
例　
え　
ば　
、　
普　
通　
の　
庶　
民　
的　
な　
レ　
ス　
ト　
ラ　
ン　
や　

一　
般　
家　
庭　
の　
テ　
ー　
ブ　
ル　
の　
上　
に　
何　
が　
置　
い　
て　
あ　

る　
か　
、　
ち　
ょ　
っ　
と　
考　
え　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
の　
で　
す　

が　
、　
た　
い　
て　
い　
醤　
油　
が　
置　
い　
て　
あ　
り　
ま　
す　
。　
中　
国　

の　
食　
卓　
は　
酢　
と　
醤　
油　
が　
置　
い　
て　
あ　
り　
ま　
す　
。　
西　

洋　
の　
食　
卓　
で　
す　
と　
、　
け　
さ　
私　
が　
食　
べ　
て　
き　
た　
ホ　

テ　
ル　
の　
レ　
ス　
ト　
ラ　
ン　
で　
も　
そ　
う　
で　
す　
が　
、　
塩　
と　

胡　
椒　
が　
置　
い　
て　
あ　
り　
ま　
す　
。　
そ　
れ　
は　
使　
い　
方　
が　

違　
う　
の　
で　
す　
。　

西　
洋　
の　
塩　
と　
胡　
椒　
は　
、　
使　
い　
た　
い　
人　
は　
使　
う　

し　
、　
使　
い　
た　
く　
な　
い　
人　
は　
使　
わ　
な　
い　
。　
つ　
ま　
り　
自　

分　
の　
好　
み　
で　
、　
サ　
ー　
ビ　
ス　
さ　
れ　
て　
き　
た　
料　
理　
を　

調　
味　
し　
ま　
す　
。　
す　
べ　
て　
キ　
ッ　
チ　
ン　
で　
完　
全　
に　
味　

つ　
け　
さ　
れ　
た　
料　
理　
が　
提　
供　
さ　
れ　
る　
と　
い　
う　
点　
は　

西　
洋　
も　
日　
本　
も　
同　
じ　
で　
す　
が　
、　
日　
本　
の　
場　
合　
、　

料　
理　
の　
な　
か　
に　
た　
と　
え　
ば　
刺　
身　
の　
よ　
う　
な　
全　

く　
味　
つ　
け　
し　
て　
い　
な　
い　
料　
理　
が　
テ　
ー　
ブ　
ル　
に　
供　

さ　
れ　
、　
必　
ず　
醤　
油　
が　
必　
要　
と　
さ　
れ　
ま　
す　
。　
醤　
油　

の　
場　
合　
に　
は　
あ　
ら　
か　
じ　
め　
調　
理　
に　
も　
使　
い　
ま　
す　

が　
、　
卓　
上　
で　
料　
理　
に　
味　
つ　
け　
を　
す　
る　
た　
め　
に　
用　

意　
さ　
れ　
て　
い　
る　
と　
い　
っ　
た　
、　
両　
方　
の　
側　
面　
が　
あ　

り　
ま　
す　
。　

そ　
れ　
は　
日　
本　
の　
食　
べ　
物　
の　
性　
質　
と　
大　
変　
深　
い　

関　
係　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　
日　
本　
に　
は　
主　
食　
と　
副　
食　
と　

い　
う　
考　
え　
方　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　
形　
と　
し　
て　
は　
飯　
、　

汁　
、　
御　
菜　
、　
香　
の　
物　
と　
い　
う　
四　
つ　
の　
部　
分　
か　
ら　

日　
本　
の　
料　
理　
は　
で　
き　
上　
が　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　
日　
本　

の　
食　
事　
は　
、　
味　
が　
ほ　
と　
ん　
ど　
な　
い　
御　
飯　
が　
主　
体　

で　
、　
味　
噌　
汁　
と　
い　
う　
味　
の　
濃　
い　
ス　
ー　
プ　
、　
御　
飯　

を　
食　
べ　
る　
と　
き　
に　
一　
緒　
に　
食　
べ　
る　
い　
ろ　
い　
ろ　
な　

種　
類　
の　
肉　
や　
魚　
、　
野　
菜　
の　
煮　
た　
も　
の　
、　
い　
わ　
ゆ　

る　
御　
菜　
が　
あ　
っ　
て　
、　
香　
の　
物　
が　
あ　
る　
と　
い　
う　
構　

造　
で　
す　
。　

し　
た　
が　
っ　
て　
味　
噌　
汁　
と　
ス　
ー　
プ　
は　
全　
然　
性　
格　

が　
違　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　
ス　
ー　
プ　
は　
ス　
ー　
プ　
だ　
け　
で　
食　

べ　
て　
し　
ま　
い　
ま　
す　
が　
、　
味　
噌　
汁　
は　
常　
に　
御　
飯　
と　

一　
緒　
に　
食　
べ　
ま　
す　
。　
ド　
イ　
ツ　
の　
レ　
ス　
ト　
ラ　
ン　
で　

日　
本　
料　
理　
屋　
に　
入　
り　
ま　
し　
た　
ら　
、　
ま　
ず　
味　
噌　
汁　

が　
出　
ま　
し　
た　
の　
で　
、　
い　
つ　
御　
飯　
が　
出　
て　
く　
る　
の　

だ　
ろ　
う　
と　
思　
っ　
て　
待　
っ　
て　
い　
た　
の　
で　
す　
が　
、　
い　
つ　

ま　
で　
た　
っ　
て　
も　
御　
飯　
が　
出　
て　
き　
ま　
せ　
ん　
。　
味　
噌　

汁　
を　
食　
べ　
終　
わ　
ら　
な　
い　
限　
り　
御　
飯　
が　
出　
て　
こ　
な　

い　
と　
い　
う　
店　
に　
出　
会　
っ　
た　
こ　
と　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

皆　
さ　
ん　
は　
料　
理　
屋　
の　
日　
本　
料　
理　
を　
食　
べ　
て　
い　
る　

こ　
と　
が　
多　
い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　
そ　
の　
ス　
タ　
イ　
ル　
で　

