
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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江
戸
は
食
の
大
衆
消
費
都
市

江戸日本橋・魚市（『江戸名所図会』）

見立番付：文久元年（1861）版『会席献立料理通』

先
進
的
な
外
食
文
化



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
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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

スイス・バーゼルのスーパーで買ったパック寿司（筆者撮影）
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