で

あ
り
、
遅
れ
て
広
東
に
移
入
し
た
。
だ
か
ら
、
客
家
料
理
に
は
北
方
の
要
素
が
含
ま
れ
る
と
現
地
で
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

一
般
的
に
や
や
塩
辛
く
脂

っ
こ
い
。

え

つ

以
上
の
三

つ
の
広
東
料
理
の
う
ち
、
日
本
人
が
想
像
す
る
広
東
料
理
は

一
般
的
に
鯉
料
理
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
日
本
の
広
東

え

つ

料
理
は
、
鯉
料
理
を
ベ
ー
ス
し
た
料
理
に
画

一
化
さ
れ
る
傾
向
が
強

い

(た
だ
し
多
く
は
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
)。
し
た
が

ち
ょ
う
し
ゅ
う

は

っ

か

っ
て
、
日
本

で
本
場
の
潮

州

料
理
や
客
家
料
理
を
味
わ
え
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
る
。

2

広
東
料
理
、
そ

の
食

の
世
界

(
1
)
代
表
的
な
広
東
料
理

「食
は
広
州
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
広
州
は
、
紀
元
前
に
は
城
が
築
か
れ

て
い

た
歴
史
都
市
で
あ
る
が
、
そ
の
広
州
が
経
済
的
に
飛
躍
し
た
の
が
清
代
中
期

(
一
八
世
紀
)
で
あ

っ
た
。
当
時

の
皇
帝

で
あ

っ
た
乾

隆
帝
が

一
七
五
九
年
に
鎖
国
令
を
発
布
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後

一
〇
〇
年
近
く
の
間
、
広
州
は
中
国
の
対
外
貿
易
を
独
占
す
る

125第2章 世界の食 を学ぶ4っ の視点



写真1再 料理[左]焼 驚(左 端 に掲げて あるガチ ョウの丸焼 き)、[右]腸 粉

こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
関
係
で
、
広
州
に
は
世
界
中
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
が
輸
入
さ
れ
る

と
と
も
に
、
い
く

つ
も
の
飲
食
店
が
建
設
さ
れ
た
。

上
記

の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
広
東

の
中
部
に
位
置
す
る
広
州
の
料
理
は
、
伝
統
的
に
は

え
つ尋

料
理

に
属
す
る
。
し
か
し
、
都
市
化
と
外
食
産
業

の
発
達
、
観
光
化
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
な

ど
の
影
響

で
、
広
州
に
は
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

の
料
理
を
看
板
に
掲
げ
た
レ
ス
ト
ラ
ン

え

つ

ち
ょ
う
し
ゅ
う

は
っ

か

が
乱
立
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
鯉
料
理
、

潮

州

料

理
、
客
家
料
理

の
店

も
広
州

で
多
く
営
業
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
料
理
は
ま

っ
た
く

異
な

っ
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
店
頭
や
書
籍
な
ど
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
中

国
の
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
や
広
東
文
化
の
概
説
書

に
し
ば
し
ば
出
て
く

る
、
代
表
的
な
広
東

料
理
を
紹
介
す
る
。

え
つ

①
代
表
的
な
専
料
理

(写
真
1
)

え

つ
容
料
理
は
広
州
や
香
港

に
お
け
る
地
元
の
料
理
で
あ
り
、
「叉
焼
」
「
焼
売
」
「
雲
呑
」
な

え
つ

ど

、

日
本

で

も

知

ら

れ

る

料

理

が

比

較

的

多

い
。

こ
れ

ら

は

辱

語

(広

東
語

)

で
そ

れ

ぞ

れ

チ

ャ
ー

シ

ウ

(
非
チ

ャ
ー

シ

ュ
ー
)
、

シ
ウ

マ
イ

(
非

シ

ュ
ー

マ
イ
)
、

ワ

ン
タ

ン
と

読

む

か

ら

、

広

東

語

に
由

来

す

る

言

葉

で
あ

る

と

考

え

ら

れ

る
。

　
チ
ャ
　
ソ
ウ

　
チ
ャ
　
シ
ウ

広
州
や
香
港

で
は
、
「
叉

焼
」
を
典
型
と
す
る
焼
き
料
理
が
有
名
で
あ

る
。
「
叉

焼
」
は
、

　
チ
ャ
　
ジ
　

豚
肉
を
特
製

の
タ
レ
と
紹
興
酒
を

つ
け
、
「
叉

子
」
(先
が
フ
ォ
ー
ク
状
に
な

っ
た
棒
)

で
焼

　
チ

ャ
　
ノ
ウ

く

か

ら
、

「
叉

焼

」

と

い
う

。

焼

き

終

わ

っ
た
後

は

豚

肉

の

表

面

が

褐

色

に
な

る
。

そ

の
ま

ま

ご

飯

と

食

べ
る

こ
と

も

あ

る

し

、

チ

ャ

ー

シ

ュ
ー

マ

ン

(叉

焼
饅

)

と

し

て
食

べ

る

こ

と
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ソ
ウ
ン
ゴ

　　
　

も

あ

る
。

ほ

か

に

は
、

ガ

チ

ョ
ウ

を

特

製

の

タ

レ

で
焼

い

た

「
焼

鷲

」

も

ま

た

、

代

表

的

な
広

東

料

理

と

し

て
知

ら

れ

る

。

え
つ

　
ジ

ョ
ソ

　
チ

ョ
ン
フ
ァ
ン

ち
ょ
う
し
ゅ
う

そ
の
他
、
代
表
的
な
興
料
理
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
粥

」
と

「
腸

粉

」
で
あ
る
。
「粥
」
は

潮

州

料
理
で

え

つ

ち
ょ
う
し
ゅ
う

も
代
表
的
な
料
理
と
さ
れ
る
が
、
尋
料
理
と

潮

州

料
理
と

で
は

「粥
」
の
作
り
方
が
異
な
る
。
そ
の
区
別
を
説
明
す
る
前
に
、
中

華
料
理
の

「
粥
」
が
日
本

の
粥
と
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
粥
は
、
水
分
を
多
く
し
て
米
を
や
わ
ら
か

え
つ

く
煮
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
の

「粥
」

は
さ
ら
に
肉

や
野
菜
な
ど
を
加
え
る
の
で
、
む
し
ろ
日
本
の
雑
炊

に
近
い
。
署
料
理
と

ち
ょ
う
し
ゅ
う

潮

州

料
理
は
こ
の
点

で
共
通
し

て
い
る
の
だ
が
、
前
者

の

「
粥
」
は
米
粒
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
煮
込
む

の
に
対
し
、
後
者
の

え
つ

　
サ
ン
グ

ン
ジ

ョ
ノ

　
カ
ソ
ダ
イ

「粥
」
は
米
粒
の
形
を
残
す
と
い
う
違

い
が
あ
る
。
辱
料
理

の

「
粥
」
は
総
称
し
て

「生
渡

粥

」
と
呼
ば
れ
、

そ
の

一
種

の

「
及
第

ジ

ョ

ソ

　

チ

ョ

ン

フ

ァ

ン

粥

」
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の

「
腸

粉

」
は
、
中
国
の
南
方
で
好
ん
で
食
さ
れ
る

「
粉
」
の

一
種

で
あ
る
。
中
華
料
理

で
い
う

「粉
」
と
は
、
米
や
芋
な
ど
の
澱
粉
を
固
め
て

つ
く

っ
た
も
の
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
「米
粉
」
(
ビ
ー

フ
ン
)
の

「粉
」
も
こ
の
意
味
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
「米
粉
」
は
米

の
澱
粉
で
つ
く

っ
た

「粉
」
を
麺
に
し

て
食
す
が
、
「腸
粉
」

は
腸
の
よ
う
に
太
め
に
丸
あ
、
そ
の
中
に
肉
や
卵
や
野
菜
な
ど
の
具
を
入
れ
て
食
べ
る
。

え

っ

　
ホ
　
フ
ァ
ン

こ
の
よ
う
に
尋
料
理
で
は

「粉
」
を
愛
用
す
る
の
で
、
た
と
え
ば
広
州

で
は
麺

の
代
わ
り
に

「
河

粉

」
(広
州
の
沙
河
村
で
つ
く

　

サ

ニ

ホ

ぱ

フ

ァ

ン

　