は　
次　
か　
ら　
次　
へ　
と　
オ　
ー　
ド　
ブ　
ル　
の　
よ　
う　
な　
酒　
の　

肴　
風　
の　
料　
理　
が　
供　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

こ　
れ　
が　
日　
本　
料　
理　
だ　
と　
い　
う　
ふ　
う　
に　
お　
考　
え　

か　
も　
し　
れ　
ま　
せ　
ん　
が　
、　
そ　
う　
で　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

あ　
れ　
は　
酒　
を　
主　
体　
と　
し　
た　
宴　
会　
用　
の　
献　
立　
で　
、　

家　
庭　
の　
食　
事　
も　
そ　
う　
で　
す　
が　
、　
本　
来　
、　
初　
め　
か　

ら　
御　
飯　
に　
味　
噌　
汁　
、　
御　
菜　
が　
つ　
い　
て　
い　
る　
の　
が　

日　
本　
料　
理　
の　
基　
本　
形　
で　
す　
。　
最　
後　
に　
、　
口　
の　
中　

の　
生　
臭　
い　
、　
特　
に　
魚　
を　
食　
べ　
た　
香　
り　
を　
中　
和　
さ　

せ　
る　
た　
め　
に　
香　
の　
物　
、　
そ　
れ　
で　
「　
香　
」　
と　
い　
う　
字　

が　
入　
っ　
て　
お　
り　
ま　
す　
が　
、　
そ　
う　
い　
う　
香　
り　
の　
強　

い　
食　
品　
を　
食　
べ　
ま　
す　
。　

き　
の　
う　
の　
お　
話　
に　
も　
あ　
り　
ま　
し　
た　
が　
、　
欧　
米　

の　
方　
が　
こ　
う　
し　
た　
基　
本　
形　
の　
日　
本　
料　
理　
を　
食　

べ　
ま　
す　
と　
、　
味　
噌　
汁　
を　
先　
に　
飲　
み　
、　
御　
菜　
だ　
け　

先　
に　
食　
べ　
て　
し　
ま　
っ　
て　
、　
最　
後　
に　
白　
い　
御　
飯　
だ　

け　
残　
る　
と　
、　
全　
然　
味　
が　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
か　
ら　
、　
困　

り　
果　
て　
て　
、　
白　
い　
御　
飯　
に　
お　
醤　
油　
を　
か　
け　
て　
食　

べ　
る　
人　
が　
あ　
り　
ま　
す　
が　
、　
あ　
れ　
は　
感　
心　
し　
な　
い　

こ　
と　
で　
す　
。　
味　
の　
淡　
薄　
な　
ご　
飯　
と　
、　
味　
の　
濃　
厚　

な　
味　
噌　
汁　
あ　
る　
い　
は　
御　
菜　
を　
交　
互　
に　
食　
べ　
る　
こ　

と　
で　
味　
の　
バ　
ラ　
ン　
ス　
を　
と　
り　
な　
が　
ら　
食　
事　
を　
す　

す　
め　
る　
の　
が　
日　
本　
人　
の　
食　
べ　
方　
で　
す　
。　
淡　
薄　
な　

味　
わ　
い　
の　
素　
材　
と　
濃　
厚　
な　
醤　
油　
の　
関　
係　
も　
そ　
れ　

と　
同　
じ　
と　
い　
え　
ま　
し　
ょ　
う　
。　

味　
を　
調　
え　
る　
材　
料　
と　
は　

今　
日　
は　
、　
こ　
う　
い　
う　
素　
晴　
ら　
し　
い　
会　
に　
お　
招　

き　
い　
た　
だ　
き　
ま　
し　
て　
、　
大　
変　
光　
栄　
に　
存　
じ　
ま　
す　
。　

ま　
た　
年　
来　
の　
友　
人　
で　
あ　
る　
コ　
ル　
カ　
ッ　
ト　
先　
生　
に　

解　
説　
を　
し　
て　
い　
た　
だ　
き　
ま　
す　
の　
で　
、　
私　
の　
話　
の　

足　
り　
な　
い　
と　
こ　
ろ　
を　
補　
っ　
て　
い　
た　
だ　
け　
る　
と　
思　

い　
ま　
す　
。　

ま　
ず　
最　
初　
に　
私　
の　
こ　
の　
タ　
イ　
ト　
ル　
で　
す　
が　
、　

英　
語　
の　
「　

（　
シ　
ー　
ズ　
ニ　
ン　
グ　
）　」　
と　

日　
本　
の　
「　
調　
味　
料　
」　
と　
い　
う　
の　
は　
、　
必　
ず　
し　
も　
同　

じ　
意　
味　
で　
は　
な　
い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　
日　
本　
で　
「　
調　

味　
料　
」　
と　
い　
っ　
た　
場　
合　
に　
は　
塩　
や　
酢　
の　
ほ　
か　
に　

砂　
糖　
、　
み　
り　
ん　
な　
ど　
も　
あ　
り　
ま　
す　
が　
、　
そ　
の　
中　

で　
特　
に　
重　
要　
な　
の　
が　
醤　
油　
と　
味　
噌　
で　
す　
。　
ハ　
ー　

ブ　
、　
胡　
椒　
と　
い　
っ　
た　
も　
の　
は　
調　
味　
料　
と　
は　
ち　
ょ　

っ　
と　
違　
っ　
た　
言　
い　
方　
で　
香　
辛　
料　
と　
い　
っ　
て　
、　
調　
味　

料　
か　
ら　
除　
外　
し　
て　
考　
え　
ま　
す　
。　
こ　
れ　
か　
ら　
考　
え　

な　
け　
れ　
ば　
い　
け　
な　
い　
こ　
と　
は　
、　
シ　
ー　
ズ　
ニ　
ン　
グ　
、　

調　
味　
料　
、　
ス　
パ　
イ　
ス　
と　
い　
っ　
た　
も　
の　
を　
全　
部　
含　
め　

た　
、　
味　
を　
調　
え　
る　
材　
料　
が　
、　
ど　
う　
い　
う　
地　
域　
で　

ど　
の　
よ　
う　
に　
使　
わ　
れ　
る　
か　
を　
、　
世　
界　
地　
図　
で　
描　

い　
て　
み　
る　
必　
要　
が　
あ　
る　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　
し　
か　
し　
、　

ま　
だ　
そ　
う　
い　
う　
準　
備　
が　
で　
き　
て　
お　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

