
本
山
◉
土
井
さ
ん
に
、
お
料
理
と
木
を
め
ぐ
る
お
話

を
う
か
が
え
る
と
あ
っ
て
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら

や
っ
て
き
ま
し
た
。
木
の
道
具
は
、
台
所
で
も
い
ろ

い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
井
◉
お
箸
を
は
じ
め
、
お
ひ
つ
や
お
し
ゃ
も
じ
、

お
寿
司
を
合
わ
せ
る
飯は
ん

切ぎ
り

（
飯
台
）
に
、
ま
な
板
な

ど
お
料
理
で
は
木
の
道
具
を
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
。

木
の
道
具
は
食
材
を
守
っ
て
く
れ
る
し
、
使
う
人
に

も
楽
し
み
が
あ
る
し
、
使
い
込
む
と
ま
た
道
具
に
味

が
出
て
愛
着
が
生
ま
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
ご
は
ん
の

お
い
し
さ
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

松
原
◉
炊
き
た
て
で
し
ょ
う
か
？

土
井
◉
た
し
か
に
炊
き
た
て
は
お
い
し
く
感
じ
ま
す

ね
。
そ
れ
は
炊
き
た
て
の
熱
々
と
い
う
触
覚
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
は
味
覚
的
に
お
い
し
い
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
触
覚
は
味
覚
に
優
先
し
ま

す
か
ら
、
あ
る
程
度
冷
め
な
い
と
ご
は
ん
の
味
は
わ

か
ら
な
い
も
の
で
す
。
ご
は
ん
に
限
ら
ず
お
か
ず
も

そ
う
で
す
。

松
原
◉
木
の
道
具
で
あ
る
お
ひ
つ
に
入
れ
て
お
く

と
、
ご
は
ん
が
お
い
し
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

土
井
◉
炊
き
上
が
っ
た
ご
は
ん
を
お
ひ
つ
に
移
す
こ

と
で
、
お
い
し
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
木
が

余
分
な
水
分
（
蒸
気
）
を
吸
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
水
分
が
ご
は
ん
の
中
に
残
る
と
食
味
が
ど
ん
ど

ん
悪
く
な
る
し
、
傷
み
や
す
い
。
炊
き
た
て
の
ご
は

ん
を
お
ひ
つ
に
移
す
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
温
度

で
お
い
し
い
ご
は
ん
が
味
わ
え
ま
す
。
翌
朝
冷
た
く

な
っ
た
冷
や
ご
は
ん
、
ぷ
ん
と
ご
は
ん
の
匂
い
が
し

て
と
て
も
お
い
し
い
も
の
で
す
。
ご
は
ん
は
洗
っ
て

ザ
ル
に
あ
げ
、
30
分
ほ
ど
置
い
て
吸
水
さ
せ
た
洗
い

米
を
、
き
れ
い
な
水
で
水
加
減
し
て
、
す
ぐ
に
火
を

自 然 観 で つ な が る
木 材 と 料 理 の 世 界

巻頭◉鼎
て い

談
だ ん

「季節の食材を料理して食べることが大切。毎日の食事は
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松原 恵理
複合材料研究領域

本山 友衣
構造利用研究領域

Doi Yoshiharu Matsubara Eri Motoyama Yui

Studio 5th NAKAMEGURO（東京）にて
Photo by Godo Keiko

3 巻頭◉鼎談　自然観でつながる木材と料理の世界



入
れ
て
炊
き
ま
す
。
そ
れ
を
お
ひ
つ
に
移
す
と
格
別

で
す
。

　

現
代
人
は
、
お
料
理
は
味
付
け
だ
と
考
え
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
西
洋
的
な
考
え
方
で
、
和
食

の
お
い
し
さ
は
食
材
で
あ
っ
て
、
人
間
の
力
で
お
い

し
く
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
ん
で
す
ね
。「
和

食
で
は
何
も
し
な
い
こ
と
を
最
善
と
す
る
」
の
が
第

一
で
、
つ
ま
り
、
食
材
の
中
に
あ
る
お
い
し
さ
を
、

い
か
に
、
ま
ず
く
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
だ
か
ら
、
和
食
の
お
い
し
さ
は
人
間
が
つ
く
り

