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書
評
論
文＞

食
文
化
論
と
し
て
の
『
甘
さ
と
権
力
』

―
シ
ド
ニ
ー
・
ミ
ン
ツ
の
古
典
を
読
む西

　
澤
　
治
　
彦

　
　
　
Ⅰ

シ
ド
ニ
ー
・
ミ
ン
ツ
（Sidney M

intz

）
のSw

eetness and Pow
er

は
一
九
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
で
、
当
時
か
ら
高
い
評
価

を
受
け
て
い
た
。
私
もPenguin Books

の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
を
持
っ
て
は
い
た
が
、
精
読
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
必
読
書
を
若

い
時
に
読
み
そ
び
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
本
書
は
刊
行
か
ら
三
五
年
を
経
て
い
る
が
、
す
で
に
近
現
代
史
の
分
野
で

は
一
定
の
評
価
を
得
て
お
り
、
し
ば
し
ば
引
用
も
さ
れ
る
。
い
つ
か
読
ま
ね
ば
と
思
っ
て
い
た
が
、
古
書
で
邦
訳
本
（
川
北
稔
・
和
田

光
弘
訳
一
九
八
八
『
甘
さ
と
権
力
―
砂
糖
が
語
る
近
代
史
』
平
凡
社
）
を
手
に
入
れ
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
読
ん
で
み
た
。
確
か
に
面
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白
く
、
早
く
に
読
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
私
が
タ
イ
ト
ル
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
た
も
の
と
も
、
ま
た
近
現
代
史
の
研
究
者
が
よ
く
引
用
す
る
文
脈
と
も
、
大
い
に
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。

原
題
のSw

eetness and Pow
er:T

he Place of Sugar in M
odern H

istory

で
あ
る
が
、Pow

er

に
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
な

権
力
を
主
に
指
し
て
い
る
が
、
ミ
ン
ツ
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
化
的
・
社
会
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
「
力
」（forces

）
の
意
味
も

込
め
ら
れ
て
い
る
。
思
い
切
っ
て
タ
イ
ト
ル
を
意
訳
し
、『
甘
味
の
力
―
近
現
代
史
に
お
い
て
砂
糖
が
果
た
し
た
役
割
』
の
方
が
よ
り

内
容
を
反
映
し
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
読
み
終
え
て
思
っ
た
も
の
だ
。

食
事
文
化
の
人
類
学
的
な
研
究
を
目
指
し
て
き
た
者
か
ら
読
め
ば
、
本
書
は
歴
史
学
の
研
究
書
と
い
う
よ
り
は
、
人
類
学
の
研
究
書

で
あ
る
。
実
際
、
ミ
ン
ツ
自
身
の
学
問
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
人
類
学
に
あ
る
。
あ
る
い
は
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
歴
史
人
類
学

の
研
究
書
で
あ
る
。
ま
た
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
植
民
地
に
お
け
る
砂
糖
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
砂
糖
普
及
の
世
界
史
と
い

う
よ
り
も
、
現
代
の
世
界
を
広
く
被
っ
て
い
る
食
文
化
の
起
源
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
食
文
化
に
関
す
る
歴
史
人
類
学
と
い
う

視
点
か
ら
、
本
書
で
ミ
ン
ツ
が
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
を
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
Ⅱ

本
書
を
書
い
た
ミ
ン
ツ
の
意
図
は
、「
は
じ
め
に
」
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
歴
史
学
者
は
こ
の
部
分
を
さ
っ
と
読

み
流
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
、
人
類
学
か
ら
み
る
と
、
非
常
に
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

一
五
世
紀
末
以
降
の
砂
糖
の
消
費
と
生
産
の
関
係
、即
ち
砂
糖
の
消
費
地
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
、生
産
地
と
し
て
の
植
民
地
（
カ

リ
ブ
海
域
）、を
一
括
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
と
、中
心
か
そ
の
周
辺
の
い
ず
れ
か
に
焦
点
が
ず
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
よ
り
詳
細
に
み
る
と
生
産
地
の
こ
と
が
判
然
と
し
な
く
な
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
同
じ
と
な
る
。
ミ
ン
ツ
が
こ
の
問
題
の

解
決
に
意
を
注
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
彼
が
一
九
四
八
年
か
ら
一
年
ほ
ど
か
け
て
行
な
っ
た
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
農