東　
ア　
ジ　
ア　
で　
は　
発　
酵　
調　
味　
料　
が　
特　
に　
発　
達　
し　

て　
お　
り　
ま　
す　
。　
ご　
存　
じ　
の　
と　
お　
り　
古　
代　
ロ　
ー　
マ　

に　
は　
魚　
で　
つ　
く　
っ　
た　
魚　
醤

ぎ
ょ
し
ょ
う

と　
い　
う　
も　
の　
が　
あ　
り　

ま　
し　
た　
。　
東　
南　
ア　
ジ　
ア　
で　
は　
今　
そ　
れ　
が　
非　
常　
に　

盛　
ん　
で　
す　
。　
し　
か　
し　
日　
本　
で　
は　
ご　
く　
稀　
な　
例　
し　

か　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　
日　
本　
の　
場　
合　
に　
は　
大　
豆　
を　
主　

体　
と　
し　
た　
醤　
油　
と　
味　
噌　
が　
中　
心　
に　
な　
り　
ま　
す　
。　

ち　
ょ　
っ　
と　
話　
が　
違　
い　
ま　
す　
が　
、　
最　
近　
加　
藤　
秀　

俊　
教　
授　
と　『　
外　
国　
語　
に　
な　
っ　
た　
日　
本　
語　
の　
事　
典　
』　

と　
い　
う　
本　
を　
つ　
く　
っ　
た　
の　
で　
す　
が　
、　
英　
語　
の　
事　

典　
の　
中　
に　
日　
本　
語　
が　
幾　
つ　
あ　
る　
か　
数　
え　
て　
み　
ま　

し　
た　
ら　
九　
百　
五　
十　
ほ　
ど　
あ　
り　
ま　
し　
た　
。　「　
カ　
ラ　

オ　
ケ　
」　「　
ス　
シ　
」　「　
テ　
ン　
プ　
ラ　
」　
と　
い　
っ　
た　
英　
語　
に　

な　
っ　
た　
日　
本　
語　
が　
た　
く　
さ　
ん　
あ　
り　
ま　
す　
。　
そ　
の　

中　
に　
食　
品　
に　
関　
す　
る　
言　
葉　
が　
た　
く　
さ　
ん　
あ　
っ　

て　
、　
調　
べ　
て　
み　
る　
と　
、　
そ　
の　
約　
七　
パ　
ー　
セ　
ン　
ト　
に　

当　
る　
六　
十　
か　
七　
十　
語　
も　
あ　
り　
ま　
す　
。　
そ　
の　
う　
ち　

二　
十　
九　
語　
が　（　

＝　
大　
豆　
）　に　
関　
す　
る　

言　
葉　
で　
す　
。　
ソ　
イ　
・　
ソ　
ー　
ス　（　

＝　
醤　

油　
）　に　
関　
す　
る　
言　
葉　
は　
あ　
ま　
り　
に　
も　
古　
く　
入　
っ　

て　
き　
て　
い　
る　
の　
で　
、　
ソ　
イ　
・　
ビ　
ー　
ン　
の　
「　
ソ　
イ　
」　
と　

い　
う　
言　
葉　
が　「　
醤　
油　
」　
か　
ら　
き　
て　
い　
る　
と　
い　
う　
こ　

と　
を　
知　
ら　
な　
い　
ア　
メ　
リ　
カ　
の　
人　
が　
増　
え　
て　
い　
ま　

す　
。　
事　
実　
、　
若　
い　
人　
に　
聞　
い　
た　
ら　
知　
ら　
な　
い　
と　

言　
わ　
れ　
ま　
し　
た　
。　
初　
め　
か　
ら　
「　
ソ　
イ　
・　
ビ　
ー　
ン　
」　

を　
英　
語　
だ　
と　
思　
っ　
て　
い　
る　
若　
い　
人　
が　
い　
ま　
す　
。　

味　
噌　
と　
醤　
油　
の　
歴　
史　

味　
噌　
の　
原　
型　
が　
中　
国　
か　
ら　
入　
っ　
て　
き　
た　
の　
は　

古　
代　
、　
多　
分　
七　
世　
紀　
ご　
ろ　
だ　
と　
思　
わ　
れ　
ま　
す　

が　
、　
す　
で　
に　
日　
本　
で　
は　
そ　
の　
こ　
ろ　
醤

ひ
し
お

と　
い　
う　
名　

前　
で　
呼　
ん　
で　
、　
調　
味　
料　
と　
し　
て　
使　
わ　
れ　
て　
い　
ま　

し　
た　
。　
醤

ひ
し
お

の　
塩　
は　
ソ　
ル　
ト　
の　
塩　
で　
す　
か　
ら　
、　
塩　

辛　
い　
も　
の　
で　
、　
塩　
を　
使　
っ　
た　
発　
酵　
し　
た　
調　
味　
料　
、　

と　
い　
う　
意　
味　
で　
し　
た　
。　

中　
世　
に　
な　
る　
と　
、　
十　
四　
世　
紀　
以　
降　
、　
味　
噌　
の　

料　
理　
が　
発　
達　
し　
て　
ま　
い　
り　
ま　
す　
。　
恐　
ら　
く　
中　
国　

か　
ら　
大　
量　
に　
入　
っ　
て　
き　
た　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
文　
化　
の　

