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い
の
ち
を
養
う
食
事

―
―
辰
巳
先
生
の「
食
に
就
い
て
」

と
い
う
サ
マ
リ
ー
を
本
誌
で
連
載

し
ま
し
た
。
冒
頭
に
「『
い
の
ち
』

の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、『
ヒ
ト
』

が
『
人
に
な
る
こ
と
』『
な
ろ
う

と
す
る
こ
と
』」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。

辰
巳　

こ
の
こ
と
を
皆
さ
ん
が
考

え
て
く
だ
さ
る
と
う
れ
し
い
と

思
っ
て
、
し
つ
こ
く
毎
号
載
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　
「
い
の
ち
」
と
い
う
も
の
は
、

い
く
ら
言
葉
に
し
よ
う
と
努
力
し

て
も
、
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
生

涯
の
テ
ー
マ
、
命
題
で
す
。
別
に

急
ぐ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
良

く
生
き
て
い
る
方
の
姿
は
、「
い

の
ち
」
の
表
れ
で
、「
い
の
ち
」

へ
の
答
え
で
す
。
そ
れ
を
あ
だ
や

お
ろ
そ
か
に
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
悪
い
こ
と
を
す
る
人
の

生
き
方
も
見
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
見
苦
し
い
方
の
こ
と
も
、

や
は
り
「
い
の
ち
」
で
す
。
両
方

を
受
け
容
れ
る
方
が
い
い
の
で
す
。

第
3
回

食
は
い
の
ち
を
養
う
も
の
。
で
は
、
い
の
ち
と
は
何
か
、

い
の
ち
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
を
問
う
こ
と
で
、

食
は
さ
ら
に
本
物
に
な
っ
て
い
く
。

誰
に
も
つ
く
り
や
す
く
、

人
生
に
必
要
な
す
べ
て
を
兼
ね
備
え
た
ス
ー
プ
を
教
え
な
が
ら
、

食
の
未
来
に
つ
い
て
深
く
洞
察
す
る
辰
巳
芳
子
さ
ん
に
食
の
心
を
聴
く
。

ヒ
ト
が
人
と
な
る
た
め
に

食
と
い
の
ち

辰
巳
芳
子
さ
ん

料
理
研
究
家
・
随
筆
家

撮影／山下 恒徳

鎌倉の自宅の庭にて
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環
と
し
て
生
き
る
こ
と
」
で
す
。

こ
の
サ
マ
リ
ー
を
書
い
た
頃
は
、

宇
宙
と
一
つ
に
な
る
こ
と
を
そ
ん

な
に
実
行
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
最
近
に
な
っ
て
、
宇
宙
に
自

分
を
位
置
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
実
行
す
る
と
、
失
う
も
の
、

失
う
こ
と
は
何
も
な
い
こ
と
が
自

然
に
分
か
っ
て
き
ま
す
。

　

私
は
、
自
然
農
法
提
唱
者
の
岡

田
茂
吉
先
生
は
、
人
が
生
き
て
い

き
や
す
い
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
非
常
に
風
土
的
だ
し
、

宇
宙
的
で
す
。

　

私
が
不
思
議
に
思
う

の
は
、
自
然
農
法
や
有

機
農
業
に
携
わ
っ
て

お
ら
れ
る
み
な
さ
ま
は
、

み
ん
な
血
が
つ
な
が
っ

て
い
る
み
た
い
に
と
て

も
和
や
か
な
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
観
念
の
世
界
で

は
な
く
、
実
際
に
支
え

合
い
、
ふ
れ
合
っ
て
い

る
場
が
そ
こ
に
あ
る
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
佐
藤
忠
良
や

船
越
保
武
と
い
う
彫
刻

家
の
言
葉
が
大
好
き
で

す
。
佐
藤
さ
ん
は
「
触

答
え
が
出
る
ま
で
　
　
　

　
　
　
　
　
　
持
ち
運
ぶ

辰
巳　

サ
マ
リ
ー
の
最
初
に
、

「
神し

ん
ぶ
つ佛

の
慈
悲
か
ら
、
目
を
そ
ら

さ
ぬ
こ
と
」と
書
き
ま
し
た
。「
目

を
そ
ら
さ
な
い
」
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
、
太
陽
の
恩
恵
に
顔
を
背そ

む

け
る
人
は
い
ま
せ
ん
が
、
集
中
で

き
る
方
と
で
き
な
い
方
の
差
は
あ

り
ま
す
。
い
つ
で
も
太
陽
の
光
を

受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
神
佛
の

恵
み
を
受
け
や
す
い
状
況
に
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
い
つ

も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
間
に
も
、
神

佛
の
慈

い
つ
く

し
み
を
感
じ
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
に
は
、
そ
う
い
う
自
分
で