園
で
行
な
っ
た
人
類
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
経
験
が
根
底
に
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
本
書
は
歴
史
研
究
の
書
と
な
っ
て
い

る
が
、
出
発
点
は
人
類
学
的
な
民
族
誌
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、ミ
ン
ツ
が
正
直
に
吐
露
し
て
い
る
如
く
、当
初
は
な
ぜ
「
甘
味
」
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
々
に
好
ま
れ
る
の
か
、甘
味
の
「
需

要
」
は
ど
こ
ま
で
が
自
然
な
の
か
、
ま
だ
真
剣
に
考
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
本
書
を
執
筆
し
な
が
ら
、
ミ
ン
ツ
は
こ
の
問
題

に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
本
書
の
目
的
を
、
砂
糖
の
歴
史
に
付
随
し
て
起
っ
た
、
人
間
・
社
会
・
物
質
そ
れ

ぞ
れ
の
相
互
作
用
の
長
期
に
わ
た
る
変
化
を
扱
い
た
い
、
と
明
言
し
て
い
る
。
長
期
に
わ
た
る
変
化
は
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
「
長
期
波
動
」

を
想
起
さ
せ
る
が
、
彼
の
主
眼
は
、
砂
糖
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
砂
糖
の
歴
史
に
付
随
し
て
起
っ
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
五
世
紀
末
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
始
ま
っ
た
砂
糖
へ
の
突
然
の
シ
フ
ト
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
、
人
類
学
者
が
得
意
と
し
て
き
た

文
化
変
容
の
問
題
で
あ
り
、
彼
は
人
類
学
の
視
点
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
人
類
学
は
非
西
洋
社
会
を
研
究
の
対
象
と
し
て
き

た
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
彼
は
人
類
学
が
一
つ
の
学
問
と
し
て
持
っ
て
い
る
強
み
を
、
我
々
と
は
違
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
な
が
ら
、
我
々
の
社
会
と
よ
く
似
た
原
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
他
の
社
会
を
熟
知
し
て
い
る
、
と
い
う
信
念
に
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
人
類
学
は
、
人
類
の
本
質
的
な
同
一
性
を
証
明
し
な
が
ら
も
、
驚
く
べ
き
多
様
性
を
も
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
と
。

こ
れ
と
類
似
す
る
発
言
は
、
す
で
に
エ
バ
ン
ズ
＝
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
が
一
九
六
一
年
に
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
に
て
「
人
類
学
と
歴

史
学
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
も
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
時
代
や
空
間
を
超
え
た
人
類
と
し
て
の
普
遍
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
中
で
、

現
在
の
自
分
自
身
の
文
化
と
他
の
全
て
の
文
化
と
の
間
に
広
範
囲
に
わ
た
る
重
複
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
全
て
の
人
類
に
共
通
す

る
基
本
的
な
心
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
家
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
人
々
を
、
人
類
学
者
は
未
開
民
族
の
人
々
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を
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
（Evans-Prichard, Edw

ard E. 1961 A
nthropology and H

istory, 

M
anchester U

niversity Press

）。
歴
史
人
類
学
を
目
指
し
た
ミ
ン
ツ
は
こ
の
小
冊
子
に
目
を
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を

踏
ま
え
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
信
念
ゆ
え
に
、
ミ
ン
ツ
は
こ
れ
ま
で
の
人
類
学
者
は
「
未
開
」
と
は
言
い
に
く
い
社
会
を
意
識
的
に
研

究
対
象
か
ら
外
し
て
き
た
と
、
反
省
を
込
め
て
述
べ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
存
在
の
意
識
的
な
無
視
は
、

現
代
人
類
学
の
開
祖
で
あ
る
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
も
み
ら
れ
た
。
ミ
ン
ツ
が
「
未
開
」
と
は
言
い
が
た
い
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
で
人
類
学

的
な
調
査
を
始
め
る
に
は
、
当
時
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
勇
気
が
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
ミ
ン
ツ
の
心
情
は
、
中
国
社
会

を
人
類
学
的
な
研
究
対
象
と
し
て
き
た
私
に
も
よ
く
分
か
る
。

現
在
で
は
、
近
・
現
代
社
会
を
研
究
し
て
い
る
人
類
学
者
も
増
え
て
い
る
が
、
ミ
ン
ツ
自
身
、「
近
代
化
」
な
ど
の
研
究
よ
り
は
未

