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キッコーマン国際食文化研究センター
〒278-8601 千葉県野田市野田250 TEL:04-7123-5215 FAX:04-7123-5218

＜開館時間＞午前10時～午後5時　＜休館日＞土・日曜日、祝日（年末・年始、ゴールデンウィーク、旧盆）
※詳細は当センターへお問い合わせください。

しましたが、まさにしょうゆについて述べている

かのようです。

このように一国の食文化が、世界各国の文化に

融け込み、新しい食文化として芽生え、成長する

とき、人々のより豊かな食生活が育まれるのです。

当センターの活動が、日本はもちろん世界の

国々の食の歴史や食文化の紹介にとどまらず、

「食の国際交流」に少しでも寄与できることを願っ
ています。

キッコーマン国際食文化研究センター

食の国際交流と豊かな食生活をめざして

日本通として知られ、ヨーロッパの生活も経験

されて、文字通り国際的な味覚を持たれた元米国

駐日大使・故ライシャワー博士は、「食の国際交流」

が世界中の人々に豊かな食生活をもたらしている

ことを、当社に寄せたメッセージのなかで述べられ

ています。そしてその例証として、日本人の食生活

に欠かせない基礎調味料・しょうゆのアメリカ

進出と成功を取り上げています。

また評論家の花田清輝は「真にナショナルな

ものは、実はインターナショナルである」と喝破

＜キッコーマン国際食文化研究センターホームページ＞

食関連図書コーナー
インターネットからも収蔵図書の検索ができます

キッコーマンの故郷ーー野田の町並みに調和させた野田本社

展示パネル・映像コーナー

I n s t i t u t e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  F o o d   C u l t u r e

表紙・「熈代勝覧
きだいしょうらん

」（絵巻）解説

「熈代勝覧」は、庶民文化が華やかに開花した、今から200年ほど前、文化２年（1805）頃の江戸

の、今川橋から日本橋・魚河岸までの大通りの繁盛ぶりを克明に描いた12mほどの絵巻です。

この絵巻はおよそ10年前、ベルリン東洋美術館の賛助会員であるハンス・ヨアヒム・キュスター

氏が転居される時に偶然屋根裏で発見されました。中国美術のコレクターであった氏の没後、

当美術館に全てを寄託されたもので、今まで人知れず保管倉庫に眠っていたものです。

巻頭に「熈代勝覧」の大書があり、当時の著名な書家・佐野東洲の筆とされるこの書は、

徳川家斉の治世、熈
かがや

ける御代の勝れた大江戸の景観を一覧する、という意のようです。

ただ、絵師は落款署名もなく、不明です。題簽
だいせん

（表紙につけられた題名）に「熈代勝覧天」

とあることから、「地」などの別巻もあったものと想定されます。先般（2003年1月）江戸東京

博物館で催された「大江戸八百八町」展において―日本橋繁盛絵巻「熈代勝覧」の世界―とし

て日本で初公開され、話題を呼びました。 「熈代勝覧」：江戸東京博物館（ベルリン東洋美術館所蔵）



越
川

私
ど
も
が
今
手
が
け
て
お
り
ま
す
の
は
、
資
料
と
し
て
残

さ
れ
て
い
な
い
江
戸
に
つ
い
て
の
口
承
文
化
の
保
存
と
伝
承
で
す
。

江
戸
町
方
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
町
衆
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
人
生
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
中
心
に
、「
江

戸
し
ぐ
さ
」
と
言
っ
た
い
わ
ゆ
る
江
戸
庶
民
文
化
の
研
究
を
私

は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し
て
お
り
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

私
は
江
戸
文
化
や
江
戸
時
代
の
歴
史
の
専
門
家
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
の
分
野
は
文
化
社
会
人
類
学
で
す
か

ら
、
歴
史
の
上
で
文
化
の
パ
タ
ー
ン
や
社
会
の
仕
組
み
を
研
究

し
て
い
ま
す
。
も
う
10
年
ほ
ど
前
か
ら
文
化
社
会
人
類
学
の
見

地
か
ら
の
調
査
を
し
始
め
て
、
築
地
の
魚
河
岸
に
は
ほ
と
ん
ど

毎
年
、
見
学
や
調
査
の
た
め
に
来
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
町

人
の
生
活
や
江
戸
時
代
の
食
生
活
を
考
え
れ
ば
、
当
時
は
も
ち

ろ
ん
日
本
橋
の
魚
河
岸
が
、
そ
し
て
今
で
は
築
地
が
そ
の
「
食
」

の
中
心
の
所
だ
と
思
い
ま
す
。

食
生
活
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
の
町
人
の
生
活
は
す
ご
く
お

も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
東
京
を
見
る
と
、
余
り
江
戸

の
名
残
り
が
な
い
と
い
う
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
感
じ
で

は
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
建
物
や
道
路
、
新
幹

線
な
ど
を
見
れ
ば
、
全
然
江
戸
の
面
影
は
見
ら
れ
な
い
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
東
京
人
の
生
活
に
残
る
い
ろ
い
ろ
な

伝
統
的
な
面
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

特
に
今
年
は
家
康
が
将
軍
に
な
っ
て
四
百
年
、
開
府
四
百
年

で
す
ね
。
来
年
（
平
成
十
六
年
）
は
日
米
和
親
条
約
締
結
百
五

十
年
記
念
で
も
あ
る
の
で
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
興

味
が
さ
ら
に
歴
史
の
ほ
う
に
傾
い
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

き
ょ
う
の
機
会
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

越
川

そ
れ
は
光
栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ベ
ス
タ
ー
さ
ん
は
京
都

に
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

は
い
。

越
川

ご
感
想
は
い
か
が
で
す
？

ベ
ス
タ
ー

文
字
ど
お
り
、
京
都
も
住
め
ば
都
で
す
が
、
実
は

東
京
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
京
都
に

は
庭
や
お
寺
な
ど
歴
史
的
、
美
術
的
価
値
の
あ
る
所
が
あ
り
非

常
に
お
も
し
ろ
く
、
大
切
な
町
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
日

本
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
東
京
が
中
心
で
す
か
ら
、
東
京
に
戻

っ
て
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
が
本
当
の
日
本
だ
と
感
じ
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
観
光
客
の
た
め
の
説
明
書
で

は
い
つ
も
、
本
当
の
日
本
は
京
都
と
あ
り
ま
す
が
、
私
は
賛
成

で
き
ま
せ
ん
。

越
川

東
京
に
着
く
と
わ
く
わ
く
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

ベ
ス
タ
ー

そ
う
、
そ
う
で
す
。
新
幹
線
が
品
川
あ
た
り
か
ら

都
心
に
入
る
と
、
あ
ー
っ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
み
な
ぎ
っ
て
く
る

感
じ
が
し
ま
す
。

越
川

そ
う
い
う
意
味
で
、「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
感
じ
が
あ

り
ま
す
ね
。

江
戸
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
知
り
合
い
の
お
寺
の
ご
住
職
の

奥
様
が
、
早
朝
の
築
地
に
い
ら
し
た
時
の
こ
と
で
す
が
、
大
勢

の
人
が
ぶ
つ
か
っ
た
り
し
な
い
で
、
か
け
声
を
か
け
る
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
も
す
っ
す
っ
と
阿
吽

あ
う
ん

の
呼
吸
で
行
き
交
う
。
あ

れ
は
す
ご
い
。
こ
れ
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
は
な
い
か
と
、
本

当
に
び
っ
く
り
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
一
つ
の
ル

ー
ル
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
体
に
染
み
こ
ん
で
い
る
感
じ
が
す
る

の
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

特
に
築
地
の
魚
河
岸
に
行
き
ま
す
と
、
あ
あ
い
う

ル
ー
ル
が
多
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て

い
る
名
残
り
の
一
つ
と
思
い
ま
す
。
道
路
で
の
動
き
方
だ
け
で

は
な
く
、
包
丁
の
捌
き
方
な
ど
、
体
で
覚
え
る
技
術
に
も
感
じ

ら
れ
ま
す
。
昨
日
、
築
地
市
場
へ
行
っ
て
、
親
し
い
友
だ
ち
の

鮪
屋
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
見
に
行
き
ま
し
た
が
、
二
百
キ
ロ
ぐ
ら

い
の
鮪
を
解
体
す
る
と
き
の
包
丁
の
使
い
方
を
見
る
と
、
本
当

に
感
動
的
で
す
。
上
手
で
す
。
非
常
に
力
が
要
り
ま
す
が
、
平

ら
に
切
り
離
し
が
で
き
る
。
そ
れ
も
た
ぶ
ん
江
戸
時
代
か
ら
の

技
術
が
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

越
川

職
人
の
技
術
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

特
に
築
地
の
場
合
は
職
人
の
意
識
、
気
質
を
強
く

感
じ
ま
す
。
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対 談

越川禮子
東京生まれ。青山学院女子専門部卒業。
1966年、市場調査と商品企画などを手がける
㈱インテリジェンス・サービスを設立、現在
同社社主。江戸庶民文化をライフワークに、
「江戸しぐさ語りべの会」を主宰し、江戸・町衆
の基本的な思想ともいえる「江戸しぐさ」の普
及に努めている。著書に『グレイパンサー』
（「潮賞ノンフィクション部門」最優秀賞受賞）、
『江戸の繁盛しぐさ』などがある。

セオドール・ベスター
ハーバード大学　ライシャワー日本研究インス
ティチュート　社会人類学大学院ディレクター
人類学教授。1967年に初来日。日本の鮮魚取扱
いと築地魚市場の調査研究を実施。最初の著書
『Neighbourhood Tokyo』（東京の近郊）では、東
京の中流家庭の暮らしを描き、現在、執筆中
の『Global Sushi』（仮題）では、グローバル
化しつつある鮮魚を使った料理と料理法の
流れをまとめている。

食
生
活
だ
け
で
な
く
、

す
ご
く
お
も
し
ろ
い
江
戸
・
町
方
の
生
活



越
川

江
戸
職
人
と
い
う
の
は
一
貫
し
て
も
の
を
考
え
、
ま
た

そ
れ
を
実
行
で
き
る
人
だ
そ
う
で
す
。
職
人
は
、
価
値
が
あ
る

と
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
が
、
自
分
の
技
術
に
自
信
を
も
っ

て
い
る
、
そ
う
い
っ
た
点
が
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
今
で
は
、
ど
ん
ど
ん
機
械
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
魚
河
岸
で
は
ま
だ

そ
の
職
人
の
気
質
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

特
に
食
文
化
と
は
直
接
関
係
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
職
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
れ
ば
、
私
が
日
本

語
を
勉
強
し
た
と
き
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、「
一
人
前
」
と

言
う
言
葉
で
す
。
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
ひ
と

つ
は
、
例
え
ば
、
寿
司
屋
に
入
っ
て
、
注
文
す
る
時
の
「
一
人

前
」。
ふ
た
つ
め
は
、
修
行
を
積
ん
だ
職
人
を
称
え
る
「
一
人
前
」。

越
川

完
成
さ
れ
た
職
人
と
し
て
の
「
一
人
前
」
で
す
ね
。

本
当
の
職
人
は
、
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
や
る
の
で
は
な
く
、

自
分
で
企
画
し
て
手
配
し
て
最
後
ま
で
全
部
や
れ
る
。
一
貫
し

た
腕
を
持
つ
人
を
”職
人
“
と
言
う
の
だ
そ
う
で
す
よ
。
だ
か

ら
「
一
人
前
」
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
易
し
い
言
葉
が

大
変
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

ベ
ス
タ
ー

そ
う
で
す
ね
。

越
川

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
も
そ
う
い
う
言
い
回
し
が
い
ろ
い

ろ
出
て
き
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

そ
の
意
味
で
は
、
文
化
は
何
よ
り
も
言
葉
で
し
ょ

う
？
　
微
妙
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
。

越
川

そ
の
言
葉
が
今
、
ど
ん
ど
ん
滅
び
て
い
る
の
で
、
そ
の

へ
ん
は
日
本
人
と
し
て
非
常
に
残
念
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

パ
ン
テ
ィ
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
”
パ
ン
ス
ト
“
と
い
う
の
は
と
て

も
い
や
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
今
は
な
ん
で
も
簡
略
化

し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
で
ベ
ス
タ
ー
さ
ん
は
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
し
つ
つ
あ
る
鮮
魚
を
使
っ
た
料
理
と
料
理
法
の
流
れ
を

ま
と
め
、
そ
の
文
化
と
し
て
の
傾
向
を
導
き
出
し
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
を
研
究
な
さ
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
い

う
「
傾
向
」
を
お
感
じ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
10
年
ぐ
ら

い
お
や
り
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

今
の
研
究
は
10
年
前
か
ら
で
す
。
私
が
最
初
に
日

本
へ
来
た
の
は
昭
和
42
年
、
私
の
息
子
と
今
、
ち
ょ
う
ど
同
じ

年
齢
の
16
歳
の
と
き
で
す
。
そ
の
頃
ア
メ
リ
カ
に
は
日
本
の
食

べ
物
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
３
年
後
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
で
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
フ
ー
ド
と

呼
ば
れ
て
い
た
日
本
料
理
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
鉄
板
焼
き
、

天
ぷ
ら
、
サ
ー
モ
ン
の
照
り
焼
き
だ
け
で
し
た
ね
。
私
は
16
歳

の
こ
ろ
、
最
初
に
生
で
食
べ
る
食
べ
物
を
見
て
本
当
に
驚
き
ま

し
た
。
驚
く
よ
り
も
、
怖
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
と
き
「
寿
司
」

を
少
し
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
驚
き
ま
し
た
。
非
常
に
お
い
し
か

っ
た
ん
で
す
。

越
川

日
本
人
の
食
べ
物
に
す
ぐ
に
入
っ
て
い
け
た
と
い
う
の

は
、
舌
や
味
覚
が
繊
細
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ア
メ
リ
カ
で

日
本
料
理
を
食
べ
る
と
や
た
ら
に
甘
く
て
お
い
し
く
な
い
で
す

よ
ね
。
こ
れ
が
日
本
料
理
か
と
思
わ
れ
た
ら
悲
し
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
、
醤
油
が
決
め
手
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
最
初
か
ら
生
の
お
魚
の
良
さ
が

わ
か
っ
た
の
は
舌
が
敏
感
と
い
う
か
、
五
感
が
優
れ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
よ
。

ベ
ス
タ
ー

最
近
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
料
理
も
結
構
良
く
な
り

ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
お
米
の
使
い
方
や
味
付
け
が
上
手
な
人

