
世
界
で
も
っ
と
も
有
名
な
グ
ル
メ
ガ
イ
ド
と
い

え
ば
、
昔
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
タ
イ
ヤ
会
社
ミ
シ
ュ

ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ
が
、
そ
れ
が
刊
行
さ
れ

は
じ
め
た
の
は
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
年
）
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
江
戸
で
は
そ
の
百
年
以
上
も
前

か
ら
、
市
中
の
料
理
屋
案
内
が
番
付
の
形
で
出
版

さ
れ
て
い
る
。

江
戸
は
西
洋
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
か
ら
外
食
文

化
の
発
展
し
た
都
市
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
料
理
店

の
出
現
で
あ
る
。

有
名
な
ブ
リ
ア
・
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
の
『
美
味
礼
讃
』

は
、
料
理
店
を
こ
う
定
義
づ
け
て
い
る
。

「
料
理
店
主
と
は
、
い
つ
で
も
御
馳
走
が
出
せ

る
準
備
を
し
て
お
い
て
客
を
待
つ
の
を
商
売
と
す

る
人
の
こ
と
で
、
そ
の
御
馳
走
は
消
費
者
の
求
め

に
応
じ
て
一
人
分
ず
つ
定
価
で
分
売
で
き
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
店
が
い
わ
ゆ
る
レ
ス
ト

ラ
ン
な
の
だ
。」

西
洋
で
も
っ
と

も
古
い
レ
ス
ト
ラ

ン
の
登
場
は
、
フ

ラ
ン
ス
が
一
七
六

五
年
（
明
和
二

年
）
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
一
八
二
七
年

（
文
政
一
〇
年
）

と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
江

戸
の
料
理
店
は
一

世
紀
以
上
も
早
い

一
六
五
七
年
（
明

暦
三
年
）
に
現
わ

れ
て
い
る
。

や
が
て
、
一
八

世
紀
も
後
半
に
な

れ
ば
「
五
歩
に
一
楼
、
十
歩
に
一
閣
、
皆
飲
食
の

店
な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
高
級

料
亭
は
じ
め
各
種
の
飲
食
店
が
軒
を
並
べ
て
、
江

戸
は
日
本
随
一
の
食
の
都
と
う
た
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

す
し
、
天
ぷ
ら
、
蒲
焼
な
ど
江
戸
前
料
理
も

次
々
と
登
場
し
、
江
戸
っ
子
た
ち
は
初
鰹
に
熱
狂
、

裏
店
住
い
の
女
房
た
ち
ま
で
料
理
茶
屋
の
二
階
に

上
っ
て
飲
み
食
い
す
る
風
潮
さ
え
現
わ
れ
た
。

江
戸
の
食
文
化
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
を
す
る
と
、

よ
く
次
の
よ
う
な
質
問
を
受
け
る
。

江
戸
時
代
の
日
本
は
封
建
制
度
の
下
に
あ
っ
て

圧
制
に
苦
し
み
、
不
自
由
で
貧
し
い
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
百
姓
は
殺
さ
ぬ
よ

う
に
生
か
さ
ぬ
よ
う
に
」
と
か
「
ゴ
マ
の
油
と
百

姓
は
し
ぼ
れ
ば
し
ぼ
る
ほ
ど
取
れ
る
」
と
か
い
わ

れ
た
よ
う
に
、
必
死
で
働
い
て
も
み
ん
な
年
貢
で

奪
わ
れ
、
い
つ
も

食
う
や
食
わ
ず
の

生
活
を
送
っ
て
い

た
。
そ
ん
な
時
代

の
中
で
江
戸
の
食

生
活
は
あ
ま
り
に

も
豊
か
で
明
る
す

ぎ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
。

こ
れ
で
は
江
戸

時
代
の
食
と
生
活

と
の
イ
メ
ー
ジ
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き

す
ぎ
る
。
果
し
て

江
戸
は
本
当
に
そ

ん
な
抑
圧
さ
れ
た

貧
し
い
社
会
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

食
を
語
る
に
は
、
ま
ず
全
般
的
な
生
活
や
社
会
の

状
況
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
時
代
の
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
、
島
崎
藤

村
の
『
夜
明
け
前
』
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
を
暗

黒
時
代
と
と
ら
え
、
明
治
に
な
っ
て
漸
く
夜
明
け

を
迎
え
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

当
時
来
日
し
た
西
洋
人
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
を

非
常
に
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
。

『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
何
と
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
現
代
の
日
本
人

は
自
分
自
身
の
過
去
に
つ
い
て
は
、
も
う
何
も
知

り
た
く
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
教
養
あ
る

人
た
ち
は
そ
れ
を
恥
じ
て
さ
え
い
ま
す
。『
い
や
、

日
欧
の
文
化
水
準
を
比
較
す
る
。

約
二
百
七
十
年
に
亘
る
江
戸
時
代
は
、
戦
乱
も
な
く
、
世
界
史
的
に
見
て
も
稀
に
み
る

平
和
な
時
代
が
続
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
鎖
国
と
い
う
環
境
の
な
か
で
、
ま
さ
に
自
給
自

足
で
国
民
を
養
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
間
に
わ
が
国
の
文
化
は
、
独
自
の
発

展
を
遂
げ
た
こ
と
を
数
々
の
例
証
が
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
以
降
こ
ん
に
ち
ま
で
、
わ
が
国
は
西
欧
列
強
諸
国
に
範
を
採
る
余
り
、

そ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
自
分
た
ち
の
文
化
と
そ
の
水
準
を
、
歴
史
の
彼
方
に
置
き
去
り
に

し
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

今
年
は
、「
江
戸
開
府
四
百
年
」
と
い
う
節
目
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
「
江
戸
時
代
」