開
社
会
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
の
方
が
、
学
問
と
し
て
の
人
類
学
の
武
器
な
の
だ
と
い
う
固
定
観
念
に
囚
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
さ

ら
に
近
代
社
会
の
研
究
を
す
る
に
し
て
も
、
少
数
派
の
民
族
集
団
や
最
下
層
民
の
生
活
な
ど
周
縁
的
な
も
の
を
対
照
と
し
て
き
た
、
と

反
省
の
弁
を
述
べ
て
い
る
。
ミ
ン
ツ
の
苦
言
は
今
に
通
じ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
人
類
学
者
は
多
民
族
国
家
内
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集

団
や
、
国
境
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
盛
ん
に
研
究
す
る
も
の
の
、
不
思
議
と
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
レ
ベ
ル
の
研

究
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
成
立
を
や
り
だ
す
と
、
時
代
的
に
は
近
代
と
な
る
わ
け
で
、
換
言
す
る
と
、「
近

代
化
」
の
研
究
を
人
類
学
者
は
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

砂
糖
と
い
う
食
品
の
歴
史
ほ
ど
、「
非
」
人
類
学
的
な
テ
ー
マ
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
人
類
学
は
過
去
か
ら
未
来
に
至
る
世
界
の
変

化
を
明
ら
か
に
し
、
逆
に
何
が
変
化
し
な
か
っ
た
か
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
と
ミ
ン
ツ
は
述
べ
て
い
る
。
近
代
社
会

を
対
象
と
す
る
「
新
し
い
人
類
学
」
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
が
、
主
と
し
て
歴
史
的
な
分
析
に
終
始
し
て
い
る
本
書
は
、
そ
の
確
立
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の
た
め
の
一
歩
で
あ
る
、
と
本
書
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
記
述
の
ほ
と
ん
ど
は
歴
史
的
な
分
析
で
占
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
書
は
、

人
類
学
か
ら
み
れ
ば
、「
新
し
い
人
類
学
」
あ
る
い
は
「
歴
史
人
類
学
」
を
目
指
し
た
意
欲
的
な
試
み
な
の
で
あ
る
。

ミ
ン
ツ
は
「
は
じ
め
に
」
の
最
後
に
、
食
品
や
食
事
を
対
象
と
す
る
人
類
学
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
無
視
し
得
な
い
こ
と
、
本

書
が
将
来
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
対
し
、
有
益
な
理
論
的
・
政
策
的
な
問
題
提
起
の
書
と
な
れ
ば
本
望
で
あ
る
こ
と
、
本
書
が
人

類
学
よ
り
は
歴
史
学
の
方
に
傾
い
て
い
る
こ
と
、
人
類
学
は
歴
史
学
に
な
ら
な
い
限
り
意
味
が
な
い
と
い
う
主
張
に
与
す
る
つ
も
り
は

な
い
が
、
か
と
い
っ
て
歴
史
抜
き
の
人
類
学
で
は
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
、
全
て
の
社
会
現
象
は
本
質
的
に
歴
史
的
な
も
の

で
あ
る
、
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
　
　
Ⅲ

第
一
章
の
「
食
物
・
社
会
性
・
砂
糖
」
は
、
本
章
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
も
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
人
類
学
的
な
考
察
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
ミ
ン
ツ
は
、
食
物
シ
ス
テ
ム
は
、
人
種
や
言
語
ど
こ
ろ
か
も
っ
と
小
さ
い
集
団
間
に
お
い
て
も
決
定
的
な
差
が
あ
り
、

集
団
に
よ
っ
て
食
べ
る
物
も
違
え
ば
食
べ
方
も
違
う
、
と
述
べ
た
上
で
、
食
の
人
類
学
の
先
駆
者
で
あ
る
オ
ー
ド
リ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ズ

（A
udrey Richards

）
に
言
及
す
る
。
即
ち
、
彼
女
の
民
族
誌
か
ら
、
栄
養
摂
取
は
性
以
上
に
基
本
的
な
過
程
で
あ
り
、
自
ら
所
属
す

る
社
会
集
団
の
性
格
や
行
動
様
式
を
決
定
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
幼
児
期
の

養
育
と
は
食
物
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
味
覚
の
形
成
に
は
深
い
愛
情
の
重
み
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
他
者