ツ

ァ

ン

チ

ュ

ン

フ

ァ

ン

ら
れ
た

「沙
河
粉

」
を
指
す
)
や

「
陳

村

粉

」
(陳
村
は
広
州
の

一
地
名
)
を
ヌ
ー
ド
ル
と
し
て
食
し
て
き
た
。
し
か
し
、
麺
や
鮫

子

の
よ
う
な
北
方

の
食
も
今

で
は
南
方
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
広
州

で
も
し
ば
し
ば
北
方
と
は
異
な
る
形
で
麺
や
鮫
子
を
食

え

っ

　
ワ
ン
タ
ン
ミ
ン

え
つ

べ
る
。
た
と
え
ば
、
麺
を
使

っ
た
代
表
的
な
尋
料
理
と
し
て

「
雲
呑
麺
」
が
、
鮫
子
を
使

っ
た
代
表
的
な
辱
料
理
と
し
て
エ
ビ
鮫
子

が
あ
る
。

え

つ

た
だ
し
、
以
上
は
あ
く
ま
で
広
州

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
よ
く
出
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
も
の
で
、
実
際
に
は

一
言
で
尋
料
理
と
い

っ

え

つ

　ヨ
　

て
も
多
様
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
世
界
に
進
出
し
て
い
る
辱
料
理
の
な
か
に
は
、
現
地
化
し
た
独
特

の
そ
れ
も
あ
る
。
日
本
の
広

え
づ

　

ヤ

ン

東
麺
な
ど
は
そ
の
代
表
格

で
、
こ
れ
と
同
じ
料
理
を
広
州
で
見
か
け
る
こ
と
は
滅
多

に
な
い
。
逆
に
、
広
州

の
再
料
理
店

で
は

「
日

【27第2章 世界の食 を学ぶ4っ の視点



写真2潮 州料理[左]砂 鍋、

[右]功 夫茶(茶 道)の 様子

ブ

ン
ダ
ウ

フ

本
豆
腐
」
と
呼
ば
れ
る
料
理
が
よ
く
提
供
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
卵
豆

腐
を
揚
げ
た
料
理
で

え
つ

あ
る
が
、
日
本

の
名
を
使

っ
て
創
作
さ
れ
た
辱
料
理
の
典
型
例
で
あ
る
。
ま
た
、
広
州
の
家

え
つ

庭

で
よ
く
食
さ
れ
て
い
る
貝
柱
は
、
日
本

の
北
海
道
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
留
料

　
る
　

理
は
、
実
際

に
は
多
様
化
や
混
合
化
が
進
ん
で
い
る
。

ち
ょ
う
し
ゅ
う

②
代
表
的
な
潮

州
料
理

(写
真
2
)

ち
ょ
う
し
ゅ
う

広
州
に
は
高
級

レ
ス
ト
ラ
ン
か
ら
庶
民
の
店
に
至
る
ま
で
潮

州

料

理
が
実
に
多
い
。
そ

の
代
表
格
と
し
て
広
州

で

一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
飲
食
物
は
、
「粥
」
、
牛
肉
料
理
、
海

　
ガ
ン
フ
　
デ
　

鮮
料
理
、
「
功
夫
茶
」
の
四
つ
で
あ
る
と
い

っ
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま

い
。

ち
ょ
う
し

ゅ
う

え
つ

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、

潮

州

料
理
の

「粥
」
は
、
留
料
理

の
そ
れ
と
は
作
り
方
が
異

　
ス
ゥ
ア
ウ
エ

な

る

。

そ

の
違

い

の

一

つ
は

、

米

の
形

を

残

す

こ
と

で
あ

る

が

、

も

う

一
つ
は
、

「
砂

鍋

」

　
ス
ゥ
ア
ウ
エ
ム
エ

と

呼

ば

れ

る
壷

状

の
容

器

を

使

っ
て
煮

る

こ
と

で
あ

る

(
こ
れ
を

「
砂

鍋
粥
」

と

い
う
)
。

そ

の
鍋

に

は
、

エ
ビ

、

カ

ニ
、

魚

、

蛙

な

ど

を

入

れ

る

こ

と

が

多

い
。

　
グ
　
ネ
ッ
イ
ロ

　
グ
　
ネ

ン
イ
　

牛
肉
料
理
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
牛
肉
丸
」

で
あ
る
。

「牛
肉
丸
」
と
は
牛

肉
を
団
子
の
よ
う
に
し

て
丸
め
、
そ
の
ま
ま
麺
類
や
ス
ー
プ
に
入
れ
た
り
、
妙
め
料
理
に
用

　

サ

デ
　

い
た
り
す
る
料
理
で
あ
る
。
そ
の
他
、
牛
肉
を
使

っ
た
料
理
と
し
て
、

「沙
茶
」
と
呼
ば
れ

　
グ
　
ネ

ソ
グ
エ

る
調
味
料
と

ヌ
ー
ド
ル
状

の

「
粉
」
を

一
緒

に
妙
あ
て

つ
く
る

「牛
肉

裸
」
が
あ
る
。
潮
州

　
グ

エ

ち
ょ
う
し
ゅ
う

や
ス
ワ
ト
ウ
で
は
街
中
で

「裸
」
の
字
を
至
る
と
こ
ろ
で
見
か
け
る
が
、

潮

州

料
理
で
は

　
グ

エ

　
グ

エ

こ
の

「裸
」
を
使

っ
た
料
理
が
多

い
。
「裸
」

は
、
澱
粉
か
ら

つ
く

っ
た
食
物
を
広
く
指
す

　
グ
エ

　

グ
エ

言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
裸
」
を
刀
削
面

の
よ
う
に
平
た
く
切

っ
て
お
湯

で
煮
る

「
裸
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写真3客 家料理[左]梅 菜拍肉、[右]醸 豆腐

ザ
ソ

ち

ょ
う
し

ゅ
う

汁
」
は
、

潮

州

料
理
の
代
表
的
な
朝
食
と
な

っ
て
い
る
。

ち
ょ
う
し
ゅ
う

　

ロ
ウ
ネ

ソ

も
ち
ろ
ん
、

潮

州

料
理
に
は
牛
肉
料
理
し
か
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
「歯
肉
」

と
呼
ば
れ
る
豚
肉
料
理
も
有
名
で
あ
る
。
沿
海
部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て

海
鮮
料
理
が
豊
富
で
あ
る
た
め
、

ロ
ブ
ス
タ
i
、

エ
ビ
、
カ
ニ
、
魚
、
カ
キ
、
タ

ニ

シ
な
ど
を
使

っ
た
各
種

の
料
理
を
出
す
高
級
料
理
店
も
多
い
。

ち
ょ
う
し
ゅ
う

ち

ょ
う

潮

州

料
理
は
ま
た
お
茶
で
も
有
名

で
あ
る
。
潮
州
は
茶

の
産
地

で
あ
り
、

潮

し
ゅ
う

　
デ
　

州

語

の

「
茶

」

は

英

語

の

「
8
9
」

や

フ

ラ

ン

ス
語

の

「
夢

Φ
」

の

語

源

で
あ

る
、

と

言

わ

れ

る

こ

と

が

あ

る

。

特

に
、

フ

ラ

ン

ス
語

の

「
夢

Φ
」

は

「
テ
」

と

読

む

の

ち

ょ
う
し

ゅ
う

　
ガ

ン
フ
　
デ
　

で
、
そ
の
発
音

は
潮
州
語
に
近

い
。

潮

州

で
は
、
「功
夫
茶
」
と
呼
ば
れ
る
茶
道

　
ガ

ン
フ
　
デ
　

の

一
種
が
存
在
す
る
。
「功
夫
茶
」
は
茶

の
名
前

で
は
な
く
、
小
型
の
茶
器
を
使

っ

て
お
茶
を
注
ぎ
飲
む

一
種

の
技
法
を
指
す
。

は
っ

か

③
代
表
的
な
客
家
料
理

(写
真
3
)

客
家
は
、
広
東
だ
け
で
な
く
、
福
建
、
江
西
、
広
西
、
四
川
、
香
港
、
台
湾
な
ど

は
っ

か

の
省
/
地
区

に
も
広
く
分
布
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
同
じ
客
家
料
理
と
い
っ
て
も
、

実
際
に
は
地
域

に
よ

っ
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
客
家
の
本
拠
地
は
広
東

の
梅
州
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
広
州

で
代
表
的
と
み
な
さ
れ
る

は
っ

か

客
家
料
理
は
、
梅
州
の
そ
れ
と
か
な
り
の
程
度

一
致
し
て
い
る
。

ち
ょ
う
し

ゅ
う

は
っ

か

潮

州

料
理
が
牛
肉
料
理
で
有
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
客
家
料
理
と
し
て
ま
ず
あ