出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
ま
す
。

松
原
◉
も
と
も
と
の
も
の
が
お
い
し
い
？

土
井
◉
一
木
か
ら
仏
を
彫
り
出
す
。
円
空
仏
＊
は
見

事
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
仏
さ
ま
を
見
る
と
木
の
中
に

す
で
に
仏
さ
ん
が
い
ら
し
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

人
間
は
仏
さ
ま
を
彫
り
出
す
の
で
す
。
一
方
、
西
洋

で
は
粘
土
な
ど
を
積
み
上
げ
て
姿
形
を
整
え
、
鋳
型

に
流
し
て
ブ
ロ
ン
ズ
像
を
つ
く
る
。
日
本
は
マ
イ
ナ

ス
的
彫
刻
で
、
西
洋
は
プ
ラ
ス
的
彫
刻
だ
と
わ
か
り

ま
す
。
料
理
も
お
な
じ
で
、
和
食
は
マ
イ
ナ
ス
的
調

理
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
西
洋
は
プ

ラ
ス
的
料
理
で
、
意
図
し
て
お
い
し
く
味
つ
け
を
す

る
ま
で
が
調
理
で
す
。
自
然
を
中
心
に
考
え
る
和
食

と
西
洋
と
で
は
、真
逆
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
り
ま
す
。

本
山
◉
私
は
専
門
が
環
境
心
理
学
で
、
内
装
に
木
を

使
っ
た
木
質
空
間
で
人
が
ど
う
感
じ
る
か
、
心
理
的

な
評
価
を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
西
洋
人
と
日
本
人

と
で
は
、
木
質
空
間
に
対
す
る
感
じ
方
に
も
ち
が
い

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

土
井
◉
そ
う
な
ん
で
す
か
…
…
た
し
か
に
、
木
の
椅

子
に
座
っ
た
り
、
木
に
触
れ
た
り
す
る
と
、
心
地
が

よ
い
し
、
私
も
木
製
の
椅
子
を
使
っ
て
い
ま
す
。
以

前
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
木
に
触
れ
る
と
脳
内
に
癒
や
し
効
果

の
あ
る
ア
ル
フ
ァ
波
が
現
れ
る
と
い
う
の
を
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

本
山
◉
脳
活
動
や
心
拍
変
動
な
ど
生
理
的
な
面
か
ら

も
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
人
と
自
然
の
つ

な
が
り
や
距
離
感
と
い
う
点
か
ら
心
理
的
な
側
面
に

注
目
し
て
い
ま
す
。
お
料
理
だ
と
季
節
ご
と
の
素
材

の
ち
が
い
か
ら
自
然
を
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
木
質
空

間
で
人
は
自
然
を
ど
う
感
じ
と
っ
て
い
る
の
か
、
と

か
で
す
ね
。

土
井
◉
木
の
道
具
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
料
理
を

す
る
自
分
に
と
っ
て
も
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
自
然
物
で
あ
る
食
材
に
触
れ
る
と
元
気
に
な

る
の
と
お
な
じ
で
す
ね
。

　