と
の
関
係
で
自
己
を
ど
う
認
識
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
ま
で
繋
が
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
補
足
す
る
な
ら
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
早
く
も
一
九
三
〇
年
代
、
ア
フ
リ
カ
の
ロ
ー
デ
シ
ア
に
て
母
系
親
族
組
織
で
知
ら
れ
る
ベ
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ン
バ
族
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
食
物
の
生
産
・
調
理
・
消
費
と
い
っ
た
過
程
と
、
家
族
制
度
と
の
関
係
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

H
unger and W

ork in a Savage T
ribe （1932

）、
及
びLand, Labour and D

iet in N
orthern R

hodesia

（1939

）
の
二
冊
の

民
族
誌
を
書
き
上
げ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
前
著
の
中
で
、
種
族
維
持
制
度
（reproductive system

）
に
対
し
、
個
体
維
持
制
度

（nutritional system

）
の
研
究
を
提
起
し
て
い
る
。
本
能
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
前
者
は
性
欲
に
、
後
者
は
食
欲
に
対
応
し
、
生
物
学

の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
前
者
は
種
族
の
維
持
に
、
後
者
は
個
体
の
維
持
に
対
応
す
る
。
人
類
学
が
得
意
と
す
る
親
族
組
織
の
研
究
は
前
者

に
包
括
さ
れ
る
が
、
彼
女
は
こ
れ
に
対
し
、
食
物
の
獲
得
・
分
配
・
消
費
な
ど
、
人
間
の
諸
活
動
が
い
か
に
食
物
を
軸
と
し
て
組
織
、

運
営
さ
れ
て
い
る
か
を
説
き
、
そ
の
体
系
的
な
研
究
を
提
起
し
た
。

ミ
ン
ツ
は
続
い
て
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
や
ロ
ー
ナ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ど
の
親
族
組
織
と
食
物
分
配
の
研
究
な
ど
を
紹
介
し
、

食
品
産
業
が
食
物
の
分
配
を
支
え
る
現
代
社
会
で
は
こ
れ
ら
が
全
く
異
な
っ
た
形
態
に
変
化
し
て
い
る
と
し
、
本
書
は
こ
の
中
で
も
砂

糖
と
い
う
単
品
が
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
、
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
こ
れ
は
僅
か
数
頁
の
短
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
ミ
ン
ツ
の
砂
糖
の
研
究
の
問
題
意
識
が
、
歴
史
学
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
類

学
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ミ
ン
ツ
が
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
食
生
活
の
転
換
は
近
代
化
の
一
局

面
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
因
果
関
係
は
逆
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
如
何
に
し
て
砂
糖
消

費
者
に
な
っ
た
か
だ
け
で
な
く
、
そ
の
結
果
、
社
会
全
体
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
が
重
要
で
あ
る
と
。
解
読
さ
れ
る
べ
き
は
コ
ー
ド
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
コ
ー
ド
化
の
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
、
文
化
を
コ
ー
ド
と
と
ら
え
、
そ
の
解
読
に
当
っ
て
き
た
人

類
学
者
に
対
す
る
、
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章
の
「
生
産
」、
お
よ
び
第
三
章
の
「
消
費
」
は
歴
史
的
な
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
随
処
に
興
味
深
い
記
述
や
分
析
が
あ
る
が
、
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こ
こ
で
は
結
論
に
向
っ
て
い
く
第
五
章
の
「
権
力
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

当
初
は
新
奇
な
輸
入
品
が
や
が
て
馴
染
み
の
食
品
を
駆
逐
し
、
日
常
食
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
過
程
で
そ

の
食
品
に
新
た
な
意
味
が
付
加
さ
れ
る
。
ミ
ン
ツ
が
扱
っ
た
砂
糖
は
そ
の
好
例
で
、こ
の
過
程
は
、国
家
の
指
導
者
や
経
済
力
、社
会
的
・

文
化
的
な
運
命
と
も
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
、
と
う
い
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
本
章
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
一
見
、
食
品
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
な
文
章
に
、
人
類
学
者
な
ら
で
は
の
洞
察
が

い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々
は
生
や
死
と
い
っ
た
生
物
学
的
な
事
柄
を
社
会
的
な
事
柄
に
転
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
だ
か

ら
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
方
法
で
行
な
っ
て
い
る
。
故
に
一
つ
の
社
会
で
あ
ろ
う
と
も
、

