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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」と「食育」に少しでも寄与できるよう

努めていきたいと思います。

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」と喝破しま
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の
解
説

『
台
所
美
人
』（
喜
多
川
歌
麿
作
）

江
戸
町
内
十
数
か
所
に
設
け
ら
れ
て
い
た
時
鐘
楼

じ
し
ょ
う
ろ
う

で
朝
の

時
を
告
げ
る
鐘
が
鳴
り
始
め
る
と
、
江
戸
城
周
辺
の
見
附
門

や
町
中
の
木
戸
が
開
放
さ
れ
、
江
戸
人
の
一
日
が
始
ま
る
。

丸
い
茄
子
を
む
い
て
い
る
女
性
を
は
じ
め
、
夏
場
の
長
屋
の

共
同
竈

か
ま
ど
で
朝
餉
を
支
度
す
る
女
性
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

汁
椀
を
拭
い
て
い
る
母
親
に
、
眠
り
足
り
な
い
の
か
幼
児

お
さ
な
ご

が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
情
景
は
、
子
供
を
殊
の
ほ
か
大
切

に
育
ん
で
い
た
江
戸
社
会
の
子
供
へ
の
情
愛
を
感
ぜ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
一
幅
の
絵
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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江
戸
時
代
、
日
本
は
地
方
分
権
か
ら
中
央

集
権
へ
と
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
、
豊
か
な

文
明
社
会
を
出
現
さ
せ
た
。
幕
府
は
、
茫
漠

と
し
て
い
た
関
東
平
野
の
一
角
に
、
大
都

市
・
江
戸
を
一
気
に
出
現
さ
せ
る
と
と
も
に
、

多
く
の
人
々
の
労
苦
と
工
夫
・
努
力
に
よ
っ

て
、
新
た
な
歴
史
段
階
へ
と
移
行
し
た
。

食
生
活
の
面
で
も
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

庶
民
層
ま
で
も
が
、
比
較
的
自
由
に
料
理
や

食
を
楽
し
む
、
と
い
う
風
潮
が
社
会
的
に
浸

透
し
た
。
そ
の
食
生
活
の
発
展
に
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
り
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
の
人

の
創
意
工
夫
の
結
晶
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た

だ
、
こ
う
し
た
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
お
も
に
大
都
市
に
暮
ら
す
豊
か

な
人
々
で
あ
っ
た
。
地
方
の
農
村
や
山
村
・

漁
村
で
は
、
新
鮮
な
素
材
に
接
し
、
そ
れ
を

調
理
し
て
楽
し
ん
で
は
い
た
が
、
高
度
な
料

理
文
化
に
浴
す
る
に
は
、
江
戸
後
期
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ひ
と
く
ち
に
江
戸
時
代
と
い
っ
て
も
二
六

〇
年
以
上
も
続
い
た
社
会
で
、
そ
の
内
実
は

一
様
で
は
な
い
。
江
戸
幕
府
の
基
礎
が
築
か

れ
た
の
は
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一

五
年
）
か
ら
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
〜
一
六

四
四
年
）
の
こ
と
だ
。
寛
文
〜
延
宝
年
間
（
一

六
六
一
〜
一
六
八
一
年
）
頃
に
は
、
地
方
の
支

配
機
構
が
完
備
さ
れ
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八

〜
一
七
〇
四
年
）
頃
に
一
定
の
繁
栄
を
迎
え

た
。
こ
の
幕
府
支
配
が
安
定
し
た
時
代
を
江

戸
前
期
と
す
れ
ば
、
政
治
・
経
済
が
動
揺
を

見
せ
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
三
大
改
革
が
始
ま

る
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
一
七
三
六
年
）

以
降
を
江
戸
後
期
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

江
戸
の
食
文
化
は
、
文
化
史
的
に
み
る
と
、

寛
永
・
元
禄
・
化
政
期
に
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
ク

を
迎
え
、
料
理
文
化
や
食
生
活
も
、
こ
の
時

期
に
大
き
な
高
揚
を
見
せ
た
。
と
く
に
江
戸

前
期
に
は
、
安
土
桃
山
文
化
の
流
れ
を
汲
ん

だ
寛
永
文
化
が
、
大
名
や
貴
族
も
し
く
は
豪

商
を
中
心
に
展
開
し
た
の
に
対
し
、
元
禄
文

化
は
台
頭
す
る
新
興
の
町
人
層
に
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
。