市
場
の
人
が
元
気
な
の
は
、
大
自
然
と
仕
事
を
し

て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
食
材
と
い
う
自
然
に
触
れ

る
こ
と
で
人
間
は
元
気
に
な
る
。
そ
れ
は
、
木
に
触

れ
る
の
も
お
な
じ
で
す
ね
。
料
理
と
は
自
然
物
で
あ

る
食
材
と
の
対
話
だ
と
言
い
ま
す
。
畑
に
行
っ
て
穫と

れ
た
て
の
野
菜
を
見
る
と
う
れ
し
く
な
る
。
木
目
を

見
て
も
美
し
い
と
感
じ
る
し
、
切
り
た
て
の
木
は
、

い
い
匂
い
が
し
て
、
こ
の
上
な
く
清
ら
か
だ
と
思
い

ま
す
。
大
昔
の
人
は
皮
を
剥は

い
だ
白
木
に
神
さ
ま
が

現
れ
る
（
依よ

り

代し
ろ

）
と
信
じ
た
そ
う
で
す
ね
。

本
山
◉
私
の
母
は
木
の
道
具
が
好
き
で
よ
く
使
う
の

で
す
が
、
現
代
人
の
暮
ら
し
で
は
木
が
使
わ
れ
て
い

る
も
の
も
少
な
く
な
っ
て
、
自
然
と
の
つ
な
が
り
が

希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

土
井
◉
縄
文
時
代
か
ら
、
私
た
ち
は
自
然
と
共
存
し

て
き
ま
し
た
。
大
昔
の
素
焼
き
の
土
器
か
ら
、
高
温

で
焼
き
上
げ
た
焼
き
締
め
、釉ゆ
う

薬や
く

の
か
か
っ
た
陶
器
、

そ
れ
に
磁
器
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
普
通
に
混
在
さ
せ

Key Words  

円空仏（えんくうぶつ）

江戸時代前期の修験僧である円空（1632-

1695）が諸国をめぐりつつ彫った仏像群。

生涯に10万体以上を彫ったとされ、全国に

5000体ほどが現存している。木塊から鉈
なた

1本で（実際はいくつかの彫刻刀を使ったとされ

る）、いっきに彫りだした荒々しさが特徴。

＊

土井 善晴（どい　よしはる）

1957年大阪府生まれ。大学卒業後、スイス、フランス、味
吉兆（大阪）で料理修行。土井勝料理学校勤務の後、1992年
に独立。「おいしいもの研究所」代表。料理研究家。十文字女子
大学副学長、東京大学先端研客員研究員、学習院女子大学講師、
甲子園大学客員教授。「一汁一菜」を提唱し食文化の振興・発信
に多大な貢献をしたことが評価され、2022年度 文化庁長官
表彰。著書に『一汁一菜でよいという提案』『一汁一菜でよい
と至るまで』（新潮社）、『おいしんもんには理由がある』（ウェッ
ジ）、『味つけはせんでええんです』（ミシマ社）ほか多数。

巻頭◉鼎談

食材という自然に触れることで人間は元気になる。
それは、木に触れるのもおなじですね。
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て
使
い
ま
す
。
漆
器
や
竹
の
道
具
も
そ
う
で
す
ね
。

こ
ん
な
国
は
他
に
な
い
の
で
す
が
、
前
時
代
的
な
も

の
も
一
緒
に
使
う
の
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
？　

本
山
◉
な
ぜ
っ
て
、
考
え
た
こ
と
も
な
い
で
す
。

土
井
◉
西
洋
で
は
自
然
と
人
間
の
間
に
哲
学
や
宗
教

が
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
に
は
、
自
然
と
人
の
間
に

宗
教
も
哲
学
も
何
も
な
い
、
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る

か
ら
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
時
空
を
超
え
て
、
ど
ん
な

時
代
の
焼
き
物
も
自
然
物
と
し
て
楽
し
め
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
大
昔
に
人
は
人
間
が
つ
く
っ
た
器
も
、

神
さ
ま
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
多
様
な

焼
き
物
と
い
う
自
然
を
取
り
合
わ
せ
て
使
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
に
何
の
違
和
感
も
な
い
。
そ
う
し

た
自
然
観
が
、
日
本
人
の
美
意
識
を
生
み
だ
し
て
き

た
わ
け
で
す
。

本
山
◉
ふ
だ
ん
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
意

識
で
き
ま
せ
ん
が
、
縄
文
時
代
か
ら
続
く
日
本
人
の

自
然
と
の
関
わ
り
方
が
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の

暮
ら
し
に
も
、
連
綿
と
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

土
井
◉
そ
う
で
す
ね
、
人
間
は
自
然
の
一
部
だ
と
思

い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
箸
を
使
う
の
は
中
国
も
韓
国

も
お
な
じ
で
す
が
、
箸
を
横
に
置
く
の
は
日
本
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
自
然
観
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。
自
然
と
人
間
の
間
に
境
を
引
く
の
は
結
界
で
す