17
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
よ
う
に
出
生
・
富
・
性
別
・
育
ち
・
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
分
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
共
通
の
社

会
慣
行
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
砂
糖
を
め
ぐ
る
消
費
行
動
は
、
こ
う
し
た
内
部
の
権
力
分
布
を
知
る
一
つ
の
指
標

と
な
り
う
る
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
人
間
が
客
観
的
世
界
に
集
団
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
付
与
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
、
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
を

問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
も
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、そ
の
意
味
と
い
う
の
は
、学
習
に
よ
っ
て
後
天
的
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、

我
々
は
と
う
の
昔
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
筋
書
き
通
り
に
劇
を
演
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。
こ
こ
で
私
は
費

孝
通
の
『
郷
土
中
国
』
を
想
起
し
た
し
、
続
く
、
複
雑
な
社
会
で
は
大
多
数
の
人
々
が
何
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
お
お
よ
そ
同
意
し

て
い
る
と
い
う
大
前
提
が
不
可
欠
で
あ
る
、と
い
う
指
摘
は
、ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
『
想
像
の
共
同
体
』
を
想
起
さ
せ
る
。

ミ
ン
ツ
は
近
代
社
会
の
食
物
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
文
化
人
類
学
者
ら
が
、
そ
の
食
物
が
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
誰
が

つ
く
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
全
く
無
関
心
な
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
と
、
批
判
し
て
い
る
。
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
（
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
）
や
、
テ
ィ
コ
ピ
ア
族
（
フ
ァ
ー
ス
）、
ベ
ン
バ
族
（
リ
チ
ャ
ー
ズ
）
な
ど
の
無
文
字
社
会
の
記
述
で
は
食
物
に
多
大
の
注
意
が
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払
わ
れ
て
い
た
の
に
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
、
生
産
と
消
費
環
境
と
が
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、

と
推
測
し
て
い
る
。
ミ
ン
ツ
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
溝
を
埋
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
彼
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
砂
糖
の
普
及
は
、
社
会
的
に
下
位
の
集
団
が
上
位
の
集
団
を
真
似
た
わ
け

で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
動
労
者
が
カ
ロ
リ
ー
不
足
で
あ
っ
た
上
に
、
新
し
い
工
場
制
度
の
展
開
な
ど
に
よ
っ
て
食
生
活
を
変
え
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
大
衆
は
、
自
ら
の
意
思
で
ま
っ
た
く
自
由
に
選
択
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
実
際
の
選

択
の
許
容
範
囲
は
、権
力
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
枠
組
の
中
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
の
読
者
な
ら
、こ
こ
で
ジ
ョ
ー

ジ
・
ソ
ル
ト
の
『
ラ
ー
メ
ン
の
語
ら
れ
ざ
る
歴
史
』
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ミ
ン
ツ
が
本
章
の
タ
イ
ト
ル
や
、
書
名
にPow

er

を
入
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

消
費
の
仕
方
に
よ
っ
て
人
間
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
は
、
資
本
主
義
体
制
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
砂

糖
こ
そ
は
そ
の
最
初
の
商
品
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
栄
養
と
か
、
人
間
の
性
質
、
甘
党
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ

た
味
の
好
み
と
は
無
関
係
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
根
本
的
な
変
化
、
即
ち
、
身
分
に
基
づ
く
中
世
的
な
社
会
か
ら
民
主
的
な
資
本
主
義

的
工
業
社
会
へ
移
行
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
、
と
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
Ⅳ

ミ
ン
ツ
が
一
番
、
本
書
で
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
第
六
章
の
「
食
べ
る
こ
と
と
生
き
る
こ
と
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
人
類
学
か
ら

み
れ
ば
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
、
ミ
ン
ツ
に
と
っ
て
は
長
い
長
い
「
序
論
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
第

六
章
に
お
け
る
ミ
ン
ツ
の
主
張
を
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。
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ミ
ン
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
砂
糖
消
費
先
進
国
の
変
化
の
状
況
を
概
観
し
な
が
ら
、
砂
糖
が
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
性
質
や

フ
ラ
ン
ス
人
の
食
生
活
の
形
態
に
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
が
ハ
イ
チ
革
命
に
よ
っ
て
砂
糖
の
生
産
地
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
料
理
そ
の
も
の
や
、
甘
味
に
目
立
っ
た
役
割
を
求
め