中　
に　
、　
中　
国　
の　
お　
寺　
で　
精　
進　
料　
理　
の　
豆　
腐　
な　
ど　

を　
使　
っ　
た　
ス　
タ　
イ　
ル　
が　
入　
っ　
て　
き　
て　
、　
そ　
の　
中　
に　

味　
噌　
が　
大　
変　
重　
要　
な　
意　
味　
を　
持　
っ　
て　
い　
た　
の　
だ　

と　
思　
い　
ま　
す　
。　
当　
然　
宗　
教　
的　
な　
タ　
ブ　
ー　
が　
あ　
り　

ま　
す　
の　
で　
、　
魚　
肉　
類　
は　
使　
い　
ま　
せ　
ん　
。　
す　
べ　
て　

豆　
、　
麦　
、　
種　
子　
、　
海　
藻　
で　
つ　
く　
り　
ま　
す　
の　
で　
、　
味　

噌　
の　
発　
達　
が　
僧　
堂　
を　
中　
心　
に　
広　
が　
っ　
て　
い　
き　
ま　

す　
。　
例　
え　
ば　
、　
今　
で　
も　
田　
楽

で
ん
が
く

と　
い　
う　
料　
理　
が　
あ　

り　
ま　
す　
。　
豆　
腐　
に　
味　
噌　
を　
塗　
っ　
て　
焼　
い　
た　
料　
理　

で　
す　
。　
当　
時　
は　
や　
っ　
て　
い　
た　
田　
楽　
法　
師　
と　
い　
う　

ダ　
ン　
サ　
ー　
の　
姿　
に　
似　
て　
い　
る　
と　
い　
う　
の　
で　
、　「　
田　

楽　
」　
と　
い　
う　
言　
葉　
が　
で　
き　
ま　
す　
。　

一　
方　
、　
味　
噌　
は　
調　
味　
料　
と　
し　
て　
だ　
け　
で　
は　
な　

く　
、　
中　
に　
野　
菜　
を　
入　
れ　
た　
り　
し　
て　
、　
食　
品　
と　
し　

て　
の　
味　
噌　
、　
つ　
ま　
り　
舐　
め　
て　
酒　
を　
飲　
む　
と　
か　
、　

御　
飯　
に　
つ　
け　
て　
食　
べ　
る　
と　
い　
う　
、　
舐　
め　
味　
噌　
と　

い　
う　
も　
の　
も　
発　
達　
し　
て　
い　
き　
ま　
す　
。　
つ　
ま　
り　
十　

六　
世　
紀　
ま　
で　
は　
日　
本　
の　
調　
味　
料　
の　
中　
心　
は　
味　

噌　
で　
あ　
っ　
た　
と　
い　
う　
こ　
と　
で　
す　
。　

味　
噌　
の　
中　
か　
ら　
液　
体　
を　
取　
っ　
て　
使　
う　
と　
い　
う　
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ー　
ト　
ル　
下　
っ　
て　
く　
る　
「　
下　
り　
醤　
油　
」　
が　
、　
大　
量　
に　

運　
ば　
れ　
ま　
す　
。　
そ　
れ　
は　
大　
変　
な　
量　
で　
す　
。　
江　
戸　

の　
人　
口　
で　
そ　
の　
量　
を　
計　
算　
し　
ま　
す　
と　
、　
一　
人　
年　

間　
十　
四　
リ　
ッ　
ト　
ル　
ぐ　
ら　
い　
に　
当　
り　
、　
現　
在　
の　
日　

本　
人　
は　
平　
均　
す　
る　
と　
大　
体　
九　
リ　
ッ　
ト　
ル　
だ　
そ　
う　

で　
す　
か　
ら　
、　
今　
よ　
り　
五　
割　
ぐ　
ら　
い　
醤　
油　
を　
た　
く　

さ　
ん　
使　
っ　
て　
い　
た　
こ　
と　
に　
な　
り　
ま　
す　
。　
醤　
油　
が　

日　
本　
の　
味　
の　
中　
心　
に　
な　
っ　
て　
き　
た　
の　
は　
十　
八　
世　

紀　
以　
降　
で　
日　
本　
料　
理　
の　
今　
日　
の　
素　
晴　
ら　
し　
い　

色　
、　
味　
、　
香　
り　
を　
完　
成　
さ　
せ　
た　
の　
も　
十　
八　
世　
紀　

で　
す　
。　
醤　
油　
の　
誕　
生　
が　
そ　
れ　
を　
助　
け　
た　
の　
で　
す　
。　

味　
噌　
と　
醤　
油　
の　
役　
割　

味　
噌　
も　
醤　
油　
も　
生　
産　
す　
る　
の　
に　
時　
間　
が　
か　
か　

り　
ま　
す　
。　
か　
つ　
て　
は　
一　
年　
と　
か　
二　
年　
か　
け　
て　
つ　

く　
っ　
た　
も　
の　
が　
あ　
り　
ま　
し　
た　
。　
そ　
の　
長　
い　
熟　
成　

の　
間　
に　
蛋　
白　
質　
が　
ア　
ミ　
ノ　
酸　
に　
か　
わ　
っ　
て　
、　
い　

わ　
ゆ　
る

”　う　
ま　
味　

“　が　
生　
ま　
れ　
ま　
す　
。　

こ　
れ　
は　
非　
常　
に　
単　
純　
な　
比　
較　
な　
の　
で　
、　
も　
っ　

と　
詳　
し　
く　
考　
え　
な　
け　
れ　
ば　
い　
け　
な　
い　
の　
で　
す　

が　
、　
西　
洋　
で　
は　
塩　
と　
か　
香　
辛　
料　
と　
か　
比　
較　
的　
単　

純　
な　
自　
然　
の　
素　
材　
を　
使　
っ　
て　
、　
料　
理　
す　
る　
過　
程　

で　
味　
わ　
い　
を　
深　
く　
す　
る　
、　
調　
理　
の　
間　
に　
味　
を　
十　

分　
つ　
け　
て　
い　
く　
と　
い　
う　
の　
が　
基　
本　
的　
な　
つ　
く　
り　

方　
で　
す　
が　
、　
日　
本　
の　
場　
合　
に　
は　
、　
あ　
ら　
か　
じ　
め　

長　
い　
時　
間　
を　
か　
け　
て　
つ　
く　
ら　
れ　
た　
味　
噌　
と　
醤　
油　

が　
あ　
り　
ま　
す　
の　
で　
、　
食　
品　
に　
味　
を　
つ　
け　
る　
ス　
タ　

イ　
ル　
は　
比　
較　
的　
浅　
い　
、　
場　
合　
に　
よ　
っ　
て　
は　
、　
そ　

れ　
を　
つ　
け　
て　
食　
べ　
る　
、　
食　
品　
の　
中　
に　
し　
み　
込　
ま　

せ　
ず　
に　
使　
う　
こ　
と　
も　
非　
常　
に　
多　
い　
の　
で　
す　
。　
十　

分　
味　
つ　
け　
さ　
れ　
た　
料　
理　
が　
中　
国　
や　
西　
洋　
の　
料　

理　
の　
中　
心　
に　
な　
っ　
て　
き　
ま　
す　
が　
、　
日　
本　
の　
場　
合　

は　
素　
材　
の　
味　
を　
助　
け　
る　
、　
素　
材　
の　
味　
を　
生　
か　
す　

調　
味　
料　
、　
つ　
け　
汁　
的　
な　
使　
い　
方　
が　
た　
く　
さ　
ん　
あ　

り　
ま　
す　
。　

方　
法　
が　
中　
世　
の　
終　
わ　
り　
ぐ　
ら　
い　
に　
出　
て　
き　
ま　
す　

が　
、　
そ　
の　
一　
つ　
は　
、　
味　
噌　
の　
中　
に　
籠　
を　
入　
れ　
て　
、　

そ　
の　
中　
に　
滲　
み　
出　
て　
き　
た　
エ　
ッ　
セ　
ン　
ス　
を　
溜　
め　

て　
使　
う　
「　
た　
ま　
り　
」　と　
い　
う　
も　
の　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