ね
。
自
然
を
畏
怖
す
る
私
た
ち
人
間
と
自
然
と
の
間

に
境
を
引
く
。
大
昔
の
精
神
を
い
ま
で
も
残
す
名
残

り
で
す
。
お
膳
に
の
る
料
理
は
、
自
然
物
で
あ
る
神

さ
ま
で
す
。
お
膳
の
上
に
清
ら
か
な
自
然
物
が
あ
る

わ
け
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ご
は
ん
も
漬
物
も

味み

噌そ

汁
も
食
べ
も
の
は
み
ん
な
神
さ
ま
で
す
。

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
っ
て
箸
を
と
り
ま
す
。

茶
室
に
入
る
と
き
扇
子
を
横
に
置
く
と
か
、
落
語
家

さ
ん
が
扇
子
を
置
い
て
ご
挨
拶
し
て
話
し
始
め
る
と

い
う
の
も
お
な
じ
で
す
ね
。
そ
れ
は
す
べ
て
私
た
ち

の
自
然
観
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

松
原
◉
な
る
ほ
ど
。
食
事
と
は
自
然
と
人
間
の
関
係

を
改
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
、
そ
う
し
た
場
で

も
あ
る
の
で
す
ね
。

土
井
◉
食
事
は
食
べ
も
の
と
向
き
あ
う
時
間
な
ん
で

す
。
ご
は
ん
を
い
た
だ
く
こ
と
は
黙
っ
て
食
材
と
い

う
自
然
と
向
き
あ
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
子
ど
も

の
頃
は
よ
く
「
黙
っ
て
食
べ
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た

も
の
で
す
。
黙
食
が
当
た
り
ま
え
な
の
で
す
。

松
原
◉
お
料
理
で
木
の
道
具
を
使
わ
れ
る
と
き
に

は
、
樹
種
に
よ
る
ち
が
い
と
か
も
意
識
さ
れ
た
り
し

て
い
ま
す
か
？

土
井
◉
た
と
え
ば
、
ま
な
板
は
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
木

が
い
い
と
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
が
、
い
ま
私
が

使
っ
て
い
る
ま
な
板
は
ヒ
ノ
キ
で
す
。
い
い
木
の
道

具
は
日
本
の
包
丁
に
や
さ
し
い
の
で
す
。
外
国
で
料

理
を
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
が
、
西
洋
の
ま
な
板
で

日
本
の
包
丁
を
使
う
と
、
ま
な
板
が
硬
く
て
す
ぐ
に

包
丁
が
切
れ
な
く
な
り
ま
す
。
日
本
の
木
の
ま
な
板

は
や
わ
ら
か
い
。
使
い
終
わ
れ
ば
、
た
わ
し
で
し
っ

か
り
洗
っ
て
乾
か
し
ま
す
。
木
の
ま
な
板
で
切
り
物

を
す
る
と
や
は
り
気
持
ち
が
い
い
の
で
す
。
樹
脂
製

の
ま
な
板
よ
り
も
、
丁
寧
に
き
ち
ん
と
や
ろ
う
と
い

う
気
に
な
り
ま
す
。
日
常
的
に
は
野
菜
を
切
る
こ
と

が
多
い
で
す
ね
。
お
刺
身
を
切
る
と
き
は
、
別
の
ま

な
板
を
使
っ
て
い
ま
す
。
生
で
食
べ
ま
す
か
ら
、
と

く
に
清
潔
な
ま
な
板
、
包
丁
、
布
巾
を
区
別
し
て
使

い
ま
す
。

　