あ
り
た
い
と
神
佛
に
訴
え
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
い
る

と
、
じ
っ
と
見
て
い
ら
れ
る
人
に

な
れ
ま
す
。
人
に
会
い
な
が
ら
で

も
、
神
佛
の
慈
悲
を
意
識
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
種

の
訓
練
で
も
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、「
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と

を
、
存
在
の
核
に
す
え
る
こ
と
」

が
よ
く
分
か
っ
て
く
る
と
、
愛
さ

ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
宇
宙
・
地
球　

即

ち
風
土
と
一
つ
に
な
り　

そ
の
一

覚
感
、
さ
わ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

本
当
の
文
化
が
育
つ
と
自
分
は
思

う
」
と
言
っ
て
、
相
当
お
年
を
召

し
て
か
ら
も
彫
刻
を
や
り
と
げ
、

「
何
を
目
指
し
て
い
る
か
と
い
う

と
、
自
分
は
『
い
の
ち
』
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
た
く
て
ず
っ
と
さ

わ
っ
て
き
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

お
二
人
と
も
長
生
き
で
し
た
。

　
「
い
の
ち
と
は
何
か
」「
生
き
る

と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
答

え
が
出
る
ま
で
大
切
に
持
ち
運
ん

で
、
途
中
で
諦
め
な
い
こ
と
で
す
。

食
に
就
い
て
　
辰
巳
芳
子

「
い
の
ち
」
の
目
指
す
と
こ
ろ
は

「
ヒ
ト
」
が
「
人
に
な
る
こ
と
」「
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
」

こ
の
命
題
に
む
け
て
、「
ヒ
ト
」
が
心
す
る
こ
と
。

●
い
の
ち
（
神
佛
）
の
慈
悲
か
ら
、
目
を
そ
ら
さ
ぬ
こ
と
。

●
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と
を
、
存
在
の
核
に
す
え
る
こ
と
。

●
宇
宙
・
地
球
　
即
ち
風
土
と
一
つ
に
な
り

　
そ
の
一
環
と
し
て
生
き
る
こ
と
。

●
「
食
べ
も
の
」
を
つ
く
り
　
食
す
と
い
う
こ
と
は
、

　
こ
の
在
り
方
を
尊
厳
す
る
こ
と
で
あ
る
。

信
・
望
・
愛
を
支
え
る
食

―
―
そ
こ
に
、
食
べ
る
こ
と
の

「
食
」
の
意
味
が
入
っ
て
く
る
の

で
す
ね
。

辰
巳　

粘
り
強
く
待
つ
力
は
、
そ

の
人
が
い
か
に
食
べ
て
き
た
か
と

い
う
こ
と
が
、
相
当
影
響
し
て
く

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と

言
う
と
、
い
の
ち
を
守
る
は
ず
の

も
の
を
食
べ
た
時
は
、
人
間
は
、

自
分
の
い
の
ち
に
対
す
る
手
応
え

を
感
じ
る
も
の
で
す
。

　

１
回
目
に
、
け
ん
ち
ん
汁
の
話

を
し
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
体
を
温

め
る
た
め
の
食
べ
物
で
、
足
先
ま

で
ず
っ
と
温
か
く
な
る
。
た
く
さ

ん
食
べ
る
子
が
お
代
わ
り
し
た
ら
、

そ
の
子
の
顔
に
は
、
じ
わ
っ
と
汗

が
噴
い
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
手
応

え
で
す
。
自
分
の
い
の
ち
に
対
す

る
手
応
え
で
す
。
薄
紙
の
よ
う
に

人
の
中
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
も
の

で
す
。
そ
の
手
応
え
が
昇し

ょ
う
か華

し
て
、

信
じ
る
力
、
信
じ
ら
れ
る
人
に

な
っ
て
ゆ
く
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

信
じ
ら
れ
る
場
か
ら
本
当
の
希

望
が
育
つ
。
信
じ
ら
れ
な
い
方
は
、
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希
望
を
持
て
ま
せ
ん
。
信
じ
る
、

希
望
を
抱
け
る
と
い
う
そ
の
場
か

ら
、
揺
る
ぎ
な
い
愛
が
育
つ
と
思

い
ま
す
。
信
じ
る
こ
と
、
希
望
す

る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
を
分
け
て

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
信

じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
、
私

は
有
機
・
無
農
薬
の
も
の
を
探
し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
に
行
っ
て

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
そ
う
た
く

さ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
遠
く
か
ら
、

そ
の
人
が
言
う
こ
と
を
信
じ
る
よ

り
ほ
か
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
信
じ
ら
れ
る
方
が
い
て
く
れ
な

映画『天のしずく』より。映画には、辰巳さんの料理哲学を軸に、
志を持った生産者や日本の風景を通して〝食といのち″のつなが
りが描かれている。　　　　　　　　　　　　　撮影／河邑厚徳

ハンセン病患者・宮﨑かづゑさん
とのスープを通した愛の物語があ
る（前号参照）。
その宮﨑さんが、瑞々しく繊細な
感性で綴り、語る珠玉の一冊『長
い道』が、2012 年 7 月発刊された。
みすず書房　2,520 円（税込）