ロ
ヤ
ン
ゴ
ッ
ゲ
イ

げ
ら
れ
る
の
が
、
塩
を
使

っ
て
鶏
を
ま
る
ご
と
蒸
し
た
鶏
肉
料

理

(「塩
煽
鶏
」
と
い
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巳

モ

イ

ン

ァ
イ

カ

ウ

ニ

ョ

ソ

は

っ

う
)
と
、
豚
の
脂
肪
分
を
主
に
煮
込
ん
だ
豚
肉
料
理

(「梅

菜
拍

肉

」
と
い
う
)
で
あ
る
。
山
岳
部

に
位
置
し

て
い
る
た
め
か
、
客

エ

ま

つ

と

カ

ニ

カ

家
料
理
に
は
特
別
有
名
な
魚
料
理
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
客
家
料
理
に
は
牛
肉
や
魚
を
使

っ
た
料
理
は
あ
る
が
、
そ
の
大
部

分
は
ま
だ
客
家
料
理
と
し
て

「発
見
」
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
客
家
料
理
を
代
表
す
る
豆
腐
料
理
と
し
て
、
中

に
肉
を
入
れ
た

ロ
ヨ
ン
テ
ウ

フ

料
理

(「醸
豆
腐
」
と
い
う
)
が
あ
る
。
言
い
伝
え
で
は
、
鮫
子
の
皮
が
南
方
に
な
か

っ
た
た
め
、
代
わ
り
に
豆
腐
を
使

っ
て

つ
く

っ

ロ
ヨ
ン
テ
ウ

フ

た
の
が

「
醸
豆
腐
」
の
始
ま
り
だ
と

い
う
。
客
家
人
が
北
方
か
ら
南
下
し
た
正
統
な
漢
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
た
め
に
、
語
ら

れ
受
け
継
が
れ
て
き
た
食
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

ロ
ニ
ョ
ン
ジ
ウ

ロ

ニ
ョ
ン
ジ
ウ

さ
ら
に
、
客
家
料
理

で
は
、
「
娘

酒
」
と
い
う
地
酒
が
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
「
娘

酒
」
は
も
ち
米
で

つ
く

っ
た
お
酒
で
、

味
は
甘
く
、
梅
州
で
広
く
愛
用
さ
れ
て
い
る
。
女
性
は
出
産
後

一
か
月
間
、
こ
の
酒
を
飲
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

ロ

ニ
ョ
ン
ジ
ウ

は
っ

か

て
い
る
。
た
だ
し
、
「
娘

酒
」
は
、
広
東

に
隣
接
す
る
福
建
や
江
西
の
客
家
地
域
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
江
西

の
客
家
地
域

の

ま

つ

　

ま

つ

あ

ニ

カ

る

カ

料
理
に
い
た

っ
て
は
辛
く
、
広
東
の
そ
れ
と
味
が
ま
る
で
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
江
西

の
客
家
地
域

の
料
理
は
、
広
州
で
は
客
家
地

域
の
範
疇

に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

3都 市化 と食景観の創造一広州 の広東料 理 【3・

 

(2
)
広
州
の
食
に
み
る
医
食
同
源

①
広
州
の
人
ぴ
と
は

「熱
気
」
に
気
遣
う

「飛
ぶ
も
の
は
飛
行
機
以
外
、
四
足
は
机
以
外
、
何

で
も
食
べ
る
」
と
い
う
の
は
、
広
東
の
食
文
化
を
形
容
す
る
際

に
よ
く
使
わ

れ
る
表
現

で
あ
る
。
広
東
人
は
あ
た
か
も
ゲ
テ
モ
ノ
食
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
二
〇
〇
三
年

に
世
界
を

震
憾
さ
せ
た
S
A
R
S
も
広
東
人
の
ゲ
テ
モ
ノ
食
い
に
原
因
が
あ
る
と
ま
で
噂
さ
れ
た
。

で
は
、
広
東
人
は
本
当
に
何

で
も
見
境
な

く
食
べ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
広
東
料
理
に
は
蛇
料
理
、
犬
肉
料
理
、
猫
肉
料
理
、
さ
ら
に
は
サ
ソ
リ
料
理
ま
で
あ
り
、
食
べ

て
も
良
い
と
さ
れ
る
動
物
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
広
東
人

は
食
事
を
す
る
際
に



表1代 表 的 な 「熱 い飲 食 物」 と 「冷 た い飲食 物」 の 一覧

熱い飲食物
一 　幽幽 一

羊 肉、 犬 肉 、 ニ ラ、 ライ チ、 マ ン ゴー、 フ ライ ドポ テ ト、

ス ナ ック菓 子 、 白酒 、 唐 辛 子 、 沙茶 ほか

冷たい飲食物

　一 一 一一 一一

蟹、 白菜 、 大 根 、 ス イ カ、 梨 、 ドラゴ ン ・フル ー ッ、 緑 豆 、

涼 茶 、 菊 花 茶 、 ビー ル ほ か
一 …"一 一一 一一一 一 一 　 一 一

一一 一
中性の飲食物と ご飯 、 パ ン、 麺 、水 鮫 子 、 牛 肉 、豚 肉、 鶏 肉 、 リ ンゴ ほか

「何
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
か
」
を
常
に
気
に
し
て
お
り
、
日
本
人
以
上
に
食

の
類

別
と
禁
忌
に
は
う
る

さ

い
。

な
か
で
も
広
東
人
が
特

に
注
意
を
払

っ
て
い
る
の
が
、
「
熱
い
飲
食
物
」
と

「冷
た
い
飲
食
物
」

の
摂
取

に
つ
い
て
で
あ
る

(表
1
参
照
)
。

食

べ
物
を

「熱
い
飲
食
物
」
と

「
冷
た
い
飲
食
物
」
に
分
け
る
の
は
、

ア
ジ

ア
や
中
南
米
を
は
じ
め
世

界
に
広
く
見
ら
れ
る
が
、
中
国
全
域

で
も
広
く
普
及
し
て
い
る
。
中
国
の
そ
の
知
識

は
、
も
と
も
と
中
国

医
学
に
由
来
し
て
お
り
、
若
干
の
地
域
差
や
個
人
差
こ
そ
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
人

び
と
の
間
に
も
深
く

浸
透
し
て
い
る
。

ま
ず
、
中
国
人
の
飲
食
観
念

に
よ
る
と
、
飲
食
物

は

「熱

い
飲
食
物
」
と

「冷
た

い
飲
食
物
」、
あ
る

い
は
両
者

の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
飲
食
物
に
分
か
れ
る
。
「
熱
い
」
「冷
た
い
」
と

い
っ
て
も
温
度
が
高

　　
　

い
か
低
い
か
に
関
係
な
く
、
前
者
が

「
陽
」
に
、
後
者
が

「陰
」

に
対
応
す
る
。
た
と
え
ば
、
「熱

い
飲

食
物
」
を
摂
取
し
す
ぎ
る
と
体
が

「熱

い
」
(陽
の
)
状
態
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
引
き
起

こ
す

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆

に
、
「冷
た
い
飲
食
物
」
を
摂
取
し
す
ぎ
る
と
体
が

「冷

た
い
」
(陰
の
)
状
態

に
な
り
、
別
の
病
気
を
引
き
起

こ
す
。
そ
の
た
め
、
体
が

「熱
い
」
状
況
で
あ
る
場

合
に
は

「冷
た
い
飲

食
物
」
を
摂
取
す
る
よ
う
心
が
け
る
な
ど
、
体
を
常
に
中
和

(健
康
)
の
状
態

に
保

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
国
、
少
な
く
と
も
広
州
で
は
、
「熱
い
飲
食
物
」
を
摂
取
し
す
ぎ

て
体
が

「熱

い
」
状
態

に
な
る
こ

　
イ
ノ
ヘ
イ

ン
ヤ
ン
フ
オ

　
イ
ソ
ヘ
イ

と

を

、

俗

に

「
熱

気

」

(中

国

語

で
は

「
上

火
」
)

と

い
う

。

「
熱

気

」

に
な

る

と

、

頭

痛

(
頭

が
重

い

タ
イ

プ

の
頭

痛
)
、

風

邪

、

咳

、

口
臭

、

咽

喉

の
痛

み

、

ニ
キ

ビ
、

便

秘

、

結

膜

炎

な

ど

の
症

状

が

表

れ

る

と

　