は
少
な
い
で
す
。

越
川

ア
メ
リ
カ
人
の
味
覚
に
合
わ
せ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

ベ
ス
タ
ー

も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
一
つ
で
す
が
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん

江
戸
時
代
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
レ
ス

ト
ラ
ン
は
非
常
に
専
門
的
で
す
ね
。
蕎
麦
屋
が
蕎
麦
、
ラ
ー
メ

ン
屋
が
ラ
ー
メ
ン
、
天
ぷ
ら
屋
が
天
ぷ
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
ア

メ
リ
カ
で
は
み
ん
な
が
合
併
し
た
一
つ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

の
よ
う
な
レ
ス
ト
ラ
ン
に
な
る
の
で
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
「
寿
司
」、

こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
天
ぷ
ら
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
す
き
焼
き
と
、

い
ろ
ん
な
料
理
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
っ
て
、
匂
い
も
味
付
け
も

本
当
の
味
や
本
当
の
雰
囲
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

越
川

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
気
が
つ
か

な
か
っ
た
、
そ
う
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

も
し
東
京
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
っ

て
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
が
イ
タ
リ
ア
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
が
フ
ラ
ン

ス
、
こ
っ
ち
の
テ
ー
ブ
ル
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の
料
理
で
は
、

余
り
お
い
し
く
な
い
で
し
ょ
う
？

越
川

そ
う
で
す
ね
。
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
こ
が
民
主
主
義
と
い

う
か
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
多
様
化
し
て
い
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
人
の
需
要
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
で
も
そ
う
い
う
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー
さ
ん
は
16
歳
の
と
き
に
最
初
に
日
本
に
来
ら
れ
て
、

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
日
本
び
い
き
で
す
か
。

ベ
ス
タ
ー

い
え
、
ず
ー
っ
と
で
は
な
い
で
す
。
16
歳
の
と
き

は
半
年
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
経
験
と
し
て

非
常
に
お
も
し
ろ
い
半
年
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
だ
、
と
思
い
ま

し
た
が
、
大
学
に
入
っ
て
日
本
の
歴
史
の
講
座
に
入
り
、
改
め

て
お
も
し
ろ
そ
う
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

越
川

10
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
築
地
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

研
究
の
中
か
ら
「
江
戸
の
食
」
が
見
え
て
き
ま
し
た
か
。

ベ
ス
タ
ー

最
初
の
段
階
は
、
食
文
化
や
江
戸
文
化
に
対
す
る

興
味
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
な
く
、
日
本
の
零
細
企
業
と
家
族
関
係
、

親
戚
関
係
に
つ
い
て
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
こ
か
適
当
な
場

所
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
友
だ
ち
や
大
学
の
先
生
と
相
談
を
し

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
市
場
に
は
”三
ち
ゃ
ん
“商
業
と
か
零
細

企
業
が
多
い
の
で
、
も
し
そ
の
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
き
れ
ば
、
家
族
と
経
済
、
家
業
の
仕
組
み
が

わ
か
る
と
思
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
ん
な
に
お
も

し
ろ
く
、
あ
ん
な
に
お
い
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
最
初
の
目
的
が

二
の
次
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。

も
ち
ろ
ん
、
市
場
の
皆
さ
ん
に
家
族
関
係
や
商
売
関
係
な
ど

の
人
間
関
係
を
テ
ー
マ
と
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
き
に
は
、

私
が
魚
や
日
本
の
食
文
化
が
わ
か
ら
な
い
と
、
全
然
話
し
合
い

が
で
き
な
い
の
で
、
研
究
の
た
め
に
は
、
こ
れ
か
ら
食
文
化
や

水
産
、
魚
と
日
本
文
化
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
も
学
ば
な
い
と

い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
市
場
に
つ
い
て
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
お
も
し
ろ
く
な
り
、

家
業
と
家
族
関
係
が
全
然
お
も
し
ろ
く
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
こ
の
10
年
の
間
に
研
究
の
範
囲
が
は
っ
き
り
し
た
の
で
す
。

越
川

私
も
外
国
に
行
っ
た
と
き
、
ま
ず
や
は
り
市
場
が
見
た
い

で
す
。
市
場
に
行
く
と
人
々
の
暮
ら
し
が
見
え
、
人
間
の
息
吹
を

一
番
感
じ
ま
す
。
魚
河
岸
に
は
日
本
人
の
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る

気
っ
ぷ
の
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

三
、
四
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
家
族
と
一
緒
に
休

暇
で
ス
ペ
イ
ン
へ
行
き
ま
し
た
。
旅
行
の
前
に
、
成
田
空
港
で

暇
を
つ
ぶ
す
た
め
に
「
ス
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

を
買
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
も
の
と
日
本
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

を
両
方
持
っ
て
行
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
魚

市
場
を
非
常
に
詳
し
く
説
明
し
て
あ
り
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
そ
れ
が
全
然
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
ん
な

と
こ
ろ
に
も
文
化
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
初
め
て
知

り
ま
し
た
。

越
川

こ
こ
で
少
し
江
戸
時
代
の
町
衆
の
生
き
方
、
物
の
考
え

方
な
ど
、
一
つ
の
ル
ー
ル
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
、「
江
戸

し
ぐ
さ
」
の
話
を
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

ベ
ス
タ
ー

も
ち
ろ
ん
。
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
…
。

越
川

い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
江
戸
し

ぐ
さ
」
で
は
三
つ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
す
。
一
つ
は
健

康
、
二
つ
目
が
人
間
関
係
、
三
つ
目
が
平
和
、
こ
の
三
つ
が
大

き
な
項
目
で
す
が
、
第
一
章
○
○
、
第
二
章
○
○
と
い
う
の
で

は
な
く
、
語
り
継
い
で
き
た
こ
と
で
す
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
り

ま
す
。
私
は
そ
れ
を
ま
が
り
な
り
に
も
ま
と
め
た
わ
け
で
す
が
、

「
健
康
」
の
中
に
「
江
戸
食
事
仕
様
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

グ
ル
メ
の
た
め
の
江
戸
料
理
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。。
人
を
生
き
生
き
と
さ
せ
、
元
気
の
源
と
な

る
食
事
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

「
人
間
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
一
本
の
鯖
や
鰹
が
あ

る
と
し
ま
す
と
、
赤
身
の
と
こ
ろ
は
消
化
が
良
い
の
で
お
年
寄

り
へ
、
そ
し
て
脂
の
乗
っ
た
ト
ロ
は
血
気
盛
り
の
若
い
衆
へ
と

い
う
よ
う
に
、
年
代
と
体
調
で
無
駄
な
く
分
け
る
、
つ
ま
り
”食
べ

分
け
る
術
“
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
三
六
五
日
、
同
じ

食
べ
方
を
し
な
い
。
今
の
よ
う
に
食
品
は
豊
富
で
は
な
い
の
で
、

身
近
で
廉
価
な
大
根
や
豆
腐
を
使
い
、
何
種
類
も
の
調
理
方
法

を
考
え
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
料
理
の
変
化
を
楽
し
ん
だ
わ

け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ル
ー
ル
と
い
う
か
、
み
ん
な
が
守

っ
て
い
た
こ
と
の
よ
う
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

”食
べ
る
“
と
い
う
こ
と
を
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
、

み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？
…
。

越
川

ほ
と
ん
ど
資
料
に
は
な
い
話
で
す
が
、
幻
の
「
江
戸
病
人

食
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
治
に
な
っ
て
、
江

戸
ゆ
か
り
の
老
人
た
ち
が
粗
略
な
扱
い
を
受
け
る
て
い
る
の
を

見
か
ね
た
江
戸
っ
子
の
末
裔
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
て
、
今
の
ホ

ス
ピ
ス
の
よ
う
な
「
止
痛
の
館
」
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
館
で

の
病
人
食
が
独
特
で
、
盛
り
つ
け
の
内
容
が
粋
で
ス
マ
ー
ト
だ

と
い
う
の
で
す
。
例
え
ば
病
人
は
食
欲
が
な
い
の
で
、
盃
に
盛

っ
た
柔
ら
か
い
ご
飯
を
大
き
な
お
皿
の
上
に
あ
け
て
五
つ
の
山

を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
具
で
飾
り
付
け
を
工
夫
す
る
。
例
え
ば

ア
ミ
の
佃
煮
・
田
麩
・
お
か
か
、
し
そ
・
梅
び
し
お
な
ど
を
彩

り
よ
く
乗
せ
る
と
、
良
い
香
り
が
食
欲
を
そ
そ
り
、
病
人
た
ち

は
楽
し
ん
で
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。「
五
峰

ご
ほ
う

の
香
か
お
り
」
と
い
う
の

で
す
。
い
か
に
病
人
の
食
欲
を
そ
そ
り
、
い
か
に
食
べ
や
す
く

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
心
を
砕
い
た
結
果
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
現
代
で
も
引
き
継
ぎ
た
い
、
素
敵
な
思
い

や
り
で
す
ね
。

越
川

私
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
お
な
か
を
壊
す
と
、
最
初

は
「
重
湯

お
も
ゆ

」
を
飲
ま
さ
れ
、
そ
の
次
は
「
お
ま
じ
り
」
と
い
っ

て
お
米
の
粒
が
少
し
入
っ
た
も
の
。
そ
の
次
が
「
お
粥
」、
そ
し

て
「
ご
飯
」
に
な
り
ま
す
か
ら
、
重
湯
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
と

い
う
の
は
相
当
重
病
人
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
小
さ
な
取
り

皿
（
御
手
塩

お

て

し

ょ

）
に
重
湯
を
入
れ
て
湖
に
見
立
て
て
、
そ
こ
に
色

の
つ
い
た
具
を
少
し
づ
つ
乗
せ
て
、
自
然
と
の
一
体
感
が
あ
る

箱
庭
の
よ
う
な
料
理
で
患
者
を
喜
ば
せ
る
。
食
欲
の
な
い
患
者

も
「
あ
っ
」
と
驚
い
て
、
一
口
食
べ
て
み
る
と
い
う
よ
う
に
、

大
変
苦
心
し
た
そ
う
で
す
。

「
五
峰

ご
ほ
う

の
香
か
お
り
」
は
胃
腸
の
弱
い
人
に
は
最
適
で
、
胃
腸
病
院

で
評
判
に
な
り
、
昭
和
の
初
め
ま
で
続
い
た
よ
う
で
す
。
衛
生

的
で
体
に
良
く
運
搬
も
楽
で
す
ね
。
栄
養
学
的
に
も
、
こ
の
五

つ
の
具
の
う
ち
動
物
性
蛋
白
質
は
三
つ
、
あ
と
の
二
つ
は
植
物

性
蛋
白
質
で
す
。
幻
の
「
江
戸
病
人
食
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
は
、
芸
術
品
の
よ
う
な
、
江
戸
の
人
た
ち
の
や
さ
し
さ
と

い
う
か
…
。

ベ
ス
タ
ー

人
情
の
厚
さ
と
い
う
か
…
そ
れ
が
そ
う
い
う
工
夫

に
表
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

越
川

江
戸
の
町
は
二
世
紀
半
に
及
ぶ
平
和
が
続
い
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
城
が
あ
る
町
で
す
か
ら
、
い
ざ
と
な
っ

た
ら
武
士
達
は
籠
城
す
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
の
兵
糧
用
に
お

米
を
蒸
し
て
こ
ね
、
ね
じ
り
棒
に
し
て
稚
児
用
と
大
人
用
に
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
帷
子

か
た
び
ら

、
単
衣
ひ
と
え

も
の
や
浴
衣
の
襟
に

縫
い
込
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
昭
和
の
初
め
ま
で
味

が
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
乾
飯

ほ
し
い

よ
り
お
い
し
か
っ

た
そ
う
で
す
。
結
果
と
し
て
江
戸
時
代
は
、
戦
乱
も
な
く
世
界

的
に
み
て
も
稀
に
み
る
平
和
な
時
代
が
続
き
ま
し
た
が
、
万
一

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
た
。
こ
れ

も
江
戸
時
代
の
智
恵
で
す
。

「
共
食

き
ょ
う
し
ょ
く
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
江

戸
の
長
屋
の
住
人
達
は
屋
根
、
壁
、
井
戸
、
厠
を
共
有
し
て
暮

ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
中
に
は
職
住
接
近
の
居
住
が
あ
り
、

例
え
ば
長
屋
の
一
番
角
が
お
蕎
麦
屋
さ
ん
だ
と
す
る
と
、
す
ぐ

隣
で
は
、
そ
ば
粉
を
専
門
に
打
つ
家
、
次
の
家
は
だ
し
汁
専
門
、

そ
の
次
は
薬
味
づ
く
り
専
門
で
、
一
軒
ご
と
に
分
業
し
て
い
る
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わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
食
事
を
作
っ
て
い
る
暇
が
な
い
の
で
、

そ
の
人
た
ち
の
食
事
だ
け
を
専
門
に
つ
く
る
社
員
食
堂
の
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
み
ん
な
で
「
共
食

き
ょ
う
し
ょ
く

」
を
し
て
い
た
。
二
百

年
も
前
の
江
戸
で
共
生
、
共
有
し
て
暮
ら
す
暮
ら
し
方
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
進
ん
で
い
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

越
川

「
シ
ェ
ア
・
ド
・
リ
ビ
ン
グ
（
共
生
）」
の
町
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

先
日
も
あ
る
会
合
で
こ
の
話
を
し
ま
す
と
、「
そ
れ
は
江
戸
の

幕
府
が
や
っ
た
の
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
の

町
方
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
人
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
考
え
た
と
お
話
し

し
ま
し
た
。
深
謀
遠
慮
で
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
、
町
内
が
争
い

と
い
じ
め
の
な
い
、
そ
し
て
互
い
に
平
和
に
繁
栄
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。

同
じ
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
に
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
地
下

鉄
が
落
書
き
で
汚
さ
れ
て
、
そ
れ
に
比
例
す
る
よ
う
に
殺
人
件
数

が
ふ
え
て
い
る
こ
と
を
、”壊
れ
た
窓
理
論
“
で
落
書
き
を
消
す
こ

と
か
ら
始
め
た
の
は
あ
の
有
名
な
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
長
で
す
。

落
書
き
を
消
す
と
同
時
に
小
さ
な
ル
ー
ル
破
り
を
び
し
び
し
取
り

締
ま
っ
て
い
っ
て
、
遂
に
は
殺
人
件
数
を
３
年
か
か
っ
て
劇
的
に

減
ら
し
た
と
い
う
話
し
で
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
話
も
、
犯
罪
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す

