
「食
事
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こ
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ば
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解
説
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と
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解
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は
じ

め

に

新

「食
事
の
こ
と
ば
」
の
制
定
に
つ
い
て

こ
の
た
び
宗
門
よ
り
、
新
し
い

「食
事
の
こ
と
ば
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
新
し
い

「食
事
の
こ
と
ば
」
を
提
案

す
る
理
由
は
、
現
代
日
本
の
食
を
取
り
巻
く
環
境
、
な
ら
び
に
食
に
対
す
る
意
識
を
勘
案
し
た
こ
と
、
ま
た
従
来
の

「食
事
の
こ
と
ば
」
が
現
代
人
の
感
覚
か
ら
誤
解
を
招
き
そ
う
な
危
惧
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も

従
来
の

「食
事
の
こ
と
ば
」
は
、
す
で
に
宗
門
内
で
定
着
し
て
お
り
ま
す
し
、
決
し
て
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
従
来
か
ら
の
変
更
は
最
低
限
度
に
し
て
、
唱
和
部
分
は
変
わ

っ
て
い
ま

せ
ん
。

「食
事
の
こ
と
ば
」
の
意
義

「食
事
の
こ
と
ば
」
を
つ
ね
に
自
ら
声
に
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
食
事
は
た
だ
漫
然
と
食
物
を
摂
り
、
栄
養
を
補

給
す
る
も
の
で
は
な
く
、
日
の
前
の
食
事
に
は
、
そ
こ
ま
で
に
至
る
大
き
な
お
か
げ
と
め
ぐ
み
が
あ
る
こ
と
に
気
付

き
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
の
本
当
の
価
値
を
見
出
だ
す
人
間
性
が
養
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
と
で

し

よ

ヽ
つ

。

本
書
で
は
、
新
し
い

「食
前
の
こ
と
ば
」
と

「食
後
の
こ
と
ば
」
の
い
く

つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
ま
す
。

一
た
び
ご
と
の
食
事
に
際
し
、　
一
人
ひ
と
り
が

「食
事
の
こ
と
ば
」
を
口
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

も

く

じ

新
「食
事
の
こ
と
ば
」
解
説

は
じ
め
に

も

く

じ

食
事
の
こ
と
ば

新

「食
事
の
こ
と
ば
」
解
説

食
前
の
こ
と
ば

■

「多
く
の
い
の
ち
」
に
つ
い
て

9   7   6

■

「み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
り
、

■

「深
く
ご
恩
を
喜
び
」
に
つ
い
て

こ
の
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
」
に
つ
い
て
…
…

食
後
の
こ
と
ば

■

「尊
い
お
め
ぐ
み
」

「御
恩
報
謝
」
に
つ
い
て

11
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食
事
の
こ
と
ば

〔食
前
の
こ
と
ば
〕

●
多
く

の

い
の
ち
と
、
み
な
さ
ま

の
お
か
げ
に
よ
り
、

こ
の
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
。

筒
こ
深
く
ご
思
乞
妻
が
、
あ
り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
す
。

【解
説
】
　

わ
た
し
た
ち
は
、
食
べ
物
を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

こ
の
食
事
に
は
多
く
の
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
食
事
が
わ
た
し
の
日

に
届
く
ま
で
に
は
、
多
く
の
方
の
ご
苦
労
も
あ
り
ま
し
た
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
多
く
の
い
の
ち
と
、
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ

っ

て
、
初
め
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
と
、
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
ご
恩
を
思
い
、
お
食
事
を
大
切
に
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

〔食
後
の
こ
と
ば
〕

と

う

と●尊
いおめ鱗協婦慟綺駐駅船‐こたつだ議がますｏ

貧
童
お
か
げ
で
、
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
。

【解
説
】
　

お
食
事
を
い
た
だ
い
た
わ
た
し
た
ち
は
、
尊
い
お
め
ぐ
み
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の

い
の
ち
と
食
事
を
用
意
し
て
く
だ
さ
つ
た
方
々
の
ご
苦
労
を
思
い
、
そ
の
お
か
げ
で
い
の
ち

を

い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

い
ま
こ
こ
に
い
の
ち
あ
る
わ
た
し
を
、
必
ず
救
う
と
願

い
、
支
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
の

が
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
。
こ
の
ご
恩
を
思

い
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願

い
に
応
え
よ
う
と
、
精

一
杯

に
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

5 新「食事のことば」解説



薪

「食
事
の
こ
と
ば
」
解
説

食
前
の
こ
と
ば

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ノ

Ｊ

Ｉ

ヽ

■

「多
く
の
い
の
ち
」
に
つ
い
て

「多
く
の
い
の
ち
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
食
事
は
多
く
の
い
の
ち
を