そ
の
推
進
役
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
井
原
西

鶴
は
、
”分
相
応
の
食
の
楽
し
み
“
を
し
き
り

に
主
張
し
て
い
る
。『
万

よ
ろ
ず

の
文
反
故

ふ

み

ほ

ご

』
に
は
、

得
意
客
を
豪
勢
な
本
膳

料
理
で
も
て
な
す
話
が

あ
る
が
、
主
人
公
た
ち

は
成
功
を
お
さ
め
た
新

興
町
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
に
も

飲
食
の
句
が
多
く
、「
苔の

り

汁
の
手
ぎ
は
見
せ
け

り
浅
黄
椀

あ
さ
ぎ
わ
ん

」
と
い
っ
た
秀
句
が
あ
る
。
芭
蕉

は
、
伊
勢
安
濃
津

あ

の

つ

藩
藤
堂
家
分
家
の
台
所
用

人
で
あ
っ
た
こ
と
も
深
く
関
係
し
、
自
身
が

料
理
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

武
家
上
層
の
料
理
文
化
に
精
通
し
て
お
り
、

料
理
の
器
に
関
し
て
も
、
洗
練
さ
れ
た
感
覚

を
そ
こ
で
養
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
江
戸
前
期
に
は
、
階
層
的
に
高

い
人
た
ち
が
食
文
化
を
楽
し
ん
だ
。

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
政
治
的
に
は
混
乱

の
度
合
い
を
増
す
が
、
経
済
的
に
は
さ
ら
な

る
発
展
を
見
せ
、
前
期
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
な
い
ほ
ど
に
社
会
は
裕
福
に
な
っ
て
い
っ

た
。
同
時
に
食
生
活
自
体
も
向
上
し
、
食
文

化
も
社
会
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
。
と

こ
ろ
が
、
享
保
を
は
じ
め
と
す
る
三
大
改
革

原田信男（はらだ のぶお）

1949年生まれ。明治大学文学部卒業
後、同大学大学院文学研究科博士課
程退学。博士（史学・明治大学）。札
幌大学女子短期大学部文化学科専任
講師を経て、現在、国士舘大学21世紀
アジア学部教授、放送大学客員教授。
『江戸の料理史』（中公新書、1989年）
でサントリー学芸賞受賞。『歴史の中
の米と肉』（平凡社選書、1993年）
で小泉八雲賞受賞。その他、『木の実
とハンバーガー』（ＮＨＫ出版、
1994年）、『中世村落の景観と生活』
（思文閣史学叢書、1999年）、『いく
つもの日本』全７巻（共編著・岩波
書店、2002－03年）、『食と大地』
（編著・ドメス出版、2003年）、『江
戸の食生活』（岩波書店、2003年）
などがある。

『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内

日
本
橋
朝
之
景
』（
歌
川
広
重
）

江
戸
食
年
譜

文
化
史
か
ら
み
た
江
戸
時
代
の
食
文
化
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に
お
い
て
は
、
精
神
論
的
な
質
素
倹
約
が
重

視
さ
れ
、
消
費
を
罪
悪
と
す
る
観
念
が
根
強

か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
改
革
の
谷
間
に
は
、
料
理
本

と
料
理
屋
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
料
理
文
化

が
花
開
い
た
。
江
戸
前
期
の
料
理
書
は
、
料

理
人
向
け
の
専
門
書
で
、
高
度
な
料
理
の
知

識
と
技
術
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
後
期
に
な
る
と
、
料
理
や
素
材
の
知
識
を

ひ
け
ら
か
し
、
食
談
義
を
楽
し
む
よ
う
な
、

ま
さ
に
料
理
本
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
身
近

な
も
の
が
数
多
く
登
場
し
て
く
る
。

ま
た
市
中
に
は
料
理
屋
も
乱
立
し
、
中
庭

を
置
き
、
離
れ
や
二
階
座
敷
を
設
け
て
独
自

の
空
間
を
演
出
す
る
高
級
料
理
屋
が
出
現
す

る
。
も
ち
ろ
ん
町
中
に
は
、
料
理
茶
屋
の
ほ

か
屋
台
や
小
屋
掛
け
の
食
事
処
が
あ
ふ
れ
、

代
金
さ
え
払
え
ば
、
誰
で
も
自
由
に
飲
み
食

い
が
で
き
た
。

初
鰹
に
大
金
を
投
じ
て
楽
し
む
風
潮
も
生

ま
れ
、
食
が
庶
民
に
遊
び
と
し
て
楽
し
ま
れ

る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
消
費
を
美
徳

と
す
る
社
会
風
潮
の
な
か
で
、
料
理
や
食
生

活
を
楽
し
む
こ
と
が
一
般
化
し
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
旧
来
の
年
貢
か
ら
の