同　
じ　
よ　
う　
に　
「　
た　
れ　
味　
噌　
」　
と　
い　
っ　
て　
、　
味　
噌　
を　

水　
に　
溶　
い　
て　
緩　
く　
し　
た　
も　
の　
を　
袋　
に　
入　
れ　
て　
吊　

る　
し　
て　
お　
き　
ま　
す　
と　
、　
そ　
こ　
か　
ら　
ド　
ロ　
ッ　
プ　
し　

て　
く　
る　
汁　
を　
使　
う　
よ　
う　
に　
な　
り　
ま　
す　
。　
日　
本　
の　

お　
料　
理　
は　
刺　
身　
を　
す　
ぐ　
思　
い　
浮　
か　
べ　
ま　
す　
が　
、　

刺　
身　
を　
醤　
油　
で　
食　
べ　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
は　
江　
戸　
時　

代　
以　
後　
の　
こ　
と　
で　
、　
江　
戸　
時　
代　
ま　
で　
の　
刺　
身　
の　

食　
べ　
方　
は　
、　
刺　
身　
を　
別　
の　
つ　
け　
汁　
を　
使　
っ　
て　
食　

べ　
ま　
し　
た　
。　
そ　
の　
つ　
け　
汁　
で　
一　
番　
代　
表　
的　
な　
の　

は　
、　
煎　い
り　
酒ざ

け

と　
い　
う　
も　
の　
で　
す　
。　
煎　
り　
酒　
の　
つ　

く　
り　
方　
は　
、　
た　
ま　
り　
、　
酒　
、　
梅　
干　
し　
、　
鰹　
節　
を　

加　
え　
て　
、　
三　
分　
の　
一　
ぐ　
ら　
い　
に　
煮　
詰　
め　
た　
も　
の　

で　
す　
。　
そ　
う　
い　
う　
も　
の　
が　
刺　
身　
の　
つ　
け　
汁　
だ　
っ　

た　
の　
で　
す　
。　

最　
初　
に　
日　
本　
の　
文　
献　
に　
「　
醤　
油　
」　
と　
い　
う　
言　

葉　
が　
出　
て　
く　
る　
の　
は　
一　
五　
九　
七　
年　
で　
す　
。　
醤　
油　

の　
つ　
く　
り　
方　
は　
、　
プ　
ロ　
セ　
ス　
は　
違　
う　
と　
し　
て　
も　

比　
較　
的　
味　
噌　
に　
似　
て　
い　
ま　
す　
。　
た　
だ　
絞　
る　
技　
術　

と　
、　
絞　
っ　
て　
も　
得　
ら　
れ　
る　
液　
体　
分　
が　
少　
な　
い　
こ　

と　
か　
ら　
貴　
重　
品　
で　
あ　
り　
ま　
し　
て　
、　
そ　
う　
い　
う　
意　

味　
で　
は　
高　
価　
で　
し　
た　
。　
ま　
た　
大　
量　
の　
も　
の　
を　
一　

度　
に　
絞　
ら　
な　
い　
と　
効　
率　
が　
悪　
く　
、　
な　
か　
な　
か　
個　

人　
的　
に　
は　
で　
き　
な　
い　
と　
い　
っ　
た　
問　
題　
が　
あ　
り　
ま　

し　
た　
が　
、　
そ　
れ　
を　
解　
決　
す　
る　
こ　
と　
が　
江　
戸　
時　
代　

に　
な　
っ　
て　
初　
め　
て　
可　
能　
に　
な　
っ　
た　
の　
で　
す　
。　

よ　
う　
や　
く　
江　
戸　
時　
代　
に　
な　
っ　
て　
醤　
油　
の　
工　
業　

化　
に　
成　
功　
し　
ま　
す　
。　
和　
歌　
山　
、　
堺　
と　
い　
っ　
た　
西　

日　
本　
の　
中　
心　
都　
市　
で　
つ　
く　
ら　
れ　
る　
よ　
う　
な　
醤　
油　

が　
最　
初　
に　
工　
業　
化　
さ　
れ　
ま　
す　
。　
そ　
こ　
で　
上　
方　

か
み
が
た

で　

つ　
く　
ら　
れ　
た　
醤　
油　
が　
船　
で　
大　
量　
に　
江　
戸　
に　
送　

ら　
れ　
ま　
す　
。　
大　
阪　
か　
ら　
江　
戸　
に　
約　
五　
百　
キ　
ロ　
メ　
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国　
境　
を　
越　
え　
る　
調　
味　
料　

