
日
本
の
食
の
歴
史
は
外
来
食
の
受
容
と
変

容
の
歴
史
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
弥
生
時
代
の
米
食
文
化
流
入

以
来
、
唐
風
の
大
饗
料
理
、
鎌
倉
時
代
の

精
進
料
理
、
戦
国
末
期
の
南
蛮
料
理
な
ど
、

次
々
と
異
国
の
食
文
化
を
受
容
し
、
日
本

的
な
風
土
と
味
覚
に
あ
わ
せ
て
た
く
み
に

変
容
さ
せ
つ
つ
、
ま
る
で
は
じ
め
か
ら
あ

っ
た
か
の
よ
う
に
き
わ
め
て
自
然
な
形
で
、

自
分
た
ち
の
食
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
て

き
た
歴
史
で
あ
る
。

そ
う
し
て
江
戸
時
代
に
完
成
し
た
食
が
い

わ
ゆ
る
「
和
食
」
で
あ
る
。
そ
の
和
食
に
さ

ら
に
大
き
な
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

開
国
・
文
明
開
化
に
と
も
な
う
西
洋
食
文
化

の
流
入
で
あ
る
。

食
だ
け
で
な
く
、
社
会
も
文
物
も
大
き
く

変
っ
た
。
一
度
変
化
し
は
じ
め
る
と
日
本
社

会
の
変
わ
り
方
は
速
く
激
し
い
。

明
治
初
年
の
俗
謡
は

「
半
髪
頭
ヲ
タ
タ
イ
テ
ミ
レ
バ
因
循
姑
息

ノ
音
ガ
ス
ル
。
惣
髪
頭
ヲ
タ
タ
イ
テ
ミ
レ
バ

王
政
復
古
ノ
音
ガ
ス
ル
。
ジ
ャ
ン
ギ
リ
頭
ヲ

タ
タ
イ
テ
ミ
レ
バ
文
明
開
化
ノ
音
ガ
ス
ル
。」

と
う
た
っ
た
。

チ
ョ
ン
マ
ゲ
の
よ
う
な
奇
異
な
姿
は
外
国

に
は
見
ら
れ
な
い
と
、
散
髪
脱
刀
令
が
出
さ

れ
た
の
は
明
治
四
年
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に

赤
白
青
の
左
巻
き
看
板
を
出
し
た
理
髪
店
が

い
く
つ
も
開
店
し
て
い
た
と
い
う
。
天
皇
も

早
速
散
髪
と
な
り
、
明
治
八
年
に
は
東
京
市

内
の
散
髪
者
は
二
五
％
、十
年
に
は
六
〇
％
、

二
十
年
頃
に
は
も
は
や
チ
ョ
ン
マ
ゲ
は
見
ら

れ
な
く
な
っ
た
。

ま
ち
に
は
馬
車
や
人
力
車
が
走
り
、
明
治

五
年
に
は
鉄
道
も
開
業
。
七
年
に
は
ガ
ス
灯

も
と
も
っ
た
。
世
の
中
は
急
激
に
変
わ
り
つ

つ
あ
っ
た
。
食
生
活
の
変
化
も
そ
う
し
た
状

況
の
中
で
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
食
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
西
洋
の
食
文
化

が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
変
容
を
と
げ
て

き
た
の
か
、
以
下
そ
の
歴
史
過
程
を
た
ど
っ

て
み
よ
う
。

パ
ン

明
治
の
は
じ
め
に
流
行
っ
た
『
開
化
尻
取

り
唄
』
は
「
パ
ン
に
牛
肉
、
牛
の
乳
」
と
歌

っ
て
い
る
。

ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
パ
ン
に
つ
い
て
、

一
八
世
紀
末
の
大
槻
磐
水
『
蘭
説
弁
惑
』
は

こ
う
記
し
て
い
る
。

「
オ
ラ
ン
ダ
人
は

常
食
に
パ
ン
と
い
う

も
の
を
食
べ
る
由
。

何
を
も
っ
て
作
る
も

の
か
。
こ
れ
は
小
麦

の
粉
に
甘
酒
を
入

れ
、
練
り
あ
わ
せ
て

蒸
焼
き
に
し
た
も
の

で
、
朝
夕
の
食
は
こ

れ
で
あ
る
。」

パ
ン
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
で
戦
国
末
期
に

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教

師
が
も
た
ら
し
た
。

日
本
の
パ
ン
食
の
元

祖
は
織
田
信
長
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
パ
ン
は

「
餡
な
し
饅
頭
」
、

「
蒸
餅
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
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江
戸
で
完
成
を
み
た
和
食
が
、
和
風
洋
食
・
中
華
食
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く

異
国
食
の
受
容
と
変
容
―
―
新
た
な
食
文
化
の
受
け
入
れ
と
普
及
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幕
末
開
港
後
、
横
浜
で
は
外
国
人
相
手
の