ホ
イ
フ
ォ
　

考
え
ら
れ
て
い
る
。
逆

に
、
「
冷
た
い
飲
食
物
」
を
摂
取
し
て
体
を
冷
や
す
こ
と
を

「去

火

」
(中
国
語
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ジ

ァ

ノ

ブ

オ

で
は

「
降
火
」)
と
い
う
。
だ
が
、
あ
ま
り
に
体
が

「冷
た
い
」
状
態

に
な
る
と
、
冷
え
性
、
虚
弱
体
質
、
下
痢
、
ま
た
は
足
が

つ

　
イ

ン
ヘ
イ

る
な
ど
の
症
状
が
で
る
。
複
雑
な
の
は
、
「熱
気
」

に
な
る
度
合
い
は
気
候
や
年
齢
と
も
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
気

　
イ

ソ
ヘ
イ

　
イ
ソ
ヘ
イ

温
が
低
け
れ
ば

「熱
気
」

に
な
り
に
く
い
の
に
対
し
、
気
温
と
湿
度
が
高
け
れ
ば

「
熱
気
」
の
状
態

に
な
り
や
す
い
。
広
州

の
よ
う

　
イ
ソ
ヘ
イ

な
気
温
と
湿
度
が
高
い
地
域
は
、
「
熱
気
」
に
な
り
や
す
い
の
で
、
「
冷
た
い
飲
食
物
」
を
摂
取
し
て
体
を
冷
や
す
こ
と
を
心
が
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
老
人
は
体
質
的
に

「冷
た
い
」
状
況
に
あ
る
の
で
、
「冷
た
い
飲
食
物
」
は
な

る
べ
く
避
け
た
ほ
う

が
良
い
と
も
考
え
ら
れ

て
い
る
。

で
は
、
広
州

で
は
何
が

「
熱
い
飲
食
物
」
、
あ
る
い
は

「冷
た
い
飲
食
物
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
い
ず

れ
に
も
属
さ
な
い

「中
性

の
飲
食
物
」
を
加
え
、
前

ペ
ー
ジ
の
表
1
に
示
し
た
。
表
に
示
し
た
以
外

に
も
、
調

理
法

に
よ
り
、
中
性

の
飲
食
物
や

「
冷
た
い
飲
食
物
」
が

「熱
い
飲
食
物
」
に
変
わ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
油

で
揚
げ
た
飲
食
物
は

「熱
い
」
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
鶏
肉
を
揚
げ
る
と
、
中
性
の
飲
食
物
か
ら

「熱

い
飲
食
物
」
に
変
わ
る
。
ま
た
、
牛
肉
料
理
や
豚
肉
料
理

　
イ
ン
ヘ
イ

に
唐
辛
子
を
入
れ
す
ぎ

て
も

「熱

い
」
料
理
に
な
る
。
あ
ま
り

「熱

い
飲
食
物
」
ば
か
り
を
食
す
と

「熱
気
」

の
状
態

に
な
る
の
で
、

そ
の
場
合
に
は

「
冷
た
い
飲
食
物
」
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
ヒ

の
よ
う
な
食
の
類
別
は
、
若
干
の
個
人
差
は
あ
る
も
の
の
、
広
州
ま
た
は
広
東
に
限
れ
ば
、

一
般
化
し
う
る
考
え
方

で
あ
る
。

　
イ
ソ
ヘ
イ

　
イ
ソ
ヘ
イ

広
州

の
人
び
と
は

「
熱
気
」
に
な
ら
な
い
よ
う
常

に
気
を
使

っ
て
食
事
を
と

っ
て
い
る
。
「熱
気
」
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
き
は
、

　
イ
ソ
ヘ
イ

先
に
述

べ
た
病
状

の
ほ
か
、
尿
の
色
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
尿
が
黄
色
か

っ
た
ら

「熱
気
」

の
徴
候
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
判
断
が
ど
こ
ま
で
科
学
的
か
に
つ
い
て
は
中
国
で
も
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
民
間
の
健
康
観
と
し
て
重
要
な
位
置
を

占
め

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

②
食
材
の
区
分
け
と
食
べ
て
は
い
け
な
い
も
の

広
州
人
は
、
「熱

い
」
「
冷
た
い
」

の
判
断
基
準

の
ほ
か
に
、
慣
習
や
栄
養
観
な
ど
の
基
準
か
ら
、
特
定
の
飲

食
物
の
摂
取
を
制
限
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ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
肉
食

の
事
例
か
ら
あ
げ
る
と
し
よ
う
。

動
物

の
肉
は
、
宗
教
ヒ
の
理
由

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
豚
肉
を
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
が
牛
肉
を
食
べ
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
広
州
で
は
、
宗
教
h
の
理
由
か
ら
特
定

の
動
物
を
食

べ

ホ

ウ

ェ
イ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
は
稀

で
あ
る
。
広
州
に
も
回
族
等
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
信
じ
る
人
び
と
は
い
る
が
、
そ
の
回
族
さ
え

豚
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
し
て
や
、
広
州
の
大
多
数
を
占
め
る
漢
民
族
は
、
豚
、
牛
、
羊
、
鶏
、
鳩
、
魚
、
犬
、
猫
、
兎
、

蛇
、
亀
、
鼠
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
肉
を
食

べ
る
。
ま
た
、

サ
ソ
リ
を
食
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
焼

い
て
食

べ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、

ス
ー
プ
に
し
て
食

べ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
広
州

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
が
食
材
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
動
物

の
肉
は
い
く

つ
か

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
空
を
飛
ぶ
動
物

の
肉
と
地
を
這
う
動
物
の
肉
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
よ

り
栄
養
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
豚
肉
や
牛
肉
は

「赤
肉
」、
鳥
や
魚
の
系
統

の
肉
は

「白
肉
」
と
い
わ
れ
、
「赤
肉
」

は
食
べ
す
ぎ
る
と
体

に
害
を
及
ぼ
す
の
で
、
体

に
害
が
少
な
い

「白
肉
」
を
食
べ
る
よ
う
薦
あ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
動
物
の
年
齢

に
よ

っ
て
食

べ
て
は
な

ら
な
い
肉
も
存
在
し
て
お
り
、
な
か
で
も
老
い
た
犬
と
子
ど
も

の
猫
を
食
べ
た
人
間
は
死
ぬ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
食
す
側

の
状
態

に
よ

っ
て
は
有
害

に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
肉
も
あ
り
、
た
と
え
ば
妊
娠
中
に
鯉
や
黒
い
色

の
ソ
ウ
ギ

ョ

(饒
魚
)
を
食

べ
る
の

は
厳
禁
と
さ
れ
る
。
咳
が
あ
る
と
き
は
鶏
肉
を
食

べ
て
は
な
ら
な
い
と
も
さ
れ
る
。

　
ツ
ァ
ン

　
ガ
ン

　
ガ

ッ

果

物

も

ま

た

、

い

く

つ
か

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に
分

け

ら

れ

て

い

る

。

ま

ず

、

柑

橘

類

は

、

大

中

小

そ

れ

ぞ

れ

「
榿

」
、

「
柑

」
、

「
桔

」

　
ツ
ァ
ン

　
ガ
ン

　
ガ

ッ

に
分

け

ら

れ

る

。

「
榿

」

は

オ

レ

ン
ジ

に
、

「
柑

」

は
大

中

型

の
み

か

ん

に
、

「
桔

」

は

小

型

の

み

か

ん

と

キ

ン
カ

ン

に
相

当

す

る

。

　

ツ
ァ
ン

　
ガ
ン

　
ガ
ン

そ
の
う
ち

「
橋

」
は
体
に
良
く
、
「
桔
」
は
咽
喉
に
い
い
が
、
「柑
」
は
食

べ
す
ぎ
る
と
体
に
良
く
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
広

　
ガ
ソ

州
で
は
、
「桔
」
は

「吉
」
と
同
音

で
あ
る
の
で
縁
起
が
良
い
と

一
般

に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
春
節

(旧
正
月
)
の
際

に
は
贈
答
品

と
し
て
使
わ
れ
る
。
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写 真4三 種類 のバ ナナ、左 か ら大蕉、香蕉、粉 蕉

　
ダ
イ
ジ
ウ

　
ヒ
ョ
ン
ジ
ウ

　

フ
ァ
ン
ジ
ウ

同
様
に
、
バ
ナ
ナ
も
、
「
大
蕉
」
、
「
香

蕉
」
、
「
粉

蕉
」

の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る

　
ヒ
ョ
ン
ジ
ウ

　