を
見
直
す
動
き
が
活
発
で
す
。
今
号
は
『
巨
大
都
市
江
戸
が
和
食
を
つ
く
っ
た
』
な
ど
の
著

書
で
知
ら
れ
る
渡
辺
善
次
郎
さ
ん
に
、
江
戸
時
代
の
わ
が
国
と
西
欧
諸
国
の
文
明
・
文
化

水
準
の
比
較
を
試
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
江
戸
　
も
う
一
つ
の
文
明
社
会
」

同
時
代
の
日
本
と
西
洋

渡
辺

善
次
郎

江
戸
の
イ
メ
ー
ジ
・
ギ
ャ
ッ
プ

対
照
的
な
江
戸
評
価

渡
辺
善
次
郎
（
わ
た
な
べ
ぜ
ん
じ
ろ
う
）

一
九
三
二
年
、
東
京
に
生
れ
る
。
一
九
五
六
年
早
稲
田
大
学
卒
業
。

一
九
六
一
年
　
同
大
学
院
商
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
同
年
国
立
国
会
図
書
館
に
入
り
、
調
査
立
法
考

査
局
農
林
課
長
、
海
外
事
情
課
長
を
経
て
、
専
門
調
査
員
。

一
九
九
一
年
三
月
退
職
。
商
学
博
士
。
現
在
、
都
市
農
村
関
係
史
研
究
所
主
宰
。

主
著
『
都
市
と
農
村
の
間
ー
都
市
近
郊
農
業
史
論
』（
一
九
八
三
年
　
論
創
社
）、『
聞
き

書
・
東
京
の
食
事
』（
編
著
・
一
九
八
七
年
　
農
文
協
）、『
巨
大
都
市
江
戸
が
和
食
を
つ

く
っ
た
』（
一
九
八
八
年
　
農
文
協
）、『
農
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
』（
編
著
・
一
九
八
九
年

学
陽
書
房
）、『
東
京
に
農
地
が
あ
っ
て
な
ぜ
悪
い
』（
共
著
・
一
九
九
一
年
　
学
陽
書
房
）、

『
近
代
日
本
都
市
近
郊
農
業
史
』（
一
九
九
一
年
　
論
創
社
）。

江戸・中橋　江戸の賑いがよくわかる。（『江戸名所図會』）
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何
も
か
も
す
っ
か
り
野
蛮
な
も
の
で
し
た
。
わ
れ

わ
れ
に
は
歴
史
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
歴

史
は
今
か
ら
や
っ
と
始
ま
る
の
で
す
』
と
断
言
し

ま
し
た
。」

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
『
日
本
事
物
誌
』
で
「
教
育

あ
る
日
本
人
は
彼
ら
の
過
去
を
捨
て
て
し
ま
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
過
去
の
日
本
人
と
は
別
の
人
間
、
別

の
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
夏
目
漱
石
の
『
野
分
』
で
も
、
文
学
士
白

井
道
也
が
同
様
の
こ
と
を
演
説
し
て
い
る
。

だ
が
多
く
の
西
洋
人
た
ち
は
江
戸
時
代
の
日
本

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
逆
の
評
価
を
し
て
い
る
。

彼
等
の
証
言
を
き
い
て
み
よ
う
。

一
六
〇
九
年
（
慶
長
一
四
年
）
日
本
に
漂
流
し

た
イ
ス
パ
ニ
ア
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
長
官
ド
ン
・
ロ
ド

リ
ゴ
は
『
日
本
見
聞
録
』
に
こ
う
記
し
た
。

「
江
戸
の
市
政
の
素
晴
し
さ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

優
っ
て
お
り
、
市
街
の
整
備
、
交
通
の
繁
栄
は
世

界
の
ど
の
国
も
及
ば
な
い
。
日
本
人
の
政
治
は
世

界
最
高
だ
が
、
こ
れ
が
ゼ
ウ
ス
神
を
知
ら
な
い
国

民
で
あ
る
こ
と
は
誠
に
忌
々
し
い
。
日
本
を
武
力

で
圧
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。」

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
―
一
七
○
四
年
）
に
来

日
し
た
独
医
師
ケ
ン
ペ
ル
は
そ
の
『
日
本
誌
』
で

こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
民
は
習
俗
、
道
徳
、
技
芸
、
立
居
振
舞

い
の
点
で
世
界
の
ど
の
国
家
に
も
立
ち
ま
さ
り
、

国
内
交
易
は
繁
盛
し
、
肥
沃
な
田
畑
に
恵
ま
れ
、

頑
強
強
壮
な
肉
体
と
豪
胆
な
気
性
を
も
ち
、
生
活

必
需
品
は
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
豊
富
で
あ
り
、
国
内

に
は
不
断
の
平
和
が
続
き
、
か
く
し
て
世
界
で
も

稀
れ
に
見
る
ほ
ど
の
幸
福
な
国
民
で
あ
る
。」

初
代
ア
メ
リ
カ
総
領
事
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ

ス
は
「
人
々
は
み
な
清
潔
で
食
糧
も
十
分
あ
り
、

身
な
り
も
よ
ろ
し
く
幸
福
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
に
見
た
ど
の
国
に
も
ま
さ
る
簡
素
さ
と
正
直
さ
の