パ
ン
屋
が
出
現
し
て
い
た
が
、
東
京
で
は
明

治
元
年
の
風
月
堂
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
年

風
月
堂
は
会
津
戦
争
の
た
め
薩
摩
藩
の
軍
用

パ
ン
を
製
造
し
た
。
明
治
八
年
頃
か
ら
は
ビ

ス
ケ
ッ
ト
等
の
洋
菓
子
を
作
り
、
日
本
に
お

け
る
洋
菓
子
の
創
始
者
と
な
っ
た
。

明
治
二
年
に
は
芝
に
木
村
屋
、
下
谷
に
文

明
軒
、
三
年
に
は
精
養
軒
の
パ
ン
部
と
鉄
砲

洲
の
蔦
本
が
開
業
し
た
。

当
時
は
ま
だ
培
養
イ
ー
ス
ト
菌
を
用
い
る

近
代
的
な
パ
ン
づ
く
り
は
行
わ
れ
て
お
ら

ず
、
も
っ
ぱ
ら
職
人
の
勘
と
技
術
で
、
ホ
ッ

プ
等
で
パ
ン
生
地
の
発
酵
を
う
な
が
し
て
い

た
。
原
料
は
舶
来
粉
を
わ
ざ
わ
ざ
横
浜
ま
で

買
出
し
に
行
っ
た
。「
メ
リ
ケ
ン
粉
」
の
名

は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
。

明
治
七
年
「
和
魂
洋
才
の
精
華
」
と
い
わ

れ
た
木
村
屋
の
ア
ン
パ
ン
が
爆
発
的
ブ
ー
ム

を
呼
ん
だ
が
、
こ
う
し
た
菓
子
パ
ン
以
外
に

は
パ
ン
食
は
な
か
な
か
普
及
し
な
か
っ
た
。

パ
ン
が
売
れ
た
の
は
主
に
軍
隊
か
学
校
ぐ
ら

い
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
東
京
の
パ
ン
屋
は

明
治
一
五
年
に
は
一
一
六
軒
に
達
し
た
。
当

時
パ
ン
の
値
段
は
半
斤
で
二
銭
五
厘
、
ソ
バ

屋
の
「
も
り
」、「
か
け
」
は
一
銭
だ
っ
た
。

正
岡
子
規
に
「
パ
ン
売
の
太
鼓
も
鳴
ら
ず

日
の
永
き
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
そ
の
頃
の

パ
ン
売
は
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
に
燕
尾
服
で
太
鼓

を
鳴
ら
し
て
売
っ
て
歩
い
た
。

漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
苦
沙
弥
先

生
の
家
で
は
毎
朝
パ
ン
を
食
べ
る
が
、
そ
の

パ
ン
は
砂
糖
を
つ
け
て
食
べ
て
い
た
。
ジ
ャ

ム
が
普
及
し
始
め
る
の
は
日
露
戦
争
頃
か
ら

で
、
主
に
イ
チ
ゴ
ジ
ャ
ム
で
あ
っ
た
。

明
治
二
三
年
に
は
米
価
が
高
騰
し
、
代
用

食
と
し
て
の
「
つ
け
焼
パ
ン
」
の
露
店
が
大

繁
昌
し
た
。
こ
れ
は
下
等
な
小
麦
粉
の
食
パ

ン
に
醤
油
、
味
噌
、
き
な
粉
、
蜜
な
ど
を
つ

け
て
焼
い
た
も
の
で
、
一
切
れ
五
厘
の
安
さ

で
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
。
だ
が
米
価
が
下
る

と
た
ち
ま
ち
売
れ
行
き
は
半
減
し
、
代
っ
て

一
膳
飯
や
牛
飯
屋
が
激
増
し
た
。
パ
ン
は
ま

だ
米
飯
の
代
用
食
で
し
か
な
か
っ
た
。

パ
ン
の
需
要
が
急
激
に
増
え
た
の
は
第
一

次
世
界
大
戦
後
で
、
昭
和
初
年
ま
で
の
間
に

小
麦
粉
の
消
費
は
三
〇
倍
に
も
な
っ
た
。
昭

和
三
年
東
京
朝
日
新
聞
は
こ
ん
な
記
事
を
載

せ
て
い
る
。

「
製
粉
技
術
の
進
歩
に
つ
れ
、
パ
ン
は
だ

ん
だ
ん
色
白
に
な
っ
た
。
栄
養
分
が
取
ら
れ

て
行
く
の
は
一
向
御
存
じ
な
い
。
近
頃
欧
米

で
は
明
治
初
年
に
日
本
が
麩
の
混
っ
た
粉
で

致
し
方
な
く
造
っ
た
黒
パ
ン
が
流
行
し
て
い

る
。
白
パ
ン
は
栄
養
価
値
が
ゼ
ロ
だ
と
い
う

の
だ
。
何
で
も
欧
米
か
ぶ
れ
し
て
新
し
が
る

日
本
人
は
ど
う
す
る
の
か
。
と
に
か
く
パ
ン

は
自
力
で
は
普
及
せ
ず
、
戦
争
と
か
米
価
暴

騰
な
ど
の
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
伸
び
て
ゆ

く
。
哀
れ
な
も
の
よ
。」

牛
肉

牛
肉
は
文
明
開
化
の
象
徴
で
あ
っ
た
。「
牛

鍋
食
わ
ね
ば
開
け
ぬ
奴
」（『
安
愚
楽
鍋
』
明

治
四
年
）。
牛
鍋
を
食
べ
る
か
食
べ
な
い
か
が

開
化
人
と
旧
時
代
人
の
分
れ
道
と
さ
れ
た
。

と
に
か
く
千
二
百
年
も
の
間
、
家
畜
肉
食

の
禁
忌
を
続
け
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
、
牛
肉

を
食
べ
る
こ
と
に
は
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
。

江
戸
で
は
じ
め
て
牛
肉
屋
を
開
い
た
の
は

中
川
嘉
兵
衛
の
中
川
屋
で
あ
る
。
彼
は
幕
末

か
ら
高
輪
で
牛
肉
屋
を
始
め
、
毎
日
横
浜
か

ら
牛
肉
を
買
っ
て
き
て
江
戸
の
各
国
公
使
館

に
売
り
込
ん
で
い
た
。
彼
は
な
ん
と
か
江
戸

に
屠
牛
場
を
設
け
た
い
と
思
っ
た
が
ど
こ
も

土
地
を
貸
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
か
っ
た
。

漸
く
親
類
の
芝
白
金

村
の
名
主
に
頼
ん
で

畑
を
借
り
屠
牛
を
し

た
が
、
た
ち
ま
ち
村

が
穢
れ
る
と
村
人
た

ち
が
騒
ぎ
だ
し
、
や

む
な
く
村
は
ず
れ
の

芦
原
に
移
転
し
た
。

石
井
研
堂
『
明
治

事
物
起
原
』
は
そ
の

頃
の
様
子
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

「
当
時
、
牛
を
屠

る
の
は
大
変
な
騒
ぎ

に
て
、
穢
れ
ぬ
や
う

に
と
青
竹
を
四
本
立
て
、
御
幣
を
結
び
、
注
連
を

張
り
、
そ
の
中
へ
牛
を
繋
ぎ
掛
矢
に
て
一
つ
ゴ
ツ

ン
と
撲
殺
せ
る
も
の
な
り
。
今
日
の
如
く
骨
の
間

の
肉
ま
で
削
り
取
る
如
き
器
用
の
こ
と
な
く
、
ホ

ン
の
上
肉
だ
け
を
取
り
残
余
は
み
な
土
中
深
く
埋

め
、
お
経
を
上
げ
る
と
い
う
始
末
な
り
し
。」

屠
牛
場
は
ど
う
に
か
で
き
て
も
、
わ
ず
か
な

外
国
人
以
外
に
牛
肉
の
買
手
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
せ
い
ぜ
い
牛
肉
奨
励
者
福
沢
諭
吉
の
慶

応
義
塾
の
学
生
た
ち
が
買
う
程
度
で
あ
っ
た
。

中
川
屋
は
牛
肉
が
腐
ら
な
い
う
ち
に
片
端
か
ら

切
り
き
ざ
ん
で
佃
煮
を
作
り
、
竹
の
皮
に
包
ん

で
塾
に
売
り
に
行
っ
た
。
だ
が
塾
に
入
る
時
に

は
門
番
が
切
り
火
を
し
、
賄
所
に
も
入
れ
ず
、

窓
か
ら
牛
肉
を
渡
し
代
金
を
受
取
っ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
中
川
屋
は
牛
肉
を
売
る
だ
け
で

は
な
く
、
芝
の
海
岸
に
や
っ
と
一
軒
の
貸
家

を
見
つ
け
て
牛
鍋
屋
を
開
業
し
た
が
客
は
少

な
か
っ
た
。
牛
鍋
が
流
行

は

や

り
出
し
た
の
は
明

治
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
年
『
新
聞
雑
誌
』
は
明
治
天
皇
の
肉

食
解
禁
を
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。
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明治中期のパン屋の仮装