ヒ
ョ
ン
ジ
ウ

(写
真
4
)。
日
本
で
バ
ナ
ナ
と
呼
ば
れ
る
も

の
は

「
香

蕉
」
に
相
当
し
、
「
香

蕉
」
よ

　
ダ
イ
ジ
ウ

　
ラ

ァ
ン

り
も
ま

っ
す
ぐ
伸
び

て
酸
味

の
あ
る
バ
ナ
ナ
が

「大
蕉
」、
小
さ
め

の
バ
ナ
ナ
が

「
粉

ジ
ウ

　

ヒ
ョ
ン
ジ
ウ

蕉
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
う
ち

「
香

蕉
」

は
食

べ
す
ぎ
る
と
胃

に
悪
い
と
さ
れ

て
い

　
ダ
イ
ジ
ウ

る
が
、
「
大
蕉
」
は
排
便
を
促
進
す
る
な
ど
の
健
康

に
良

い
作
用

が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
特
定
の
柑
橘
類
と
バ
ナ
ナ
の
摂
取
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
規
制
は
、
現
地

の
栄

養
観
に
由
来
し
て
い
る
。

そ
の
他
、

マ
ン
ゴ
ー
と
ラ
イ
チ
も
食

べ
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
と

い
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

　
イ

ッ
ヘ
イ

柑
橘
類
や
バ
ナ
ナ
の
事
例
と
異
な
り
、

マ
ン
ゴ
ー
と
ラ
イ
チ
は
、
先
に
述

べ
た

「熱
気
」

　
ラ
イ
ジ
　
サ
ム

パ

フ
ォ
　

に
な
り
や
す

い
と
い
う
理
由

に
よ
る
。
広
州

で
は

「
蕩
枝
三
把

火

」
(
ラ
イ
チ
三
粒
で

　
イ
ソ
ヘ
イ

「熱
気
」
に
な
る
)
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
過
多
の
摂
取
を
禁
じ
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、

　
イ

ソ
ヘ
イ

「熱

い
」
果
物
は
塩
水

に
浸
し
て
お
く
と

「熱
気
」

に
な
り
に
く
い
の
で
、

ラ
イ
チ
や

マ
ン
ゴ
ー
は
塩
水
に
浸
し

て
か
ら
食

べ
る
と

問
題
が
少
な
い
と
も
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
、

ス
イ
カ
な
ど
の

「冷
た
い
」
果
物
を
塩
水
に
浸
す

こ
と
は
な
い
。

日
本
で
は
ス
イ
カ
に

塩
を
加
え
て
食
べ
る
こ
と
が
多
い
が
、
広
州
人
の
食
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
り
、
何
も
調
味
料
を

つ
け
な

い
か
、
時
折
、
砂
糖
や
醤
油
を
加
え
て
ス
イ
カ
を
食
す
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
広
州

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
肉
や
果
物
が
食
さ
れ
て
い
る
が
、
現
地

の
慣
習
や
栄
養
観
、
健
康
観

に
よ
り
、

い
く

つ
か

の
制
限
や
禁
忌
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
近
年
、
「
何
で
も
食
べ
る
」
と
形
容
さ
れ
て
き
た
広
東
人

の
食
生
活
も
変
化
し

つ
つ
あ
る
。

若
者
層

の
間
で
は

「犬
や
猫
や
兎
を
食
す
の
は
か
わ
い
そ
う
」
と
す
る
見
解
が
広
ま
り
、
鯨
を
食

べ
た
り
魚
を
活
造
り
し
た
り
す
る

日
本
人

の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
残
酷
で
あ
る
と
い
う
声
す
ら
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
広
東

で
は
、

一
部
の
地
域
で
刺
身
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が
食
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外

に
生
の
動
物
を
食
す
習
慣
は
基
本
的
に
な
か

っ
た
。
た
だ
し
、
近
年
で
は
日
本
の
回
転
寿
司
が
広

東
全
域

に
入
る
よ
う
に
な
り
、

ス
ー
パ
ー
で
も
刺
身
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

3

広

州

の
食
、

今

む
か

し

(1
)
都
市
化
と
飲
食
産
業
の
発
達

か

つ
て
の
広
州

で
最
も
飲
食
店
業
が
盛
ん
で
あ

っ
た
の
は
、
下
町
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
下
町
は
、
広
州
城

の
西
門
付

　
サ
イ
グ
ァ
ン

近

の

一
帯
に
あ

っ
た
の
で
、
地
元

で
は

「西

関

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
特

に
、
二
〇
世
紀
前
半

に
な
る
と
、
都
市
化
の
進
展
に
伴

い
、
西
関
に
は
い
く

つ
も
の
茶
楼
が
建

て
ら
れ
た
。
茶
楼
と
は
、
ヤ
ム
チ
ャ
な
ど
が
提
供
さ
れ
る
庶
民
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
の
こ
と
で
、

　
チ
ャ
ゴ
イ

地
元

で
は

「茶
居
」
と
も
い
う
。
こ
の
頃
、
大
規
模
な
茶
楼
が
次
々
と
建
て
ら
れ
、
茶
楼
の
中

で
広
東
音
楽
が
演
奏
さ
れ
る
な
ど
、

民
国
期

(
一
九

=

1
四
九
年
)
の
広
州
で
は
、
豊
か
な
食
文
化
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
国
期
ま
で

に
は
、
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
民
間

(人
び
と
の
間
)
で

「
食
は
広
州
に
あ
り
」
と
い
う
言
い
回
し
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
四
〇
年
代
に
日
本
軍
が
広
州
に
侵
略
し
、

一
九
四
九
年
に
共
産
党
政
権
が
樹
立
す
る
と
、
西
関
の
多
く
の
茶
楼

は
閉
鎖

に
追

い
や
ら
れ
た
。

一
九
七
九
年
に
改
革

・
開
放
政
策
が
始
ま
る
と
広
州

の
飲
食
店
業
は
再
建
さ
れ
始

め
、

一
九
八
〇
年
代

以
降
、
食

の
多
様
化
が
生
じ
た
。

ま
ず
、
広
州
に
お
い
て
も
郊
外
や
開
発
区
で
の
都
市
化
が
進
展
し
、
西
関
以
外

の
各
地
点
で
茶
楼
が
林
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

次
に
、
四
川
料
理
、
湖
南
料
理
、
福
建
料
理
、
さ
ら
に
は
イ

ス
ラ
ー
ム
系
の
料
理
や
日
本
料
理
、
韓
国
料
理
、
西
洋
料
理
の
店
が
、

え
つ

広

州

で
急

増

し

た
。

か

つ
て
卑

料

理

の
中

心

地

で
あ

っ
た

西

関

で
も

、

今

で
は

四

川

料

理

、

日
本

料

理

な

ど

の
店

を

よ

く

見

か

け

る
。

さ

ら

に
、

広

州

で

は
、

マ
ク

ド

ナ

ル

ド

、

ケ

ン
タ

ッ
キ

i

・
フ

ラ
イ

ド

チ

キ

ン
、

ピ

ザ

ハ

ッ
ト
、

サ
イ

ゼ

リ

ア
、

味

千

ラ

ー

メ

ン
な
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ど
海
外
の
飲
食
チ

ェ
ー
ン
店
ま
で
も
が
進
出
し
て
い
る
。

　

リ
ョ
ン
チ
ャ

他
方
、
国
内
飲
食

チ

ェ
ー
ン
店

の
な
か
で
目
を
引
く
の
が
、
涼
茶
産
業
の
普
及
で
あ
る
。
「
涼

茶
」
と
は
、
温
度

の
冷
た
い
お
茶

　

イ
ン
ヘ
イ

　
イ
ン
ヘ
イ

を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
先
述
し
た

「冷
た
い
」
お
茶
を
意
味
す
る
。
「熱
気
」
に
な

っ
た
時

に
、
あ
る
い
は

「
熱
気
」

の
状
態
に

な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
飲
む
お
茶
で
あ
り
、
民
国
期
の
西
関