黄
金
時
代
を
み
る
思
い
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。

ま
た
初
代
英
国
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
も
そ
の
『
大
君

タ
イ
ク
ー
ン
の
都
』
の
随
所
で
日
本
を

賛
美
し
て
い
る

「
こ
の
火
山
の
多
い
国
土
か
ら
エ
デ
ン
の
園
を

つ
く
り
出
し
、
他
の
世
界
と
の
交
わ
り
を
い
っ
さ

い
断
ち
切
っ
た
ま
ま
、
独
力
の
国
内
産
業
に
よ
っ

て
三
千
万
と
推
定
さ
れ
る
住
民
が
着
々
と
物
質
的

繁
栄
を
増
進
さ
せ
て
き
て
い
る
。
…
…
私
は
平
和
、

裕
福
、
明
ら
か
な
充
足
感
を
見
出
し
た
。
村
落
は

イ
ギ
リ
ス
村
落
に
も
た
ち
勝
る
ば
か
り
に
こ
の
上

な
く
手
入
れ
が
ゆ
き
届
い
て
お
り
、
観
賞
用
の
樹

木
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
植
え
ら
れ
て
い
た
。
…
…

こ
れ
ら
の
よ
く
耕
作
さ
れ
た
谷
間
を
横
切
っ
て
非

常
な
豊
か
さ
の
中
で
家
庭
を
営
ん
で
い
る
幸
福
で

満
ち
足
り
た
暮
ら
し
向
き
の
よ
さ
そ
う
な
住
民
を

見
て
み
る
と
、
こ
れ
が
圧
制
に
苦
し
み
、
過
酷
な

税
金
を
と
り
立
て
ら
れ
て
窮
乏
し
て
い
る
土
地
だ

と
は
と
て
も
信
じ
が
た
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
こ
ん
な
幸
福
で
暮
ら
し
向
き
の
よ
い

農
民
は
い
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
温
和
で
贈
り

物
の
豊
富
な
風
土
は
ど
こ
に
も
な
い
。
…
…
あ
あ
、

幸
福
な
土
地
よ
、
楽
し
き
国
よ
。」

彼
等
は
当
時
の
日
本
を
西
洋
と
は
異
な
る
が
、

も
う
一
つ
の
高
度
な
文
明
社
会
と
み
な
し
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
っ
て
日
本
は
小
国
だ
な
ぞ
と

言
っ
た
ら
笑
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
人
口
一
億

を
超
え
る
国
な
ぞ
な
い
し
、
国
土
の
広
さ
か
ら
み

大
国
日
本

江戸・日本橋界隈の活況。（『江戸名所図會』）
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て
も
日
本
よ
り
大
き
な
国
は
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ

ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ぐ
ら
い
で
、
ド
イ
ツ
は
東
西

統
一
し
て
も
日
本
よ
り
小
さ
い
。
オ
ラ
ン
ダ
に
い

た
っ
て
は
日
本
の
四
国
ほ
ど
の
面
積
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
も
江
戸
時
代
の
日
本
は
世
界
有
数
の
資
源

大
国
で
あ
っ
た
。

ま
ず
も
っ
と
も
重
要
な
鉱
物
資
源
と
い
え
ば
金

銀
銅
鉄
で
あ
る
が
、
江
戸
初
期
の
日
本
は
恐
ら
く

世
界
一
の
金
銀
産
出
国
で
、
そ
の
産
出
量
は
世
界

の
四
分
の
一
に
達
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
黄
金
の
ジ
パ
ン
グ
で
あ
る
。

銅
も
世
界
最
大
の
産
出
国
で
あ
っ
た
。
今
で
も

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
な
ど
で
硬
貨
を
「
ド
ン
」
と
呼
ん
で

い
る
が
、
こ
れ
は
「
銅
」
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代

に
日
本
か
ら
輸
入
し
て
い
た
銅
銭
の
名
残
り
で
あ

る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
バ
リ
島
な
ど
で
は
戦
前
ま

で
寛
永
通
宝
が
使
わ
れ
て
い
た
。

鉄
は
砂
鉄
だ
が
、
日
本
は
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
と
並
ん
で
世
界
三
大
産
出
国
の
一
つ
で
、

そ
の
品
質
の
良
さ
と
価
格
の
安
さ
で
当
時
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
第
一
の
産
鉄
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
鉄
を
問

題
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

各
国
と
も
貨
幣
は
金
銀
銅
を
用
い
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
自
給
し
て
い
た
の
は
日
本
だ
け

で
あ
っ
た
。

ま
た
発
火
用
と
し
て
不
可
欠
だ
っ
た
硫
黄
も
、

火
山
列
島
日
本
に
は
豊
富
で
、
中
国
な
ど
へ
の
重

要
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
主
に
薪
炭
で
あ
っ
た
が
、
国
土

の
七
割
が
山
林
に
お
お
わ
れ
て
い
た
日
本
で
は
ま

っ
た
く
不
足
の
心
配
は
な
か
っ
た
。
ま
た
水
資
源

は
元
来
山
紫
水
明
の
国
で
、
ま
さ
に
「
湯
水
の
ご

と
く
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
国
で
あ
る
。

こ
う
し
て
人
口
、
国
土
、
資
源
を
考
え
て
も
日

本
は
世
界
有
数
の
大
国
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

当
時
の
主
要
産
業
で
あ
っ
た
農
業
の
土
地
生
産

性
は
西
洋
諸
国
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
。

土
地
生
産
性
は
播
種
量
と
収
穫
量
の
差
で
示
さ

れ
る
が
、
西
洋
の
小
麦
の
場
合
は
せ
い
ぜ
い
四
〜

五
倍
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
播
い
た
種
の
三
〜
四
倍

の
収
穫
が
あ
れ
ば
不
作
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
日
本
の
米
は
ほ
ぼ
三
〇
倍
以
上
の