収
奪
で
は
な
く
、
商
業
や
流
通
を
積
極
的
に

推
し
進
め
、
そ
こ
に
新
た
な
財
源
を
求
め
よ

う
と
し
た
田
沼
意
次

お
き
つ
ぐ

の
政
策
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
田
沼
意
次
・
意
知

お
き
と
も

父
子
が
追
放

さ
れ
、
さ
ら
に
松
平
定
信
の
寛
政
の
改
革
が

失
敗
に
終
わ
る
と
、
再
び
料
理
文
化
は
活
況

を
取
り
戻
し
た
。
消
費
が
歓
迎
さ
れ
、
庶
民

的
な
文
化
を
謳
歌
す
る
時
代
と
な
り
、
料
理

文
化
も
爛
熟
期
を
迎
え
る
。
い
わ
ゆ
る
十
一

代
将
軍
家
斉
の
大
御
所
時
代
の
こ
と
で
、
化

政
文
化
の
繁
栄
を
み
た
。
こ
の
時
期
に
日
本

料
理
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
素
材
や
調
理
法
、

盛
り
付
け
法
な
ど
を
が
最
高
潮
に
達
し
た
感

が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
大
改
革
の
最
後
に
あ
た
る

水
野
忠
邦
の
天
保
の
改
革
が
起
こ
る
と
、
ま

た
ま
た
料
理
文
化
は
沈
黙
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
料
理
文
化
は
、
政
治
の
季
節
の
谷

間
に
咲
い
た
徒
花

あ
だ
ば
な

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
豊

か
な
文
化
が
、
政
治
改
革
の
名
の
も
と
に
、

活
動
を
抑
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

全
盛
を
き
わ
め
た
化
政
期
の
料
理
文
化
は
、

し
だ
い
に
影
を
ひ
そ
め
、
幕
末
の
動
乱
の
中

で
ふ
た
た
び
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
著
し
い
発
展
を

遂
げ
た
料
理
文
化
と
、
食
生
活
の
全
般
的
な

向
上
は
、
歴
史
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
。

江
戸
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
城
を
拡
張
し

て
江
戸
城
周
辺
に
家
臣
団
の
た
め
の
武
家
地

を
造
成
し
、
周
辺
の
村
々
の
農
民
を
強
制
的

に
移
住
さ
せ
た
人
工
都
市
で
あ
る
。
さ
ら
に

湿
地
の
埋
め
立
て
、
舟
入
堀
の
開
削
を
行
っ

た
低
地
部
に
市
街
地
を
築
き
、
商
人
や
職
人

を
外
部
か
ら
移
住
さ
せ
て
い
た
。

と
く
に
一
六
五
七
年
の
明
暦
の
大
火
以
後
、

市
街
地
は
拡
大
を
続
け
、
各
地
か
ら
の
流
入
者

が
増
加
し
た
。
江
戸
後
期
は
じ
め
頃
に
は
、

膨
大
な
人
口
を
抱
え
る
巨
大
都
市
と
な
っ
た
。

そ
の
人
口
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
江

戸
人
別
改
に
よ
れ
ば
、
町
人
が
男
約
三
一
万

人
、
女
約
二
一
・
五
万
人
で
、
さ
ら
に
武
家
地

に
は
、
ほ
ぼ
同
数
の
武
士
が
居
住
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
の
人
口
は
一
〇
〇
万

人
を
超
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
八
世
紀
に
世
界
最
大
級
の
人

口
を
抱
え
な
が
ら
も
、
そ
の
男
女
の
比
率
が

か
な
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
、
女
性
の
一
・
五

倍
に
も
上
る
男
性
が
江
戸
で
生
活
し
て
い
た
。

こ
れ
で
は
、
数
字
的
に
は
人
口
の
三
分
の
一

が
、
配
偶
者
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
理
由
は
、
江
戸
へ
の
流
入
人
口
の