る
、
い
わ
ば
予
防
医
学
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
先
ず
小
さ

な
ル
ー
ル
づ
く
り
と
そ
れ
を
実
行
し
て
ゆ
く
こ
と
。
み
ん
な
が

気
持
よ
く
挨
拶
で
き
て
、
楽
し
く
毎
日
を
暮
ら
せ
る
こ
と
が
、

結
局
平
和
で
安
全
で
繁
栄
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
ま
さ
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

先
ほ
ど
の
魚
河
岸
の
人
々
の
動
き
方
と
同
じ
よ
う

に
、
小
さ
な
ル
ー
ル
を
作
っ
て
み
ん
な
で
そ
れ
を
守
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

越
川

「
す
ば
ら
し
い
、
芸
術
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
見
事

だ
」
と
築
地
に
い
ら
し
た
ご
住
職
の
奥
様
が
驚
い
て
い
た
こ
と

を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
「
上
に
立
つ
人
の

し
ぐ
さ
」
の
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
ト
ッ
プ
の
人
が
そ
う
い
う
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
で
す
。
ト
ッ
プ
が
自
分
の
こ
と

し
か
考
え
な
か
っ
た
ら
も
う
だ
め
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
ト
ッ
プ

の
し
ぐ
さ
を
教
え
る
の
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
な
の
で
す
。

ベ
ス
タ
ー

本
当
に
、
そ
う
い
っ
た
点
が
大
切
で
す
ね
。

越
川

お
好
き
な
も
の
の
一
番
は
、
お
寿
司
で
す
か
。

ベ
ス
タ
ー

一
番
は
そ
う
で
す
ね
…
。
た
ぶ
ん
一
番
は
鰻
、
蒲

焼
き
で
す
か
。
ま
だ
全
然
日
本
語
の
で
き
な
い
16
歳
の
こ
ろ
、

世
田
谷
区
の
三
軒
茶
屋
に
住
ん
で
い
て
、
あ
る
夕
方
、
夕
食
を

探
し
に
行
っ
た
と
き
に
、
全
然
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
偶

然
に
も
、
蝋
細
工
の
見
本
を
見
て
、
お
い
し
そ
う
だ
な
と
思
い

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
店
内
に
入
る
と
匂
い
が
良
い
の
で
、
食
べ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
非
常
に
お
い
し
か
っ
た
。
そ
の
後
、
２
、

３
回
ぐ
ら
い
食
べ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
蒲
焼
き
の
材
料
が
ど
う
い

う
も
の
か
全
然
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
し
鰻
だ
と
知
っ
て

い
れ
ば
、
た
ぶ
ん
だ
め
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
ヘ
ビ
み
た
い
で
恐

ろ
し
い
。（
笑
）

越
川

鰻
は
悪
魔
の
な
ん
と
か
と
言
っ
て
外
国
の
方
は
、
食
べ

ま
せ
ん
ね
…
…
。

ベ
ス
タ
ー

最
初
は
見
本
を
見
て
、
次
に
は
店
内
の
香
り
と
匂

い
で
、
お
い
し
い
ん
だ
な
と
感
じ
た
の
で
す
。
寿
司
と
鰻
は
も

ち
ろ
ん
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
蝋
細
工

の
見
本
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
ネ
。

越
川

あ
れ
を
お
土
産
に
買
っ
て
い
く
外
人
の
方
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

明
日
、
合
羽
橋
（
台
東
区
西
浅
草
）
に
買
い
に
行

こ
う
と
思
い
ま
す
。
う
ち
の
オ
フ
ィ
ス
で
は
寿
司
の
見
本
が
結

構
人
気
が
あ
る
ん
で
す
。
あ
れ
も
生
活
の
知
恵
で
し
ょ
う
。
看

板
よ
り
も
見
本
を
作
っ
た
方
が
、
は
る
か
に
お
い
し
そ
う
だ
し
、

お
も
し
ろ
い
で
す
。

越
川

私
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、「
し
ん
こ
細
工
」
の
屋
台
が
あ

り
ま
し
た
。
屋
台
と
い
う
の
か
、
棒
手
振

ぼ

て

ふ

り
と
い
っ
て
、
天
秤
棒

で
担
い
で
売
り
歩
く
ん
で
す
。「
し
ん
こ
」
と
い
う
の
は
お
米
の

粉
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
ウ
サ
ギ
が
餅
つ
き
を
や
っ
て
い
る
と
こ

ろ
と
か
…
…
、
今
の
お
母
さ
ん
た
ち
は
不
衛
生
だ
と
言
っ
て
食

べ
さ
せ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
か
ら
み
れ
ば
芸
術

品
な
ん
で
す
よ
。
あ
あ
い
う
伝
統
が
あ
る
か
ら
、
見
本
な
ど
も

簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
ね
。

日
本
や
中
国
で
は
「
医
食
同
源
」
と
い
う
食
事
と
薬
は
一
緒

の
も
の
だ
と
言
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
で
は
い
か
が

で
す
か
？
。

ベ
ス
タ
ー

一
緒
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
は

っ
き
り
と
区
別
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
西
洋
の
場

合
は
ず
っ
と
昔
か
ら
、
食
べ
物
は
食
べ
物
、
薬
は
薬
と
い
う
概

念
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
栄
養
的
に
は
西
洋
も
東
洋
も
同

じ
よ
う
な
料
理
や
食
べ
方
が
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
の
感
覚
で
は
、

意
識
と
体
は
別
の
も
の
で
す
。
薬
は
意
識
の
た
め
の
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
食
べ
物
は
体
の
た
め
な
の
で
す
。

越
川

食
べ
物
と
は
直
接
関
係
な
い
け
れ
ど
も
、「
江
戸
の
子
育

て
し
ぐ
さ
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
人
間
と
い
う
も

の
は
、
脳
と
身
体
（
顔
、
胴
、
手
足
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
結

ぶ
の
は
、
ち
ょ
う
ど
操
り
人
形
の
「
糸
」
に
あ
た
る
の
が
「
心
」

な
ん
だ
と
教
え
た
の
で
す
。
そ
の
糸
の
使
い
方
、
動
か
し
方
に

よ
っ
て
表
情
や
、
身
の
こ
な
し
や
、
し
ぐ
さ
が
違
っ
て
く
る
と
、

心
の
働
き
、
重
要
性
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

ベ
ス
タ
ー

何
才
の
子
供
に
で
す
か
？

越
川

三
つ
ま
で
に
教
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
と
い
う
も

の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
。
子
ど
も
た
ち
の
一
挙
手
一
投
足
は

全
部
「
心
」
が
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
糸
に

な
ぞ
ら
え
て
子
ど
も
た
ち
に
わ
か
ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
す
ご

い
智
恵
だ
と
思
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

越
川

そ
う
い
う
比
喩
が
と
て
も
独
特
と
い
う
か
、
わ
か
り
や
す

5

日
本
食
と
の
出
会
い
は
蝋
細
工
の
料
理
見
本
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い
の
で
す
。
子
ど
も
は
そ
れ
を
知
識
と
し
て
教
え
こ
ま
れ
た
の
で

は
な
く
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
覚
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
確
か
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

越
川

私
の
主
人
は
東
洋
医
学
も
勉
強
し
て
い
た
医
者
で
し
た

が
、
今
の
医
者
は
、
眼
が
悪
い
と
い
う
と
眼
だ
け
診
る
と
い
う

の
で
す
。
そ
し
て
、
ど
ん
ど
ん
細
分
化
し
て
、
皮
膚
は
皮
膚
科
、

血
管
は
血
管
担
当
と
い
う
方
法
で
診
ま
す
が
、
人
間
と
は
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
よ
ね
。
全
部
、
関
連
が
あ
る
。
眼
が
悪
い
の
で
あ

れ
ば
、
体
の
ほ
か
の
ど
こ
か
と
関
連
し
た
方
法
で
診
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
の
で
す
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
食
べ
物
と
薬
の
関
係
に
も
言
え

ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
、
教
え
て
い

た
と
い
う
の
は
、
す
ご
い
な
と
思
い
ま
す
。

越
川

子
ど
も
と
い
う
の
は
、
親
を
見
て
育
つ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
ね
。
そ
の
見
よ
う
見
ま
ね
を
し
た
い
親
た
ち
が
い
な
い
。

今
、
私
は
、
”カ
ル
チ
ャ
ー
シ
テ
ィ
ー
“
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」

の
講
師
を
し
て
い
ま
す
が
、
若
い
女
性
が
私
の
話
を
聞
い
て
、

「
こ
ん
な
こ
と
だ
れ
も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
言
う
の
で

す
。
当
た
り
前
の
こ
と
を
教
え
な
さ
す
ぎ
た
。
勉
強
だ
け
や

ら
せ
て
知
識
だ
け
は
一
生
懸
命
入
れ
て
、
人
間
と
し
て
一
本

心
張

し
ん
ば

り
棒ぼ
う

が
抜
け
た
よ
う
な
育
て
方
を
し
て
し
ま
っ
た
。
日

本
は
戦
後
50
年
余
、
こ
れ
が
続
い
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

私
た
ち
が
子
ど
も
の
と
き
は
、「
勉
強
し
ろ
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
嘘
を
つ
い
た
り
弱
い
者

を
い
じ
め
た
り
し
た
ら
怒
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
の

が
今
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
怒
ら
な
く
て
、

勉
強
し
な
い
で
悪
い
成
績
を
取
っ
た
り
す
る
と
す
ご
く
怒
る

と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
良
い
学
校
に
入
り
、
良

い
会
社
に
就
職
す
る
こ
と
が
幸
せ
だ
と
は
限
ら
な
い
の
に
…
、

ま
だ
そ
れ
が
覚
め
な
い
よ
う
な
感
じ
で
す
け
れ
ど
も
…
…
。

ベ
ス
タ
ー

と
こ
ろ
で
質
問
が
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
現
在
の

伝
統
的
な
和
風
の
食
べ
物
を
、
江
戸
時
代
と
い
う
か
、
幕
末
時

代
の
人
が
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
か
？

越
川

そ
う
で
す
ね
…
。

見
た
目
に
は
伝
統
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
、

果
た
し
て
わ
か
る
の
か
し
ら
…
。
江
戸
時
代
に
も
「
バ
ー
ム
ク

ー
ヘ
ン
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
意
外
に
も
当
時
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
食
品
が
外
国
か
ら
入
っ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
最
近

で
は
特
に
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
食
卓
を
賑
わ
し

て
い
ま
す
ね
。

朝
か
ら
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
ー
や
パ
ン
を
食
べ
る
家
庭
が
増
え
て
い

ま
す
し
、
和
食
に
し
て
も
江
戸
時
代
の
一
汁
一
、
二
菜
の
基
本
が

崩
れ
た
り
、「
ご
は
ん
」
と
「
お
み
お
つ
け
」
の
置
き
方
も
無
頓

着
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
は
食
事
の
作
法
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な

っ
て
い
る
点
な
ど
は
、
当
時
の
人
が
見
れ
ば
驚
き
で
し
ょ
う
ね
。

ベ
ス
タ
ー

そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
江
戸

時
代
の
食
べ
物
や
料
理
で
、
今
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

越
川

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

調
理
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
工
夫
や
応
用
を
し
な
く

な
っ
た
点
で
す
ね
。
例
え
ば
、「
豆
腐
百
珍
」
や
「
鯛
百
珍
」
と

呼
ば
れ
る
巾
広
い
レ
シ
ピ
が
考
え
ら
れ
て
、
江
戸
庶
民
は
食
生

活
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
そ
の
一
部
し
か
残
っ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
創
意
工
夫
を
し
た
り
、
親
か
ら
子
へ
伝
承

す
る
と
い
う
習
慣
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

年
中
行
事
で
も
「
桃
の
節
句
」「
端
午
の
節
句
」「
お
月
見
」

な
ど
、
日
本
人
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
れ
ら
の
祝
い
事
も
核
家
族

に
な
っ
て
い
る
今
の
日
本
で
は
し
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
特
に

都
会
型
の
生
活
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
止
め
て
い
っ
て
い
ま
す
。

無
駄
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
今
は

経
済
優
先
の
生
活
で
し
か
な
い
。
家
族
の
帰
宅
時
間
が
ま
ち
ま

ち
だ
か
ら
、
食
事
は
孤
食
に
な
り
が
ち
な
の
で
す
。

越
川

と
こ
ろ
で
ベ
ス
タ
ー
さ
ん
。
話
し
は
戻
り
ま
す
が
、
築

地
に
行
か
れ
て
「
江
戸
」
が
見
え
た
で
し
ょ
う
か
？
　
い
ろ
い

ろ
な
国
の
市
場
に
行
か
れ
て
日
本
の
市
場
と
比
較
さ
れ
て
い
か

が
で
し
ょ
う
か
？

ベ
ス
タ
ー

は
い
。
い
ろ
い
ろ
と
比
較
し
て
み
ま
し
た
。
先
ほ

ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
の
動
き
方
、
生
活
、
暮
ら
し

な
ど
が
あ
る
程
度
見
え
る
の
で
、
教
会
や
博
物
館
よ
り
お
も
し

ろ
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
最
初
に
築
地
市
場
に
見
学
に
行
っ
た

と
き
の
印
象
は
、
日
本
の
中
に
あ
る
日
本
で
は
な
い
と
こ
ろ
…

…
。
日
本
で
は
な
い
と
い
う
の
は
少
し
言
い
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、別
な
国
、
別
な
社
会
で
す
ね
。
最
初
、
本
当
に
”村
社
会
“と

思
い
ま
し
た
。
入
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
、
本
当
の
付
き
合
い

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
心
配
で
し
た
。

越
川

と
こ
ろ
が
行
っ
て
み
た
ら
…
。

ベ
ス
タ
ー

入
っ
て
す
ぐ
い
ろ
い
ろ
な
付
き
合
い
が
で
き
て
、

そ
れ
か
ら
市
場
の
本
当
の
意
味
が
わ
か
り
始
め
た
の
で
す
。
市

場
は
物
流
だ
け
で
は
な
く
、
社
交
場
で
す
ね
。
何
よ
り
も
人
間

関
係
が
市
場
を
動
か
し
ま
す
。
築
地
で
調
査
す
る
と
き
に
は
み

ん
な
に
、「
仕
事
の
た
め
に
築
地
で
働
き
ま
す
が
、
そ
の
仕
事

は
魚
を
売
る
仕
事
で
す
か
、
ま
た
は
人
間
関
係
を
つ
く
る
仕
事

で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
両
方
で
す
ね
」
と
。
そ
の
意
味
で
は