収
穫
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
高
い
生
産
力
に
よ
っ

て
三
千
万
と
い
う
膨
大
な
人
口
を
養
い
、
当
初
海

外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
茶
、
絹
、
棉
、
タ

バ
コ
、
砂
糖
な
ど
を
す
べ
て
国
産
化
し
て
き
た
。

幕
末
の
棉
花
の
生
産
性
で
は
ア
メ
リ
カ
の
三
〜
四

倍
に
も
達
し
て
い
た
と
い
う
。

西
洋
人
は
日
本
の
農
業
を
見
て
大
き
な
衝
撃
を

受
け
た
。
そ
の
一
人
に
幕
末
に
プ
ロ
シ
ャ
王
国
の

調
査
団
の
一
員
と
し
て
来
日
し
た
農
学
者
マ
ロ
ン

博
士
が
い
る
。
そ
の
『
日
本
農
業
に
関
す
る
報
告

書
』（
一
八
六
二
年
）
は
大
要
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

「
日
本
の
農
業
技
術
は
多
毛
作
と
入
念
な
追
肥

を
基
礎
と
し
た
実
に
合
理
的
な
技
術
体
系
で
あ
る
。

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
違
っ
て
畜
産
が
な
い
か
ら
、

家
畜
の
腹
を
通
し
て
厩
肥
を
作
る
と
い
う
余
計
な

こ
と
を
せ
ず
、
直
接
人
屎
尿
を
肥
料
と
し
て
農
地

に
還
元
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
よ
う
に
人
間
排

泄
物
を
川
や
海
に
流
し
て
環
境
を
汚
染
し
た
り
、

貴
重
な
肥
料
成
分
を
無
駄
に
し
た
り
と
い
う
馬
鹿

げ
た
こ
と
は
し
な
い
。
日
本
の
農
民
は
輪
作
や
休

閑
を
知
ら
ず
、
田
畑
と
も
年
に
何
回
も
作
物
を
多

毛
作
し
、
一
作
ご
と
に
肥
料
を
施
す
追
肥
方
式
を

採
用
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
休
閑
や
飼
料

作
物
の
入
っ
た
輪
作
方
式
が
一
般
的
で
、
し
か
も

輪
作
の
一
回
転
に
一
回
厩
肥
を
施
用
す
る
基
肥
方

式
だ
か
ら
、
土
壌
の
生
産
性
が
日
本
の
足
許
に
も

及
ば
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
技
術
は
み
せ
か

け
だ
け
の
偽
り
の
技
術
で
あ
り
、
日
本
の
は
真
実

の
実
際
的
な
技
術
で
あ
る
。
日
本
農
業
で
は
物
質

の
循
環
が
見
事
に
完
結
し
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て

地
力
の
減
耗
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。」

マ
ロ
ン
は
人
屎
尿
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

廃
棄
物
を
肥
料
化
す
る
日
本
農
業
の
「
自
然
諸
力

の
完
全
な
循
環
」
ぶ
り
に
驚
嘆
し
た
。
自
分
た
ち

は
こ
れ
ま
で
欧
米
人
が
も
っ
と
も
文
明
的
で
、
そ

の
農
業
が
最
高
だ
と
信
じ
こ
ん
で
い
た
が
、
日
本

の
農
業
を
見
て
「
深
い
羞
恥
の
念
」
に
か
ら
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

生
産
力
の
差
は
農
村
の
状
態
に
反
映
す
る
。

一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
農
地
の
四
分
の
三

は
貴
族
、
僧
院
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
所
有
で
、
大
部

分
の
農
民
が
保
有
し
て
い
た
農
地
は
せ
い
ぜ
い
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
と
て
も

ま
と
も
な
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。

そ
の
頃
フ
ラ
ン
ス
を
旅
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
農
学

者
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
地
方
一
帯
は
農
業
に
適
し
て
い
る
の
に

耕
作
方
法
が
ま
っ
た
く
ひ
ど
い
。
小
麦
は
雑
草
と

入
り
ま
じ
っ
て
い
て
見
す
ぼ
ら
し
く
黄
ば
ん
で
い

る
。
農
業
は
貧
弱
で
住
民
は
惨
め
だ
。
農
村
で
は

誰
れ
も
靴
や
靴
下
を
は
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は

も
う
ぜ
い
た
く
品
だ
。
子
供
た
ち
は
な
ま
じ
こ
ん

な
ボ
ロ
を
身
に
ま
と
う
く
ら
い
な
ら
何
も
着
て
い

な
い
方
が
ま
し
な
ほ
ど
ひ
ど
い
身
な
り
を
し
て
い

る
。」一

九
世
紀
末
に
な
っ
て
も
こ
う
し
た
状
況
は
変

ら
な
い
。

「
家
は
ま
る
で
豚
小
屋
だ
。
一
つ
の
窓
も
な
く
、

ほ
と
ん
ど
家
具
も
な
い
。
床
は
残
飯
、
ゴ
ミ
、
汚

れ
た
服
な
ど
が
散
乱
し
、
男
女
、
子
供
、
家
畜
が

入
り
ま
じ
っ
て
寝
る
。
彼
等
は
燃
料
の
節
約
以
外

何
も
考
え
な
い
。」
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
は
イ
ギ

リ
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
同
様
だ
と
、
カ
ウ
ッ
キ
ー

は
『
農
業
問
題
』
で
述
べ
て
い
る
。

西
洋
の
農
村
・
日
本
の
農
村

抜
群
の
農
業
生
産
性

京都の尿買人。尿と野菜を交換する。（『金草鞋』）

地主の土地の収穫風景。（ジョン・フランソワーズ・ミレー）
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司
馬
遼
太
郎
と
の
対
談
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー

ン
は
こ
ん
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
江
戸
時
代
、
日
本
人
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
い
ろ

い
ろ
学
び
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
い
う
の
は
と
て
も
良

い
生
活
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
。
し

か
し
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
見
た
ら
違
う
。
オ
ラ
ン
ダ

の
農
民
は
夏
服
も
冬
服
も
区
別
が
な
く
、
年
中
同

じ
も
の
を
着
て
い
る
。
だ
か
ら
ズ
ボ
ン
は
汗
と
油

で
固
く
な
り
、
脱
い
で
も
立
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
風
呂
に
も
入
っ
て
い
な
い
。
そ