な
い
フ
ラ
ン
ス
人
の
味
覚
に
由
来
し
、
こ
の
点
で
は
中
国
料
理
と
似
通
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
ミ
ン
ツ
は
両
料
理
に
高
い
評
価
を

与
え
て
い
る
が
、
煮
物
な
ど
で
は
意
外
と
砂
糖
を
多
用
す
る
現
代
の
日
本
料
理
を
み
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

農
業
が
始
ま
っ
て
以
来
、
人
類
の
食
事
は
主
と
し
て
複
合
炭
水
化
物
を
中
心
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
富
裕
層
か
ら
肉
や
魚

な
ど
の
蛋
白
質
が
こ
れ
に
加
わ
る
と
い
う
歴
史
を
辿
っ
て
き
た
が
、
砂
糖
（
単
純
炭
水
化
物
）
の
登
場
に
よ
り
、
蛋
白
質
は
増
え
な
く

と
も
労
働
者
の
カ
ロ
リ
ー
摂
取
量
を
増
大
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
砂
糖
は
近
代
化
や
工
業
化
の
象
徴
と
な
り
、
世
界
各
国
に
拡

大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
権
力
と
資
本
主
義
が
他
の
地
域
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
の
と
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
を

辿
る
こ
と
に
な
っ
た
。

消
費
者
に
「
伝
統
的
な
」
消
費
を
行
な
わ
せ
た
り
、「
近
代
的
な
」
消
費
を
行
な
わ
せ
た
り
す
る
「
力
」
と
は
、
複
雑
で
多
面
的
で

あ
る
と
し
、
ミ
ン
ツ
は
衣
服
と
の
対
比
を
あ
げ
て
い
る
。
即
ち
、
単
に
何
を
着
る
の
か
で
は
な
く
、
い
つ
、
ど
こ
で
誰
と
一
緒
に
着
る

の
か
が
重
要
で
あ
っ
て
、
食
も
同
様
に
、
単
に
何
を
食
べ
る
か
で
は
な
く
、
場
所
・
時
・
人
的
情
況
が
問
題
な
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
伝
統
的
な
も
の
か
ら
近
代
的
な
も
の
へ
の
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
の
詳
細
は
、
ま
だ
完
全
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。

続
い
て
ミ
ン
ツ
は
、
家
庭
と
食
品
産
業
の
関
係
の
議
論
に
移
る
。
先
進
国
ほ
ど
、
家
庭
外
の
外
食
産
業
で
の
砂
糖
消
費
量
の
割
合
が

高
ま
っ
て
お
り
、
家
庭
内
で
も
調
理
済
み
の
食
品
の
消
費
で
、
こ
れ
も
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
、
消
費
の
内
訳
は
階
層
で
み

れ
ば
非
特
権
階
級
に
、
年
齢
で
い
え
ば
若
年
層
ほ
ど
多
く
消
費
し
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
か
つ
て
の
中
核
と
し
て
の

デ
ン
プ
ン
と
、
周
辺
と
し
て
の
香
料
の
間
に
あ
っ
た
古
く
か
ら
の
関
係
の
変
化
を
示
し
て
い
る
、
と
の
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
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し
か
も
、
こ
の
変
化
は
、
砂
糖
と
並
行
し
て
脂
肪
の
摂
取
量
も
大
幅
に
増
大
す
る
と
い
う
複
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
外

食
や
家
庭
内
で
の
調
理
済
み
の
食
品
の
消
費
の
増
加
も
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
変
化
は
、
単
に
特
定
の
栄
養
素
の
割

合
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

ミ
ン
ツ
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
学
者
に
よ
る
伝
統
的
な
家
庭
の
食
事
様
式
の
研
究
に
お
い
て
は
、
言
語
学
と
の
類
推
が
有
効
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
、
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
の
論
文‘D

eciphering a m
eal’

（1972

）
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
近
代
的

な
生
活
の
原
動
力
は
こ
う
し
た
「
辞
書
」
や
「
文
法
」
と
は
遠
く
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
、
批
判
し
て
い
る
。
我
々
は
文
法
な
し

に
は
話
す
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
型
ど
お
り
の
食
事
を
し
な
く
て
も
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
自
体
は
で
き
る
と
。
そ
し
て
、
近
代
的
な