魚
で
は
な
く
人
間
関
係
や
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
職

人
の
気
質
や
包
丁
の
捌
き
方
な
ど
自
分
の
技
術
で
い
き
て
る
っ

て
感
じ
で
す
。

越
川

先
ほ
ど
「
江
戸
の
し
ぐ
さ
」
と
い
う
動
き
が
感
じ
ら
れ

る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
国
の
市
場
も
同

じ
で
す
か
。

ベ
ス
タ
ー

そ
う
で
す
ね
。
私
の
経
験
だ
け
で
す
が
、
特
に
魚

河
岸
は
非
常
に
さ
っ
ぱ
り
し
た
感
じ
で
す
ね
。
海
が
近
い
し
、

潮
風
が
吹
き
、
人
間
本
来
の
姿
が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
市
場
は
食
品
を
扱
う
わ
け
で
す
か
ら
、
暮
ら
し
の
根
本
的

な
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
市
場
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

越
川

市
場
で
の
人
の
動
き
や
作
業
の
流
れ
は
、
多
少
は
変
わ

る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
と
基
本
は
同
じ
で
す
ね
。

市
場
の
活
況
に
ふ
れ
る
と
昔
の
日
本
と
い
う
の
は
、
こ
う
だ
っ

6

市
場
を
の
ぞ
く
と
、
そ
の
国
の
暮
ら
し
が
見
え
る

※
②

※
③



た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
か
？

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
少
し
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
築

地
の
や
り
方
、
仕
組
み
の
背
景
を
聞
く
と
、
す
ぐ
に
日
本
橋
の

魚
河
岸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
日
本
橋
の
魚
河
岸
の
こ

と
を
聞
く
と
、
幕
末
や
江
戸
時
代
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が
り

が
あ
る
の
で
す
。
今
見
る
と
、
こ
れ
が
日
本
の
昔
と
は
思
え
な

い
の
で
す
が
、
微
妙
な
点
で
は
、
言
葉
遣
い
や
心
遣
い
、
道
具

に
も
い
ろ
い
ろ
な
由
来
が
あ
り
、
私
は
最
初
は
歴
史
と
思
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
歴
史
に
も
入
り
、
お
も
し

ろ
い
で
す
。

も
ち
ろ
ん
築
地
は
場
所
と
し
て
も
非
常
に
歴
史
の
あ
る
所
で

す
。
特
に
明
暦
の
大
火
（
一
六
五
七
年
）
か
ら
あ
の
辺
が
開
発

さ
れ
、
今
の
築
地
か
ら
結
構
、
江
戸
だ
け
で
な
く
、
東
京
全
体

の
歴
史
が
見
え
る
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

越
川

江
戸
の
町
は
賑
や
か
で
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
あ

る
文
献
（
ケ
ン
ペ
ル
の
『
参
府
紀
行
』）
に
オ
ラ
ン
ダ
の
カ
ピ
タ
ン

が
行
列
を
つ
く
っ
て
通
っ
て
も
だ
れ
も
見
向
き
も
し
な
か
っ
た

と
か
、
ほ
か
の
き
ら
び
や
か
な
大
名
、
小
名
の
行
列
が
あ
る
の

で
、
江
戸
の
人
た
ち
は
そ
う
い
う
派
手
な
行
列
に
慣
れ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

そ
の
生
き
生
き
と
し
た
も
の
は
築
地
市
場
に
残
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

越
川

江
戸
の
”い
き
“は
、
京
の
”粋

“
と
違
う
よ
う
で
す
。

当
時
、
京
で
は
”
粋
“を
「
す
い
」
と
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
江
戸

で
は
浮
世
絵
も
全
部
平
仮
名
で
「
い
き
」
と
表
わ
し
て
い
ま
す
。

江
戸
の
”い
き
“は
、
生
き
生
き
し
て
い
る
と
か
、
意
気
込
み
の

意
気
と
か
、
生
き
て
い
る
の
「
い
き
」
だ
そ
う
で
す
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
良
い
話
で
す
ね
。
ラ
イ
ブ
と
い
う
か
、
生

活
全
体
で
す
ね
。

越
川

小
さ
な
児
に
は
、
初
め
は
お
母
さ
ん
が
食
べ
物
を
さ
ま

し
て
食
べ
さ
せ
ま
す
が
、
あ
る
と
き
「
あ
ち
っ
」
と
言
え
る
よ

う
に
な
る
と
、「
い
き
の
祝
い
」
と
い
う
の
を
し
た
そ
う
で
す
。

一
人
前
、
独
り
立
ち
で
き
る
、
火
傷
を
し
な
い
と
い
う
、
自
分

で
危
機
管
理
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
「
い
き

の
祝
い
」
を
し
た
と
い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
「
い
き
」
な
話
だ
と

思
い
ま
す
。「
江
戸
の
し
ぐ
さ
」
の
”い
き
“
は
そ
う
い
う
”い

き
“
な
ん
で
す
よ
。

越
川

今
、
ア
メ
リ
カ
で
は
和
食
が
ヘ
ル
シ
ー
と
か
言
わ
れ
て

か
な
り
広
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

非
常
に
流
行
的
な
食
べ
物
に
な
っ
て
、
ヘ
ル
シ
ー

だ
け
で
は
な
く
い
ろ
い
ろ
な
面
で
イ
メ
ー
ジ
が
…
、
少
し
説
明

し
に
く
い
の
で
す
が
…
…
。
も
ち
ろ
ん
脂
も
少
な
い
し
、
タ
ン

パ
ク
質
が
野
菜
の
タ
ン
パ
ク
質
だ
と
か
、
鰻
な
ど
魚
の
タ
ン
パ

ク
質
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
は
、
日
米
関
係
の

上
で
は
、
日
本
は
良
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、
日
本
食
に
も

非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
ビ
ジ
ネ
ス
や
い
ろ
い
ろ
な
交
流
関
係
で
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本

に
来
て
、
和
食
を
食
べ
た
ら
き
っ
と
好
き
に
な
る
の
は
当
然
だ

と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
イ
タ
リ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
イ
ン

ド
な
ど
外
国
料
理
の
ほ
と
ん
ど
が
移
民
が
持
ち
込
ん
だ
食
文
化

で
す
ね
。
日
本
の
料
理
は
、
も
ち
ろ
ん
日
系
人
が
い
ま
す
が
、

そ
れ
ほ
ど
普
及
し
て
い
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
戦

争
の
影
響
も
あ
っ
て
、
日
本
は
文
化
や
食
文
化
を
外
の
社
会
に

出
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

大
体
、
一
九
七
○
年
代
ま
で
ア
メ
リ
カ
人
は
ほ
と
ん
ど
日
本

の
食
べ
物
は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
阪
万
博
の
こ
ろ

か
ら
観
光
旅
行
も
結
構
あ
っ
た
し
、
日
米
経
済
関
係
で
日
本
人

の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に

滞
在
中
に
付
き
合
い
が
で
き
て
、
ア
メ
リ
カ
人
が
東
京
や
大
阪

に
行
く
よ
う
に
な
り
、
日
本
ブ
ー
ム
は
そ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ

て
、
も
う
30
年
余
り
も
続
い
て
い
ま
す
ね
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
は
ア
メ
リ
カ
で
は
、
寿
司
や
刺
身
な
ど
魚

関
係
の
食
べ
物
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
す
。
す
き
焼
き
、
天
ぷ

ら
、
鉄
板
焼
き
は
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
が
、
日
本
の
代
表
的
な
食
べ
物
と
し
て
知
っ
て
い
ま
す
。

最
近
、
昭
和
30
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
料
理
の
本
を
見
て
、
ど

の
ぐ
ら
い
日
本
の
影
響
が
あ
る
の
か
、
日
本
的
な
食
べ
物
が
あ

る
か
ど
う
か
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
一
九
五
○
年
代
、
六
○
年

代
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
。
醤
油
の
使
い
方
が
少
し
と
、

麺
類
の
レ
シ
ピ
、
焼
き
鳥
、
焼
き
魚
の
レ
シ
ピ
だ
け
で
し
た
。

今
は
普
通
の
料
理
の
本
に
も
結
構
日
本
風
の
レ
シ
ピ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
寿
司
や
刺
身
ま
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

確
か
に
味
噌
や
豆
腐
の
調
理
の
仕
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

越
川

ア
メ
リ
カ
人
は
、
お
醤
油
に
は
抵
抗
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ベ
ス
タ
ー

全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
食
の
一
つ
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
例
え
ば
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
上
に

か
け
る
と
か
…
…
。

越
川

醤
油
を
”キ
ッ
コ
ー
マ
ン
“
と
呼
ん
で
い
ま
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

ア
ジ
ア
系
ま
た
は
ア
ジ
ア
料
理
の
中
で
、
た
ぶ
ん

お
醤
油
が
最
初
に
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
。

越
川

20
年
ぐ
ら
い
前
に
ア
メ
リ
カ
で
日
本
食
を
食
べ
た
と
き
、

本
当
に
お
い
し
く
な
か
っ
た
の
。
日
本
食
の
良
い
板
前
が
い
な

か
っ
た
。
中
華
は
も
の
す
ご
く
勢
い
が
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は
負

け
て
し
ま
う
と
思
い
ま
し
た
ね
。
安
い
し
お
い
し
い
し
、
テ
イ

ク
ア
ウ
ト
も
で
き
る
し
。
映
画
を
見
て
も
、
中
華
料
理
の
シ
ー

ン
が
で
て
き
ま
す
ね
。
日
本
の
場
合
は
板
前
の
良
い
の
が
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
味
が
ア
メ
リ
カ
人
好
み
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
人
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
わ
け

で
す
。
サ
ン
タ
フ
ェ
に
行
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
が
日
本
料
理
か

と
驚
き
ま
し
た
が
、
今
は
だ
い
ぶ
…
…
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

は
お
魚
が
お
い
し
い
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
「
侍
」
と
い
う
お
寿

司
屋
さ
ん
が
結
構
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
ね
。

お
醤
油
が
決
め
手
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

「
侍
」
と
か
「
将
軍
」
と
か
い
う
店
で
…
…
。

越
川

そ
う
い
う
理
由
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
食
生
活
で
魚
の
消

費
量
は
ふ
え
る
と
見
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

ベ
ス
タ
ー

は
い
。
一
九
七
○
〜
八
○
年
の
間
に
結
構
ふ
え
て

き
た
と
思
い
ま
す
。
デ
ー
タ
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
確
か
に

そ
う
だ
と
思
え
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
日
本
食
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

味
、
香
り
だ
け
で
は
な
く
、
目
で
見
て
き
れ
い
な
も
の
で
す
か

ら
、
景
色
と
し
て
す
ば
ら
し
い
、
き
れ
い
な
も
の
で
す
ね
。

越
川

見
て
楽
し
む
、
で
す
ね
。
嬉
し
い
お
言
葉
で
す
。
確
か

に
目
で
見
て
と
い
う
こ
と
を
日
本
人
は
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
食
が
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
は
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味
・
香
り
だ
け
で
な
く
、
目
で
楽
し
む
日
本
食

ア
メ
リ
カ
で
も
和
食
が
浸
透



あ
り
ま
す
か
。
今
、
日
本
人
も
若
い
人
た
ち
は
和
食
か
ら
遠
の

き
つ
つ
あ
り
ま
す
よ
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
は
非
常
に
残
念
だ
と
思
い
ま
す
。

越
川

し
か
し
、
こ
れ
が
現
実
で
す
ね
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

お
米
の
消
費
量
が
減
っ
て
い
ま
す
し
、
お
醤
油
の
消
費
量
も
減

っ
て
い
ま
す
。
良
し
悪
し
は
ま
た
別
で
す
が
、
味
覚
が
変
わ
っ

て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
良
く
変
わ
る
の
で
あ
れ
ば
よ
い

の
で
す
が
、
な
ん
だ
か
変
な
味
覚
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ベ
ス
タ
ー

日
本
の
若
い
女
性
、
Ｏ
Ｌ
は
魚
に
も
触
れ
な
い
し
、

「
三
枚
お
ろ
し
」
と
「
大
根
お
ろ
し
」
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
違
い
ま

す
か
と
聞
く
と
、
答
え
が
出
て
こ
な
い
。
冗
談
す
ぎ
ま
す
ね
。（
笑
）

越
川

「
”鰺
の
開
き
“は
、
開
い
て
泳
い
で
い
る
」
と
思
っ
て

い
る
ら
し
い
で
す
か
ら
ね
。（
笑
）

ベ
ス
タ
ー

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
食
生
活
は
、
コ
ン
ビ
ニ
が
大

き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
ま
す
ね
。
コ
ン
ビ
ニ
に
行
く
と
、
料
理

を
つ
く
る
食
材
が
な
い
の
で
す
。
ラ
ー
メ
ン
や
ヌ
ー
ド
ル
と
か
、

た
だ
、
パ
ッ
ク
で
す
ね
。
自
分
が
好
き
な
よ
う
に
つ
く
る
材
料

が
な
い
。
食
材
と
し
て
は
、
タ
マ
ネ
ギ
が
２
個
、
ニ
ン
ジ
ン
が

３
、
４
本
、
卵
と
塩
だ
け
で
す
ね
。
ほ
か
は
全
部
パ
ッ
ク
で
す
。

そ
う
い
う
生
活
を
す
る
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
ら
、
こ
れ
か
ら
食

事
は
ど
う
な
る
の
か
、
大
変
で
す
ね
。

越
川

忙
し
く
て
、
た
ま
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
パ
ッ
ク
の
お

惣
菜
類
を
買
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
本
当
に
お
い
し
く
な
い
。

な
ぜ
、
あ
あ
い
う
ふ
う
に
濃
い
味
付
け
に
す
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

と
に
か
く
甘
い
で
す
よ
。

ベ
ス
タ
ー

糖
分
、
塩
分
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

越
川

自
分
の
う
ち
で
サ
ッ
と
炒
め
た
り
し
て
食
べ
た
ほ
う
が

よ
ほ
ど
お
い
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
一
九
八
六
年
で
し
た
か
、

イ
タ
リ
ア
で
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
と
い
う
運
動
が
起
き
て
、
日

本
に
も
入
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
一
般
的
な
生
活
の
中
に

は
と
け
込
ん
で
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。

ベ
ス
タ
ー

ア
メ
リ
カ
で
も
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
動
き
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
で
し
ょ
う
。
ま
ず
暇
の
あ
る

人
だ
け
し
か
参
加
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
一
生
懸
命
働
い
て

い
る
人
、
ま
た
は
小
さ
い
子
ど
も
が
い
る
家
族
は
ス
ロ
ー
フ
ー

ド
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
方
が
必
要

で
し
ょ
う
。
考
え
方
と
し
て
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
は
賛
成
し
ま
す
が
、