最　
後　
に　
、　
こ　
れ　
か　
ら　
味　
噌　
と　
醤　
油　
が　
ど　
の　
よ　

う　
に　
展　
開　
し　
て　
い　
く　
か　
を　
お　
話　
し　
た　
い　
と　
思　
い　

ま　
す　
。　

第　
一　
に　
、　
発　
酵　
調　
味　
料　
は　
日　
本　
だ　
け　
で　
な　
く　

東　
ア　
ジ　
ア　
全　
体　
に　
広　
が　
っ　
て　
い　
る　
調　
味　
料　
で　
あ　

り　
ま　
す　
し　
、　
先　
ほ　
ど　
申　
し　
ま　
し　
た　
が　
、　
そ　
れ　
は　

古　
代　
の　
ロ　
ー　
マ　
に　
も　
あ　
っ　
た　
の　
で　
す　
。　
決　
し　
て　
地　

方　
的　
な　
特　
殊　
な　
調　
味　
料　
で　
は　
な　
く　
、　
普　
遍　
性　
の　

あ　
る　
調　
味　
料　
で　
す　
。　
西　
洋　
料　
理　
に　
も　
そ　
れ　
が　
大　

変　
よ　
く　
合　
う　
と　
い　
う　
こ　
と　
が　
、　
今　
い　
ろ　
い　
ろ　
な　

形　
で　
実　
証　
さ　
れ　
て　
き　
て　
い　
ま　
す　
。　
第　
二　
に　
、　
味　

噌　
と　
醤　
油　
は　
西　
洋　
の　
多　
く　
の　
調　
味　
料　
の　
よ　
う　

に　
油　
分　
を　
使　
わ　
な　
い　
。　
そ　
う　
い　
う　
意　
味　
で　
は　
大　

変　
健　
康　
的　
に　
良　
い　
調　
味　
料　
で　
あ　
り　
ま　
す　
。　
第　
三　

に　
、　
日　
本　
の　
状　
況　
を　
考　
え　
て　
み　
ま　
す　
と　
、　
味　
噌　

も　
、　
日　
本　
の　
味　
噌　
だ　
け　
で　
は　
な　
く　
、　
特　
に　
朝　
鮮　

半　
島　
の　
唐　
が　
ら　
し　
味　
噌　
が　
た　
く　
さ　
ん　
使　
わ　
れ　

東　
と　
西　
の　
定　
義　

東　
西　
の　
食　
パ　
タ　
ー　
ン　
の　
比　
較　
を　
本　
格　
的　
に　
行　

う　
に　
は　
、　
そ　
れ　
に　
必　
要　
な　
要　
素　
や　
条　
件　
を　
明　
確　

に　
定　
義　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　
ま　
せ　
ん　
。　
し　
か　
し　
、　

そ　
の　
す　
べ　
て　
が　
ほ　
と　
ん　
ど　
定　
義　
不　
可　
能　
な　
事　
柄　

な　
の　
で　
す　
。　
過　
去　
半　
世　
紀　
の　
間　
に　
、　
世　
界　
の　
食　

物　
市　
場　
は　
著　
し　
い　
変　
容　
を　
遂　
げ　
、　
そ　
し　
て　
今　
日　

も　
そ　
の　
変　
化　
は　
止　
ま　
る　
こ　
と　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

こ　
の　
変　
容　
は　
、　
コ　
ロ　
ン　
ブ　
ス　
の　
新　
大　
陸　
発　
見　
後　
の　

ヨ　
ー　
ロ　
ッ　
パ　
勢　
力　
の　
拡　
大　
と　
、　
そ　
れ　
に　
伴　
う　
ヨ　
ー　

ロ　
ッ　
パ　
の　
食　
物　
や　
嗜　
好　
の　
広　
が　
り　
と　
い　
う　
、　
過　
去　

五　
百　
年　
間　
の　
構　
図　
を　
変　
え　
よ　
う　
と　
さ　
え　
し　
て　
い　

ま　
す　
。　

世　
界　
の　
人　
々　
の　
食　
生　
活　
は　
変　
化　
し　
つ　
つ　
あ　
り　
、　

ま　
た　
、　
世　
界　
の　
東　
西　
と　
い　
う　
言　
葉　
の　
使　
い　
方　
も　

変　
わ　
り　
つ　
つ　
あ　
り　
ま　
す　
。　
か　
つ　
て　
は　
、　
西　
の　
終　
わ　

り　
と　
東　
の　
始　
ま　
り　
が　
ど　
こ　
か　
と　
い　
う　
観　
念　
が　
予　

め　
存　
在　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　
し　
か　
し　
、　
東　
西　
の　
区　

分　
は　
次　
第　
に　
曖　
昧　
に　
な　
っ　
て　
お　
り　
、　
従　
来　
の　
観　

念　
は　
ま　
す　
ま　
す　
見　
当　
違　
い　
な　
も　
の　
に　
な　
っ　
て　
い　

ま　
す　
。　
そ　
れ　
で　
も　
、　
私　
た　
ち　
は　
あ　
く　
ま　
で　
、　
分　
か　

っ　
て　
い　
る　
よ　
う　
な　
顔　
を　
し　
て　
、　
東　
と
西
を
論　
じ　

て　
い　
る　
の　
で　
す　
。　

か　
り　
に　
西　
の　
終　
わ　
り　
と　
東　
の　
始　
ま　
り　
を　
特　
定　

で　
き　
た　
と　
し　
ま　
す　
。　
も　
し　
そ　
う　
な　
ら　
ば　
東　
を　
一　

般　
化　
す　
る　
た　
め　
に　
、　「
東　
の　
料　
理　
あ　
る　
い　
は
東　
の　

食　
べ　
物
と　
は　
何　
か　
」　
を　
明　
確　
に　
す　
る　
必　
要　
が　
あ　

り　
ま　
す　
。　
し　
か　
し　
明　
ら　
か　
に　
、　
中　
国　
料　
理　
も　
イ　

ン　
ド　
料　
理　
も　
日　
本　
料　
理　
も　
東　
の　
料　
理　
を　
構　
成　

す　
る　
膨　
大　
な　
食　
物　
や　
調　
理　
技　
術　
や　
料　
理　
形　
態　

を　
代　
表　
す　
る　
こ　
と　
は　
で　
き　
ま　
せ　
ん　
。　
ま　
し　
て　
や　
、　

そ　
れ　
ぞ　
れ　
の　
料　
理　
の　
バ　
ラ　
エ　
テ　
ィ　
の　
豊　
富　
さ　
に　
、　

そ　
の　
試　
み　
は　
即　
刻　
頓　
挫　
す　
る　
で　
し　
ょ　
う　
。　
ま　
た　
、　

私　
が　
こ　
れ　
か　
ら　
論　
じ　
る　
方　
法　
は　
、　
フ　
ォ　
ー　
ク　
と　

箸　
、　
肉　
の　
大　
小　
、　
食　
卓　
と　
畳　
、　
食　
卓　
用　
ナ　
イ　
フ　

の　
有　
無　
、　
料　
理　
皿　
の　
位　
置　
、　
す　
べ　
て　
の　
料　
理　
が　

同　
時　
に　
出　
さ　
れ　
る　
か　
出　
さ　
れ　
な　
い　
か　
と　
い　
う　
事　

実　
、　
ご　
は　
ん　
と　
お　
か　
ず　
、　
食　
の　
美　
学　
の　
違　
い　
な　

ど　
、　
こ　
の　
種　
の　
数　
限　
り　
な　
い　
相　
違　
点　
を　
列　
挙　
す　

る　
方　
法　
で　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　
別　
の　
視　
点　
か　
ら　
論　