ん
な
彼
等
か
ら
見
た
ら
、
ど
ん
な
に
貧
し
く
て
も
、

少
な
く
と
も
夏
と
冬
の
着
物
の
区
別
が
あ
り
、
毎

日
風
呂
を
浴
び
て
清
潔
に
し
て
い
る
日
本
の
生
活

を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
だ
ろ
う
。
当
時
の
日
本

の
文
化
水
準
は
、
す
べ
て
の
点
で
欧
米
よ
り
は
る

か
に
上
だ
っ
た
。」

西
洋
で
は
階
級
の
格
差
が
き
わ
め
て
激
し
い
。

食
生
活
に
し
て
も
飢
餓
と
飽
食
が
隣
り
あ
っ
て
存

在
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ
た
ナ
ポ
リ
の
大

使
は
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
口
の
九
割
は
飢
え
死
に

し
、
残
り
の
一
割
は
食
べ
す
ぎ
て
死
ぬ
」
と
語
っ

て
い
る
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
何
と
か
三
五
才
ま
で

生
き
た
い
と
い
う
の
が
庶
民
の
願
望
だ
っ
た
。
慢

性
的
な
栄
養
不
足
と
重
労
働
の
た
め
、
三
五
才
を

す
ぎ
れ
ば
も
う
体
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
、
老
人
の
顔
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。

で
は
日
本
の
農
村
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
は
下
田
で
の
見
聞
を

こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
人
々
は
楽
し
く
暮
ら
し
て
お
り
、
食
べ
た
い

だ
け
食
べ
、
着
物
に
も
困
っ
て
い
な
い
。
家
屋
は

清
潔
で
日
当
り
も
良
く
気
持
が
よ
い
。
世
界
の
い

か
な
る
地
方
に
お
い
て
も
労
働
者
の
社
会
で
下
田

よ
り
良
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
ま

い
。
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
窮
乏
を
表
わ
し
て
い
る

顔
を
一
人
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
子
供
た
ち
の
顔

は
み
ん
な
満
月
の
よ
う
に
丸
々
と
肥
え
て
い
る
し
、

男
女
と
も
す
こ
ぶ
る
肉
づ
き
が
よ
い
。
彼
等
が
十

分
に
食
べ
て
い
な
い
と
想
像
す
る
こ
と
は
少
し
も

で
き
な
い
。」

明
治
の
は
じ
め
に
日
本
各
地
を
旅
し
た
英
国
女

性
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
『
日
本
奥
地
紀
行
』
で

米
沢
平
野
の
光
景
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
米
沢
平
野
は
、
南
に
繁
栄
す
る
米
沢
の
町
が

あ
り
、
北
に
は
湯
治
客
の
多
い
赤
湯
が
あ
り
、
ま

っ
た
く
の
エ
デ
ン
の
園
で
あ
る
。
鋤
で
耕
し
た
と

い
う
よ
り
鉛
筆
で
描
い
た
よ
う
に
美
し
い
。
米
、

棉
、
麻
、
大
豆
、
茄
子
、
き
ゅ
う
り
、
柿
、
ざ
く

ろ
な
ど
を
豊
富
に
栽
培
し
て
い
る
。
実
り
豊
か
に

微
笑
す
る
大
地
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
ア
ル
カ
デ
ャ

（
桃
源
郷
）
で
あ
る
。
自
力
で
栄
え
る
こ
の
豊
沃
な

大
地
は
、
す
べ
て
そ
れ
を
耕
し
て
い
る
人
び
と
の

所
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
圧
迫

の
な
い
自
由
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
。
美
し
さ
、

勤
勉
、
安
楽
さ
に
満
ち
た
魅
惑
的
な
地
域
で
あ
る
。

ど
こ
を
見
渡
し
て
も
豊
か
で
美
し
い
農
村
で
あ

る
。」
山
間
部
に
入
っ
て
も
田
畑
は
「
す
ば
ら
し
く

き
れ
い
に
整
頓
し
て
あ
り
、
全
く
よ
く
耕
作
さ
れ

て
お
り
、
風
土
に
適
し
た
作
物
を
豊
富
に
産
出
す

る
。
こ
れ
は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
草
ぼ
う
ぼ

う
の
『
な
ま
け
者
の
畑
』
は
、
日
本
に
は
存
在
し

な
い
。」

江
戸
時
代
の
貧
し
さ
を
物
語
る
証
拠
と
し
て
よ

く
飢
饉
や
間
引
き
の
問
題
が
出
さ
れ
る
。
も
っ
と

も
悲
惨
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
天
明
飢
饉
で
は
、
津

軽
領
で
二
〇
万
人
も
の
餓
死
者
が
出
た
と
い
う
。

当
時
の
農
業
技
術
で
は
天
災
に
対
応
す
る
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
同
じ
だ
。
一
七
世
紀

末
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
人
口
の
三
分
の
一
が
餓

死
し
、
一
七
六
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
約
一
〇
〇

万
人
が
餓
死
し
た
と
い
う
。
ま
た
一
八
四
五
年
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
じ
ゃ
が
い
も
飢
饉
で
は
、
餓
死

と
国
外
移
民
で
八
〇
〇
万
の
人
口
が
四
〇
〇
万
人

に
半
減
し
て
い
る
。

日
本
に
間
引
き
が
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

捨
て
子
が
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
中
期
の
フ
ラ
ン
ス

で
は
貧
民
層
の
子
供
の
四
分
の
一
は
捨
て
ら
れ
、

孤
児
院
に
収
容
さ
れ
て
も
栄
養
不
足
や
病
気
で
八

〇
〜
九
〇
％
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
貧
し

い
階
層
の
子
供
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
じ
頃
、
パ

リ
で
生
れ
た
子
供
の
九
〇
％
以
上
は
「
田
舎
の
乳

母
」
に
里
子
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
乳
母
の
も
と
で

の
里
子
の
死
亡
率
は
七
〇
〜
九
〇
％
に
も
及
ん
で

い
る
。

一
七
五
〇
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
諸
貧
民
収
容
所
に

収
容
さ
れ
た
子
供
は
二
、
三
三
九
人
だ
が
、
五
年

後
に
生
存
し
て
い
た
子
供
は
わ
ず
か
一
六
八
人
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。