今
の
現
象
を
見
る
と
少
し
神
経
質
す
ぎ
ま
す
。

越
川

暇
の
あ
る
人
に
は
い
い
け
ど
、
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る

人
に
は
と
て
も
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。「
ス
ロ
ー
　
イ
ズ
　
ビ
ュ

ー
テ
ィ
フ
ル
」、
そ
れ
は
生
き
方
と
し
て
は
賛
成
で
す
ね
。

ア
メ
リ
カ
人
に
は
菜
食
主
義
者
は
結
構
多
い
の
で
は
な
い
で

す
か
。

ベ
ス
タ
ー

う
ち
の
生
徒
の
中
で
も
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
は
、
３
割

か
４
割
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
特
に
女
性
が
多
い
で
す
ね
。

越
川

健
康
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
ス
リ
ム
に
な
り
た
い
と
か
。

ベ
ス
タ
ー

そ
れ
も
そ
う
で
す
が
、
少
し
哲
学
的
に
。

私
の
講
義
で
”寿
司
“
の
話
が
出
て
く
る
と
、
若
い
女
の
生
徒

に
は
受
け
ま
せ
ん
。「
こ
れ
は
肉
で
は
な
く
魚
で
す
よ
」
と
説
明

し
ま
し
た
が
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
と
し
て
の
意
識
が
強
い
よ
う
で

す
ね
。

越
川

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
も
良
い
で
す
が
、
本
格
的
に
取
り
組
む

に
は
非
常
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
ね
。
そ
れ
こ
そ
信
念
を
も
っ

て
ち
ゃ
ん
と
や
る
の
で
お
い
し
い
で
す
し
、
す
ば
ら
し
い
お
料

理
で
す
が
、
食
材
の
入
手
方
法
も
大
変
で
す
し
、
調
理
に
何
時

間
も
か
か
り
ま
す
か
ら
ね
。

ベ
ス
タ
ー

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
場
合
は
、
生
活
よ
り
は
宗
教
み

た
い
な
感
じ
で
す
。

越
川

「
み
ん
な
細
く
て
痩
せ
て
い
て
顔
色
が
悪
い
」
と
悪
口

を
言
っ
た
人
も
い
る
。
や
は
り
蛋
白
質
は
必
要
で
す
ね
。
人
間

は
動
物
性
蛋
白
質
が
な
い
と
元
気
が
出
な
い
。
ほ
ど
ほ
ど
で
す

ね
。「
ダ
イ
エ
ッ
ト
」
や
「
ス
リ
ム
」
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
宗

教
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
恐
ろ
し
い
み
た
い
で
す
ね
。

ほ
か
の
も
の
は
全
部
悪
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。
何
と

言
っ
て
も
、
バ
ラ
ン
ス
よ
い
食
事
が
健
康
の
基
本
で
す
ね
。

ベ
ス
タ
ー

同
感
で
す
。

越
川

お
会
い
で
き
て
嬉
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
お
会

い
し
ま
し
ょ
う
。

ベ
ス
タ
ー

ぜ
ひ
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

き
ょ
う
は
長
時
間
、
貴
重
な
お
話
を
頂
戴
い
た
し
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

8

【
注
】

※
①
「
壊
れ
た
窓
理
論
」

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
サ
ウ
ス
ブ
ロ
ン
ク
ス
地
区
で
、
高
級
車
を
放
置
し
た
ま
ま

で
も
、
何
も
起
こ
ら
な
い
が
、
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
少
し
壊
し
た
状
態
で
４
〜
５

日
放
置
し
て
お
く
と
、
そ
の
車
は
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
焼
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
ア
パ
ー
ト
の
窓
を
閉
め
て
お
く
と
何
も
起
こ
ら
な
い
。
し
か
し
１
カ

所
窓
ガ
ラ
ス
を
破
っ
て
置
く
と
、
何
日
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
数
枚
の
ガ
ラ
ス

が
破
ら
れ
て
し
ま
う
…
…
こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
が
「T

h
e
B
ro
k
e
n

W
ind
o
w
T
heo
ry

（
壊
れ
た
窓
理
論
）
概
訳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

【
出
典
―
ア
ル
テ
ィ
マ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
社
ビ
ル
・
ベ
ン
ナ
ー
著
『
ザ
ブ
ロ
ー
ク

ン
ウ
イ
ン
ド
ゥ
ズ
セ
オ
リ
ー
』
よ
り
引
用
】

※
②
「
豆
腐
百
珍
」

天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
大
坂
で
出
版
さ
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
大
評
判
に

な
り
、
江
戸
を
巻
き
込
ん
で
第
一
次
食
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
料
理
法
が
実
用
一
辺
倒
で
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
法
や
献
立
を
紹
介

す
る
の
み
だ
っ
た
が
、
本
書
で
は
、
素
材
一
品
に
限
定
し
て
、
料
理
法
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
ん
で
お
り
、
同
時
に
豆
腐
に
関
す
る
和
漢
の
文
献
や
詩
歌

を
並
べ
て
、
料
理
を
知
的
興
味
の
対
象
に
し
た
。

※
③
「
鯛
百
珍
」

「
豆
腐
百
珍
」
に
次
い
で
出
版
さ
れ
た
、「
百
珍
」
も
の
。
他
に
は
「
甘
藷

百
珍
」「
玉
子
百
珍
」
な
ど
が
あ
る
。

（『
一
日
江
戸
人
』
杉
浦
日
向
子
著
　
小
学
館
文
庫
刊
）

【
写
真
提
供
】

『
江
戸
日
本
橋
小
田
原
町
肴
市
之
図
』

（
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
）

『
江
戸
図
屏
風
』

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）

【
図
版
資
料
】

P
３
・
４
・
５
・
７
・
８
は
『
遠
西
舶
上
画
譜
』

お
よ
び
P
６
は
『
本
草
図
説
』

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）



二
〇
〇
〇
年
の
夏
、
ク
イ
ー
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
二

世
号
で
英
国
サ
ウ
ザ
ン
プ
ト
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
ま
で
一
週
間
の
船
旅
を
し
た
。
毎
食
の
レ
ス
ト

ラ
ン
と
座
席
は
指
定
さ
れ
て
い
る
が
昼
食
は
ビ
ュ

ッ
フ
ェ
の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
料
理
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
を
覗
い
て
驚
い
た
。
毎
日
か
な
り
の

ス
ペ
ー
ス
で
握
り
寿
司
や
海
苔
ま
き
が
並
ん
で
い

た
。
握
り
寿
司
は
マ
グ
ロ
や
サ
ー
モ
ン
、
海
苔
ま

き
は
カ
ッ
パ
や
タ
ク
ア
ン
、
そ
れ
に
ガ
リ
も
醤
油

も
割
箸
も
そ
え
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
こ
れ
は
日
本
人
乗
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
か

と
思
っ
た
。
し
か
し
乗
客
千
人
余
の
ほ
と
ん
ど
は

欧
米
人
で
、
日
本
人
は
わ
ず
か
二
十
数
人
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
は
一
般
乗
客
を
対
象
と
し
た
料
理
で
、

別
に
日
本
人
へ
の
特
別
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
か
っ
た
。

実
際
欧
米
人
た
ち
が
何
の
異
和
感
も
な
く
箸
で
寿

司
を
つ
ま
ん
で
い
た
。
寿
司
は
も
や
は
世
界
的
フ

ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
に
な
っ
た
。

パ
リ
の
ド
ゴ
ー
ル
空
港
に
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
高

級
デ
パ
ー
ト
に
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
ン
ハ
ッ

タ
ン
に
も
、
い
や
、
欧
米
ば
か
り
か
、
ア
ジ
ア
、

豪
州
、
南
米
ま
で
、
寿
司
が
健
康
食
品
、「
ハ
イ
テ

ク
日
本
」
の
象
徴
と
し
て
進
出
し
て
い
る
。
寿
司

SU
SH
I

は
す
で
に
世
界
語
で
あ
る
。

寿
司
だ
け
で
は
な
い
。
醤
油
を
は
じ
め
、
刺

身
、
天
ぷ
ら
、
豆
腐
、
焼
鳥
、
ラ
ー
メ
ン
、
牛
丼
、

う
な
丼
、
カ
レ
ー
な
ど
多
く
の
日
本
食
が
世
界
中

に
広
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
日
本
食
は
生
魚
食
な
ど
き
わ
め
て
特

殊
な
の
で
海
外
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
わ

れ
て
き
た
が
、
近
年
の
日
本
食
ブ
ー
ム
は
そ
れ
が

間
違
い
で
あ
り
、
日
本
食
は
立
派
に
世
界
に
通
用

す
る
優
れ
た
料
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

こ
れ
ら
の
料
理
は
い
ず
れ
も
江
戸
以
来
の
長
い

歴
史
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
の
食
文
化
は
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
。

都
市
と
し
て
の
江
戸
の
は
じ
ま
り
は
お
よ
そ
四
百

年
前
の
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
徳
川
家
康
が

江
戸
に
入
っ
て
き
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
江
戸
城

は
す
っ
か
り
荒
れ
果
て
た
小
城
で
、
附
近
に
は
百
戸

た
ら
ず
の
民
家
が
あ
っ
た
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
が
徳
川
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
天
下
の
総

城
下
町
と
な
る
や
、
全
国
諸
大
名
と
そ
の
家
臣
団

を
は
じ
め
、
商
人
、
職
人
、
人
足
な
ど
が
集
住
し
、

十
八
世
紀
の
は
じ
め
に
は
人
口
百
万
を
超
え
る
世

界
一
の
巨
大
都
市
に
発
展
し
た
。

「
江
戸
は
諸
国
の
人
の
掃
き
溜
め
」
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
全
国
各
地
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
集
っ

て
き
た
。
そ
う
し
た
人
々
は
当
然
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

出
身
地
の
食
文
化
を
背
負
っ
て
き
た
。
江
戸
に
は

全
国
の
食
文
化
が
も
ち
こ
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
各
地

の
食
が
江
戸
で
出
合
い
、
た
が
い
に
交
流
と
融
合

を
重
ね
な
が
ら
次
第
に
新
し
い
江
戸
の
食
を
生
み

出
し
て
い
く
。
江
戸
の
食
は
ま
さ
に
全
国
の
食
文

化
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。

江
戸
の
初
期
に
は
、
人
口
は
急
激
に
増
加
し
た

が
、
食
事
は
古
く
か
ら
進
ん
で
い
た
上
方
か
ら
見

れ
ば
ま
っ
た
く
粗
野
で
貧
し
か
っ
た
。
ま
と
も
な

料
理
も
な
く
、
そ
の
素
材
も
な
か
っ
た
。
良
い
も

の
は
み
な
上
方
か
ら
下
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
酒
、

醤
油
、
菓
子
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
高
級
品
が

い
わ
ゆ
る
「
下
り
も
の
」
で
、
そ
の
他
の
地
元
附

近
で
生
産
さ
れ
た
も
の
は
「
下
ら
な
い
も
の
」、
つ

ま
り
下
級
品
を
意
味
し
た
。

だ
が
や
が
て
江
戸
時
代
も
後
半
に
入
り
、
経
済

的
に
も
文
化
的
に
も
江
戸
が
上
方
を
凌
ぐ
よ
う
に

な
る
と
、
江
戸
の
料
理
も
独
自
の
味
覚
を
確
立
し

て
、
上
方
料
理
を
上
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と

く
に
江
戸
文
化
が
爛
熟
期
を
迎
え
た
十
九
世
紀
初

頭
の
文
化
・
文
政
期
に
は
、「
食
は
江
戸
」、「
江
戸

の
食
い
倒
れ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
生
み

だ
し
、
江
戸
料
理
は
日
本
の
食
文
化
の
頂
点
に
立

つ
に
至
っ
た
。
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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

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
）。

ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

ロンドンにもある回転寿司・バー（まっぷるマガジン ’03-04『ロンドン』／昭文社より）

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
日
欧
の
文
化
水
準
の
比
較
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
前
号
（
No.
6
）

は
読
者
に
少
な
か
ら
ぬ
シ
ョ
ッ
ク
を
生
み
ま
し
た
。
“
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
”
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
覆
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

当
時
来
日
し
た
西
欧
諸
国
の
要
人
は
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
つ
い
て
全
く
逆
の
評
価

を
し
て
お
り
、
例
示
さ
れ
た
彼
等
の
様
々
な
証
言
か
ら
、
西
欧
列
強
に
劣
ら
な
い
江
戸

時
代
の
高
度
で
豊
か
な
文
明
社
会
の
姿
が
う
か
が
え
ま
す
。

今
号
で
は
江
戸
に
ス
タ
ン
ス
を
置
い
て
、
当
時
の
食
文
化
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
今
や
世
界
の
食
へ
と
展
開
し
て
き
た
、
江
戸
の
食
。

世
界
を
駆
け
る
江
戸
の
味

―
江
戸
の
食
か
ら
世
界
の
食
へ

世
界
的
な
日
本
食
ブ
ー
ム



当
時
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が
江
戸
、
大
坂
、
京
都

の
食
文
化
を
比
較
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
江
戸
の

戯
作
者
滝
沢
馬
琴
は
上
方
旅
行
の
印
象
を
そ
の

『
羇
旅
漫
録

き
り
ょ
ま
ん
ろ
く

』
に
記
し
て
い
る
が
、
京
都
に
つ
い
て

も
、
大
坂
に
つ
い
て
も
「
悪
い
も
の
三
つ
」
の
な

か
の
一
つ
に
「
料
理
」
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
江
戸
に
や
っ
て
き
た
大
坂
の
狂
言
作
者
西
沢