じ　
て　
み　
た　
い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　

食　
物　
の　
相　
互　
依　
存　
へ　

五　
百　
年　
前　
の　
外　
洋　
航　
海　
時　
代　
の　
到　
来　
ま　
で　
、　

人　
間　
社　
会　
の　
食　
習　
慣　
は　
、　
そ　
の　
地　
域　
で　
認　
知　
さ　

れ　
た　
資　
源　
、　
そ　
の　
地　
域　
の　
気　
候　
や　
季　
節　
と　
密　
接　

に　
繋　つな
が　
っ　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　「　
認　
知　
さ　
れ　
た　
資　
源　
」　、　

つ　
ま　
り　
人　
々　
は　
摂　
取　
可　
能　
な　
も　
の　
を　
す　
べ　
て　
食　

べ　
る　
わ　
け　
で　
は　
あ　
り　
ま　
せ　
ん　
。　
料　
理　
は　
、　
そ　
れ　
を　

生　
み　
出　
し　
後　
世　
に　
残　
し　
た　
共　
同　
体　
の　
生　
活　
や　

習　
慣　
を　
表　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　
料　
理　
は　
、　
植　
物　
、　

鳥　
、　
魚　
、　
哺　
乳　
動　
物　
の　
種　
類　
を　
表　
し　
、　
伝　
統　
的　

な　
調　
理　
法　
、　
保　
存　
方　
法　
、　
儀　
式　
の　
供　
物　
を　
表　
し　
、　

食　
べ　
る　
資　
格　
の　
有　
無　
と　
い　
う　
社　
会　
的　
地　
位　
の　
差　

異　
を　
表　
し　
て　
い　
ま　
し　
た　
。　

し　
か　
し　
、　
こ　
う　
し　
た　
地　
域　
に　
深　
く　
根　
ざ　
し　
た　

伝　
統　
料　
理　
ば　
か　
り　
を　
強　
調　
し　
て　
は　
な　
り　
ま　
せ　
ん　
。　

大　
洋　
横　
断　
が　
当　
た　
り　
前　
に　
な　
る　
以　
前　
か　
ら　
、　
た　

と　
え　
ば　
塩　
を　
求　
め　
て　
、　
人　
々　
は　
何　
百　
マ　
イ　
ル　
も　
移　

動　
し　
ま　
し　
た　
。　
甘　
藷　
は　
太　
平　
洋　
の　
両　
側　
に　
見　
ら　

れ　
、　
ヤ　
ム　
イ　
モ　
類　
は　
オ　
セ　
ア　
ニ　
ア　
か　
ら　
西　
ア　
フ　
リ　

カ　
ま　
で　
分　
布　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
コ　
コ　
ナ　
ッ　
ツ　
、　
ひ　
ょ　

う　
た　
ん　
な　
ど　
の　
水　
に　
浮　
く　
食　
用　
植　
物　
は　
、　
栽　
培　

地　
か　
ら　
は　
る　
か　
遠　
い　
場　
所　
ま　
で　
運　
ば　
れ　
ま　
し　
た　
。　

こ　
の　
よ　
う　
に　
、　
一　
方　
で　
は　
地　
域　
に　
深　
く　
根　
差　

し　
た　
伝　
統　
的　
な　
食　
習　
慣　
が　
あ　
り　
、　
他　
方　
で　
は　
、　

外　
洋　
航　
海　
が　
始　
ま　
る　
以　
前　
で　
さ　
え　
も　
食　
物　
の　

広　
が　
り　
が　
見　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
と　
は　
い　
え　
、　
少　
な　
く　

と　
も　
十　
九　
世　
紀　
の　
中　
頃　
ま　
で　
、　
大　
多　
数　
の　
人　
々　

が　
、　
居　
住　
地　
を　
中　
心　
に　
半　
径　
二　
、　
三　
マ　
イ　
ル　
の　

エ　
リ　
ア　
か　
ら　
ほ　
と　
ん　
ど　
の　
食　
糧　
を　
得　
て　
い　
た　
と　

思　
わ　
れ　
ま　
す　
。　「　
大　
多　
数　
の　
人　
々　
」　「　
ほ　
と　
ん　
ど　
の　

食　
糧　
」　
と　
い　
う　
言　
い　
方　
に　
注　
目　
し　
て　
く　
だ　
さ　
い　
。　

富　
裕　
階　
級　
や　
権　
力　
者　
は　
、　
外　
国　
の　
蜂　
蜜　
や　
新　
鮮　

な　
海　
産　
物　
、　
氷　
河　
の　
氷　
や　
、　
あ　
ら　
ゆ　
る　
珍　
し　
い　

嗜　
好　
品　
を　
楽　
し　
ん　
で　
き　
た　
の　
で　
す　
。　
そ　
れ　
は　
、　

新　
石　
器　
時　
代　
が　
終　
わ　
っ　
て　
以　
来　
、　
階　
層　
社　
会　
が　

存　
在　
す　
る　
限　
り　
見　
ら　
れ　
て　
き　
た　
現　
象　
な　
の　
で　

す　
。　何　

千　
年　
も　
の　
昔　
、　
栽　
培　
植　
物　
と　
家　
畜　
が　
人　
類　

の　
主　
要　
な　
食　
糧　
供　
給　
源　
と　
し　
て　
出　
現　
し　
て　
以　

来　
、　
家　
族　
が　
自　
ら　
の　
食　
物　
を　
自　
ら　
生　
産　
す　
る　
と　

て　
い　
ま　
す　
。　
文　
化　
の　
壁　
を　
越　
え　
て　
グ　
ロ　
ー　
バ　
リ　

ゼ　
ー　
シ　
ョ　
ン　
と　
い　
う　
か　
、　
新　
し　
い　
食　
材　
が　
ど　
ん　
ど　

ん　
行　
き　
交　
っ　
て　
い　
る　
状　
況　
に　
な　
っ　
て　
い　
ま　
す　
。　

な　
ぜ　
調　
味　
料　
と　
い　
う　
も　
の　
が　
必　
要　
に　
な　
っ　
た　

の　
か　
、　
ま　
だ　
よ　
く　
わ　
か　
っ　
て　
い　
な　
い　
こ　
と　
で　
す　

が　
、　
本　
来　
は　
保　
存　
の　
た　
め　
だ　
っ　
た　
の　
で　
は　
な　
い　

か　
と　
考　
え　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
最　
初　
の　
調　
味　
料　
で　
あ　
っ　