牛鍋をつっつくザンギリ頭の客（『牛店雑談安愚楽鍋』）



「
我
朝
に
し
て
は
中
古
以
来
肉
食
を
禁
ぜ

ら
れ
し
に
、
恐
れ
多
く
も
天
皇
謂
れ
な
き
儀

に
思
召
し
、
自
今
肉
食
を
遊
ば
さ
る
る
旨
宮

に
て
御
定
め
あ
り
た
り
。」

禁
忌
が
取
り
払
わ
れ
る
と
肉
食
も
広
が
り
を

み
せ
た
。
明
治
初
年
、
東
京
の
屠
牛
頭
数
は
一

日
一
・
五
頭
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
五
年
に
は

二
〇
頭
に
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
頭
分
の
牛
肉

は
、
一
人
当
り
一
〇
〇
グ
ラ
ム
ず
つ
食
べ
る
と

す
れ
ば
約
一
万
五
千
人
分
に
な
る
。

冷
蔵
技
術
の
な
か
っ
た
当
時
生
肉
を
遠
く

か
ら
運
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
生
体
の
ま
ま
運

ん
で
消
費
地
で
屠
殺
し
た
。
牛
は
遠
距
離
の

歩
行
に
耐
え
る
。
東
京
で
も
っ
と
も
評
価
の

高
か
っ
た
の
は
神
戸
牛
だ
っ
た
が
、
津
軽
、

会
津
、
出
雲
、
信
州
、
伊
豆
等
か
ら
も
牛
が

運
ば
れ
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
て
豚
は
長
距
離
を
歩
け
な
い

の
で
消
費
地
近
く
で
飼
養
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
東
京
で
も
市
内
各
所
で
養
豚
が

行
わ
れ
屠
殺
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
明
治
五

年
に
は
人
家
稠
密
地
域
で
の
牛
豚
飼
養
禁
止

令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

豚
の
飼
料
に
は
主
に
残
飯
類
と
豆
腐
、
醤

油
、
餡
な
ど
の
搾
滓
、
甘
藷
の
切
屑
な
ど
が

用
い
ら
れ
た
。

豚
肉
の
消
費
も
徐
々
に
増
加
し
た
が
、
日

本
の
食
肉
の
中
心
は
牛
肉
で
、
豚
肉
の
消
費

が
牛
肉
を
上
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦

後
一
九
六
〇
年
以
降
で
あ
る
。
明
治
初
年
の

頃
は
肉
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
牛
肉
で
あ
っ
た
。

牛
乳

牛
肉
は
和
牛
で
も
良
か
っ
た
が
牛
乳
は
乳

牛
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
開

港
後
、
横
浜
の
外
国
人
の
間
で
は
入
港
し
た

外
国
船
か
ら
乳
牛
を
買
取
り
、
自
家
で
搾
乳

し
て
い
た
。
日
本
人
も
そ
こ
で
搾
乳
法
を
学

び
自
分
で
搾
乳
業
を
始
め
る
者
が
出
て
き
た
。

は
じ
め
は
士
族
が
多
か
っ
た
が
、
大
官
貴

顕
の
間
か
ら
も
文
明
開
化
の
新
事
業
と
し
て

搾
乳
業
に
乗
り
出
す
者
が
続
出
し
た
。
榎
本

武
揚
、
大
島
圭
介
が
神
田
、
松
方
正
義
が
三

田
、
山
県
有
朋
が
麹
町
、
由
利
公
正
が
京
橋

で
そ
れ
ぞ
れ
搾
乳
業
を
始
め
た
。
都
心
部
は

ま
る
で
牧
場
だ
ら
け
に
な
っ
た
が
、そ
れ
で

も
牛
乳
を
飲
む
者
は
少
な
か
っ
た
。

明
治
四
年
に
は
天
皇
が
毎
日
牛
乳
を
飲
む

こ
と
を
報
じ
た
り
、
初
代
軍
医
総
監
に
な
っ

た
松
本
順
が
人
気
の
女
形
俳
優
沢
村
田
之
助

に
吉
原
で
牛
乳
を
飲
ま
せ
た
り
し
て
大
い
に

牛
乳
の
普
及
を
図
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
牛
乳
は
な
か
な
か
売
れ
ず
、
わ

ず
か
一
合
の
牛
乳
を
売
る
た
め
に
六
、
七
里

も
配
達
し
た
。
配
達
は
牛
乳
鑵
に
漏
斗
と
杓

子
を
持
参
し
、
客
の
容
器
に
注
ぎ
入
れ
た
。

計
り
売
り
で
あ
る
。
値
段
は
明
治
初
年
で
一

合
五
銭
前
後
で
あ
っ
た
。

搾
乳
業
者
が
困
っ
た
の
は
種
牛
が
い
な
か
っ

た
こ
と
で
、
町
を
通
る
荷
車
の
牡
牛
を
頼
ん
で
種

付
け
を
し
た
り
し
た
。
そ
の
う
ち
警
視
庁
か
ら
搾

乳
に
牡
牛
は
不
要
だ
か
ら
牡
牛
を
飼
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
命
令
ま
で
出
さ
れ
た
。
驚
い
た
業
者

た
ち
が
懸
命
に
説
明
し
て
、
乳
牛
は
交
尾
、
分
娩

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
乳
を
出
す
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
や
っ
と
理
解
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
明
治
八
年
、

「
東
京
牛
乳
搾
り
取
り
組
合
」
が
結
成
さ
れ

た
が
、
組
合
員
は
二
〇
名
で
あ
っ
た
。
明
治

一
一
年
に
は
四
六
名
に
増
加
、
搾
乳
量
も
一

日
約
二
〇
石
か
ら
二
〇
〇
〇
石
に
増
大
し
て

い
る
。
府
民
一
人
当
り
年
間
消
費
量
も
明
治

一
五
年
の
二
・
七
五
合
か
ら
一
九
年
の
四
・

一
六
合
と
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
増
え
て
い

っ
た
。
し
か
し
増
え
た
と
い
っ
て
も
年
間
わ

ず
か
四
合
に
す
ぎ
ず
、
牛
乳
は
ま
だ
ご
く
一

部
の
人
々
の
間
で
の
み
飲
ま
れ
て
い
た
。
主

な
消
費
者
は
イ
ン
テ
リ
層
や
病
人
と
母
乳
を

飲
め
な
い
乳
幼
児
な
ど
で
あ
っ
た
。

正
岡
子
規
は
牛
乳
が
好
き
で
明
治
三
四
年

の
『
仰
臥
漫
録
』
の
中
で
「
こ
の
頃
は
一
日

の
牛
乳
三
合
必
ず
コ
コ
ア
を
交
ぜ
る
」
と
記

し
て
い
る
。

長
崎
の
グ
ラ
バ
ー
邸
に
「
西
洋
料
理
発
祥

の
碑
」
と
い
う
石
碑
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に

刻
ま
れ
て
い
る
。

「
わ
が
国
西
洋
料
理
の
歴
史
は
、
十
六
世

紀
中
頃
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
来
航
に
始
ま
り
、
西

洋
料
理
の
味
と
技
は
鎖
国
時
代
唯
一
の
開
港
地

長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
屋
敷
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。