食
料
技
術
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
文
法
」
を
全
て
捨
て
去
る
こ
と
が
、
大
量
生
産
さ
れ
た
食
料
品
の
消
費
を
促
す
最
良

の
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
個
人
の
選
択
の
自
由
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
最
大
化
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。

現
代
の
日
本
で
も
、
外
食
や
「
中
食
」
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
、「
一
汁
三
菜
」
と
い
っ
た
和
食
の
「
型
」
が
崩
れ
て
い
る
と
か
、
個

食
や
孤
食
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
こ
う
し
た
変
化
の
要
因
は
複
数
あ
ろ
う
が
、
大
量
生
産
さ
れ
た
食
料
品
の
普
及

が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ミ
ン
ツ
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
食
品
の
う
ち
、
砂
糖
こ

そ
が
そ
の
先
頭
を
切
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
ミ
ン
ツ
が
砂
糖
の
普
及
の
歴
史
の
研
究
を
通
し
て
見
え
て
き
た
も
の
、
そ
し
て
最
も
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
点
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ミ
ン
ツ
が
繰
り
返
し
敷
衍
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
即
ち
、
食
事
は
、
か
つ
て
は
明
確
な
内

部
構
造
を
有
し
て
お
り
、
家
庭
内
で
の
手
作
り
料
理
と
い
う
パ
タ
ー
ン
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
中
で
の
社
会
化
や
伝
統
に
よ
っ
て
、
あ
る

程
度
ま
で
は
統
制
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
、
食
物
を
ど
こ
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
型
通
り
に
決
ま
っ

た
食
事
の
構
成
と
か
日
替
わ
り
の
献
立
と
か
は
、
徐
々
に
消
え
去
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
一
緒
に
食
事
を
す
る
こ
と
の
社
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会
的
な
意
義
も
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。
そ
の
結
果
、
食
事
行
為
は
よ
り
個
人
化
、
孤
立
化
さ
れ
、
食
の
脱
社
会
化
が
起
っ
た
の

で
あ
る
。
食
に
関
す
る
取
捨
選
択
（
い
つ
、
ど
こ
で
、
何
を
）
は
今
や
他
人
と
の
相
談
な
く
し
て
決
め
ら
れ
、
食
品
技
術
や
俗
に
「
時

間
の
節
約
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
、
予
め
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
収
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
問
題
は
我
々
が
認
識
し
て
い
る
「
時
間
」
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
ミ
ン
ツ
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
時
間
は
し
ば
し
ば
決
定

的
に
不
足
し
て
い
て
、
希
少
価
値
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
、
消
費
の
無
限
の
拡
大
と
い
う
大
原
則
に
基
づ
い

た
経
済
シ
ス
テ
ム
も
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、と
し
て
い
る
。
生
産
技
術
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、個
々
人
の
持
っ

て
い
る
時
間
は
逆
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
存
在
す
る
。
故
に
、
最
小
限
の
時
間
内
で
最
大
限
の
快
楽
を
得
よ
う
と
、

複
数
の
消
費
を
同
時
進
行
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

時
間
の
パ
タ
ー
ン
が
食
の
パ
タ
ー
ン
と
連
動
し
て
い
る
例
と
し
て
、
ミ
ン
ツ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
家
族
間
に
お
け
る

儀
礼
的
な
食
事
が
減
少
し
て
い
る
事
実
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
我
々
の
祖
先
が
狩
猟
採
集
生
活
を
行
な
っ
て
い
た
時
代
に

逆
行
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
、
食
物
は
情
況
に
お
か
ま
い
な
く
、
手
に
は
入
っ
た
時
に
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

不
規
則
な
食
事
習
慣
の
広
が
り
は
、
砂
糖
消
費
の
歴
史
が
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
、
数
十
年
前
の
ア
メ
リ
カ
で
み
ら
れ
た
不

規
則
な
食
事
と
個
食
化
の
傾
向
を
、
そ
の
後
、
日
本
も
追
い
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
砂
糖
は
、
デ
ザ
ー
ト
で
な
く
と
も
、
調
理

済
み
の
食
品
に
大
量
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
消
費
の
近
代
化
に
さ
ら
な
る
影
響
を
与
え
た
。

ミ
ン
ツ
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
論
文‘T

ow
ard a psychosociolgy of contem

porary food consum
ption’