捨
て
子
も
里
子
も
一
種
の
殺
人
行
為
に
近
か
っ

た
。
日
本
の
間
引
き
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
捨
て
子
も
、

時
代
的
制
約
の
中
で
行
わ
れ
た
産
児
制
限
・
家
族

計
画
で
は
な
か
っ
た
か
。

ト
ロ
イ
の
遺
跡
を
発
掘
し
た
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
が

一
八
六
五
年
に
来
日
し
て
こ
う
述
べ
た
。

「
も
し
文
明
と
い
う
言
葉
が
物
質
文
明
を
指
す

な
ら
、
日
本
人
は
き
わ
め
て
文
明
化
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
は
工
芸
品
に
お
い
て
蒸
気
機

関
を
使
わ
ず
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
の
完

成
度
に
達
し
て
い
る
か
ら
。」

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
も
同
様
「
日
本
の
文
明
は
高
度

の
物
質
文
明
で
あ
り
、
す
べ
て
の
産
業
技
術
は
蒸

気
の
力
や
機
械
の
助
け
な
し
に
到
達
す
る
こ
と
の

出
来
る
限
り
の
完
成
度
を
見
せ
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。

技
術
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
の
高
さ
は
西
洋
人

共
通
の
評
価
で
あ
っ
た
。
と
く
に
庶
民
階
級
の
識

字
率
や
教
育
水
準
の
高
さ
は
世
界
最
高
と
み
な
さ

れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
市
中
の
高
札
、
字
看
板
、

か
わ
ら
版
、
お
み
く
じ
な
ど
は
、
一
般
庶
民
の
識

字
力
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

一
九
世
紀
初
期
の
英
国
議
会
議
事
録
に
よ
る
と
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
全
人
口
の
一
四
人
に
一
人
し

か
学
校
教
育
を
受
け
て
い
な
い
。

飢
饉
と
間
引
き

技
術
と
文
化

19世紀パリ。棄児院の様子。（『タブロー・ド・パリ』）
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同
時
代
の
江
戸
の
小
娘
は
『
浮
世
風
呂
』
で
友