一
八
〇
〇
年
代
に
い
た
り
、
横
浜
、
神
戸
、
函

館
な
ど
が
開
港
さ
れ
、
次
第
に
普
及
し
、
更
に

東
京
を
中
心
に
国
内
に
大
き
く
輪
を
広
げ
、
日

本
人
の
食
生
活
に
融
和
さ
れ
現
在
の
隆
盛
と
な

っ
た
。
こ
こ
に
西
洋
料
理
わ
が
国
発
祥
を
記
念

し
て
こ
の
碑
を
建
て
る
。」

長
崎
で
は
幕
末
か
ら
西
洋
料
理
屋
が
現
わ

れ
て
い
る
が
、
東
京
で
は
明
治
三
年
の
築
地

精
養
軒
ホ
テ
ル
が
最
初
で
あ
る
。
五
年
に
は

三
河
屋
と
木
挽
町
精
養
軒
、
九
年
に
は
上
野

精
養
軒
、
十
年
に
は
米
津
風
月
堂
、
十
五
年

に
は
日
本
橋
滋
養
亭
が
開
業
す
る
。
滋
養
亭

で
は
普
通
一
人
前
四
〇
銭
か
ら
九
〇
銭
も
し

て
い
た
西
洋
料
理
を
、
と
く
に
「
格
安
洋
食
」

と
銘
う
っ
て
三
五
銭
で
提
供
し
人
気
を
博
し

た
。
巡
査
の
初
任
給
が
月
俸
六
円
、
も
り
そ

ば
や
銭
湯
が
一
銭
ぐ
ら
い
の
時
代
で
あ
る
。

一
六
年
に
は
鹿
鳴
館
が
完
成
、
西
洋
料
理

に
よ
る
豪
華
な
パ
ー
テ
ィ
が
開
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
料
理
は
一
人
前
二
〇

円
も
し
た
と
い
う
。
一
八
年
秋
に
山
県
有
朋

が
主
催
し
た
午
餐
会
の
メ
ニ
ュ
ー
は
次
の
よ

う
な
本
格
的
西
洋
料
理
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
こ
う
し
た
西
洋
料
理
は
味
覚
的
に

も
経
済
的
に
も
一
般
庶
民
に
は
無
縁
で
、
一

部
の
上
流
人
種
や
知
識
階
級
が
背
伸
び
し
て

食
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
年
代
初
め
に
大
流
行
し
た
川
上
音
次

郎
の
「
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
節
」
は
次
の
よ
う
に

歌
っ
た
。

「
何
に
も
知
ら
ず
に
知
っ
た
顔
、
む
や
み

に
西
洋
鼻
に
か
け
、
日
本
酒
な
ん
ぞ
飲
ま
れ

な
い
、
ビ
ー
ル
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
、
ベ
ル
モ
ッ

ト
、
腹
に
も
馴
れ
な
い
洋
食
を
、
や
た
ら
に

食
う
の
も
負
け
お
し
み
、
内
緒
で
便
所
で
へ

ど
吐
い
て
、
ま
じ
め
な
顔
し
て
コ
ー
ヒ
ー
飲

む
、
お
か
し
い
ね
、
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ッ
ポ
ー
、

ペ
ッ
ポ
ー
ポ
ー
」

明
治
三
九
年
東
京
の
西
洋
料
理
店
は
三
六

軒
に
な
っ
た
が
多
く
は
神
田
、
日
本
橋
、
京

橋
と
い
っ
た
新
都
心
に
集
中
し
て
お
り
、
庶

民
の
ま
ち
浅
草
を
は
じ
め
下
町
や
郡
部
に
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

文
明
開
化
と
と
も
に
い
ろ
い
ろ
な
西
洋
料
理

が
伝
え
ら
れ
た
が
、
味
覚
も
素
材
も
調
理
法
も

違
う
異
国
の
食
文
化
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
容

す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
た
肉
食
も
、

鍋
、
刺
身
、
塩
焼
、
佃
煮
な
ど
味
噌
、
醤
油
を

用
い
た
伝
統
的
な
日
本
の
調
理
法
に
よ
り
洋
風

の
素
材
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
牛
鍋
は

ス
キ
焼
と
し
て
日
本
の
代
表
的
料
理
と
な
っ

た
。
牛
め
し
は
深
川
め
し
と
同
様
貝
を
肉
に
代

え
た
汁
か
け
め
し
で
あ
る
。

野
菜
に
し
て
も
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
た
ま
ね
ぎ
、

じ
ゃ
が
い
も
、
ト
マ
ト
な
ど
の
新
し
い
西
洋

野
菜
が
栽
培
さ
れ
、
一
般
に
出
廻
る
よ
う
に

な
る
の
は
明
治
も
後
期
以
降
で
あ
る
。

食
素
材
ば
か
り
で
な
く
天
火
や
フ
ラ
イ
パ
ン

な
ど
の
調
理
器
具
も
な
か
っ
た
。
フ
ラ
イ
パ
ン

は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
き
た
鉄
板
の
意
味
で
「
仏
来

板
」
と
当
字
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
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
。

明
治
初
年
の
コ
ッ
ク
た
ち
の
服
装
は
腹
が
け
、

股
引
で
、
股
引
に
包
丁
を
さ
す
袋
が
つ
い
て
い

た
と
い
う
。
そ
ん
な
い
で
た
ち
で
彼
等
は
西
洋

食
を
何
と
か
和
風
化
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
を
こ
ら
し
た
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
糠
味
噌
漬
、

牛
肉
の
か
ま
ぼ
こ
、
茶
わ
ん
蒸
し
、
牛
乳
入
り

味
噌
汁
、
刺
身
に
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
と
い
っ
た
奇
食

珍
食
が
次
々
と
現
わ
れ
、
消
え
て
い
く
な
か
か

ら
、
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
、
ト
ン
カ
ツ
、
コ
ロ
ッ
ケ
、

オ
ム
ラ
イ
ス
、
ハ
ヤ
シ
ラ
イ
ス
な
ど
、
今
日
に

伝
わ
る
和
風
洋
食
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
き
た
。

と
く
に
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
、
ト
ン
カ
ツ
、
コ
ロ
ッ

ケ
の
人
気
は
高
く
、「
三
大
洋
食
」
と
呼
ば
れ
た
。

ラ
イ
ス
カ
レ
ー

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
は
明
治
五
年
、
は
じ
め
て
西

洋
料
理
を
紹
介
し
た
仮
名
垣
魯
文
の
『
西
洋
料

理
通
』
に
そ
の
製
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
そ
れ
は
カ
レ
ー
粉
を
用
い
る
一
種
の

肉
料
理
で
、
皿
の
真
中
に
カ
レ
ー
を
入
れ
、
そ

の
ま
わ
り
を
輪
の
よ
う
に
米
飯
で
囲
む
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

明
治
一
〇
年
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
始
め

た
風
月
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
に
は
カ
ツ
レ
ツ
、
オ
ム

レ
ツ
、
ビ
フ
テ
キ
と
並
ん
で
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
も

あ
り
、
ど
れ
も
八
銭
均
一
で
あ
っ
た
。
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ラ
イ
ス
カ
レ
ー
の
付
け
あ
わ
せ
と
し
て
欠
か