一
鳳
が
記
し
た
『
皇
都
午
睡
』
で
も
、
三
都
の
食
ラ

ン
ク
づ
け
で
は
、
江
戸
が
一
位
、
大
坂
が
二
位
、
京

都
が
三
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
上
方
人
の
目
か
ら
見

て
も
食
に
つ
い
て
は
江
戸
が
日
本
一
で
あ
っ
た
。

江
戸
の
食
文
化
を
そ
れ
ま
で
発
展
さ
せ
た
最
大

の
基
盤
は
、
食
に
対
す
る
江
戸
人
の
き
わ
め
て
強

い
消
費
性
向
で
あ
る
。

江
戸
の
人
口
百
万
の
半
分
は
、
も
っ
ぱ
ら
農
民

か
ら
徴
収
し
た
年
貢
に
よ
っ
て
生
活
す
る
完
全
な

消
費
者
と
し
て
の
武
士
階
級
で
あ
っ
た
。

や

蓄
財
を
軽
蔑
し
、
こ
ま
か
い
銭
勘
定
を
嫌
っ
て
、

見
栄
や
意
地
を
張
る
武
士
の
風
儀
が
、
自
然
と
町

人
た
ち
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
。

幕
府
や
諸
藩
の
要

人
た
ち
、
そ
れ
に
と

り
い
る
御
用
商
人
や

請
負
業
者
な
ど
の
間

で
は
、
金
に
糸
目
を

つ
け
な
い
派
手
な
社

交
、
接
待
が
さ
か
ん

に
行
わ
れ
た
。
そ
の

下
で
働
く
職
人
た
ち

も
「
宵
越
し
の
銭
は

も
た
な
い
」
と
い
っ

た
江
戸
っ
子
気
質
を

誇
り
に
し
て
い
た
。

た
し
か
に
残
る
ほ
ど

の
収
入
は
な
く
て
も

毎
日
食
べ
て
い
け
る

ぐ
ら
い
の
銭
は
い
つ

で
も
稼
げ
る
条
件
は

あ
っ
た
。

そ
れ
は
「
江
戸
の

華
」
と
ま
で
い
わ
れ

た
火
事
の
多
さ
で
あ
る
。
江
戸
の
町
は
二
、
三
年

に
一
度
は
大
火
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
お

よ
そ
二
七
〇
年
間
に
「
江
戸
大
火
」
と
称
さ
れ
る

火
災
だ
け
で
も
約
一
〇
〇
回
に
達
し
て
い
る
。
火

災
多
発
都
市
江
戸
に
は
、
そ
の
復
旧
工
事
が
ほ
と

ん
ど
い
つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
大
工
、
左
官
、

鳶
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
諸
職
人
や
土
方
、
人
足

た
ち
は
働
き
さ
え
す
れ
ば
、
と
く
に
貯
え
な
ど
し

な
く
と
も
あ
ま
り
生
活
に
は
困
ら
な
か
っ
た
。

商
人
な
ら
ば
元
手
を
貯
め
て
商
売
の
拡
大
を
図

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
身
体
だ
け
が
元
手
の
職
人

や
土
方
、
人
足
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
ず
食
べ
る
こ

と
が
第
一
で
、
そ
れ
が
ま
た
最
高
の
楽
し
み
で
も

あ
っ
た
。
ま
し
て
保
険
も
銀
行
も
な
か
っ
た
当
時

で
は
、
一
度
火
事
に
で
も
な
れ
ば
す
べ
て
灰
燼
に

帰
し
て
し
ま
う
か
ら
、
家
具
や
衣
類
よ
り
む
し
ろ

飲
食
に
銭
を
使
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
江
戸
で
は
、
武
士
の
公
用
族
や
町
人

の
社
用
族
、
成
金
、
復
興
ブ
ー
ム
に
乗
る
職
人
た

ち
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
い
り
ま
じ
っ
て
、
き

わ
め
て
食
に
対
す
る
消
費
性
向
の
強
い
都
市
社
会

が
形
成
さ
れ
た
。
封
建
的
な
身
分
社
会
の
な
か
で

も
、
こ
こ
で
は
銭
さ
え
出
せ
ば
だ
れ
で
も
美
味
な

食
が
楽
し
め
た
。
食
の
世
界
で
は
自
由
に
身
分
の

枠
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
江
戸
は
異
常
な
ほ
ど
男
子
人
口
の
多
い
都

市
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の

享
保
年
間
に
は
男
子
人
口
は
女
子
人
口
の
二
倍
に

も
達
し
て
い
た
。
単

身
赴
任
の
大
名
家
臣

団
、
男
ば
か
り
の
江

戸
店
。
江
戸
で
一
旗

あ
げ
よ
う
と
集
ま
っ

て
き
た
男
た
ち
。
出

稼
人
や
無
宿
人
な

ど
、
と
か
く
独
身
男

が
多
か
っ
た
。
こ
う

し
た
男
社
会
が
江
戸

の
遊
里
や
外
食
文
化

を
発
展
さ
せ
た
大
き

な
要
因
と
な
っ
て
い

た
。こ

の
よ
う
な
い
ろ

い
ろ
な
要
因
が
重
な

っ
て
、
江
戸
は
き
わ

め
て
食
に
対
す
る
消

費
傾
向
の
強
い
都
市

と
し
て
発
展
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
外
食
文
化
は
国
際
的
に
見
て
も
か
な
り

進
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
＝
飲
食
店

の
出
現
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
だ
い
た
い
十
八

世
紀
後
期
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
）
前
後
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で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
江
戸
で
は
百
年
も
早
い
明

暦
三
年
（
一
六
五
七
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
の
頃
は
わ
ず
か
な
お
菜
で
茶
飯
な
ど
を

食
べ
さ
せ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
料
理
店
の
な
か
か

ら
、
次
第
に
高
級
化
し
、
山
海
の
珍
味
を
そ
ろ
え
、

食
器
、
家
具
、
調
度
を
は
じ
め
、
座
敷
や
庭
ま
で

贅
を
つ
く
し
た
料
亭
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
こ
に

は
大
名
や
有
名
な
文
人
墨
客
、
各
藩
の
留
守
居
役
、

有
力
商
人
な
ど
が
常
連
客
と
し
て
出
入
り
し
た
。

幕
末
に
な
る
と
飲
食
店
は
ま
す
ま
す
増
加
し
、

大
衆
化
し
た
。

蜀
山
人
は
『
一
語
一
言
』
の
な
か
で
、
江
戸
市

中
は
「
五
歩
に
一
楼
十
歩
に
一
閣
、
皆
飲
食
の
店

な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
記
し
、
西
沢
一
鳳

も
『
皇
都
午
睡
』
で
「
一
町
内
に
半
分
の
余
は
食

物
屋
な
り
。
予
が
三
都
の
見
立
て
に
、
食
の
第
一

に
見
立
て
し
が
、
中
々
に
食
物
是
程
に
自
在
な
る

所
は
見
ぬ
。
唐
土
に
も
あ
る
ま
じ
く
思
は
る
也
」

と
驚
嘆
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
飲
食
店
が
普
及
し

て
く
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
案
内
書
や
評
判
記
、

見
立
番
付
な
ど
が
さ
か
ん
に
出
版
さ
れ
、
市
民
の

話
題
を
賑
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

田
沼
時
代
最
盛
期
の
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

に
刊
行
さ
れ
た
三
都
の
名
物
評
判
記
『
富
貴
地
座

居
』
で
は
、
江
戸
の
料
理
屋
三
十
一
軒
の
ラ
ン
ク

づ
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

の
『
江
戸
名
所
酒
飯
手
引
』
に
は
約
六
百
軒
に
も

の
ぼ
る
各
種
飲
食
店
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
レ
ス
ト
ラ
ン
の
案
内
書
と
い
え

ば
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
有
名
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
出
版
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
明
治
三
三

年
（
一
九
〇
〇
）
か
ら
で
あ
る
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
江
戸
町
奉
行
所
の
調

査
に
よ
る
と
、
江
戸
市
中
に
は
六
一
六
五
軒
の
飲

食
店
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
一
定
の
店
舗
を
か
ま

え
て
い
る
も
の
だ
け
が
数
え
ら
れ
て
い
て
、
店
を

も
た
な
い
行
商
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
と
て

も
そ
こ
ま
で
は
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
頃
の
『
世
事
見
聞
録
』
は
、
裏
店
住
い
の

女
房
た
ち
ま
で
が
、
物
見
遊
山
の
途
中
、「
近
来
、

料
理
茶
屋
、
水
茶
屋
の
類
、
た
く
さ
ん
に
出
来
た

故
、
こ
れ
等
の
所
へ
立
入
、
ま
た
は
二
階
な
ど
へ

上
り
、
金
銀
を
費
し
て
ゆ
る
ゆ
る
休
息
し
」
て
い

る
と
嘆
い
て
い
る
。

ま
た
町
人
た
ち
の
間
で
は
、「
奢
り
に
往
く
」
と

称
し
て
、
月
に
一
、
二
度
、
家
族
を
連
れ
て
料
理
屋

へ
行
く
こ
と
も
流
行
し
た
。「
料
理
切
手
」、「
う
な

ぎ
切
手
」
な
ど
と
い
っ
た
一
種
の
商
品
券
も
生
ま
れ
、

贈
答
用
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
興
味
深
い
。

料
亭
や
料
理
屋
が
主
に
中
流
以
上
の
市
民
た
ち

の
世
界
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
江
戸
人
の
大
半
を

占
め
て
い
た
裏
店
住
ま
い
の
人
々
の
外
食
世
界
は
、

街
頭
の
屋
台
や
辻
売
り
、
振
売
り
で
あ
っ
た
。

新
開
都
市
で
あ
っ
た
江
戸
で
は
当
初
か
ら
食
物

の
振
売
り
が
み
ら
れ
、
幕
府
は
元
禄
以
前
か
ら
、

う
ど
ん
、
そ
ば
、
煮
し
め
、
ま
ん
じ
ゅ
う
、
酒
な

ど
、
火
を
持
ち
歩
い
て
商
売
す
る
こ
と
を
幾
度
も

禁
じ
て
い
る
が
、
禁
令
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
そ
れ
が
な
か
な
か
守
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
七
七
〇
年
代
の
安
永
年
間
に
は
屋
台
店
も
登
場

し
て
く
る
。
屋
台
店
は
次
第
に
そ
の
種
類
と
数
を
増

し
、
天
明
頃
（
一
七
八
〇
年
代
）
に
は
道
路
の
両
側

に
ず
ら
り
と
並
ぶ
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
。

煮
し
め
、
天
ぷ
ら
、
う
な
ぎ
の

蒲
焼
、
す
し
、
麦
飯
、
お
で
ん
、

焼
団
子
、
ぼ
た
餅
、
大
福
、
す
る

め
、
四
文
屋
、
等
々
。

こ
れ
ら
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
食
物

屋
が
街
頭
に
並
び
、
ま
た
、
た
く

さ
ん
の
食
物
行
商
が
独
特
の
売
り

声
を
あ
げ
な
が
ら
市
中
を
売
り
歩

い
た
。

振
売
り
は
町
の
隅
々
ま
で
入
り

込
み
、何
で
も
客
の
注
文
に
応
じ
た
。

魚
屋
は
魚
を
注
文
通
り
さ
ば
い
て
く

れ
た
し
、
豆
腐
屋
も
豆
腐
を
さ
ま
ざ

ま
に
切
っ
て
く
れ
た
。
味
噌
に
刻
み

ネ
ギ
や
い
ろ
い
ろ
な
薬
味
を
入
れ
て

丸
め
た
味
噌
玉
と
い
う
の
も
あ
っ

た
。
こ
れ
に
湯
を
注
げ
ば
た
ち
ま
ち

味
噌
汁
が
出
来
た
。
ま
た
「
三
角
に

切
り
、
豆
腐
、
菜
ま
で
細
か
に
切
り

て
、
直
に
煮
立
る
ば
か
り
に
作
り
、

薬
味
ま
で
取
り
揃
え
、
一
人
前
八
文
づ
つ
」
で
売
っ

た
「
た
た
き
納
豆
」
も
あ
っ
た
。

江
戸
の
人
々
は
こ
れ
ら
各
種
の
外
食
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
三
度
の
食
事
を
つ
く
ら
な

く
て
も
、
き
わ
め
て
便
利
に
や
っ
て
い
け
た
。
江
戸

に
多
か
っ
た
独
身
者
や
小
家
族
な
ら
、
高
い
薪
を
買

っ
て
い
ち
い
ち
煮
炊
き
を
す
る
よ
り
、
外
食
を
し
た

方
が
手
間
も
か
か
ら
ず
、
経
済
的
で
も
あ
っ
た
。

多
く
の
需
要
者
が
生
れ
れ
ば
、
売
手
も
ま
す
ま

す
増
加
し
、
た
が
い
に
味
や
品
質
も
競
い
あ
い
、

技
術
や
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
う

し
た
外
食
産
業
の
な
か
か
ら
今
日
に
伝
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
江
戸
前
料
理
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
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江
戸
の
四
大
料
理
と
い
え
ば
ソ
バ
、
う
な
ぎ
の

蒲
焼
、
天
ぷ
ら
、
に
ぎ
り
ず
し
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ソ
バ
は
元
来
、
主
に
山
村
で
多
く
栽
培
さ
れ
た

作
物
で
、
ソ
バ
が
き
、
か
ゆ
、
餅
、
団
子
の
よ
う

な
形
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
う
ど
ん
を

真
似
た
ソ
バ
切
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
江
戸
の
初
頭
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ソ
バ
切
は
他
の
食
べ
方
よ
り
は
る
か
に
美
味
し
い

が
作
る
の
に
手
間
が
か
か
る
た
め
、
晴
れ
食
で
し
か

食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
山
村
の
晴
れ
食
が
江
戸

の
外
食
と
し
て
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
爆
発
的
な

人
気
を
呼
ん
だ
。
故
郷
で
は
晴
れ
の
日
に
し
か
食
べ

ら
れ
な
か
っ
た
ご
馳
走
が
江
戸
で
は
街
頭
で
安
く
食

べ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。

ソ
バ
切
の
振
売
り
は
十
七
世
紀
の
中
頃
か
ら
登

場
し
て
い
る
。「
け
ん
ど
ん
そ
ば
き
り
と
い
う
も
の

が
で
き
て
、
下
々
買
い
食
う
。
貴
人
に
は
食
う
も

の
な
し
。
こ
れ
も
近
年
、
歴
々
の
衆
も
食
う
」
と
、

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
新
見
正
朝
『
昔
昔

物
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
は
じ
め
は
も

っ
ぱ
ら
下
層
の
人
々
の
食
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、

次
第
に
上
流
階
級
に
も
普
及
し
、
つ
い
に
は
大
奥

に
ま
で
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ソ
バ
は
江
戸
っ
子
の
も
っ
と
も
好
ん
だ
食
物
で
、

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
、
市
中
に
三
七
六

三
軒
の
ソ
バ
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
。
今
日
、
東
京

の
人
口
は
千
二
百
万
人
で
都
内
の
ソ
バ
屋
は
約
五

千
軒
、
江
戸
は
百
万
人
で
約
四
千
軒
も
あ
っ
た
。

し
か
も
こ
れ
に
は
夜
鷹
ソ
バ
の
よ
う
な
振
売
り
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
柳
亭
種
彦
の
『
用
捨
箱
』（
天
保
十
二
年
）

