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お
米
を
シ
ャ
リ
と
呼
ぶ
理
由 

  

最
近
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
値
段

が
上
が
り
家
計
を
苦
し
め
て
い
ま

す
。
特
に
話
題
に
の
ぼ
る
の
が
米
の

価
格
。
昨
年
の
コ
メ
不
足
か
ら
価
格

が
上
が
り
続
け
、
政
府
が
備
蓄
米
を

放
出
し
て
も
な
か
な
か
落
ち
着
き
ま

せ
ん
。 

 

日
本
人
に
と
っ
て
主
食
で
あ
り
、

一
番
身
近
な
食
べ
物
と
い
っ
て
い
い

お
米
で
す
が
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
の

は
約
三
千
年
前
の
こ
と
。
中
国
の
長

江
の
中
・
下
流
地
域
で
始
ま
っ
た
稲

作
が
日
本
の
気
候
に
も
合
い
、
ま
た

日
本
人
の
味
覚
に
も
合
っ
た
こ
と
か

ら
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
お
米
の
生
産
量
が
増
え

る
の
に
し
た
が
っ
て
人
口
も
増
加
し

て
い
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
お
米
は
、

日
本
人
の
命
を
つ
な
ぐ
大
切
な
食
べ

物
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
お
米
で
す
が
、
お
寿
司
屋
さ

ん
で
「
シ
ャ
リ
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
「
シ
ャ
リ
」
の
語
源
は
「
仏

舎
利
（
ぶ
っ
し
ゃ
り
）
」
、
つ
ま
り
お

釈
迦
様
の
ご
遺
骨
か
ら
来
て
い
る
と

い
わ
れ
ま
す
。 

も
と
も
と
「
舎
利
」
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
「
シ
ャ
リ
ー
ラ
」
の
音

写
で
、「
身
体
、
構
成
要
素
、
死
体
」

を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。
複
数
形
で

使
わ
れ
る
と
「
遺
骨
」
を
意
味
し
、

特
に
聖
者
の
遺
骨
を
指
す
時
に
使
わ

れ
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
亡
く
な
っ
た
後
、
火

葬
さ
れ
、
そ
の
ご
遺
骨
が
仏
弟
子
た

ち
に
分
配
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
仏
舎
利
塔
が
建
て
ら

れ
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た

だ
、
そ
の
中
に
ご
遺
骨
が
納
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
証
拠
が
な

く
、
19
世
紀
に
は
お
釈
迦
様
自
体
が

実
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
問
も
出
て
き
た
そ
う
で

す
。 し

か
し
一
八
九
八
年
に
イ
ン
ド
で

お
骨
が
納
め
ら
れ
た
壺
が
発
掘
さ
れ

ま
し
た
。
壺
に
書
か
れ
た
文
字
を
研

究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
お
骨
が

お
釈
迦
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
と
き
発
掘
さ
れ
た
「
仏
舎
利
」

は
イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
な

ど
の
仏
教
国
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
明
治
時
代

に
タ
イ
か
ら
そ
の
仏
舎
利
の
一
部
を

譲
り
う
け
安
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
名
古
屋
に
あ
る
覚

王
山
日
泰
寺
で
す
。 

 

お
米
を
「
シ
ャ
リ
」
と
呼
ぶ
の
は
、

お
米
が
お
釈
迦
様
の
ご
遺
骨
と
同
じ

よ
う
に
尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
日
本
人
が
い
か
に
お
米
を

大
事
に
し
て
き
た
か
が
わ
か
り
ま

す
。
早
く
お
米
の
価
格
が
落
ち
着
い

て
ほ
し
い
も
の
で
す
ね
。 
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〇
４
月
２
日
に
京
都
・
東
本
願
寺
で

行
わ
れ
て
い
た
「
春
の
法
要
」
に
出

仕
し
て
き
ま
し
た
。
年
齢
を
重
ね
て

だ
ん
だ
ん
と
正
座
が
辛
く
な
っ
て
き

て
い
る
気
が
し
ま
す
。
約
１
時
間
の

法
要
が
と
て
も
長
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

〇
あ
っ
と
い
う
間
に
４
月
も
終
わ

り
、
今
年
も
３
分
の
１
が
過
ぎ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
少
し
前
ま
で
寒
か
っ

た
の
で
す
が
、
季
節
も
一
気
に
進
み

暖
か
く
（
暑
く
）
な
っ
て
き
ま
し
た
。

気
候
の
変
化
に
身
体
が
つ
い
て
い
き

ま
せ
ん
。
皆
様
も
体
調
に
は
十
分
お

気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

        

 

 

 

 

 

【
雑
感
】 

現
在
開
催
さ
れ
て
い
る
大
阪
・
関

西
万
博
に
日
帰
り
で
行
っ
て
き
ま
し

た
。
当
初
の
予
想
よ
り
人
気
が
出
て

き
た
万
博
。
訪
れ
た
日
も
平
日
で
し

た
が
か
な
り
の
人
出
で
し
た
。
そ
れ

で
も
タ
イ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
６
つ
ほ

ど
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
に
入
館
。
そ
れ

ぞ
れ
の
国
で
趣
向
を
凝
ら
し
た
展
示

は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
注
目

の
大
屋
根
リ
ン
グ
を
一
周
歩
く
だ
け

で
も
万
博
の
雰
囲
気
を
十
分
楽
し
め

ま
す
。
た
だ
会
場
は
と
て
も
広
い
。

歩
く
だ
け
で
へ
と
へ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
暑
く
な
っ
て
く
る
と
、

ち
ょ
っ
と
た
い
へ
ん
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
行
か
れ
る
方
は
熱
中
症
対
策

を
万
全
に
。 

 
 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
４
月
16
日
夜
に
東
照
宮
舞
楽

祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
や
雨
天
で
中
止
と
な
っ
て
お

り
、
６
年
ぶ
り
の
東
照
宮
で
の
舞

楽
。
今
年
は
ほ
ぼ
全
曲
に
演
奏
方

と
し
て
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
装
束
が
新
調
さ
れ
た
曲
も
あ

り
、
夕
暮
れ
に
ほ
ん
の
り
と
ラ
イ

ト
に
照
ら
し
だ
さ
れ
た
舞
人
の
姿

は
と
て
も
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
し
て
い
ま
し
た
。
来
年
も
ま

た
開
催
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。 

  

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

    

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

「
年
忌
法
要
で
は
赤
（
朱
）
色

の
蝋
燭
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
」
。

真
宗
大
谷
派
の
仏
事
の
本
な
ど
を

読
む
と
こ
の
よ
う
な
注
意
書
き
が

さ
れ
て
い
ま
す
。 

実
は
昔
か
ら
大
谷
派
の
蝋
燭
の

基
本
の
色
は
「
朱
」
「
金
」
「
銀
」

の
三
色
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

「
白
」
は
あ
く
ま
で
も
代
用
（
普

段
使
い
用
）
と
し
て
近
年
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

年
忌
法
要
は
故
人
様
を
偲
び
つ

つ
念
仏
の
教
え
に
触
れ
る
大
切
な

行
事
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
ご
縁

を
喜
ぶ
意
味
を
込
め
て
「
朱
」
を

使
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
金
」
は

結
婚
式
な
ど
の
慶
事
に
、「
銀
」
は

葬
儀
な
ど
の
弔
事
に
使
い
ま
す
。 

仏
事
の
ギ
モ
ン
？
⑫ 

 

～
ろ
う
そ
く
の
色 
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