ほ
と
ん
ど
が
男
子
の
単
身
者
で
、
就
業
可
能

な
男
性
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

町
人
の
世
界
で
は
、
若
い
独
身
男
子
が
住

み
込
み
の
奉
公
人
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
の
商

家
の
大
店

お
お
だ
な

で
働
い
て
い
た
。
武
家
地
に
お
い

て
も
、
参
勤
交
代
な
ど
で
江
戸
詰
め
の
任
に

あ
た
る
武
士
や
奉
公
人
が
多
く
、
妻
子
を
国

に
残
し
て
く
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
就
業
者
の
ほ
か
、
農
村
か
ら
流
入

す
る
日
雇
い
層
も
膨
大
な
数
に
上
っ
た
。
さ

ま
ざ
ま
な
小
商
い
や
日
雇
い
労
働
、
職
人
と

い
っ
た
そ
の
日
暮
ら
し
の
人
々
が
、
江
戸
の

人
口
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
膨
大
な
人
口
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
毎
日
の
食
事
が
提
供

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
恒
常
的
な
就
業

者
は
、
職
場
な
ど
で
の
賄
い
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
外
で
の
飲
食
の
機
会
も
多
か
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
し
て
や
日
雇
い
の
独
身
者
は
、
日

常
的
に
外
食
の
占
め
る
割
合
が
高
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
城
下
町
と
し
て
成
立
し
た
江
戸

は
、
武
家
地
と
町
人
地
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。

ま
っ
た
く
の
消
費
階
級
で
あ
っ
た
将
軍
を
は

じ
め
と
す
る
武
士
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
必

要
な
食
べ
物
を
日
常
的
に
供
給
す
る
、
巨
大

な
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
日
常
生
活
の
維
持

や
技
術
・
物
資
の
独
占
を
目
的
と
し
て
、
商

人
や
職
人
が
集
住
さ
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
人
口
の
急
激
な
膨
張

に
伴
っ
て
食
料
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
も
巨

大
化
し
複
雑
化
し
た
た
め
、
飲
食
関
係
の
仕

事
に
携
わ
る
人
々
は
か
な
り
の
数
に
達
し
た
。

江
戸
後
期
に
入
る
と
こ
う
し
た
社
会
的
な
前

提
条
件
が
整
っ
た
た
め
、
江
戸
の
食
べ
物
屋

『料理物語』日本で最初に出版された料理書
（1643年＜寛永20年＞）

江戸・駿河町 三井呉服店の界隈（『江戸名所図会』）

江
戸
の
町
と
人
び
と
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は
、
か
つ
て
例
が
な
い
よ
う
な
繁
栄
を
見
せ