に
よ
る
と
、
江
戸
で
も
う
ど
ん
を
売
る
「
け
ん
ど

ん
屋
」
と
い
う
の
は
十
七
世
紀
半
ば
の
寛
文
年
間

か
ら
あ
っ
た
が
、ソ
バ
屋
と
い
う
の
は
享
保
（
一
七
一

六
〜
一
七
三
六
）
頃
ま
で
な
か
っ
た
と
い
う
。昔
は
う

ど
ん
の
か
た
わ
ら
ソ
バ
を
売
っ
て
い
た
が
、後
に
は

ソ
バ
の
か
た
わ
ら
う
ど
ん
を
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。

江
戸
も
は
じ
め
の
頃
に
は
西
国
か
ら
や
っ
て
き

た
者
が
多
く
、
う
ど
ん
が
愛
好
さ
れ
て
い
た
が
、

後
に
な
る
と
次
第
に
東
国
の
者
が
江
戸
に
集
ま
る

よ
う
に
な
り
、
自
然
と
ソ
バ
の
方
が
好
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
方
の
薄
す
味
の
醤

油
か
ら
関
東
の
濃
口
醤
油
へ
の
転
換
も
そ
う
し
た

動
き
に
照
応
し
て
い
る
。

い
ま
、
も
っ
ぱ
ら
握
り
寿
司
に
使
わ
れ
て
い
る

「
江
戸
前
」
と
い
う
言
葉
は
、
元
来
う
な
ぎ
の
産
地

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
美
味
し

い
う
な
ぎ
は
江
戸
前
に
限
り
、
そ
の
他
地
方
か
ら

く
る
も
の
は
「
旅
う
な
ぎ
」
と
か
「
江
戸
後

う
し
ろ
」
と

か
呼
ん
で
ま
ず
い
安
も
の
を
意
味
し
た
。

江
戸
っ
子
は
江
戸
前
の
う
な
ぎ
の
蒲
焼
を
日
本
一

だ
と
自
慢
し
、「
大
蒲
焼
」
と
呼
ん
だ
。
し
か
し
蒲

焼
は
元
禄
頃
に
京
都
で
生
れ
た
料
理
で
、
十
八
世
紀

の
は
じ
め
に
江
戸
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

上
方
の
蒲
焼
は
う
な
ぎ
を
腹
か
ら
さ
き
、
切
身

を
金
串
に
刺
し
、
素
焼
き
し
た
も
の
を
タ
レ
に
つ

け
て
焼
き
上
げ
る
。

江
戸
で
も
は
じ
め
の
頃
は
そ
の
方
法
を
と
っ
て

い
た
。
だ
が
そ
の
や
り
方
だ
と
脂
肪
が
強
く
て
肉

も
硬
い
た
め
、
江
戸
で
は
新
た
に
「
蒸
し
」
の
技

術
を
加
え
た
。
つ
ま
り
一
度
素
焼
き
し
た
う
な
ぎ

を
一
度
蒸
し
て
か
ら
タ
レ
に
つ
け
、
再
び
火
に
か

け
て
焼
き
上
げ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
余
分
な
脂
肪

も
と
れ
て
、
や
わ
ら
か
く
な
る
の
で
あ
る
。

関
東
の
流
れ
が
ゆ
る
や
か
な
河
川
で
育
つ
う
な
ぎ

は
、
流
れ
の
速
い
関
西
の
う
な
ぎ
よ
り
も
、
川
魚
特

有
の
泥
臭
味
が
強
い
。
だ
が
蒸
し
を
か
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
臭
味
も
抜
け
る
。
そ
の
土
地
で
と
れ
る

う
な
ぎ
の
性
質
に
応
じ
て
、
よ
り
よ
い
美
味
を
引
き

出
そ
う
と
す
る
料
理
人
の
知
恵
で
あ
る
。

蒸
し
を
入
れ
る
た
め
に
は
少
く
と
も
、
三
、
四

本
の
串
を
打
つ
必
要
が
あ
る
。
ま
た
串
を
刺
す
に
は

背
中
か
ら
開
く
方
が
よ
い
。
関
西
の
腹
開
き
、
一
本

串
か
ら
江
戸
の
背
開
き
、
四
本
串
へ
の
変
化
は
蒸
し

の
技
術
に
伴
っ
て
必
然
化
さ
れ
た
。
蒸
し
の
技
術
が

考
え
出
さ
れ
た
の
は
文
政
頃
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
江
戸
の
蒲
焼
は
完
成
し
た
。

タ
レ
も
そ
れ
ま
で
は
醤
油
に
酒
を
あ
し
ら
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
味
醂
を
加
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
江
戸
に
関
東
の
濃

口
醤
油
や
味
醂
が
普
及
し
た
時
期
で
あ
る
。
味
醂

を
加
え
る
こ
と
で
蒲
焼
の
味
や
香
り
や
照
り
が
格

段
に
よ
く
な
っ
た
。
新
し
い
江
戸
前
の
味
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。

土
用
の
丑
の
日
に
う
な
ぎ
を
食
べ
る
風
習
や
、

う
な
丼
な
ど
も
江
戸
で
は
じ
め
ら
れ
た
。
割
箸
の

普
及
も
、
江
戸
の
う
な
ぎ
屋
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

養
殖
に
は
じ
め
て
成
功
し
た
の
も
明
治
十
二
年
の

深
川
で
あ
る
。

い
ま
日
本
を
代
表
す
る
料
理
の
一
つ
と
な
っ
た
天

ぷ
ら
は
、
十
六
世
紀
に
い
わ
ゆ
る
南
蛮
船
に
よ
っ
て

長
崎
に
伝
え
ら
れ
た
西
洋
料
理
第
一
号
で
あ
る
。

徳
川
初
期
に
そ
れ
が
京
都
に
伝
わ
り
、
鯛
の
天

ぷ
ら
が
流
行
し
た
。
そ
の
話
を
き
い
た
家
康
が
そ

れ
を
試
食
し
た
あ
と
胃
を
こ
わ
し
て
死
去
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

大
坂
で
も
魚
肉
の
胡
麻
あ
げ
を
「
つ
け
あ
げ
」

と
称
し
て
辻
売
り
し
て
い
た
。
そ
れ
が
十
八
世
紀

の
末
頃
に
江
戸
に
伝
わ
り
、
天
ぷ
ら
と
称
し
て
街

頭
料
理
の
花
形
と
な
っ
た
。

天
ぷ
ら
は
「
た
ね
七
分
に
腕
三
分
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
た
ね
が
き
め
て
と
な
る
。
高
価
な
鯛

な
ど
で
は
な
く
、
車
え
び
、
あ
な
ご
、
は
ぜ
、
き

す
、
白
魚
、
馬
鹿
貝
な
ど
、
安
く
て
新
鮮
な
江
戸

前
の
小
魚
貝
が
絶
好
の
た
ね
と
な
っ
た
。

美
味
い
ば
か
り
か
栄
養
に
富
み
、
し
か
も
き
わ
め

て
安
価
な
こ
の
街
頭
料
理
に
江
戸
庶
民
は
群
っ
た
。

天
ぷ
ら
は
揚
げ
た
て
を
串
に
さ
し
て
立
食
い
す
る
大

衆
的
な
料
理
で
あ
っ
た
。
お
座
敷
天
ぷ
ら
が
登
場
す

る
の
は
大
正
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

う
な
ぎ
の
蒲
焼
か
ら
生
れ
た
「
江
戸
前
」
の
名

称
は
い
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
握
り
寿
司
に
受
け
つ
が

れ
て
い
る
。

寿
司
の
原
型
は
飯
の
発
酵
作
用
を
利
用
し
た
魚

の
保
存
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
な
れ
鮨
」
と
し

て
い
ま
も
残
っ
て
い
る
が
、
江
戸
の
初
期
頃
に
は

米
の
発
酵
を
待
た
ず
、
飯
に
酢
を
加
え
、
魚
を
の

せ
て
重
石
を
か
け
る
だ
け
で
、
一
晩
ほ
ど
で
出
来

る
「
早
鮨
」
が
つ
く
ら
れ
た
。
上
方
の
「
押
し
鮨
」

で
あ
る
。

江
戸
に
は
十
七
世
紀
の
末
頃
京
都
か
ら
伝
え
ら
れ
、

屋
台
や
振
売
り
で
さ
か
ん
に
売
ら
れ
た
。
す
し
の
世

界
に
革
命
が
起
っ
た
の
は
十
九
世
紀
初
頭
の
文
化
年

間
で
あ
っ
た
。
握
り
ず
し
の
出
現
で
あ
る
。
創
始
者

は
本
所
の
す
し
屋
花
屋
与
兵
ヱ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ひ
と
た
び
握
り
ず
し
が
登
場
す
る
と
そ
れ
ま
で

の
押
し
鮨
は
た
ち
ま
ち
江
戸
か
ら
駆
逐
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
す
し
の
生
命
は
材
料
の
質
で
あ
る
。
す

し
め
し
で
は
多
摩
川
稲
田
堤
の
幸
蔵
米
が
最
高
と

さ
れ
、
江
州
米
、
庄
内
米
も
好
評
で
あ
っ
た
。
酢

は
尾
張
の
半
田
も
の
、
種
は
江
戸
前
の
海
で
と
れ

る
新
鮮
な
小
魚
貝
と
名
物
浅
草
海
苔
で
あ
る
。

「
江
戸
は
す
し
店
が
多
く
、
各
町
内
に
一
、
二

軒
は
あ
っ
た
」
と
『
守
貞
漫
稿
』
は
伝
え
て
い
る
。

天
保
の
末
に
は
稲
荷
ず
し
が
名
古
屋
か
ら
伝
わ

り
大
い
に
流
行
し
た
。「
お
い
な
り
さ
ー
ん
」
と
い

う
振
売
り
の
声
は
よ
く
子
供
た
ち
に
真
似
さ
れ
た
。

き
わ
め
て
簡
単
な
手
法
で
、
米
と
魚
貝
の
絶
妙
な
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コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
出
し
、
日
本
原
産
の
ワ

サ
ビ
を
加
え
た
江
戸
の
握
り
ず
し
は
、
日
本
料
理
の
一

大
傑
作
と
し
て
、
い
ま
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
る
。

江
戸
名
物
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
佃
煮
は
、

大
坂
か
ら
移
住
し
て
き
た
佃
島
の
漁
民
た
ち
の
保

存
食
で
あ
っ
た
。
漁
民
た
ち
が
市
場
で
売
物
に
な

ら
な
い
雑
魚
介
を
煮
つ
め
て
保
存
食
に
し
て
い
た

も
の
を
幕
末
に
な
っ
て
、
目
先
の
き
い
た
商
人
が

改
良
し
、「
佃
煮
」
と
称
し
て
商
品
化
し
た
の
で
あ

る
。
佃
煮
は
美
味
で
、
安
く
、
保
存
が
き
く
こ
と

か
ら
、
江
戸
庶
民
に
歓
迎
さ
れ
、
家
庭
の
常
備
菜

と
し
て
普
及
し
た
。
ま
た
参
勤
交
代
で
帰
国
す
る

諸
大
名
の
家
臣
た
ち
も
、
江
戸
の
良
い
土
産
と
し

て
持
ち
帰
っ
た
た
め
、
全
国
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。

い
ま
全
国
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
素
材
を
用

い
た
独
得
の
佃
煮
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

「
江
戸
っ
子
」
と
い
う
呼
び
方
が
一
般
的
に
な

っ
た
の
は
十
九
世
紀
初
頭
の
文
化
年
間
と
い
わ
れ

る
。
そ
れ
ま
で
は
「
東
っ
子
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。

江
戸
っ
子
の
成
立
は
江
戸
の
味
覚
の
確
立
で
も

あ
っ
た
。
江
戸
の
経
済
力
が
上
方
を
し
の
ぎ
、
文
化

の
中
心
が
上
方
か
ら
江
戸
に
移
っ
て
く
る
時
代
に
な

る
と
、
江
戸
の
食
文
化
も
上
方
の
影
響
を
離
れ
て
独

自
の
味
覚
を
つ
く
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
過
程
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
て
い
る

の
は
基
本
的
調
味
料
の
醤
油
の
歴
史
で
あ
る
。

醤
油
は
戦
国
時
代
に
上
方
で
生
ま
れ
、
江
戸
初

期
に
関
東
に
進
出
し
て
き
た
紀
州
の
漁
民
が
銚
子

に
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
利
根
川
流
域
、
と
く
に
銚
子
や
野
田
で

発
達
し
、
元
禄
頃
か
ら
江
戸
に
進
出
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
享
保
頃
ま
で
は
江
戸
の
醤
油
市

場
の
七
〜
八
割
は
ま
だ
上
方
か
ら
の
下
り
醤
油
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
。
江
戸
も
は
じ
め
の