に
起
源
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
西
関

の
高
齢
者
が
言
う
よ

う
に
、
「昔
は
貧
し
か

っ
た
の
で
、
『
熱
気
』

で
あ
る
か
ど
う
か
を
気
に
し
て
い
る
余
裕
は
な
く
、
涼
茶
は
各
家
庭

で
必
要
に
応
じ
て

つ
く
る
」
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
広
州

で
は
涼
茶
の
店
が
増
加
し
、
二
〇
〇
八
年

に
は
国
家

レ
ベ
ル
の
無
形
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
現
在

で
は
、
涼
茶
は

「伝
統
文
化
」
と
し

て
店
頭
で
売
り
出
さ
れ
て
い
る

が
、
黄
振
龍

(
一
九
九
六
年
開
業
)
、
平
安
堂
、
金
胡
芦

(と
も
に
一
九
九
九
年
開
業
)
な
ど
、
街
頭
で
涼
茶
を
売

り
出
す
店
が
開
設
さ

れ
た
の
は
、
む
し
ろ
こ
こ
十
数
年
の
こ
と

で
あ
る
。

(2
)
食
は
広
州
に
あ
り
、
味
は
西
関
に
あ
り

こ
う
し
て
食

の
多
様
化
が
進
む
に
つ
れ
、
広
州
に
お
け
る
食
文
化
の
巾
心
で
あ

っ
た
西
関
は
次
第
に
そ
の
特
色
を
な
く
し
て
い

っ

　
チ
ャ
　
ノ
ウ

　
ワ
ン
タ
ノ

　
チ
ョ
ン
フ
ァ
ン

え
つ

た
。
先
に
あ
げ
た

「
叉

焼
」、
「雲
呑
」
、
「
腸

粉

」
な
ど

の
代
表
的
な
鯉
料
理
は
、
い
ま
や
潮
州
な
ど
他
の
都
市
に
も
流
入
す
る

　
ン
　
ゼ

　
フ
ァ
ン
グ
オ

よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
民
国
期

の
西
関
で
発
明
さ
れ
た

「蛾
姐

粉

果
」
と
い
う
料
理
に
い
た

っ
て
は
、
現
在

の
広
州
や
香
港

で
は
、

ち
ょ
う
し
ゅ
う

潮

州

料
理
と
し
て
売
り
出
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
九
九
〇
年
代
よ
り
広
州
市
政
府
は
、
中
国

の
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
や
投
資
客
を
誘
致
す
る
た
め
に
、
都
市
の
特
色

を

つ
く
り
だ
す
政
策
を
推
し
進
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
「広
州
ら
し
い
」
特
色
を
も

つ

都
市
景
観
の
建
設

で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
重
視
さ
れ
た
項
目

の

一
つ
が
、
往
年
の
食
景
観
を
再
生
さ
せ
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
具
体
的

え
つ

に
は
、
広
州
ら
し
い
建
築
物
を

つ
く
り
、
そ
こ
で
広
州
特
産

の
辱
料
理
を
提
供
す
る
政
策
を
推
し
進
め
る
よ
う

に
な

っ
た
。
特
に
、
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写真5西 関にお ける レス トラ ンの景観

[左]地 域特色 のある飲食店 を再 現、[右]小 船 を浮 かべ旧事の景観 を復元

西
関

で
は
、
「食
は
広
州

に
あ
り
、
味
は
西
関

に
あ
り
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
近

年
打
ち
立

て
、
広
州

の
食

の
中
心
が
西
関
に
あ
る
こ
と
を
強
調

す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
策
の

一
環
と
し
て
二
〇
〇
四
年
、
広
州
市
政
府

は
、
美
食
園
と
美
食

城
を
西
関

に
建
設
す
る
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
打
ち
立

て
、
そ
の
う
ち
、
美
食
園
は
二
〇

〇
四
年
八
月
に
完
工
し
た
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
飲
食
店

で
は
、
「広
州
ら
し
い
」
景

き
ら

観
と
し
て
園
林
式
の
庭
、
青

レ
ン
ガ
の
壁
、
煙
び
や
か
な
窓
、
横
木

の
門
、
小
船
な

　
チ

ャ
　

ど
を
装
飾
と
し
て
用
い
た

(写
真
5
)。
そ
し
て
、
「
広
州
ら
し

い
」
食
で
あ
る

「
叉

シ
ウ

　

ワ
ン
タ

ン

　

シ
ウ
ン
ゴ

　
サ

ン
グ
ン
ジ

ョ
ソ

　
チ

ョ
ン
フ
ァ
ン

え

つ

焼
」
「雲
呑
」
「
焼
鷲
」
「生
渡

粥

」
「
腸

粉

」
な
ど
の
貿
料
理
を
提
供
し
、
広
州

え

つ

特
有
の
建
物
の
中
で
広
州
の
代
表
的
な
鯉
料
理
を
食

べ
る
文
化

的
景
観
を
再
現
し
た
。

他
方
で
、
美
食
城
は
、
二
〇
〇
九
年

一
〇
月

に
あ
る
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ

の
地
下
に
設
け

ら
れ
た
が
、
や
は
り
上
述

の
装
飾
を
使
い
代
表
的
な
専
料
理
を
提
供
す
る
店
を
多
く

並

べ
た
。

西
関
に
お
け
る
美
食
園
と
美
食
城
の
建
設
に
お
い
て
注
目
で
き
る
の
は
、
単
な
る

「広
州
ら
し
い
」
食

の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り

ロ
ー
カ
ル
な

「
西
関
ら
し
い
」

食
が
提
供
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
元

で
食
さ
れ
て
き
た

一

部

の
料
理
を
西
関

の
特
色
と
し
て
宣
伝
し
、
西
関
料
理
を
創
造
す
る
作
業
が
進
め
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

テ
ン
ザ
イ
ジ
ョ
ソ

そ
の
典
型
的
な
料
理
の

一
つ
で
あ
る
の
が

「艇
仔

粥

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
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表2五 秀にまつわる一覧表

「

　 一一

日本語名称
一 一 一一 一 一 山 幽 一

中国語名称 生産時期 日常以外の使用方法
　

レ ン コ ン 蓮繭 秋 初夜 のときベ ッ ドの下 に置 く
　 一

シロ ナガ ク ワイ
r-一 一一 一一 一

ク ワイ

馬蹄 秋 ・冬 春節 時の飴やケーキ(樵)と して食 べる

茨菰 冬 春節 時に神 に捧 げる
　 -1一

マ コモ ダ ケ X白
一 　 　一 一

春 ・夏 春節 時の飴 にす る
　
ヒ シの実

'一 一一一一 一
菱角 夏

ヒ

　

竜舟祭の時の儀礼食
　

つ
て
西
関

の
川
で
生
活
し
て
い
た
水
上
居
民

(蛋
民
)
が
、
船
の
上

で
提
供
し

て
い
た

「
粥
」
で
あ

　
テ
ン
ザ
イ
ジ

ョ
ン

る
と

い
わ
れ
る
。

一
般
的

に

「
艇
仔

粥

」
の
な
か
に
は
魚
、
厚
揚
げ
、
ピ
ー
ナ

ッ
ツ
な
ど
が
入

っ

て
い
る
。
水
上
居
民
が
提
供
し
て
い
た
こ
の

「粥
」
が
地
域
的
な
特
色
を
示
し

て
い
る
と
い
う
の
で
、

　
サ
イ
グ

ァ
ン
テ
ン
ザ
イ
ジ
ョ
ッ

　

ラ
イ
ワ
ン
テ
ン
ザ
イ
ジ

ョ
ッ

近
年

で
は

「
西

関

艇
仔

粥

」
、
ま
た
は

「蕩
湾
艇
仔

粥

」
(蕩
湾
は
西
関
の
行
政
区
名
を
指
す
)
の

名
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
後
者
の
料
理
は
、
美
食
園
や
美
食
城

に
と
ど
ま
ら
ず
、
広

州
各
地

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

　
ン
　
サ
ウ

次
に
、
別

の
典
型
的
な
西
関
料
理
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「五
秀
」
を

使

っ
た
料
理
で
あ
る

　

(表

2
参

照
)
。

「
五

秀

」

と

は

西

関

の
特

産

物

と

し

て
有

名

で

あ

っ
た

五

種

類

の
水

生

植

物

(
レ

ン
コ

ン
、

シ

ロ
ナ
ガ

ク

ワ
イ
、

ク

ワ
イ
、

マ
コ
モ
ダ

ケ
、

ヒ

シ
の
実

)

の
総

称

で
あ

る

。

西

関

で

は

、

こ
れ

ら

の
料

理

を

使

っ
た

さ

ま

ざ

ま

な
料

理

が

創

作

さ

れ

て

い

る
。

一
例

を

あ

げ

る

と

、

美

食

園

の
あ

る

　
プ
ン
ヒ
ョ
ン
サ
ウ
セ
ノ

　
ン
　
サ
ウ

レ
ス
ト
ラ
ン
で
は

「洋

郷

秀
色
」
と
い
う
料
理
が
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
料
理
は
、
「
五
秀
」