お
刺
身
は
本
来
は
「
ハ
レ
＊
」
の
料
理
で
す
ね
。

『一汁一菜でよいという提案』

『一汁一菜でよいと至るまで』（新潮社）

Key Words  

「ハレ」と「ケ」

冠婚葬祭や年中行事などの非日常を「ハ

レ」、ふだんの日常の暮らしを「ケ」と区

別し、「ハレ」と「ケ」の時代的な変遷を比

較することで文化を読み解こうとする民

俗学における概念。民俗学者の柳田国男

が取り入れた。

＊
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お料理だと季節ごとの素材のちがいから自然を感じられますが、
木質空間で人は自然をどう感じとっているのか……。
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1986年兵庫県生まれ。2009年聖心女子大学文学部教育学科
心理学専攻卒業。2016年日本大学大学院文学研究科博士後
期課程修了。博士（心理学）。科学警察研究所犯罪予防研究室 
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「
ハ
レ
」
の
日
の
行
事
食
は
、
人
間
が
神
さ
ま
の
た

め
に
つ
く
る
料
理
で
す
。
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん
よ
り
も

い
い
食
材
を
使
っ
て
、
手
も
時
間
も
か
け
て
、
き
れ

い
に
整
え
て
つ
く
り
ま
す
。
神
さ
ま
の
た
め
に
人
間

が
骨
を
折
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
祭
り
が
終
わ
れ

ば
、
お
供
え
物
を
下
ろ
し
て
き
て
、
神
さ
ま
と
人
間

が
共
食
し
ま
す
。

本
山
◉
「
ハ
レ
」
の
料
理
は
、
礼
を
尽
く
し
て
い
る

こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
見
た
め
や
形
式
が
だ
い
じ

な
ん
で
す
ね
。

土
井
◉
そ
れ
に
対
し
て
、
日
常
の
「
ケ
」
の
料
理

は
、
人
間
が
自
分
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
た
め
に

つ
く
っ
て
食
べ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
慎
ま
し
く
、
い

う
な
れ
ば
「
一
汁
一
菜
」
で
よ
い
わ
け
で
す
。
そ
の

ほ
う
が
、
気
疲
れ
も
し
ま
せ
ん
し
、
お
い
し
く
い
た

だ
け
ま
す
。

松
原
◉
私
は
、
環
境
と
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
ま
す
が
、
心
身
相
関
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
心
と
身
体
は
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
心
と

身
体
の
反
応
を
測
る
こ
と
で
、
自
然
が
人
に
も
た
ら

す
心
地
よ
さ
を
明
ら
か
に
し
た
く
て
研
究
を
進
め
て

い
る
の
で
す
が
、
い
ま
の
土
井
さ
ん
の
話
を
大
変
興

味
深
く
う
か
が
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
家
具
や
内

装
で
木
を
使
う
と
き
に
、
節
が
あ
る
材
は
人
目
に
つ

か
な
い
場
所
に
、
無
節
の
材
は
目
立
つ
場
所
に
と
使

い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
無
節
の
見

た
目
き
れ
い
な
材
よ
り
も
、
節
が
あ
っ
た
り
ち
ょ
っ

と
個
性
的
な
木
目
模
様
が
入
っ
た
材
の
ほ
う
が
、
も

し
か
し
た
ら
私
た
ち
庶
民
の
日
常
の
暮
ら
し
に
は
向

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

土
井
◉
食
材
も
木
も
自
然
物
で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
と

し
て
お
な
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
食
は
何
も
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す