頃
は
上
方
や
東
海
な
ど

西
国
か
ら
の
移
民
者
が

多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、

関
東
、
甲
信
越
、
東
北

な
ど
東
国
か
ら
の
移
住

者
が
次
第
に
増
加
し
、

江
戸
の
味
覚
も
西
国
の

薄
す
味
か
ら
東
国
の
濃

口
に
変
っ
て
く
る
。

上
方
の
色
を
淡
く
仕

上
げ
か
つ
薄
す
味
の
醤

油
に
対
し
、
関
東
醤
油

は
小
麦
を
多
用
し
た
香

り
高
い
濃
口
醤
油
で
あ

る
。
江
戸
の
味
覚
は
次

第
に
濃
口
醤
油
に
移
っ

て
き
た
。

文
政
四
年
（
一
八
二

一
）
に
は
江
戸
に
移
入

さ
れ
た
醤
油
一
二
五
万

樽
の
う
ち
、
上
方
か
ら

の
下
り
醤
油
は
わ
ず
か

二
万
樽
で
、
そ
の
他
は

す
べ
て
関
東
醤
油
が
占

め
て
い
る
。
さ
ら
に
幕

末
に
な
る
と
江
戸
の
醤

油
は
ほ
と
ん
ど
関
東
の

濃
口
醤
油
が
独
占
す
る

に
い
た
っ
た
。

江
戸
で
発
達
し
た
調

味
料
に
は
濃
口
醤
油
と

な
ら
ん
で
味
醂
が
あ
る
。
化
政
時
代
か
ら
流
山
を
産

地
と
す
る
関
東
白
味
醂
「
流
山
味
淋
酒
」
が
江
戸
川

の
水
運
に
よ
っ
て
江
戸
に
進
出
し
て
き
た
。

『
守
貞
漫
稿
』
は
鰹
節
だ
し
に
味
醂
酒

を
加
え
る
の
が
、
上
方
に
対
す
る
江
戸
の

調
味
の
特
徴
だ
と
記
し
て
い
る
。
材
料
の

肉
質
を
緊
密
に
し
て
仕
上
り
の
光
沢
を
増

す
味
醂
の
活
用
は
江
戸
調
理
技
術
の
発
展

を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
蒲
焼
の

タ
レ
に
も
佃
煮
に
も
味
醂
は
不
可
欠
の
素

材
と
な
っ
た
。

う
ど
ん
か
ら
そ
ば
へ
、
押
し
鮨
か

ら
握
り
ず
し
へ
、
薄
い
味
の
醤
油
か

ら
濃
口
醤
油
へ
等
々
、
江
戸
前
料
理

と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
江
戸
の
味
覚
が

成
立
し
て
く
る
の
は
や
は
り
江
戸
の

後
期
の
こ
と
で
あ
る
。

牛
鍋
に
代
表
さ
れ
る
肉
食
は
文
明
開
化

の
象
徴
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
が
日
本
に

受
容
さ
れ
た
と
き
に
は
伝
統
的
な
日
本
の

調
理
法
に
よ
り
、
そ
の
素
材
の
入
れ
替
え

の
形
を
と
っ
た
。
牛
鍋
、
牛
肉
の
刺
身
、

塩
焼
、
佃
煮
な
ど
は
す
べ
て
昔
か
ら
の
和

食
の
食
法
で
あ
る
。
牛
め
し
も
深
川
め
し

の
貝
を
牛
肉
に
変
え
た
だ
け
。
牛
鍋
は
や

が
て
日
本
の
代
表
的
料
理
と
し
て
の
ス
キ

焼
と
な
る
。

文
明
開
化
で
い
ろ
い
ろ
な
西
洋
料
理
が

入
っ
て
き
た
が
、
実
際
に
そ
れ
を
つ
く
る

に
は
、
ま
ず
そ
の
た
め
の
素
材
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
牛
肉
は
和
牛
で
も
よ

か
っ
た
が
、
牛
乳
は
乳
牛
を
輸
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
豚
肉
も
養
豚
か
ら
は
じ
め
る
必
要

が
あ
っ
た
。
野
菜
に
し
て
も
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
玉
ネ

ギ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
マ
ト
な
ど
新
し
い
西
洋
野

菜
が
栽
培
さ
れ
一
般
に
出
廻
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

食
材
ば
か
り
で
な
く
、
フ
ラ
イ
パ
ン
も
天
火
も

な
い
当
時
、
西
洋
料
理
を
つ
く
ろ
う
と
す
れ
ば
ど

う
し
て
も
日
本
の
条
件
に
あ
わ
せ
た
変
形
を
加
え

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
な
か
な
か
日
本
人
の
味
覚
に
あ
わ
な

か
っ
た
パ
ン
が
普
及
し
は
じ
め
た
の
は
、「
和
魂
洋

才
の
精
華
」
と
絶
賛
さ
れ
た
「
ア
ン
パ
ン
」
か
ら

で
あ
る
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）、
銀
座
木
村
屋

が
試
み
た
、
伝
統
の
ア
ン
を
入
れ
て
西
洋
の
パ
ン

を
食
べ
る
工
夫
が
庶
民
の
味
覚
と
好
奇
心
に
マ
ッ

チ
し
て
爆
発
的
な
ブ
ー
ム
を
呼
ん
だ
。

他
に
も
和
洋
混
合
の
珍
食
、
奇
食
が
続
々
と
現

わ
れ
た
。
た
と
え
ば
カ
レ
ー
の
味
噌
汁
、
里
い
も

フ
ラ
イ
、
ど
じ
ょ
う
の
ト
マ
ト
シ
チ
ュ
ー
、
冷
奴

に
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
、
刺
身
に
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
、
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
お
こ
し
、
ジ
ャ
ム
最
中
、
等
々
。

こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
な
か
か
ら
や
が
て
日
本
の

食
事
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
各
種
の
「
洋
食
」
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
、
ト

ン
カ
ツ
、
コ
ロ
ッ
ケ
は
三
大
洋
食
と
い
わ
れ
る
。

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
は
明
治
の
は
じ
め
か
ら
紹
介
さ

れ
て
い
た
が
、
広
く
普
及
し
は
じ
め
る
の
は
即
席

カ
レ
ー
が
登
場

し
た
明
治
末
期

か
ら
で
あ
る
。

カ
レ
ー
は
米
飯

に
格
好
の
料
理

で
、
し
か
も
ス

プ
ー
ン
だ
け
で

気
軽
に
食
べ
ら

れ
る
洋
食
と
し

13
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て
圧
倒
的
な
庶
民
の
人
気
を
博
し
た
。

西
洋
料
理
の
「
ポ
ー
ク
カ
ツ
レ
ツ
」
に
キ
ャ
ベ

ツ
の
せ
ん
切
り
を
添
え
て
売
り
出
し
た
の
は
銀
座

煉
瓦
亭
で
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
と
い
わ

れ
て
い
る
。
西
洋
の
カ
ツ
レ
ツ
は
薄
く
の
ば
し
た

肉
を
少
量
の
油
を
ひ
い
て
焼
き
あ
げ
る
も
の
で
あ

る
が
、
昭
和
初
頭
の
東
京
で
は
分
厚
い
豚
肉
を
天

ぷ
ら
の
よ
う
に
大
量
の
油
の
な
か
で
揚
げ
た
も
の

を
「
ト
ン
カ
ツ
」
と
称
し
て
売
り
出
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
ポ
ー
ク
カ
ツ
レ
ツ
は
ナ
イ
フ
と
フ

ォ
ー
ク
で
食
べ
た
が
、
ト
ン
カ
ツ
は
は
じ
め
か
ら

適
当
に
切
っ
て
あ
り
、
箸
で
食
べ
ら
れ
る
気
軽
な

洋
食
と
し
て
広
く
普
及
し
た
。

コ
ロ
ッ
ケ
の
原
型
は
「
ク
ロ
ケ
ッ
ト
」
で
あ
る
。

日
本
で
は
は
じ
め
挽
肉
器
が
な
く
、
肉
を
庖
丁
で

た
た
い
て
細
か
く
し
た
り
、
パ
ン
粉
も
な
い
の
で

い
ち
い
ち
パ
ン
を
砕
い
て
つ
く
っ
て
い
た
が
、
明

治
の
末
頃
に
な
っ
て
挽
肉
器
も
パ
ン
粉
も
現
わ
れ
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
増
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
日

本
独
特
の
イ
モ
コ
ロ
ッ
ケ
が
出
来
上
っ
た
。
さ
ら

に
伝
統
的
な
醤
油
技
術
に
よ
っ
て
日
本
人
の
味
覚

に
あ
っ
た
ソ
ー
ス
も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
に
お
い
と
と
も
に
コ
ロ
ッ
ケ
は
最
も
安
い
洋

食
と
し
て
急
速
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
洋
食
に
は
一
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。

ま
ず
米
飯
に
よ
く
あ
う
こ
と
。
そ
し
て
ス
プ
ー
ン

や
箸
だ
け
で
気
軽
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
米
飯
中
心
の
食
体
系
の
な
か
に
、
西
洋

の
料
理
が
和
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
と
り
入
れ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
料
理
は
「
洋
食
」
と
い
う

日
本
独
自
の
新
し
い
料
理
と
な
っ
て
発
展
し
た
。

ま
た
支
那
ソ
バ
、
ワ
ン
タ
ン
な
ど
の
中
華
料
理

も
大
正
末
頃
か
ら
急
速
に
普
及
し
て
き
た
。

こ
う
し
て
大
正
末
の
東
京
の
食
事
は
、
全
国
の

食
の
集
大
成
で
あ
っ
た
江
戸
以
来
の
和
食
に
、

洋
食
、
中
華
な
ど
の
外
来
料
理
を
加
え
た
混
合
食

と
し
て
成
立
し
て
き
た
。

伝
統
的
和
食
に
洋
食
、
華
食
を
と
り
入
れ
た
日

本
の
食
形
態
を
柳
田
国
男
は
「
世
界
無
類
の
多
様

な
食
」
と
呼
ん
だ
。

た
し
か
に
日
本
の
食
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
た
と

え
ば
南
極
越
冬
の
食
料
で
も
欧
米
隊
で
は
せ
い
ぜ
い

三
百
種
程
だ
が
、
日
本
隊
で
は
七
五
〇
種
類
に
も
の

ぼ
る
と
い
う
。
料
理
法
だ
け
で
な
く
食
材
が
豊
富
な

の
で
あ
る
。

「
飛
ぶ
も
の
は
飛
行
機
以
外
は
何
で
も
、
四
足
は

机
以
外
な
ら
何
で
も
食
べ
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
食

材
の
多
さ
を
誇
る
中
華
料
理
で
も
、
そ
の
食
材
は
約

八
百
種
類
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
食

材
は
約
千
四
百
種
に
も
達
す
る
と
い
う
。

日
本
食
の
特
徴
は
そ
う
し
た
多
様
な
素
材
に
な

る
べ
く
手
を
加
え
ず
、
素
材
そ
の
も
の
の
味
を
生

か
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
素
材
の
味
を
生
か
す
に
は

新
鮮
な
素
材
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
年
空
輸
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
運
輸
や
真
空
、

冷
凍
な
ど
の
保
存
技
術
の
発
達
が
新
鮮
素
材
の
広

域
流
通
を
可
能
に
し
た
。

成
田
空
港
に
は
生
魚
や
生
鮮
野
菜
な
ど
が
世
界
中

か
ら
飛
ん
で
く

る
。
刺
身
か
ら

大
根
お
ろ
し
ま

で
真
空
パ
ッ
ク

で
や
っ
て
く
る
。

築
地
市
場
の
魚

も
海
外
ま
で
運

ば
れ
る
時
代
で

あ
る
。
築
地
で

仕
入
れ
た
高
級
魚
を
手
荷
物
と
し
て
預
け
、
バ
ン
コ

ッ
ク
に
飛
ん
で
寿
司
屋
に
卸
す
「
か
つ
ぎ
屋
」
も
現

わ
れ
た
。

そ
う
し
た
各
種
の
技
術
革
新
が
生
鮮
素
材
を
活

か
す
日
本
食
の
海
外
進
出
の
背
景
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
世
界
的
な
食
の
健
康
志
向
が
そ
れ
を
助
長

し
て
い
る
。

欧
米
人
か
ら
見
る
と
日
本
人
は
煙
草
を
た
く
さ

ん
吸
い
、
夜
遅
く
ま
で
酒
を
飲
み
、
ろ
く
に
ス
ポ

ー
ツ
も
し
な
い
く
せ
に
、
肥
満
も
少
な
く
寿
命
も

長
い
、
そ
れ
は
食
事
が
良
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
ら
し
い
。

栄
養
過
多
に
よ
る
病

気
の
増
大
に
悩
む
欧

米
で
は
和
食
を
基
本

と
し
て
栄
養
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
日
本
食

が
理
想
的
な
食
形
態

と
さ
れ
て
い
る
。

「
理
想
的
な
」
食

事
を
し
て
い
る
日
本

人
は
そ
の
高
度
な
技

術
力
に
よ
っ
て
世
界
の
経
済
大
国
に
発
展
し
て
き

た
。
経
済
力
ば
か
り
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
日

本
の
文
化
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。「
日
本
人
は
頭

が
よ
い
。
そ
れ
は
魚
を
食
べ
る
か
ら
だ
」
と
い
う

欧
米
人
に
よ
く
出
会
う
。

技
術
革
新
、
健
康
志
向
、
経
済
発
展
―
―
そ
れ

ら
の
諸
条
件
が
重
な
っ
て
、
寿
司
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
食
が
海
外
に
進
出
し
は
じ
め
た
。

中
華
料
理
は
大
衆
食
だ
が
、
日
本
食
は
高
級
食

で
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
お

り
、
比
較
的
高
学
歴
で
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い

る
若
年
層
が
主
な
顧
客
で
あ
る
。

し
か
し
本
来
の
日
本
食
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
寿
司
に
し

て
も
ア
ボ
カ
ド
と
カ
ニ
カ
マ
を
巻
く
「
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
ロ
ー
ル
」
を
は
じ
め
、
天
ぷ
ら
巻
き
、
ク

ロ
ワ
ッ
サ
ン
に
寿
司
め
し
を
は
さ
ん
だ
も
の
、
フ

ォ
ア
グ
ラ
の
寿
司
な
ど
、
日
本
人
が
び
っ
く
り
す

る
よ
う
な
奇
食
珍
食
が
続
出
し
て
い
る
。

食
べ
方
も
変
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス

人
は
回
転
寿
司
屋
で
、
ま
ず
前
菜
に
ワ
カ
メ
の
酢

の
も
の
を
と
り
、
赤
ワ
イ
ン
で
寿
司
を
つ
ま
み
、

レ
タ
ス
の
サ
ラ
ダ
、
チ
ー
ズ
、
パ
ン
な
ど
を
と
り
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
デ
ザ
ー
ト
と
、
コ
ー
ヒ
ー
で

締
め
る
と
い
っ
た
具
合
だ
と

い
う
。

い
わ
ば
自
国
の
伝
統
的
な
食

体
系
の
な
か
に
日
本
食
を
ア
レ

ン
ジ
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
文
明
開
化
の

日
本
で
西
洋
料
理
を
和
風
洋
食

に
変
形
さ
せ
て
受
け
入
れ
て
い

た
の
と
同
じ
だ
。

ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
料
理
を

中
心
に
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
料

理
を
融
合
さ
せ
る「
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
・
レ
ス
ト
ラ
ン
」

が
人
気
を
呼
ん
で
い
る
と
い
う
。

そ
も
そ
も
食
文
化
と
は
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
異
な
っ
た
食
が
交
流
し
融
合
し
あ
い
な
が
ら
発

達
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

ち
ょ
う
ど
江
戸
の
食
が
諸
国
の
郷
土
料
理
の
集

大
成
と
し
て
発
達
し
、
そ
れ
に
西
洋
・
中
国
な
ど

の
料
理
が
和
風
に
変
形
さ
れ
て
日
本
食
に
組
み
こ

ま
れ
、
今
日
の
日
本
型
の
食
生
活
が
出
来
上
っ
て

き
た
よ
う
に
。

そ
し
て
日
本
食
と
し
て
の
江
戸
の
味
が
い
ま
世

界
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

14

日
本
型
食
生
活
と
海
外
進
出
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