天
の
し
ず
く

い
と
、
私
た
ち
は
そ
の
野
菜
や
穀

物
を
食
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
自
然
農
法

や
有
機
農
業
を
行
っ
て
い
る
方
た

ち
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
存
在

で
す
。
人
間
の
信
・
望
・
愛
を
支

え
る
も
の
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

物
の
本
質
に
自
分
を
　
　

　
　
　
　
　
　
従
わ
せ
る

―
―
先
生
は
「『
生
活
』
は
生

き
る
こ
と
の
足
場
だ
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

辰
巳　

日
々
の
暮
ら
し
の
集
積
が

「
生
活
」
と
言
っ
て
い
い
。
そ
の

生
活
の
基
盤
を
支
え
る
の
が
、
家

事
だ
と
思
う
。
家
事
な
く
し
て
、

生
活
活
動
を
無
事
に
展
開
さ
せ
て

い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
料
理
す
る
こ
と
と
は
」、
食
事

に
対
す
る
知
識
、
作
り
方
に
対
す

る
経
験
の
統
計
、
そ
う
い
う
も
の

を
す
べ
て
含
ん
だ
上
で
、
そ
の
根

に
あ
る
も
の
と
自
分
の
五
感
を
一

気
に
ひ
と
つ
に
し
て
仕
事
す
る
こ

と
で
す
。
こ
う
い
う
仕
事
は
、
料

理
だ
け
、
食
べ
る
こ
と
だ
け
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
が
、
い
か
に
「
ヒ
ト
」

ドキュメンタリー映画
『天のしずく　辰巳芳子 “ いのちのスープ ”』

詳細は公式サイトをご覧ください
http://www.tennoshizuku.com/
DVD 販売：NHK 出版通販セレクション
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辰
たつ

巳
み

  芳
よし

子
こ

さん

を
「
人
」
に
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
に
気
付
い
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
も
、
料
理
と
い
う
の
は
、

鍋
の
中
で
刻
々
と
変
化
す
る
か
ら
、

瞬
間
的
な
判
断
が
必
要
で
す
。
だ

か
ら
本
当
を
申
し
ま
す
と
、
五
感

は
育
つ
ん
で
す
。
五
感
を
育
て
な

が
ら
、
自
分
の
経
験
を
変
遷
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
あ

り
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

―
―
「『
手
抜
き
』
や
『
簡
単
』

の
先
に
は
、
何
の
実
り
も
な
い
」

と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、

合
理
化
を
否
定
し
な
い
。
展
開
料

理
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

辰
巳　

出だ

し汁
を
毎
回
ひ
く
。
わ
か

め
を
あ
せ
り
つ
つ
毎
回
角
切
り
に

す
る
。
お
腹
を
す
か
せ
た
子
を
な

だ
め
つ
つ
、
合
わ
せ
酢
を
作
る
。

こ
う
い
う
台
所
仕
事
の
繰
り
返
し

が
“
こ
れ
が
果
て
し
な
く
続
く
の

か
”
と
い
う
気
持
に
さ
せ
ま
す
。

　

私
は
、
出
汁
は
曜
日
を
決
め
て

１
週
間
分
ひ
き
、
冷
蔵
ま
た
は
冷

凍
に
し
、
こ
の
出
汁
を
用
い
て
二

杯
酢
、
三
杯
酢
、
八
方
つ
ゆ
に
す

る
な
ど
、
出
汁
や
ス
ー
プ
、
ソ
ー

ス
な
ど
に
展
開
さ
せ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
毎
日
の
台
所
仕

事
に
ゆ
と
り
と
広
が
り
を
も
た
ら

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
手
抜
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
合
理
化
の
本
質
は
、
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
、
物
の
本
質
に
即
し

て
考
え
尽
く
す
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
う
や
っ
て
物
の
本
質
に
自
分
を

従
わ
せ
て
い
く
と
、
自
我
が
抜
け

て
い
く
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

人
様
に
お
目
に
か
か
る
時
も
、
た

ぶ
ん
他
の
方
よ
り
も
素
早
く
、
相

手
の
方
の
本
質
に
ぴ
っ
た
り
と
向

き
合
っ
た
対
応
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

神
の
心
に
添
う
と
い
う
姿
勢
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
つ
い
て
く

る
。
目
に
見
え
る
も
の
に
ち
ゃ
ん

と
向
か
っ
て
い
か
れ
な
く
て
、
神

に
向
か
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

物
そ
の
も
の
の
中
に
神
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
物
は
神
の
現
れ
と
言
っ

て
い
い
ん
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
な

さ
れ
な
い
と
、
信
仰
と
い
っ
て
も

難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

―
―
本
日
は
、
本
質
的
な
お
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

辰巳さんの主な著書