せ
な
い
福
神
漬
が
登
場
し
た
の
は
明
治
一
九

年
。
考
案
者
は
上
野
池
の
端
の
「
酒
悦
」
主
人

野
田
清
左
ヱ
門
で
、
な
す
、
大
根
、
か
ぶ
な
ど

七
種
の
材
料
を
醤
油
と
味
醂
で
漬
け
た
も
の
を

七
福
神
に
ち
な
ん
で
「
福
神
漬
」
と
名
づ
け
た
。

こ
れ
は
た
ち
ま
ち
人
気
を
呼
び
、
新
し
い
東
京

名
物
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

か
け
そ
ば
が
一
銭
足
ら
ず
だ
っ
た
時
代
に
八

銭
も
し
た
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
は
ま
だ
高
級
な
西
洋

料
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
大
衆
的
料
理
に
な
る

の
は
即
席
カ
レ
ー
が
普
及
し
て
か
ら
で
あ
る
。

明
治
三
九
年
、
神
田
の
一
貫
堂
が
固
形
の
「
カ

レ
ー
の
た
ね
」
を
発
売
し
た
。
こ
れ
は
熱
湯
で

と
け
ば
す
ぐ
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
カ
レ
ー
粉
と

肉
を
調
合
、
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
大
正

三
年
に
は
日
本
橋
の
岡
本
商
店
が
「
ロ
ン
ド
ン

土
産
即
席
カ
レ
ー
」
を
売
り
出
し
、『
婦
人
之

友
』
が
全
国
に
取
次
販
売
を
行
っ
た
。

即
席
カ
レ
ー
の
出
現
に
よ
っ
て
ラ
イ
ス
カ
レ

ー
づ
く
り
は
き
わ
め
て
簡
単
に
な
り
急
速
に
普

及
し
は
じ
め
た
。
と
り
わ
け
関
東
大
震
災
の
時

に
は
東
京
中
の
焼
跡
に
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
屋
が
続

出
し
た
。
大
正
一
五
年
、
東
京
の
公
設
食
堂
の

人
気
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
は
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
で
あ
っ

た
。
値
段
も
一
〇
銭
前
後
で
、
か
け
そ
ば
の
値

段
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
の
な
か
み
も
変
っ
て
き
た
。

は
じ
め
の
頃
は
カ
ツ
オ
の
だ
し
汁
に
醤
油
を
加

え
、
カ
レ
ー
の
辛
味
も
少
な
い
み
そ
汁
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
大
衆
料
理
と
し
て

普
及
し
は
じ
め
た
頃
に
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ニ

ン
ジ
ン
、
タ
マ
ネ
ギ
入
り
の
と
ろ
り
と
し
た
今

日
の
カ
レ
ー
に
な
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や

タ
マ
ネ
ギ
も
普
通
の
野
菜
と
し
て
定
着
し
は
じ

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
は
米
飯
に
よ
く
合
い
、
し
か

も
ス
プ
ー
ン
だ
け
で
気
軽
に
食
べ
ら
れ
る
洋
食

で
、
そ
の
香
り
も
漢
方
の
ウ
コ
ン
、
丁
字
と
同

じ
で
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
和
風
洋
食
と
し
て
の
ラ
イ
ス
カ

レ
ー
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
式
の
本
格
的
な
カ

レ
ー
ラ
イ
ス
を
は
じ
め
た
の
は
新
宿
中
村
屋

で
あ
る
。
娘
婿
に
な
っ
た
イ
ン
ド
独
立
運
動

家
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
が
安
も
の
の
下

等
料
理
と
な
っ
て
い
る
日
本
の
ラ
イ
ス
カ
レ

ー
に
歎
き
、
イ
ン
ド
貴
族
の
本
物
の
カ
レ
ー

を
提
供
し
た
い
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

本
物
の
美
味
を
出
す
に
は
最
上
の
米
と
鶏

が
必
要
で
あ
っ
た
。
米
は
埼
玉
の
白
目
米
を

契
約
栽
培
で
入
手
、
一
等
米
の
二
割
高
で
買

っ
た
と
い
う
。
優
秀
な
鶏
肉
も
見
つ
か
ら
な

い
の
で
山
梨
県
に
直
営
の
飼
育
場
を
設
け
て

飼
育
。
カ
レ
ー
も
イ
ン
ド
か
ら
直
輸
入
し
た

高
級
品
を
使
用
。
こ
う
し
て
つ
く
っ
た
「
高
級

カ
リ
ー
・
ラ
イ
ス
」
は
値
段
も
高
く
、
普
通
の

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
の
八
倍
、
八
〇
銭
も
し
た
。

ト
ン
カ
ツ

最
初
西
洋
料
理
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
カ
ツ

レ
ツ
は
少
量
の
油
を
ひ
い
て
焼
き
あ
げ
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
に
定
着
し
た
カ
ツ
レ

ツ
は
天
ぷ
ら
の
よ
う
に
大
量
の
油
の
中
で
揚

げ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
考
え
出
し
た
の
は
銀
座
の
洋
食
店

煉
瓦
亭
で
、
明
治
三
二
年
の
こ
と
と
い
わ
れ

る
。
前
日
に
残
っ
た
食
パ
ン
を
お
ろ
し
金
で

お
ろ
し
た
パ
ン
粉
を
豚
肉
に
ま
ぶ
し
て
揚
げ

て
み
た
の
が
あ
た
っ
た
。
ま
た
カ
ツ
に
キ
ャ

ベ
ツ
の
せ
ん
切
り
を
添
え
た
の
も
こ
の
店
で

あ
る
。は
じ
め
は
温
野
菜
を
添
え
て
い
た
が
、

日
露
戦
争
で
職
人
が
兵
隊
に
と
ら
れ
人
手
不

足
に
な
り
、
手
間
の
か
か
ら
な
い
生
キ
ャ
ベ

ツ
を
使
っ
て
成
功
し
た
。
キ
ャ
ベ
ツ
も
漸
く

出
廻
っ
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
パ
ン
よ
り
ご

飯
が
欲
し
い
と
い
う
客
の
要
望
に
答
え
て
、

平
皿
に
ラ
イ
ス
を
盛
っ
て
出
す
よ
う
に
し
た

の
も
こ
こ
で
あ
る
。
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で

ご
飯
茶
碗
で
は
具
合
い
が
悪
か
っ
た
。

当
時
は
「
ポ
ー
ク
カ
ツ
レ
ツ
」
と
呼
ば
れ

て
お
り
、「
ト
ン
カ
ツ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
は
昭
和
初
頭
で
あ
る
。
そ
の
起
源