い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を
深
く
見
つ
め
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
代
社
会

で
は

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
を
あ
ま
り
耳
に
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
へ
の
反
省
で
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ご
く
わ
ず
か
な
人
の
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
お
金
を
払

っ
て
い
る
の
だ
か
ら

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
手
を
合
わ
せ
る
必

要
は
な
い
よ
う
に
考
え
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
や
や
も
す
る
と
私
た
ち
も

「
い
た
だ
き

ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
を
慣
習
的
に
発
し
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
本
当
に
感
謝
と
漸
愧
の
念
が
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
い
き
れ
る
人
は

ど
れ
ほ
ど
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に

「多
く
の
い
の
ち
」
と
明
言
す
る
こ
と
で
、
私
た

ち
の
日
々
の
食
事
は
多
く
の
動
植
物
の
い
の
ち
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
い
の
ち

へ
感
謝
と
漸
愧
を
明
ら
か
に
示
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
多
く

の
尊
い
い
の
ち
に
よ

っ
て
、
今
の
自
分
が
支
え
ら
れ
て
い
る

「
お
か
げ
」
に
気
付
く
こ
と

で
、
感
謝
の
心
が
育
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
学
校
の
教
育
現
場
な
ど
で
は

「
い
の
ち
の
尊
さ
を
伝
え
る
教
育
」
と
は
言
い
つ

つ
も
、
た
ん
に

「
い
の
ち
」
と

い
う
抽
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ

っ
た

り
、
人
間
の
生
命
の
尊
重
の
み
に
終
わ

っ
て
い
る
の
が
実
状
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
日
常

の
家
庭
の
中
で
、
動
物
や
植
物
な
ど
の
全
て
の
い
の
ち
の
尊
さ
を
実
感
す
る
機
会
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら

「多
く
の
い
の
ち
の
お
か
げ
」
と
い
う
こ
と
ば
を

口
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

■

「み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
り
、
こ
の
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
」
に
つ
い
て

「
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
に
よ
り
、
こ
の
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ
ま
れ
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と

7新「食事のこと′」 解説



ば
は
、
日
の
前
の
食
事
を
直
接
調
理
し
て
く
れ
た
人
、
そ
し
て
食
材
を
と

っ
た
り
、
あ
る

い
は
食
材
を
運
び
届
け
て
く
れ
た
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
人
た
ち
の
ご
苦
労
の
お

か
げ
に
よ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
従
来
の
食
事
の
こ
と
ば
に
は
、

「
み
仏
の
お
か
げ
に
よ
り
、
ご
ち
そ
う
を
め
ぐ

ま
れ
る
」
と
い
う
文
脈
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

「紙
切
れ
の

一
枚
に
い
た
る
ま
で
、
仏

さ
ま
の
お
か
げ
と
受
け
止
め
る
」
と
い
っ
た
広
い
意
味
で
の
仏
恩
と
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
特
に
は
じ
め
て
聞
い
た
方
な
ど
は
、

「
み
仏
が
食
材
を
提
供
す

る
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
理
解
さ
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
理

解
し
て
し
ま
う
と
、
肉
や
魚
も
、
人
間
の
食
用
と
し
て
神
が
造

っ
た
よ
う
に
考
え
る
キ
リ

ス
ト
教
な
ど
の
創
造
主
の
概
念
と
同
じ
と
な

っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
で
は
仏
教
で
は
な
く

な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
と
に
現
代
は
、
浄
土
も
天
国
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
し
ま

い
が
ち
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
他
の
宗
教
と
仏
教
の
違
い
に
つ
い
て
誤

解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
配
慮
が
、
こ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
必
要
に
な

っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
言
う

「
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
」
は
、
広
く
言
え
ば
み
仏
の
御
恩
を
も
含
め
た
尊