た
の
で
あ
る
。

長
屋
住
ま
い
の
町
人
・
職
人
た
ち

江
戸
の
朝
は
明
け
六
つ
の
鐘
と
と
も
に
始

ま
る
。
明
け
六
つ
と
は
、
現
在
の
時
刻
で
い

う
と
季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
夏
場
は
午

前
四
時
ご
ろ
、
冬
場
は
午
前
六
時
過
ぎ
に
な

る
。
ふ
つ
う
、
明
け
六
つ
の
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る

の
は
、
夜
明
け
の
約
三
〇
分
前
と
い
う
か
ら

江
戸
の
朝
は
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
始
ま
る
。

日
本
橋
石
町

こ
く
ち
ょ
う

を
は
じ
め
と
す
る
十
数
か
所

の
時
鐘
楼
で
こ
の
鐘
が
鳴
り
は
じ
め
る
と
、

江
戸
の
人
々
の
大
部
分
は
そ
の
日
の
活
動
を

開
始
す
る
。
前
夜
閉
ざ
さ
れ
た
江
戸
城
の
周

囲
の
見
附
門
、
町
ご
と
の
木
戸
が
開
け
ら
れ

る
の
も
こ
の
時
刻
だ
。

町
に
目
を
向
け
る
と
、
夜
明
け
前
に
起
き

出
し
た
豆
腐
屋
は
店
を
開
き
、
町
内
に
も
売

り
声
を
上
げ
は
じ
め
る
。
長
屋
住
ま
い
の
町

人
・
職
人
た
ち
は
、
総
楊
枝

ふ
さ
よ
う
じ

に
房
州
砂
に
香

料
な
ど
を
加
え
た
歯
磨
き
粉
を
つ
け
て
歯
を

磨
き
、
朝
の
身
支
度
を
整
え
る
。
そ
の
傍
ら

で
お
か
み
さ
ん
た
ち
が
、
竈

か
ま
ど

に
向
っ
て
火
を

お
こ
し
朝
食
の
準
備
を
は
じ
め
、
竈
の
煙
が

長
屋
の
路
地
か
ら
空
に
立
ち
昇
る
。
通
り
に

は
、
納
豆
売
り
や
浅
蜊
売
り
、
青
物
売
り
の

売
り
声
も
響
き
は
じ
め
、
江
戸
の
朝
は
最
高

潮
を
迎
え
る
。

朝
食
の
膳
に
は
、
飯
と
汁
、
漬
物
の
ほ
か

に
は
、
め
ざ
し
か
切
り
干
し
大
根
の
煮
物
・

昆
布
と
油
揚
げ
・
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
・
煮
豆

な
ど
、
今
日
で
も
な
じ
み
の
あ
る
お
か
ず
が

一
品
か
二
品
つ
く
。
な
か
で
も
、「
八
は
い
ど

う
ふ
」
と
い
う
豆
腐
の
す
ま
し
汁
が
好
ま
れ

た
よ
う
だ
。
お
か
ず
も
、
自
前
で
料
理
し
た

も
の
も
あ
れ
ば
、
惣
菜
屋
か
ら
買
い
求
め
た

も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
長
屋
住
ま
い
同
士

の
親
し
さ
で
、
お
か
ず
の
交
換
も
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
長
屋
に
は
、
約
五
〇
万
〜
六

〇
万
人
と
い
わ
れ
る
江
戸
の
町
人
の
う
ち
、

お
よ
そ
七
割
が
暮
ら
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
暮
ら
し
て
い
た
と
な

る
と
、
お
の
ず
か
ら
長
屋
に
も
階
層
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
通
り
に
面
し
た
二
階