達
に
こ
う
こ
ぼ
し
て
い
る
。

「
朝
起
き
る
と
手
習
の
お
師
匠
さ
ん
へ
行
き
、

そ
れ
か
ら
三
味
線
の
お
師
匠
さ
ん
の
所
へ
朝
稽
古

に
行
き
、
う
ち
へ
帰
っ
て
朝
飯
を
食
べ
て
、
踊
り

の
稽
古
か
ら
手
習
へ
廻
っ
て
、
お
八
ッ
に
帰
っ
て

湯
へ
行
っ
て
く
る
と
す
ぐ
三
味
線
や
踊
り
の
お
さ

ら
い
。
そ
の
う
ち
少
し
ば
か
り
遊
ん
で
日
が
暮
れ

る
と
、
ま
た
琴
の
お
さ
ら
い
さ
。
さ
っ
ぱ
り
遊
ぶ

隙
が
な
い
か
ら
嫌
で
嫌
で
」

大
人
た
ち
も
階
級
を
越
え
て
俳
諧
、
狂
歌
な
ど

に
熱
中
し
、
長
唄
、
三
味
線
な
ど
の
稽
古
ご
と
を

楽
し
ん
で
い
た
。

英
国
の
植
物
学
者
フ
ォ
ー
チ
ェ
ン
は
、
日
本
で

は
下
層
階
級
ま
で
み
な
花
好
き
で
あ
る
こ
と
に
驚

い
た
。

「
も
し
花
を
愛
す
る
こ
と
が
文
化
生
活
の
高
さ

を
証
明
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
日
本
の
下
層
の

人
々
は
イ
ギ
リ
ス
の
同
じ
階
級
の
も
の
た
ち
よ
り

ず
っ
と
優
っ
て
い
る
。」

江
戸
は
当
時
、
世
界
で
も
っ
と
も
高
度
な
園
芸

文
化
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。

世
界
史
で
平
和
と
い
え
ば
「
ロ
ー
マ
の
平
和

PA
X
R
om
ana

」
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
が
地
中

海
世
界
を
統
一
し
、
文
明
世
界
に
は
じ
め
て
長
期

に
安
定
し
た
平
和
を
実
現
し
た
が
、
そ
の
期
間
は

一
〇
〇
年
で
あ
る
。
だ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
は

実
に
三
○
○
年
近
く
の
間
、
隣
国
と
も
国
内
で
も

戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
徳
川
の
平
和

PA
X
T
okugaw

a

」
は
世
界
史
の
奇
跡
と
い
わ
れ

て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
戦
争
が
な
か
っ
た
の
は
一
六
世

紀
で
一
〇
年
た
ら
ず
、
一
七
世
紀
で
は
わ
ず
か
四

年
。
宗
教
戦
争
、
王
位
継
承
戦
争
、
植
民
地
争
奪

戦
争
な
ど
欧
米
列
強
は
戦
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。

植
民
地
や
奴
隷
制
、
国
内
の
重
税
で
収
奪
し
た

富
の
大
部
分
は
宮
殿
建
設
や
戦
費
と
し
て
浪
費
さ

れ
た
。
一
七
世
紀
中
期
の
英
国
で
は
歳
出
の
実
に

九
〇
％
、
ル
イ
一
四
世
は
七
五
％
、
ピ
ョ
ー
ト
ル

大
帝
は
八
五
％
を
軍
事
費
に
用
い
た
と
い
わ
れ
る
。

税
金
は
重
か
っ
た
。
ル
イ
一
四
世
の
対
英
戦
争

の
頃
に
は
重
税
で
国
民
の
一
〇
分
の
一
が
乞
食
に

な
っ
た
と
い
う
。
人
頭
税
、
十
分
の
一
税
、
軍
役

税
な
ど
の
直
接
税
の
ほ
か
、
内
国
関
税
や
い
ろ
い

ろ
な
消
費
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

英
国
で
は
塩
税
の
た
め
貧
民
た
ち
は
ベ
ー
コ
ン

を
作
る
塩
さ
え
買
え
な
か
っ
た
と
い
い
、
一
六
七

〇
年
頃
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
居
酒
屋
で
は
、
一

皿
の
煮
魚
と
ソ
ー
ス
に
三
〇
種
類
も
の
税
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
八
世
紀
後
期
に
来
日
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人

ツ
ン
ベ
ル
ク
は
日
欧
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
対
比

し
て
い
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
と
比
べ
る
と
ず
っ
と
課

税
は
低
い
。
日
本
の
農
民
の
主
人
は
領
主
だ
け
で
、

他
の
者
は
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
い
ろ
い
ろ

な
税
が
徴
収
さ
れ
る
。
ま
ず
国
王
、
そ
れ
か
ら
貴

族
、
僧
侶
の
三
者
か
ら
搾
取
さ
れ
る
。
ま
た
徴
税

役
人
が
む
や
み
に
威
張
る
。
日
本
の
農
民
は
そ
う

い
っ
た
者
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。」

重
税
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
年
貢
も
、
江
戸
後
期

で
は
せ
い
ぜ
い
二
公
八
民
以
下
に
な
っ
て
い
た
と

最
近
の
研
究
は
報
じ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
、
建
前
と
実
態
と
の
ず

れ
が
き
わ
め
て
大
き
い
。
実
例
を
あ
げ
よ
う
。

私
の
住
ん
で
い
る
東
京
都
国
分
寺
市
に
一
八
四

一
年
（
天
保
一
二
年
）
の
村
人
た
ち
の
旅
行
記
が

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
国
分
寺
村
は
戸
数
七

〇
軒
、
人
口
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
小
村
だ
っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
一
九
人
の
村
人
が
二
ヵ
月
間
の
旅
に
出

か
け
て
い
る
。
そ
の
旅
程
を
み
る
と
、
往
き
は
東

海
道
か
ら
伊
勢
に
む
か
い
、
伊
勢
神
宮
参
詣
を
す

ま
せ
る
と
京
、
大
坂
を
見
物
、
さ
ら
に
四
国
に
渡

っ
て
金
比
羅
詣
り
を
し
、
帰
途
は
中
山
道
を
た
ど

っ
て
帰
村
し
て
い
る
。
村
の
三
、
四
軒
に
一
人
の

平
和
な
社
会
と
庶
民
生
活

右：「稲干す」 左：「稲刈上の日祝」 無事に米が収穫でき、喜びに満ちた秋の農村風景。（『農業図會』）
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割
り
で
男
た
ち
が
二
ヵ
月
間
も
旅
行
に
出
か
け
る

な
ど
今
日
で
も
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。
他
村
の
記
録
を
見
て
も
二
ヵ
月
程
度
の
旅

は
珍
し
く
も
な
く
、
な
か
に
は
五
人
で
半
年
も
か

け
て
長
崎
見
物
に
出
か
け
た
例
も
あ
る
。

国
分
寺
に
は
今
も

「
月
花
の
遊
び
に
ゆ
か
ん
い
ざ
さ
ら
ば
」

と
い
う
江
戸
末
期
の
俳
人
宝
雪
庵
可
尊
の
辞
世
碑

が
残
っ
て
い
る
。
ず
い
ぶ
ん
優
雅
な
句
で
あ
る
が
、

彼
は
国
分
寺
恋
ヶ
窪
村
の
農
民
で
あ
る
。
そ
れ
も

石
高
三
石
四
斗
、
村
内
五
五
軒
中
、
三
三
番
目
の
貧

農
で
馬
士
と
し
て
働
い
て
い
た
。
彼
に
は
弟
子
が
三

千
人
い
た
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
周
辺
の
農
民
た
ち

で
、
当
時
の
人
口
か
ら
考
え
れ
ば
富
農
ば
か
り
で
な

く
小
農
の
人
々
ま

で
含
ま
れ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
俳

句
を
学
び
楽
し
む

ほ
ど
の
知
的
レ
ベ

ル
を
も
っ
た
農
民

た
ち
が
周
辺
に
こ

れ
ほ
ど
大
勢
い
た

こ
と
は
驚
く
べ
き

こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
当
時
の

国
分
寺
は
ほ
と
ん

ど
水
田
も
な
く
、

生
産
力
の
低
い
「
下
畑
」「
下
々
畑
」
ば
か
り
の
村

で
、『
江
戸
名
所
図
會
』
に
は
炭
焼
の
図
が
描
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
薪
炭
を
江
戸
に
運
ん
で
暮
ら
し
て

い
た
。
そ
の
上
、
尾
張
藩
の
御
鷹
場
に
組
み
こ
ま
れ
、

甲
州
街
道
府
中
宿
の
助
郷
に
も
か
り
出
さ
れ
る
負
担

の
多
い
村
で
、
古
文
書
に
は
必
ず
「
困
窮
村
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
村
人
た
ち
の
大
旅
行
や
俳
句
づ
く
り
の

様
子
を
見
て
い
る
と
、
け
っ
し
て
困
窮
村
で
重
税
、

圧
制
に
あ
え
い
で
い
た
貧
し
い
農
民
の
姿
は
浮
か

び
あ
が
っ
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
建
前
は
と
も
か
く

と
し
て
、
本
当
は
か
な
り
余
裕
の
あ
る
生
活
を
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
な
い
と
話
の