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
一
説
で
は
昭

和
四
年
に
宮
内
省
大
膳
職
を
退
職
し
た
島
田

信
二
郎
が
上
野
に
「
ぽ
ん
ち
軒
」
と
い
う
洋

食
店
を
開
き
、
厚
い
豚
肉
を
油
で
揚
げ
た
カ

ツ
レ
ツ
を
「
ト
ン
カ
ツ
」
と
書
い
て
売
り
出

し
た
の
が
最
初
と
い
う
。
ト
ン
カ
ツ
は
た
ち

ま
ち
流
行
し
、
独
立
の
ト
ン
カ
ツ
専
門
店
が

次
々
と
出
現
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
最

初
か
ら
適
当
に
切
っ
て
あ
り
、
箸
で
食
べ
ら

れ
る
気
軽
な
洋
食
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
に
な

る
と
養
豚
業
も
発
達
し
、
豚
肉
の
供
給
も
次

第
に
増
加
し
て
き
て
い
た
。

コ
ロ
ッ
ケ

原
型
は
フ
ラ
ン
ス
料
理
の「
ク
ロ
ケ
ッ
ト
」

で
あ
る
。
日
清
戦
争
頃
の
婦
人
雑
誌
に
は
そ

の
製
法
が
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
仏
欄
西
コ
ロ
ッ
ケ
＝
芝
海
老
（
く
る
ま

海
老
に
て
も
よ
し
）
を
塩
ゆ
で
し
、
皮
を
剥
き
、

賽
の
目
に
切
り
、
別
に
バ
タ
ー
を
鍋
に
て
溶
か

し
、
こ
れ
に
小
麦
粉
と
牛
乳
を
少
し
づ
つ
入
れ

つ
つ
撹
き
ま
わ
し
、
丸
め
ら
れ
る
位
の
軟
か
さ

に
な
り
た
る
と
き
、
前
の
海
老
を
バ
タ
ー
に
炒

り
て
、
こ
れ
に
混
和
し
、
そ
の
冷
め
た
る
を
待

ち
、
楕
円
を
細
め
た
る
形
に
、
お
よ
そ
二
寸
位

に
固
め
、
こ
れ
に
パ
ン
粉
を
つ
け
、
そ
の
上
に

鶏
卵
を
塗
り
、
ま
た
パ
ン
粉
を
つ
け
て
、
牛
の

脂
に
て
揚
ぐ
る
な
り
」

（『
女
鑑
』

明
治
二
八
年
一
二
月
五
日
号
）

ほ
か
の
紹
介
で
は
マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
や
挽

肉
を
入
れ
て
い
る
。

し
か
し
当
時
は
ま
だ
挽
肉
器
が
な
く
、
肉

を
包
丁
で
た
た
い
て
細
か
く
し
て
い
た
。
挽

肉
器
が
入
り
、
メ
ン
チ
ボ
ー
ル
な
ど
が
売
り

出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
四
〇
年

で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
パ
ン
粉
の
メ
ー
カ
ー

も
生
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
い
ち
い
ち
パ
ン

く
ず
を
砕
い
て
パ
ン
粉
を
つ
く
っ
て
い
た
。

有
名
な
「
コ
ロ
ッ
ケ
の
唄
」
は
大
正
七
年

頃
に
大
流
行
し
た
。

「
ワ
イ
フ
貰
っ
て
嬉
し
か
っ
た
が
、
い
つ

も
出
て
く
る
お
か
ず
は
コ
ロ
ッ
ケ
。
今
日
も

コ
ロ
ッ
ケ
、
明
日
も
コ
ロ
ッ
ケ
、
こ
れ
じ
ゃ

年
が
ら
年
中
コ
ロ
ッ
ケ
、
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
、
ア

ッ
ハ
ッ
ハ
、
こ
り
ゃ
お
か
し
い
」

作
者
は
三
井
財
閥
の
総
師
益
田
男
爵
の
長

男
益
田
太
郎
冠
者
。
大
富
豪
の
益
田
家
で
は

コ
ロ
ッ
ケ
な
ぞ
も
っ
と
も
簡
単
な
洋
食
だ
と

思
っ
て
い
た
ろ
う
が
、
一
般
家
庭
で
は
本
格

的
な
コ
ロ
ッ
ケ
は
ま
だ
手
間
の
か
か
る
高
級

料
理
の
段
階
で
あ
っ
た
。

肉
屋
が
売
物
に
な
ら
な
い
屑
肉
と
余
っ
て

困
る
脂
肪
を
利
用
し
て
、
ほ
と
ん
ど
ジ
ャ
ガ

イ
モ
だ
ら
け
の
「
イ
モ
コ
ロ
ッ
ケ
」
を
売
り

出
し
た
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
コ
ブ

ラ
ー
」
と
い
う
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
優
良
品
種
が
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輸
入
さ
れ
、「
男
爵
い
も
」
と
し
て
普
及
し

は
じ
め
た
の
は
明
治
四
〇
年
頃
か
ら
で
、
こ

れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
病
害
虫
の
た
め
不
安

定
だ
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
生
産
が
飛
躍
的
に
発

展
し
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
も
っ
と
も
安
い
洋
食

の
素
材
と
し
て
さ
か
ん
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
イ
モ
コ
ロ
ッ
ケ
は
ま
さ
に
そ
の

典
型
で
、
も
っ
と
も
安
い
洋
食
と
し
て
庶
民

の
間
に
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

大
正
一
一
年
に
東
京
歩
兵
連
隊
で
行
な
っ

た
調
査
に
よ
る
と
、
兵
隊
の
好
き
な
献
立
の

順
位
は
、
フ
ラ
イ
、
カ
ツ
レ
ツ
、
コ
ロ
ッ
ケ
、

焼
肉
、
焼
魚
、
オ
ム
レ
ツ
の
順
で
あ
る
。

ト
ッ
プ
の
「
フ
ラ
イ
」
は
魚
の
フ
ラ
イ
で
、

そ
れ
と
米
飯
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
「
合
の
子

弁
当
」
と
呼
ば
れ
大
正
中
頃
か
ら
神
田
学
生

街
の
食
堂
で
売
り
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
ラ

イ
ト
・
ラ
ン
チ
」
ま
た
は
た
だ
「
ラ
ン
チ
」

と
も
呼
ば
れ
て
大
衆
食
堂
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー

と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
米
飯
中
心

の
食
体
系
の
な
か
に
、
一
品
ず
つ
和
風
に
変

容
さ
れ
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
南
蛮
渡
来
の
料
理
か
ら
代
表
的
な