れ
ば
い
い
の
で
す
。

松
原
◉
自
然
の
ま
ま
に
木
を
使
う
こ
と
の
良
さ
を
再

発
見
し
て
い
か
な
い
と
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
ね
。

土
井
◉
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
。

松
原
◉
野
菜
に
し
て
も
木
材
に
し
て
も
、
曲
が
っ
た

り
歪ゆ
が

ん
だ
り
し
た
、自
然
の
ま
ま
の
も
の
の
ほ
う
が
、

私
た
ち
は
本
当
は
心
地
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

土
井
◉
そ
う
で
す
。
よ
り
自
然
的
で
い
る
こ
と
が
心

地
よ
い
。
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
引
い
た
線
の
ほ
う
が
温

か
い
も
の
で
し
ょ
う
。
多
少
歪
ん
だ
り
し
た
と
こ
ろ

の
あ
る
も
の
の
ほ
う
が
心
地
い
い
ん
で
す
。
料
理
で

も
、完
璧
な
も
の
は
日
常
的
な
料
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

完
全
な
千
六
本
切
り
と
か
は
居
心
地
が
悪
い
も
の
で

す
。
食
器
も
、
民み
ん

藝げ
い

の
器
の
よ
う
に
お
お
ら
か
な
も

の
の
ほ
う
が
良
く
て
、
ざ
っ
く
り
盛
ら
れ
た
ほ
う
が

お
い
し
そ
う
で
、
健
康
的
だ
と
思
い
ま
す
。

松
原
◉
自
然
の
ま
ま
の
心
地
よ
さ
と
い
う
こ
と
で
思

い
だ
し
ま
し
た
が
、
私
は
樹
木
の
香
り
が
人
の
心
や

身
体
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
研
究
し
て

ま
し
て
、以
前
、レ
ス
ト
ラ
ン
の
内
装
に
木
材
を
使
っ

た
時
に
、
木
の
香
り
が
き
っ
と
喜
ば
れ
る
だ
ろ
う
と

考
え
た
の
で
す
が
、
じ
つ
は
…
…

土
井
◉
そ
ら
、
あ
か
ん
で
す
よ
。

松
原
◉
や
っ
ぱ
り
！　

お
客
さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

取
っ
た
と
こ
ろ
反
応
が
い
ま
い
ち
で
、
ち
ょ
っ
と

が
っ
か
り
し
た
事
を
思
い
だ
し
ま
し
た
。

土
井
◉
和
食
で
は
、
な
ん
の
音
も
し
な
い
、
何
も
匂

い
が
な
い
こ
と
が
基
本
で
す
。
料
理
屋
の
よ
う
に
、

何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
ふ
と
い
い
香
り
が
し
た
な
と

思
っ
た
ら
、
そ
れ
は
ま
た
、
す
ぐ
に
な
く
な
る
と
い

う
の
が
い
い
で
す
ね
。

巻頭◉鼎談

曲がったり歪んだりした自然のままのもののほうが、
私たちは本当は心地いいのだと思います。
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樹木が出すさまざまな種類の香り物質

樹木はそれぞれに揮発性の有機化合物を放出し
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を含んでいて、それらの中には、抗菌・殺菌作

用を持つものもあり、抽出された精油が抗菌剤

や消臭剤などとして実用化されている。香り物
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松
原
◉
な
る
ほ
ど
、
腑ふ

に
落
ち
ま
し
た
。

土
井
◉
と
は
い
え
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
木
の
香

り
を
か
ぐ
と
、
さ
わ
や
か
で
清
々
し
い
気
持
ち
に
な

り
ま
す
ね
。
人
間
や
は
り
森
に
入
る
と
元
気
に
な
り

ま
す
。
森
林
浴
を
し
て
、
森
の
空
気
を
た
っ
ぷ
り
吸

い
こ
む
と
、
眠
り
が
深
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
現
代

人
は
森
の
中
に
入
っ
て
過
ご
す
時
間
が
必
要
や
と
思

い
ま
す
。

　

料
理
の
下
に
葉は

蘭ら
ん

を
敷
く
と
か
、
わ
さ
び
と
一
緒

に
食
べ
る
と
か
は
、
古
く
か
ら
の
知
恵
で
、
植
物
の

持
つ
抗
菌
力
を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、
森
の
木
々
の

放
つ
香
り
に
も
、
な
に
か
し
ら
の
抗
菌
物
質
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