辻
褄
が
あ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

当
時
の
欧
米
都
市
と
い
え
ば
「
貧
困
」「
治
安
」

と
な
ら
ん
で
「
衛
生
」
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。

外
見
は
壮
大
で
華
や
か
な
欧
米
の
都
市
は
、
い

ず
れ
も
汚
物
と
悪
臭
に
満
ち
、
絶
え
ず
伝
染
病
の

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
ゴ
ミ
、
汚
物
、
汚
水
、

何
で
も
道
路
に
投

げ
捨
て
る
習
慣
の

中
で
、
そ
の
回
収

が
不
完
全
で
あ
れ

ば
惨
状
は
明
ら
か

で
あ
る
。

「
ロ
ン
ド
ン
は

悪
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た

る
都
市
で
人
々
は

極
貧
の
う
ち
に
死

ぬ
か
ゴ
ミ
溜
の
中

で
生
き
る
か
ど
ち

ら
か
し
か
な
い
。」

（
ア
ー
サ
ー
・
ヤ
ン
グ
）

そ
う
し
た
国
々
か
ら
来
日
し
た
欧
米
人
た
ち
は

一
様
に
日
本
の
都
市
の
美
し
さ
、
清
潔
さ
に
目
を

見
張
っ
た
。

「
街
路
は
き
わ
め
て
清
潔
で
、
汚
物
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
通
行
を
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
。
こ
れ
は
世
界
の
多
く
の
都
市
と
は
ま
っ
た
く

対
照
的
だ
。」（
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
）

彼
等
は
江
戸
で
自
分
の
家
の
前
の
道
路
を
一
日

に
二
度
も
三
度
も
掃
除
し
て
い
る
の
を
見
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
光
景
だ
と
驚

い
た
。

日
本
の
都
市
で
は
人
屎
尿
を
は
じ
め
、
生
ゴ
ミ
、

ヌ
カ
、
灰
な
ど
あ
ら
ゆ
る
有
機
廃
棄
物
が
貴
重
な

肥
料
と
し
て
売
買
さ
れ
、
す
べ
て
農
地
に
還
元
さ

れ
て
高
い
農
業
生
産
性
を
支
え
て
い
た
。
そ
の
こ

と
が
都
市
の
清
潔
さ
を
保
ち
、
衛
生
を
守
っ
て
い

た
要
因
で
あ
る
。

欧
米
で
は
都
市
の
廃
棄
物
は
ほ
と
ん
ど
邪
魔
物

で
あ
っ
た
。
パ
リ
で
も
ロ
ン
ド
ン
で
も
、
あ
ら
ゆ

る
汚
物
、
汚
水
は
下
水
に
流
さ
れ
、
最
終
的
に
は

セ
ー
ヌ
川
、
テ
ー
ム
ズ
川
に
流
れ
こ
ん
だ
。
そ
し

て
そ
の
川
水
が
飲
料
水
に
も
用
い
ら
れ
て
伝
染
病

の
原
因
と
な
っ
た
。

一
七
世
紀
に
本
格
的
な
上
水
道
が
あ
っ
た
の
は

西
洋
で
は
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
、
パ
リ
で
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
時
代
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
一
八
四
二
年
ま

で
上
水
道
は
な
か
っ
た
。

上
水
道
と
い
っ
て
も
ロ
ン
ド
ン
で
は
週
に
三
日
、

そ
れ
も
一
日
七
時
間
ほ
ど
し
か
給
水
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
江
戸
の
上
水
道
は
神
田
上
水
、
玉

川
上
水
を
は
じ
め
本
所
、
青
山
、
三
田
、
千
川
の
各

上
水
を
合
わ
せ
て
配
水
管
総
延
長
一
五
〇
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
も
達
し
、
江
戸
人
口
の
六
〇
％
に
常
時

上
水
を
供
給
し
て
い
た
。「
水
道
の
水
で
産
湯
を
使

っ
た
」
と
い
う
の
が
江
戸
っ
子
の
自
慢
で
あ
っ
た
。

江
戸
で
鮨
、
刺
身
、
膾
な
ど
新
鮮
な
素
材
の
味

を
そ
の
ま
ま
活
か
す
料
理
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の

は
、
川
も
海
も
汚
染
さ
れ
ず
清
潔
な
魚
貝
が
と
れ
、

そ
れ
が
運
搬
、
流
通
、
料
理
か
ら
食
卓
に
供
せ
ら

れ
る
ま
で
清
潔
な
状
態
を
保
ち
え
た
都
市
衛
生
管

理
の
優
秀
さ
に
お
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
世

界
で
は
奇
跡
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
江
戸
時
代
の
日
本

と
西
洋
を
眺
め
て
き
た
。「
進
ん
だ
豊
か
な
西
洋
、

遅
れ
た
貧
し
い
日
本
」
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
先

入
観
の
誤
解
を
解
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
、
当
時
の
西
洋
列
強
に
優
る
と
も

劣
ら
な
い
高
度
で
豊
か
な
も
う
一
つ
の
文
明
社
会

で
あ
っ
た
。

江
戸
の
食
文
化
も
、
こ
う
し
た
前
提
の
上
で
語

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

都
市
衛
生
環
境
の
相
違

Ｗ・フォーガスが描いた18世紀のロンドン。2階から屎尿を
捨てている。（『週刊グレート・アーティスト』）

19世紀初頭のパリ。公共給水泉から生活用水を汲む水売人たち。（『タブロー・ド・パリ』）

＊
＊
＊

●
資
料
提
供

◆
「
江
戸
小
紋
」
東
京
都
染
色
工
業
協
同
組
合

◆
「
江
戸
古
地
図
・
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）」
古
地
図
史
料
出
版

（
株
）
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