日
本
料
理
と
し
て
の
天
ぷ
ら
が
成
立
し
た
よ

う
に
、
文
明
開
化
に
よ
っ
て
流
入
し
た
西
洋

料
理
は
、「
洋
食
」
と
い
う
日
本
独
特
の
新

し
い
料
理
を
生
み
出
し
た
。

明
治
末
か
ら
大
正
、昭
和
初
頭
に
か
け
て
、

食
生
活
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の

は
台
所
の
革
命
的
な
変
貌
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
の
普
及

で
あ
る
。
東
京
に
お
け
る
電
灯
使
用
は
明
治

一
九
年
、
近
代
的
上
水
道
は
三
一
年
、
燃
料

ガ
ス
利
用
は
三
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
。

エ
ジ
ソ
ン
が
白
熱
灯
を
発
明
し
た
の
は

明
治
十
二
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド

ン
で
白
熱
球
が
と
も
っ
た
の
は
十
五
年
、

そ
れ
か
ら
わ
ず
か
四
年
後
に
は
東
京
で
白

熱
電
灯
が
輝
き
出
し
て
い
る
。
だ
が
一
般

家
庭
へ
の
普
及
は
明
治
の
末
頃
か
ら
で
、

そ
れ
も
せ
い
ぜ
い
五
ワ
ッ
ト
位
の
電
灯
だ

っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
台
所
は
格
段
に

明
る
く
な
っ
た
。
電
灯
は
ま
だ
高
価
だ
っ

た
。
明
治
四
十
年
代
で
も
銀
座
通
り
の
一

八
一
軒
の
う
ち
店
頭
に
電
灯
を
つ
け
た
も

の
四
二
軒
、
ガ
ス
灯
二
八
軒
、
両
者
併
用

一
〇
八
軒
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。

各
家
に
直
結
し
た
水
道
は
水
汲
み
の
重

労
働
を
な
く
し
、
台
所
の
水
桶
も
不
要

に
し
た
。
一
戸
で
一
栓
使
用
す
る
と
五

人
家
族
で
年
間
五
円
、
一
人
増
す
ご
と

に
五
十
銭
追
加
さ
れ
た
。
小
学
校
の
先

生
や
巡
査
の
初
任
給
が
月
給
十
円
程
度

の
時
代
で
あ
る
。

ガ
ス
も
次
第
に
炊
事
用
に
使
わ
れ
出
し
た
。

当
初
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
は
輸
入
品
だ
っ
た
が
、

三
五
年
は
国
産
の
ガ
ス
炊
飯
ガ
マ
が
登
場
、

暖
房
、
湯
沸
器
、
ア
イ
ロ
ン
な
ど
の
ガ
ス
器

具
も
売
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四
二
年
夏
の
『
漱
石
日
記
』
に
は
「
台

所
へ
瓦
斯
を
引
く
。
口
三
つ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

第
二
の
変
化
は
台
所
が
従
来
の
床
に
座

っ
て
働
く
様
式
か
ら
立
働
式
に
変
わ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
台
所
改
良
運
動
」
と
し
て
明

治
中
頃
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
広
く

一
般
家
庭
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
主
に
関
東
大
震
災
後
の
「
文
化
住

宅
」
の
時
代
か
ら
で
、
昭
和
に
入
る
頃
に

は
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
流
し

台
も
土
間
か
ら
床
の
上
に
あ
が
り
、
台
所

が
一
つ
の
部
屋
と
し
て
家
の
中
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
の
変
化
は
冷
蔵
庫
の
出
現
で
あ
る
。

大
正
八
年
、
家
庭
型
第
一
号
と
し
て
帝
国

冷
蔵
株
式
会
社
か
ら
氷
冷
蔵
庫
が
発
売
さ

れ
た
。
値
段
は
三
九
円
。
氷
は
会
社
か
ら

配
達
さ
れ
た
。
公
務
員
の
初
任
給
は
月
給

七
〇
円
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
高
価
な
氷
冷

蔵
庫
は
一
般
に
は
ま
だ
高
嶺
の
花
で
昭
和

に
な
っ
て
も
ま
だ
珍
し
か
っ
た
。

冷
蔵
庫
は
一
般
家
庭
よ
り
む
し
ろ
業
界
の

福
音
と
な
っ
た
。
ま
ず
魚
屋
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
は
魚
の
鮮
度
を
保
つ
た
め
、
夏
な
ど
は
夜
中

で
も
一
、
二
時
間
お
き
に
起
き
て
井
戸
水
を
汲

み
魚
桶
の
水
を
替
え
て
い
た
。
生
肉
の
保
存
に

苦
労
し
て
い
た
洋
食
店
も
助
か
っ
た
。
そ
れ
ま

で
は
生
肉
を
井
戸
の
中
に
吊
し
た
り
、
店
で
生

き
た
鶏
を
飼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
頃
か
ら
ガ
ラ
ス
コ
ッ
プ
、
ア
ル

ミ
鍋
、
フ
ォ
ー
ク
な
ど
新
し
い
食
器
や
調
理

器
具
も
次
々
と
現
わ
れ
て
き
た
が
、
家
庭
の

食
事
風
俗
を
変
え
た
の
は
割
烹
着
と
チ
ャ
ブ

台
の
出
現
で
あ
る
。
割
烹
着
は
明
治
三
五
年
、

東
京
の
赤
堀
峯
吉
の
料
理
学
校
で
考
案
さ
れ

た
。
学
校
に
く
る
良
家
の
子
女
た
ち
の
衣
服

を
汚
さ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
料
理
着
で
、

た
す
き
と
前
垂
れ
が
下
女
の
仕
事
着
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
「
奥
様
」
の
作
業
着

と
し
て
普
及
し
た
。

銘
々
膳
に
代
っ
て
チ
ャ
ブ
台
が
出
て
き
た
の

は
三
十
年
代
末
で
、
上
、
中
流
、
イ
ン
テ
リ
階

級
の
家
庭
か
ら
じ
ょ
じ
ょ
に
普
及
し
は
じ
め
、

昭
和
に
入
る
頃
に
は
す
っ
か
り
一
般
化
し
た
。

一
つ
の
チ
ャ
ブ
台
を
囲
ん
で
家
族
一
同
が
一
緒

に
食
事
を
と
る
方
式
は
、
配
膳
式
の
家
父
長
制

的
な
食
事
様
式
を
一
変
さ
せ
た
。

明
治
の
後
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
、製
糖
、

製
粉
を
は
じ
め
、
カ
ン
詰
、
調
味
料
、
畜
産

加
工
、
飲
料
、
菓
子
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
食

品
産
業
が
発
展
し
、
日
本
の
食
生
活
に
次
々
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と
新
し
い
食
素
材
を
提
供
し
た
。

カ
ン
詰
産
業
は
明
治
初
頭
か
ら
始
め
ら

れ
、
イ
ワ
シ
、
サ
ケ
、
カ
ニ
、
マ
グ
ロ
、
パ

イ
ナ
ッ
プ
ル
、
ミ
カ
ン
な
ど
、
国
内
だ
け
で

な
く
広
く
国
際
市
場
で
も
好
評
を
得
る
製
品

を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

食
用
油
で
は
従
来
の
菜
種
油
か
ら
大
豆

油
、
ゴ
マ
油
に
主
流
が
変
わ
り
、
調
味
料
も

ウ
ス
タ
ー
・
ソ
ー
ス
、ト
マ
ト
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ど
が
登
場
、
味
の
素
も
出
現

し
た
。
ジ
ャ
ム
や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
な
ど
の
果

実
加
工
も
始
ま
り
、
畜
産
加
工
で
は
、
ハ
ム
、

ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ベ
ー
コ
ン
か
ら
バ
タ
ー
、
チ

ー
ズ
、
マ
ー
ガ
リ
ン
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
ド
ラ

イ
ミ
ル
ク
な
ど
の
乳
製
品
が
国
産
化
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
牛
乳
も
次
第