松
原
◉
樹
木
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
香
り
物
質
＊

を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
抗
菌
性
を
持

つ
物
質
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

香
り
物
質
を
凝
縮
し
た
精
油
を
噴
霧
し
た
環
境
下
で

の
生
理
的
・
心
理
的
な
検
証
で
は
、
明
ら
か
に
森
の

木
々
が
放
つ
成
分
が
人
に
プ
ラ
ス
の
効
果
を
も
た
ら

す
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
森
の

持
つ
力
や
、
木
材
の
よ
さ
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
再

発
見
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
山
◉
木
材
の
良
さ
と
い
う
点
で
い
う
と
、
木
は
壊

れ
た
り
歪
ん
だ
り
し
て
も
修
理
し
て
使
い
続
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
ね
。
最
後
に
は
燃
料
や
肥
料
に
も
な

り
ま
す
し
。

土
井
◉
漆
器
も
元
ど
お
り
塗
り
直
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
う
ち
に
あ
る
漆
器
は
も
う
何
回
も
塗
り
直
し
て

使
っ
て
ま
す
。

本
山
◉
そ
う
し
た
木
の
良
さ
が
、
な
か
な
か
体
験
的

に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
時
代
な
の
か
な
と
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

土
井
◉
た
し
か
に
、
も
の
を
直
す
ゆ
う
こ
と
を
、
い

ま
の
人
た
ち
は
あ
ま
り
し
な
い
。
金
づ
ち
で
釘
を

打
っ
た
り
、打
ち
間
違
っ
た
ら
釘
抜
き
で
抜
い
た
り
、

ノ
ミ
で
少
し
削
っ
て
調
整
し
た
り
と
か
。そ
も
そ
も
、

大
工
道
具
自
体
が
家
か
ら
な
く
な
っ
て
ま
す
。

本
山
◉
よ
り
多
く
の
人
が
木
質
の
も
の
を
使
う
よ
う

に
な
っ
て
、
使
っ
て
は
直
し
て
と
い
う
こ
と
を
繰
り

返
す
よ
う
な
暮
ら
し
が
ふ
つ
う
に
な
れ
ば
、
持
続
性

の
あ
る
社
会
の
実
現
に
向
か
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

松
原
◉
ち
ょ
っ
と
壊
れ
た
ら
捨
て
て
し
ま
う
使
い
捨

て
の
文
化
と
は
ち
が
っ
て
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
新
し

い
も
の
を
発
見
す
る
楽
し
さ
が
あ
る
文
化
を
育
め
る

と
い
い
で
す
ね
。
木
に
触
れ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
を

つ
く
る
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
木
を
使
う
の

は
、面
白
い
こ
と
楽
し
い
こ
と
と
い
う
感
覚
を
ぜ
ひ
、

多
く
の
人
に
広
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

土
井
◉
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
暮
ら
し
の
楽
し
み
で

す
よ
。
文
化
と
い
う
の
は
幸
せ
に
な
る
た
め
の
普
遍

的
な
持
続
可
能
な
方
法
な
ん
で
す
。
食
事
の
時
間
と

か
、
洋
服
選
ぶ
と
か
、
部
屋
の
家
具
を
選
ぶ
と
か
、

あ
る
い
は
自
分
で
手
直
し
す
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
生
き
る
喜
び
が
生
ま
れ
る
の
で
す
か
ら
。

本
山
◉
手
直
し
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
も
の
へ
の
愛

着
に
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

　

土
井
さ
ん
の
著
書
の
中
に
、「
料
理
を
す
れ
ば
地

球
を
自
分
ご
と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
＊
」
と
あ
り
ま

し
た
。
木
の
道
具
を
使
う
こ
と
も
、
そ
の
木
が
育
っ

た
森
、
そ
し
て
地
球
の
現
状
に
つ
い
て
自
分
ご
と
と

し
て
捉
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
よ
い
な
と
感
じ
ま

し
た
。
き
ょ
う
は
、
日
本
人
の
自
然
観
を
根
底
に
み

つ
つ
、
木
材
と
料
理
を
つ
な
ぐ
興
味
深
い
お
話
を
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

巻頭◉鼎談

漆器も元どおり塗り直すことができます。
うちにある漆器はもう何回も塗り直して使ってます。
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