　

ス
ォ
イ

の
五
種
類
の
水
生
植
物
す
べ
て
を

一
緒
く
た
に
し
て
煮
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
美
食
城
で
は

「
水

レ
ン
ゴ

ッ

　

ン
　
サ
ウ

菱
角
」
と
い
う
料
理
が
最
近
に
な

っ
て
提
供
さ
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

「五
秀
」
を
使

っ
た
料

え
つ

ち

ょ
う
し

ゅ
う

理
は
再
料
理
だ
け
で
な
く
、
西
関

の
潮

州

料
理
店
で
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、

外
か
ら
来
た
観
光
客

の
気
を
引

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ウ
ガ
ウ

そ
の
他
、
西
関
料
理
に
は
、
牛
の
各
部
位
と
大
根
を
お
で
ん
の
よ
う
に
煮
て
提

供
す
る
料
理

(「
牛

ザ

ノ
雑
」
と
い
う
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
典
型
的
な
西
関
料
理
は
、
近
年

で
は
地
元

に
ま

つ
わ
る
伝

説
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
が
い
か
に
地
元
の
伝
統
食

で
あ
る
の
か
が

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

　
　

　

に

よ

り

強

調

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
て

い

る
。
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(3
)
ホ
ン
モ
ノ
の
食
と

ニ
セ
モ
ノ
の
食

こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た

「西
関
料
理
」
は
、
確
か
に
昔
か
ら
西
関
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
年

レ
ス
ト
ラ
ン
で

提
供
さ
れ
て
い
る

「西
関
料
理
」
は
、
し
ば
し
ば
慣
習
的
な
作
り
方
や
日
常
的
な
食
べ
方
と
異
な

っ
て
お
り
、
西
関
の
人
び
と
は
そ

れ
ら
を

ニ
セ
モ
ノ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、

レ
ス
ト
ラ
ン
で
提
供
さ
れ
る
西
関
料
理
が
、

ニ
セ
モ
ノ
と
地
元

の
人
び
と
に

　
テ
ン
ザ
イ
ジ

ョ
ソ

　
ン
　
サ
ウ

考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
艇
仔

粥

」
と

「
五
秀
」
の
事
例
が
、
そ
の
事
情
を
よ
く
説
明
す
る
。

ま
ず
、
西
関

の
湖
畔

で
水
上
居
民
が
か

つ
て
出
し
て
い
た
前
者
の
料
理
に
は
、
魚
、
厚
揚
げ
、
ピ
ー
ナ

ッ
ツ
だ
け
で
な
く
、
ク
ラ

　
テ
ン
ザ
イ

ゲ

、

ガ

チ

ョ
ウ
、

レ
タ

ス

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

素

材

が

入

っ
て

い

た

。

そ

れ

に
対

し

、

レ

ス

ト

ラ

ン

で
提

供

さ

れ

て

い

る

「
艇

仔

ジ

ョ

ソ
粥

」
に
は
、
ク
ラ
ゲ
や
ガ
チ
ョ
ウ
が
入

っ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
特

に
異
な
る
の
が
ダ

シ
で
、
昔

の
水
上
生
活
者
は

　

ン
　
サ
ウ

特
別
な
素
材
で

「粥
」
の
ダ
シ
を

つ
く

っ
て
い
た
が
、
今

で
は
、
水
を
た
だ
沸
か
し
て
つ
く

っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
次
に
、
「
五
秀
」

は
、
確
か
に
日
常
食
ま
た
は
儀
礼
食
と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
出
さ
れ
る
料
理
と
は
作
り
方
や
食

べ
方
が

　
ン
　
サ
ウ

違

う

。

表

2

に
記

し

た

と

お

り
、

「
五

秀

」

の

五

つ
の
水

生

植

物

の
生

産

時

期

は
異

な

っ
て

い

る

の

で
、

そ

れ

を

一
緒

に
妙

め

て
食

べ

る

よ

う

な

こ

と

は

し

な

い
。

こ

の
よ

う

な
地

元

の
人

び

と

の
記

憶

や
実

践

は

、

レ

ス
ト

ラ

ン

で
提

供

さ

れ

て

い

る
代

表

的

な

西

関

料

理

と

大

き

く

違

っ
て

い

る

た

め

、

"
レ

ス
ト

ラ

ン
の
西

関

料

理

"

は
、

地

元

住

民

に
よ

り

ニ
セ

モ

ノ
と
考

え

ら

れ

て

い

る

の

で
あ

る
。

　
ン
　
サ
ウ

そ
の
他
、
美
食
園
付
近
に
住
む
人
び
と
に
と

っ
て

「五
秀
」
は
、
日
常
食
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

ハ
レ
の
舞

台
で
食
す
儀
礼
食
で

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

レ
ン
コ
ン
と
ク
ワ
イ
は
ペ
ニ
ス
の
形
に
似
て
い
る
の
で
生
命
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、

レ
ン
コ

ン
は
初
夜
の
日
に
ベ
ッ
ド
の
下
に
置
か
れ
、
ク
ワ
イ
は
春
節
時

に
神
に
捧
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
ク
ワ
イ
は
季
節
の
特
産
品
と
し
て

も
重
宝
さ
れ
て
お
り
、
旧
暦
五
月
五
日
の
竜
舟
祭

(ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
・
レ
ー
ス
)
の
際
に
は
、
村
を
象
徴
す
る
食
べ
物
と
し
て
宴
席

・3g第2章 世界 の食を学ぶ4っ の視点



で
振

る

舞

わ

れ

る

(表

2
参
照

)
。

　
ン
　
サ
ウ

「五
秀
」
ひ
と

つ
と

っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
西
関
の
生
活
と
密
接
な
食
は
、
そ
れ
が
商
品
化
さ
れ
る
と
き

に
は
、
見
た
こ
と
も

な
い
料
理
と
し
て
外
部

の
人
び
と
に
提
示
さ
れ

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
西
関
の
人
び
と
は
ホ

ン
モ
ノ
の
食
を
追
い
求

め
る
傾
向
も
生
じ
て
い
る
。
現
在
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
彼
ら
の
記
憶
と
食
い
違
う

ニ
セ
モ
ノ
が
増
え
た
と
い
え
、
街
中
に
ホ
ン
モ
ノ
の

食
が
ま

っ
た
く
存
在
し
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
自
身

の
記
憶
と
味
覚
を
頼
り
に
、
「正
統
」
と
思
わ
れ
る
ホ
ン

モ
ノ
の
食
を
捜
し
求
め
る
こ
と
も
あ
る
。
他
方
で
、
喪
失
し
て
し
ま

っ
た
ホ
ン
モ
ノ
の
西
関
料
理
や
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
景
観
が
、
今

で
は
む
し
ろ
別
の
形
で
民
間
に
お
い
て
想
起
さ
れ
始
め
て
い
る
。

4

テ
ー
ブ

ル

・
マ
ナ

ー

の
違

い
か
ら

考
え

る
異
文

化
交

流

国
際
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
広
東
料
理
に
限
ら
ず
、
文
化
的
背
景
を
異
に
す
る
場

で
の
食
事
は
、
異
な
る
文
化
と
の
葛
藤
の
場

で
あ
る
。
私
た
ち
が
中
国
に
行

っ
た
と
き
経
験
す
る
テ
ー
ブ

ル

・
マ
ナ
ー
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
外
食

の
マ
ナ
ー
と
家
庭
内
で
の
そ

れ
と
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
広
州
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、
外
食
の
際

の
テ
ー
ブ

ル
・
マ
ナ
ー
に

つ
い
て
考
え
て

み
る
。

ま
ず
、
広
州

の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
る
と
た
い
て
い
の
場
合
、
「何
人
で
の
利
用
か
」
を
尋
ね
ら
れ
る
。
人
数
を
答
え
る
と
テ
ー
ブ

ウ

　

ロ

ン

ル
に
案
内
さ
れ
、
ど
の
お
茶
を
飲
む
か
と
聞
か
れ
る
。
広
州
で
は
鉄
観
音
、
鳥
龍
茶
、
プ
ー
ア
ル
茶
な
ど
が
よ
く
飲
ま
れ
る
。
広
州