に
普
及
し
、
各
家
々
へ
の
牛
乳

配
達
が
都
市
の
朝
の
風
景
に
な

じ
ん
で
き
た
。

飲
料
で
も
レ
モ
ネ
ー
ド
を
変

容
さ
せ
た
ラ
ム
ネ
を
は
じ
め
サ

イ
ダ
ー
、
カ
ル
ピ
ス
な
ど
和
洋

折
衷
的
な
飲
み
も
の
が
次
々
と

登
場
、
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
、

紅
茶
も
一
般
化
し
た
。

ビ
ー
ル
も
大
正
時
代
に
は
、

キ
リ
ン
、
ア
サ
ヒ
、
サ
ッ
ポ
ロ
、

ヱ
ビ
ス
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
カ
ブ

ト
、
サ
ク
ラ
、
フ
ジ
な
ど
が
さ

か
ん
に
広
告
合
戦
を
展
開
し
た
。

大
正
二
年
の
森
永
ミ
ル
ク
キ

ャ
ラ
メ
ル
や
十
一
年
の
江
崎
グ

リ
コ
の
グ
リ
コ
キ
ャ
ラ
メ
ル
発

売
を
中
心
に
し
て
、
ド
ロ
ッ
プ
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
チ
ュ
ー
イ
ン

ガ
ム
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
な

ど
各
種
の
洋
菓
子
類
も
出
揃
い
、
ホ
ッ
ト
ケ

ー
キ
も
「
ハ
ッ
ト
ケ
ー
キ
」
の
呼
び
名
で
登

場
し
た
。

当
時
流
行
っ
た
和
菓
子
の
鯛
焼
き
は
関
西

の
銀
ツ
バ
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
明
治
四
二
年

に
大
阪
か
ら
上
京
し
た
神
戸
清
次
郎
が
考
案
し

た
。
麻
布
の
浪
花
家
総
本
店
の
元
祖
で
あ
る
。

こ
う
し
た
食
品
産
業
の
中
で
も
、
と
く

に
日
本
の
洋
食
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

調
味
料
と
な
っ
た
ソ
ー
ス
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
試
行
錯
誤
の
末
に
完
成
し
、
広
く
普
及

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

明
治
一
八
年
に
は
ヤ
マ
サ
醤
油
が
「
ミ

カ
ド
ソ
ー
ス
」
を
売
り
出
し
た
が
不
振
で
、

わ
ず
か
一
年
で
製
造
を
中
止
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
後
大
阪
で
「
三
ツ
矢
ソ
ー
ス
」、

「
錨
印
ソ
ー
ス
」、「
白
玉
ソ
ー
ス
」
な
ど
が

「
洋
式
醤
油
」
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
が
な

か
な
か
普
及
し
な
か
っ
た
。

明
治
三
一
年
に
開
か
れ
た
全
国
醤
油
大

会
で
は
、
日
本
の
醤
油
を
原
料
に
し
て
ウ

ス
タ
ー
ソ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
を
製
造
す

る
こ
と
が
話
題
と
な
り
、
漸
く
四
十
年
代

に
入
っ
て
醤
油
を
ベ
ー
ス
に
し
た
日
本
的

な
ソ
ー
ス
が
出
来
上
っ
て
き
た
。

そ
の
後
、
肉
屋
が
コ
ロ
ッ
ケ
や
カ
ツ
を

売
る
よ
う
に
な
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

ソ
ー
ス
を
提
供
し
た
と
い
う
。
ソ
ー
ス
は

た
ち
ま
ち
普
及
し
、
洋
食
店
に
は
ソ
ー
ス

の
香
が
満
ち
み
ち
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
新

し
い
「
西
洋
の
匂
」
で
あ
っ
た
。

大
正
八
年
、
日
本
の
工
業
生
産
額
は
初
め

て
農
業
生
産
額
を
超
え
、
日
本
は
農
業
国
か

ら
工
業
国
に
変
っ
た
。
そ
う
し
た
産
業
構
造

の
転
換
と
と
も
に
都
市
へ
の
人
口
集
中
も
す

す
み
、
東
京
も
郊
外
へ
大
き
く
拡
大
し
た
。

大
正
末
に
は
郊
外
か
ら
都
心
に
む
か
う
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
や
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
、
は
や
く

も
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
が
出
現
し
た
。

そ
れ
ま
で
あ
ま
り
普
及
し
な
か
っ
た
中
華

料
理
も
大
震
災
後
に
は
そ
の
安
価
と
美
味
が

庶
民
に
う
け
て
大
い
に
流
行
し
た
。
支
那
そ

ば
が
現
わ
れ
た
の
は
大
正
十
二
年
、
ワ
ン
タ

ン
は
十
五
年
と
い
わ
れ
る
。

都
市
圏
の
拡
大
や
職
住
分
離
は
外
食
の
機

会
を
増
や
し
た
。
飲
食
店
の
数
も
増
え
、
店

の
大
衆
化
も
す
す
ん
だ
。
市
中
に
は
大
衆
食

堂
、
簡
易
食
堂
な
ど
が
出
現
、
高
級
の
イ
メ

ー
ジ
が
強
か
っ
た
百
貨
店
の
食
堂
も
入
り
や

す
く
改
造
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
食
堂
で
は
和

食
ば
か
り
で
な
く
、
洋
食
も
中
華
も
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
多
く
の
庶
民
は

そ
こ
で
は
じ
め
て
新
し
い
異
国
の
食
を
試
食

す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
食
素
材
も
調
理
器
具
も
次
第
に
整

い
、
実
物
を
食
べ
て
み
て
、
そ
れ
ま
で
学
校

で
習
っ
た
り
、
活
字
で
見
た
り
し
て
い
た
だ

け
の
洋
食
、
華
食
が
は
じ
め
て
身
近
な
も
の

に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
西
洋
料
理
も
中
華
料
理
も
次
第

に
普
及
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
料
理
の
体
系

と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
品
ご

と
の
料
理
と
し
て
米
飯
の
副
食
に
適
し
た
も

の
だ
け
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
出
来
上
っ
た
和
食
の
基
礎
の

上
に
、
新
し
い
西
洋
、
中
華
の
料
理
が
和
風

化
さ
れ
つ
つ
組
み
こ
ま
れ
て
日
本
の
食
卓
は

格
段
に
多
彩
化
し
た
。
こ
う
し
て
世
界
に
類

の
な
い
和
・
洋
・
華
混
合
の
多
様
な
食
が
新

し
い
日
本
の
食
と
し
て
成
立
し
て
き
た
。
大

正
末
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
時
代

で
あ
る
。
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献

１

『
近
代
日
本
食
物
史
』（
昭
和
女
子
大
学
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究
室
近
代
文
化
研
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９
７
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年
）

２
　
『
週
刊
朝
日
百
科
・
世
界
の
食
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も
の
・
日
本
編
39

近
代
の
食
事
』

（
朝
日
新
聞
社
　
１
９
８
３
年
）

３
　
『
に
っ
ぽ
ん
洋
食
物
語
大
全
』（
小
菅
桂
子
　
講
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社

１
９
９
４
年
）

４
　
『
明
治
の
東
京
一
○
○
話
』（
日
本
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史
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く
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９
９
６
年
）

５
　
『
明
治
ハ
イ
カ
ラ
文
明
史
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９
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）
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