た　
と　
思　
わ　
れ　
る　
の　
は　
塩　
と　
酢　
で　
、　
い　
ず　
れ　
も　
自　

然　
の　
ま　
ま　
天　
然　
に　
存　
在　
す　
る　
も　
の　
が　
使　
え　
ま　

す　
。　
例　
え　
ば　
、　
皆　
様　
も　
レ　
モ　
ン　
を　
よ　
く　
お　
使　
い　

に　
な　
る　
と　
思　
い　
ま　
す　
が　
、　
日　
本　
人　
は　
柚　
子

ゆ

ず

と　
い　

う　
ミ　
カ　
ン　
を　
絞　
っ　
て　
魚　
に　
か　
け　
て　
使　
い　
ま　
す　
。　

そ　
う　
い　
う　
ふ　
う　
に　
自　
然　
に　
あ　
る　
調　
味　
料　
と　
い　
う　

の　
は　
味　
わ　
い　
を　
調　
え　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
よ　
り　
も　
、　

も　
っ　
と　
基　
本　
的　
に　
は　
そ　
の　
食　
品　
を　
保　
存　
す　
る　
、　

腐　
ら　
せ　
な　
い　
と　
い　
う　
目　
的　
が　
本　
来　
あ　
っ　
た　
の　
か　

も　
し　
れ　
ま　
せ　
ん　
。　
と　
こ　
ろ　
が　
発　
酵　
調　
味　
料　
が　
出　

て　
き　
た　
と　
い　
う　
こ　
と　
は　
、　
単　
な　
る　
保　
存　
で　
は　
な　

く　
、　
保　
存　
よ　
り　
嗜　
好　
が　
そ　
の　
理　
由　
に　
挙　
げ　
ら　
れ　

ま　
す　
。　

そ　
う　
い　
う　

”　好　
み　

“　と　
い　
う　
も　
の　
は　
環　
境　
あ　
る　

い　
は　
民　
族　
に　
よ　
っ　
て　
違　
う　
と　
い　
う　
ふ　
う　
に　
考　
え　

ら　
れ　
て　
き　
ま　
し　
た　
。　
と　
こ　
ろ　
が　
、　
今　
、　
醤　
油　
が　

世　
界　
的　
に　
受　
け　
入　
れ　
ら　
れ　
つ　
つ　
あ　
る　
と　
い　
う　
こ　

と　
は　
、　
決　
し　
て　
そ　
う　
い　
う　
嗜　
好　
が　
民　
族　
と　
か　
国　

境　
、　
文　
化　
に　
遮　
ら　
れ　
る　
も　
の　
で　
は　
な　
い　
と　
い　
う　
、　

新　
し　
い　
実　
験　
が　
進　
行　
し　
て　
い　
る　
と　
こ　
ろ　
だ　
と　
思　

い　
ま　
す　
。　
つ　
ま　
り　
西　
洋　
料　
理　
の　
中　
で　
醤　
油　
や　
味　

噌　
が　
受　
け　
入　
れ　
ら　
れ　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
で　
、　
よ　
り　

多　
様　
な　
味　
わ　
い　
方　
が　
世　
界　
的　
に　
可　
能　
に　
な　
っ　
て　

い　
く　
こ　
と　
が　
期　
待　
さ　
れ　
ま　
す　
。　
そ　
れ　
に　
つ　
け　
て　

も　
ぜ　
ひ　
知　
っ　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
こ　
と　
は　
、　
本　
当　
の　

美　
味　
し　
い　
味　
噌　
の　
使　
い　
方　
、　
美　
味　
し　
い　
醤　
油　
の　

使　
い　
方　
を　
的　
確　
に　
試　
し　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
の　
で　

す　
。　
い　
つ　
ま　
で　
も　
煮　
立　
て　
て　
お　
い　
た　
味　
噌　
汁　
を　

そ　
の　
都　
度　
く　
み　
出　
し　
て　
使　
う　
の　
で　
は　
な　
く　
、　
で　

き　
立　
て　
の　
味　
噌　
汁　
の　
美　
味　
し　
さ　
を　
実　
際　
味　
わ　

っ　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
の　
で　
す　
。　

以　
上　
の　
よ　
う　
に　
、　
日　
本　
で　
独　
自　
の　
発　
展　
を　
と　

げ　
た　
醤　
油　
が　
、　
全　
世　
界　
で　
受　
け　
入　
れ　
ら　
れ　
つ　
つ　

あ　
り　
ま　
す　
。　
そ　
の　
使　
い　
方　
は　
そ　
れ　
ぞ　
れ　
の　
土　
地　

の　
伝　
統　
と　
融　
合　
し　
な　
が　
ら　
、　
ま　
た　
新　
し　
い　
ス　
タ　

イ　
ル　
が　
生　
ま　
れ　
る　
で　
し　
ょ　
う　
。　
そ　
の　
と　
き　
、　
製　

品　
と　
し　
て　
の　
醤　
油　
だ　
け　
で　
な　
く　
、　
醤　
油　
の　
日　
本　

で　
の　
使　
い　
方　
や　
、　
そ　
の　
お　
い　
し　
さ　
を　
上　
手　
に　
引　

き　
出　
す　
方　
法　
も　
、　
あ　
わ　
せ　
て　
参　
考　
に　
し　
て　
ほ　
し　

い　
と　
こ　
ろ　
で　
す　
。　
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