い
お
か
げ
を
言
い
ま
す
が
、

「多
く
の
い
の
ち
」
と
並
列

・
対
句
と
す
る
こ
と
で
、

「多

く
の
い
の
ち
」
の
犠
牲
と
、

「
み
仏
」
の
お
か
げ
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
み
仏
が

創
造
主
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
て
い
ま
す
。

そ
の
上
で

「多
く
の
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、

め
、

「
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
」
と

い
う
こ
と
ば
に
は

す
。

私
た
ち
の

「漸
愧
」
の
思
い
を
込

「感
謝
」
の
思
い
を
込
め
て
い
ま

そ
し
て
こ
の
二
つ
を
受
け
て
、

「深
く
ご
恩
を
喜
び
」
と
結
び
、
食
事
を
通
し
て
、
単

な
る
味
覚
で
は
な
く

「ご
恩
」
を
味
わ
う
機
縁
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
の
で
す
。

■

「深
く
ご
恩
を
喜
び
」
に
つ
い
て

「多
く
の
い
の
ち
」
と
表
明
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
い
の
ち
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
生

き
て
い
け
な
い
私
の
本
性
的
あ
り
方
に
対
し
て
の
漸
愧
の
こ
こ
ろ
を
呼
び
起
こ
し
、

「
み

な
さ
ま
の
お
か
げ
」
と
表
明
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
お
か
げ
に
よ
っ
て
、
い
ま
こ
の
食

事
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
の
感
謝
の
こ

9 新「食事のこと′J解 説
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こ
ろ
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

漸
愧
や
感
謝
の
こ
こ
ろ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
私
に
、

「多
く
の
い
の
ち
」
を

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

へ
の
働
愧
と
、

「
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
」
に
よ

っ
て
生
き
て
い
る

こ
と

へ
の
感
謝
の
こ
こ
ろ
を
起
こ
さ
せ
た
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
の
は
た
ら
き
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

「
深
く
ご
恩
を
喜
び
」
と
表
明
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
ご
恩
、
つ
ま
り

仏
恩
を
尊
び
喜
ぶ
こ
と
で
す
。

食
事
を
通
し
て
、
単
な
る
味
覚
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の

「
ご
恩
」
、
つ
ま
り
仏
恩
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
機
縁
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
の
で
す
。

食
後
の
こ
と
ば

■

「尊
い
お
め
ぐ
み
」
「御
恩
報
謝
」
に
つ

「
食
前
の
こ
と
ば
」
を
と
お
し
て
、
私
た
ち
の
食
事
は
さ
ま
ざ
ま
な
尊

い
お
か
げ
に

よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て

「
食
後
の
こ
と
ば
」
で

は
、
こ
の
食
事
に
対
し
て
、
深
い
感
謝
の
念
を
表
す
と
と
も
に
、
多
く
の
い
の
ち
の

「尊

い
お
め
ぐ
み
」
を
糧
に
し
て
今
の
私
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。

「
御
恩
報
謝
」
と
は
、
仏
さ
ま
か
ら
救
い
の
目
当
て
と
し
て
願
わ
れ
て
い
る
こ
と

ヘ

の
、
返
し
て
も
返
し
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
仏
恩
に
対
し
、
不
断
の
努
力
を
も

っ
て
報

謝
の
生
活
を
送
る
こ
と
で
す
。

「食
後
の
こ
と
ば
」
で
は
、

「御
恩
報
謝
」
と
口
に
す
る

こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
再
認
識
し
、
報
謝
の
生
活
を
送
る
決
意
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

今
日
、
多
く
の
宗
教
が
実
践
を
強
調
し
、
実
践
す
る
こ
と
の
充
実
感
が
魅
力
の

一
つ
と

も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
真
宗
の
法
義
は
実
践
す
る
こ
と
の
喜
び
で
は
な

い

て

II 新「食事のこと′理 解説
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く
、
喜
び
の
上
の
実
践
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が

「
御
恩
報
謝
」
な
の
で
す
。

「
教
章
」
に
も

お
示
し
く
だ
さ

っ
た

「
御
恩
報
謝
」
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く

「
私
の
歩
む
道
」
と
し
て
の
実

践
の
基
本

で
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
具
体
的

に
身

に
体
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
．な

お
、
新
し
い

「食
前

の
こ
と
ば
」
に
お

い
て
は
、

「
み
仏

の
お
か
げ
」
を
省
略
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の

「食
後

の
こ
と
ば
」
に
あ
る

「
御
恩
報
謝
」
と

い
う
こ
と
ば
に
よ

っ
て

み
仏

へ
の
感
謝

の
思

い
を
補

っ
て
い
ま
す
。

新

「食
事

の
こ
と
ば
」
解
説

二
〇
〇
九

（平
成
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十

一
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発
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編
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教
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