（1975

）
を
引
用
し
、

記
号
と
し
て
の
食
物
は
、
栄
養
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
交
上
の
儀
礼
と
い
う
二
重
の
価
値
を
も
っ
て
お
り
、
前
者
が
満
た
さ
れ
る
と

後
者
の
方
が
重
要
性
を
増
す
こ
と
、
こ
う
し
た
傾
向
が
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
い
て
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
紹
介
し
、

そ
の
主
張
が
お
お
む
ね
現
代
社
会
一
般
に
合
致
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
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近
現
代
に
お
け
る
砂
糖
の
普
及
は
、
多
く
の
大
衆
や
資
源
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
全
世
界
の
生
産
的
結
合
を
積
極
的
に
再
構
成
し
て

い
っ
た
。
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
「
力
」
が
解
放
し
た
技
術
的
・
人
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
世
界
史
上
、
類
を
み
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
の
、
ミ
ン
ツ
は
そ
の
一
方
で
、
我
々
は
我
々
が
食
べ
る
物
に
対
す
る
自
決
権

を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
た
。
即
ち
、
我
々
が
食
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
は
な
く
、
大
量
生
産
さ
れ
た
食
品
の
単

な
る
消
費
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
便
利
さ
と
い
う
衣
の
下
で
、
個
々
人
の
選
択
肢
が
狭
め
ら
れ
、
こ
う
し
た
傾
向
に
対
す
る
抵

抗
の
機
会
も
狭
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
情
況
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

無
論
、
ミ
ン
ツ
の
こ
う
し
た
主
張
に
似
通
っ
た
も
の
は
、
彼
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
人
類
学
者
ら
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て

い
る
。
ミ
ン
ツ
の
功
績
は
、
近
現
代
に
お
け
る
砂
糖
の
普
及
と
い
う
歴
史
を
、
生
産
と
消
費
と
を
密
接
に
結
び
つ
け
な
が
ら
、
詳
細
に

跡
付
け
た
こ
と
に
あ
る
。
ミ
ン
ツ
の
議
論
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。

ミ
ン
ツ
の
結
び
の
言
葉
は
、
同
業
の
人
類
学
者
に
向
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
我
々
人
類
学
者
は
、
奇
妙
な

こ
と
に
、
あ
ま
り
に
も
長
い
間
、
世
界
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
今
も
変
わ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
変
化

の
問
題
に
人
類
学
者
は
貢
献
で
き
る
し
、
そ
の
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
否
定
し
て
き
た
。
我
々
は
自
ら
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に

裏
切
ら
れ
た
一
面
も
あ
ろ
う
。
だ
が
人
類
学
が
得
意
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
遺
憾
な
が
ら
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
が
）
と
、
一
つ
の
「
種
」
と
し
て
の
人
類
の
歴
史
的
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
学
問
か
ら
も
認
め

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
人
、
物
、
行
為
が
如
何
に
し
て
意
味
の
あ
る
形
で
統
合
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
人
類
学
的
に
大
い
に
興

味
を
惹
か
れ
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
原
始
的
な
社
会
同
様
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
。

本
書
は
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
、
人
類
学
者
よ
り
も
、
近
現
代
史
の
研
究
者
に
よ
っ
て
引
用
や
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い



13

食文化論としての『甘さと権力』―シドニー・ミンツの古典を読む　西澤　治彦

よ
う
に
思
う
。
当
然
、
歴
史
学
者
は
歴
史
学
の
文
脈
で
本
書
を
読
み
、
評
価
す
る
。
人
類
学
者
も
食
文
化
に
関
心
が
あ
れ
ば
読
む
で
あ

ろ
う
が
、
専
門
と
す
る
地
域
が
異
な
る
と
、
な
か
な
か
目
を
通
せ
な
い
。
読
ん
だ
と
し
て
も
、
人
類
学
者
が
ミ
ン
ツ
の
本
来
の
主
張
を

正
面
か
ら
受
止
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
一
人
で
も
多
く
の
人
類
学
者
に
本
書
の
面
白
さ
と
重
要
性
を
再
認
識
し

て
欲
し
い
、
そ
し
て
歴
史
学
者
に
対
し
て
は
本
書
に
は
別
な
読
み
方
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
く
、
こ
の
一
文
を
書

い
た
次
第
で
あ
る
。