で
は
、
お
茶
は

「緑
茶
」
と

「紅
茶
」
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
両
者
は
単
純
に
色

で
分
け
ら
れ
る
の
で
、
鉄
観

音
は
緑
茶
、
プ
ー
ア

ウ

　

ロ

ン

　

ウ

　

ロ

ン

ル
茶
は
紅
茶
の
範
疇

に
入
れ
ら
れ
る
。
ま
た
、
烏
龍
茶
は
、
緑
茶

で
も
紅
茶

で
も
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
。
広
東
語

で

烏
龍
と

ウ

　

ロ

ン

は
馬
鹿
げ
た
こ
と
や
ぼ
や
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
烏
龍
茶
は
緑
茶

で
も
紅
茶

で
も
な
い
ぼ
や
け
た
色
の
茶

で
あ
る
こ
と
を
意

3都 市化 と食景観の創造一広州 の広東料理14・



写真6広 東料理店における食器と容器

お茶で食器を洗 ったあと中央の容器にお

茶を捨てる

写真7宴 会の様子

最初 に一斉に乾杯を したあと、個別 に

「敬酒」をしなが ら食事を進める

味
し
て
い
る
。

お
茶
を
頼
ん
だ
ら
メ
ニ
ュ
ー
を
見

て
料
理
を
決
め
る
が
、
海
鮮
料
理
店
な
ど
で

は
メ
ニ
ュ
ー
を
置
い
て
い
な
い
店
も
あ
る
。
そ
の
場
合

は
、
水
槽

の
中
の
魚
や
籠

の
中
の
野
菜
な
ど
を
指
差
し
て
選
ぶ
。
そ
の
他
、

ヤ
ム
チ
ャ
を
提
供
し
て
い
る
店

は
、

ワ
ゴ
ン
で
料
理
を
運
ん
で
く
る
こ
と
も
あ
る
。

テ
ー
ブ

ル
に
座
り
、
お
茶
を
頼
む
と
、
大
き
な
容
器

(写
真
6
の
中
央
に
あ
る

容
器
)
が
置
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
お
茶

で
食
器
を
洗

っ
た
後

、
そ
の
用
済
み
の
お

茶
を
捨

て
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
お
茶
で
食
器
を
洗
う
の
は
殺
菌

の
た
め

で
あ
る
と
地
元
で
言
わ
れ
る
が
、
広
東
省
外
か
ら
来
た
人

の
中
に
は
、

「
こ
ん
な
温
度

で
は
殺
菌

で
き
る
は
ず
は
な
い
」
と
否
定
的

な
態
度
を
と
る
者
も

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
食
事
を
取
る
前
に
皿
や
お
椀
な
ど
を
洗
う
こ
と
は
、
広

州
で
は
儀
礼
的
な
手
続
き
と
な

っ
て
い
る

(写
真
6
)。

食
事
を
す
る
際
の
マ
ナ
ー
は
基
本
的

に
は
日
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
い
く

つ
か

注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
第

一
に
、
広
州

で
は
必
ず
し
も
日
本
で
言
わ

れ
る

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
わ
な
い
。
「
さ
あ
、
食

べ
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
類
の
言
葉
を
使
う
か
、
無
言
で
食
事
が
始
あ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
由

に
食
事
を
始
め
て
い
い
わ
け
で
は
な
く
、

目
上
の
人
が
同
席
し
て
い
る
場
合
、
目
上

の
人
が
箸
を

つ
け

て
か
ら
食
事
を
始
め

る
。
第
二
に
、
広
州

で
は
、
ス
ー
プ
か
ら
飲
む
習
慣
が
あ
る
。
ま
た
、
宴
席
の
場
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モ
ウ
ガ
イ
バ
ソ
セ
ン
イ

ン

合
は
、
必
ず
鶏
肉
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
広
州
で
は

「無
鶏
不
成
宴
」
(鶏
肉
が
な
け
れ
ば
宴
会
は
成
り
立
た
な
い
)
と
い
う
言
い

回
し
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
宴
席

の
際
に
は
、
時
折
、

ス
ー
プ
で
は
な
く
、
鶏
肉
か
ら
食

べ
始
あ
る
場
合
も
あ

る
。
第
三
に
、
酒
を

飲
む
際
に
は

一
人

で
飲
ま
な
い
。
中
国
全
般
で
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
宴
席

で
酒
を
飲
む
時
に
は
、
同
席
し
た
人
と
乾
杯
し
、
謝
辞

ジ
ン
ジ
ウ

や
祝
辞
を
言
い
な
が
ら
飲
む
。
こ
れ
を

「敬
酒
」
と
い
う
。

日
本
の
宴
席

で
は
、
最
初

一
斉

に
乾
杯
を
し
た
後
、

一
人

で
黙
々
と
飲
む
光
景
が
時
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
広
州
や
他
の

中
国
の
地
で
は
、
や

っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
テ
ー
ブ

ル
の
席
で
年
齢
か
社
会
的
地
位

の
高

い
人
に
乾
杯
し
、
そ

れ
か
ら
同
席
し
た

一
人
ひ
と
り
と
順
番
に
乾
杯
を
し
な
が
ら
酒
を
飲
ん
で
い
く
。
ち
な
み
に
、
中
国
で
い
う

「
乾
杯
」
と
は
基
本
的

に

"
一
気
飲
み
"

の
こ
と
で
あ
る
の
で
、

一
気
飲
み
が
で
き
な
い
際
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
何
か
言
い
訳
を
し

て
お
い
た
ほ
う
が
よ

い
。
た
だ
し
、
女
性
は
必
ず
し
も

一
気
飲
み
を
勧
あ
ら
れ
な
い
。

客
と
し
て
招
か
れ
た
場
合
、
出
さ
れ
た
料
理
を
残
さ
ず
食

べ
る
か
、
そ
れ
と
も
少
量
残
す
か
は
、
実
際
に
は
判
断
の
難
し
い
問
題

で
あ
る
。
地
域
や
状
況
に
よ

っ
て
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
べ
き
か
が
異
な
る
。

一
般
に
、
北
方
で
は
出
さ
れ
た
料
理
を
少
量
残
し
て

お
く
の
が
良
い
が
、
南
方
で
は
で
き
る
だ
け
料
理
を
残
さ
な
い
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
広
州
で
は
、

一
般
的
に
料
理
を
す

べ
て
食
べ
て
も
残
し
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
も
人
と
場
合
に
よ
る
。
特
に
、
北
方
と
南
方
と
で
は
、
食
事
を
め
ぐ

る
マ
ナ
ー
や
文
化
的

観
念
が
異
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
方
で
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
お
皿
の
上

に
料
理
を
置

い
て
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
南
方

で
は
お
皿
に
料
理
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
広
東
で
は
、
お
皿
は
骨
な
ど
の
食

べ
か
す
な
ど

を
置

い
て
お
く
も
の
な
の
で
、
お
か
ず
は
す
べ
て
お
椀
に
入
れ
て
食
べ
る
。

　
ア

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
中
国
の
間
だ
け
で
な
く
、
同
じ
中
国
人
同
士
で
も
、
食
事
を
あ
ぐ
る

マ
ナ
ー
は
同
じ

で
な
い
。
共
食
は
人

と
人

の
交
流
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
葛
藤
を
孕
む
こ
と
も
あ
る
。
上
記
で
説
明
し
た
テ
ー
ブ

ル

・
マ
ナ
ー
は
中
国
全

国

で
通
用
す
る
も

の
と
は
限
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
各
地

の
テ
ー
ブ
ル

・
マ
ナ
ー
を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
う
え
で
食
事
を
と
る
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こ
と

が
重

要

と

な

る
。

注

"
本
章

は
、
基

本
的

に
は
現
地

語

の
読

み
方

に
従

い

ル
ビ
を

ふ

っ
て

い
る
。
○

印
を

つ
け
た

ル
ビ

は
広
東

語
読

み
を

、
△

印

を

つ
け
た

ル

ビ
は
潮

州
語

読

み
を
、

口
印

を

つ
け

た

ル
ビ
は
客

家
語

読

み
を
表

し

て
お

り
、
何

も
印

の
な

い
カ

ナ
タ

ナ
表

記

の

ル
ビ
は
中

国
語

読

み

を

示

し

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
現
地

語

は

い
ず

れ

も

「

」

で
括

っ
て
お
り
、

そ
の
他

の

ひ
ら
が

な

の

ル
ビ

は
み

な

日
本

語
読

み

に
直

し

て
あ

る
。
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