建
て
で
ち
ょ
っ
と
し
た
商
売
が
で
き
る
と
こ

ろ
か
ら
、
実
質
六
畳
一
間
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。

彼
ら
の
昼
食
は
、
職
人
で
あ
れ
ば
う
ど

ん
・
蕎
麦
・
寿
司
・
天
ぷ
ら
・
鰻
の
屋
台
で

す
ま
せ
、
女
房
や
子
ど
も
た
ち
は
朝
ご
飯
の

残
り
の
冷
や
飯
を
あ
り
合
わ
せ
の
お
か
ず
で

食
べ
て
い
た
。
な
か
に
は
、
寺
子
屋
か
ら
駆

け
足
で
戻
っ
て
急
い
で
昼
食
を
と
る
子
ど
も

も
い
る
。
庶
民
の
食
生
活
は
、
き
わ
め
て
つ
つ

ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
夜
の
食
事
に
し
て
も

残
り
物
の
冷
や
飯
を
茶
漬
け
に
し
、
漬
物
で

あ
っ
さ
り
す
ま
せ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。

表
通
り
の
大
店
と
路
地
へ
売
り
歩
く
振
売
り

表
通
り
に
面
し
て
軒
を
連
ね
る
大
店

お
お
だ
な

の
朝

は
、
台
所
の
奉
公
人
が
忙
し
く
働
い
て
い
る
。

江
戸
の
表
通
り
に
は
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
店

が
軒
を
並
べ
て
い
た
が
、
大
店
と
呼
ば
れ
る

規
模
の
店
は
、
絹
織
物
を
商
う
呉
服
商
に
限

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
働
く
奉
公
人
は
、
例

え
ば
麹
町
の
岩
城
升
屋
に
は
約
五
〇
〇
人
、

駿
河
町
の
三
井
越
後
屋
本
店
で
は
約
三
二
〇

人
、
尾
張
町
の
島
田
恵
比
須
屋
で
約
二
八
〇

人
、
芝
口
の
松
坂
屋
で
も
約
二
〇
〇
人
を
抱

え
て
い
た
。

こ
う
し
た
大
店
の
ほ
と
ん
ど
が
関
西
に
仕

入
れ
中
心
の
本
店
が
あ
り
、
奉
公
人
は
そ
の

近
辺
か
ら
江
戸
に
や
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、

こ
の
奉
公
人
は
店
で
販
売
に
従
事
す
る
「
店

表
」
の
奉
公
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
〇
代
で

江
戸
に
下
り
、
小
僧
・
丁
稚

で

っ

ち

か
ら
手
代
、
番

頭
を
目
指
し
て
働
く
。
こ
れ
に
対
し
て
「
台

所
」
の
奉
公
人
は
、
店
表
の
奉
公
人
の
た
め

に
炊
事
な
ど
の
下
働
き
を
す
る
男
性
で
あ
り
、

店
全
体
の
一
割
程
度
の
人
数
で
台
所
を
賄
っ

て
い
た
。

奉
公
人
の
ほ
と
ん
ど
は
単
身
者
で
あ
り
、

店
の
台
所
で
食
事
を
す
る
。
男
性
ば
か
り
の

食
事
は
、
効
率
重
視
の
無
味
乾
燥
と
し
た
も

の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
然
、
息
抜
き

が
必
要
に
な
り
、
祭
り
な
ど
の
年
中
行
事
の

日
に
は
酒
も
供
さ
れ
る
。
通

と
お
り

一
丁
目
の
白
木

屋
に
残
さ
れ
た
歳
時
記
に
は
、
正
月
十
一
日

江戸・飯田町（中坂、九段坂） 時鐘楼（○印）が２か所望める（『江戸名所図会』）

江
戸
暮
ら
し
の
食
生
活
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の
蔵
開
き
に
は
夕
食
に
料
理
の
膳
が
店
じ
ゅ

う
に
出
さ
れ
、
店
が
所
有
す
る
長
屋
な
ど
の

管
理
人
で
あ
る
家
守

や

も

り

衆
も
集
っ
て
親
睦
を
深

め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
催

し
は
、
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十
一
月
に
も

あ
っ
た
よ
う
だ
。

一
方
、
江
戸
の
商
売
の
中
で
も
っ
と
も
素

朴
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
が
「
振
売

ふ

り

う

り
」

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
活
必
需
品
を
持
っ
て

江
戸
の
町
を
く
ま
な
く
売
り
歩
い
た
。
江
戸

の
商
人
や
職
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
経
験
を

積
ん
で
熟
練
し
た
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
た

者
が
多
か
っ
た
が
、
も
っ
と
も
安
易
に
商
売

で
き
る
の
が
振
売
り
だ
っ
た
。

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正
月
一
九
日
の

江
戸
町
触
れ
（『
江
戸
町
触
集
成
』）
で
は
、

振
売
り
の
鑑
札
を
五
〇
歳
以
上
と
十
五
歳
以

下
の
者
お
よ
び
身
体
障
害
者
に
与
え
る
、
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
鑑
札
を
必
要
と
す
る
品

目
と
不
要
な
品
目
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、

食
品
関
係
は
ほ
と
ん
ど
鑑
札
は
不
要
で
あ
っ

た
。
そ
の
品
目
は
、
魚
・
煙
草
・
時
々
の
な

り
物
菓
子
（
果
物
）・
塩
・
飴
お
こ
し
・
味
噌
・

酢
・
醤
油
・
豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
心
太

と
こ
ろ
て
ん

・
餅

な
ど
。
鰹
節
・
串
海
鼠

く
し
な
ま
こ

・
塩
引
鮭
も
鑑
札
が

必
要
な
く
、
当
時
は
食
品
を
商
う
こ
と
に
関

し
て
規
制
が
緩
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

幕
末
の
風
俗
を
描
い
た
喜
多
川
守
貞
の

『
守
貞
漫
稿

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

』
に
登
場
す
る
振
売
り
に
は
、
食

品
関
係
だ
け
で
も
約
五
〇
種
類
も
あ
る
。
そ

の
代
表
的
な
も
の
に
、
油
揚
げ
・
鮮
魚
・
白

魚
・
菜
蔬

さ
い
そ
（
青
物
）・
豆
腐
・
醤
油
・
塩
・
嘗な

め

物も
の

な
ど
の
食
材
や
調
味
料
が
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
子
ど
も
相
手
に
商
売
す
る
し
ん
粉こ

細

工
・
飴
細
工
・
飴
・
季
節
も
の
の
初
松
魚

か

つ

お

・

枝
豆
・
心
太

と
こ
ろ
て
ん

・
松
茸
・
初
茸
な
ど
も
売
り
歩

い
た
。

こ
の
よ
う
な
振
売
り
を
商
売
に
し
て
い
た

人
々
の
中
か
ら
、
町
中
を
流
し
歩
く
こ
と
を

や
め
、
一
か
所
で
加
熱
調
理
し
た
飲
食
を
商

売
に
し
た
煮
売
り
や
屋
台
を
営
む
人
も
出
て

く
る
。『
守
貞
漫
稿
』
の
中
に
も
、
鰻
蒲
焼

う
な
ぎ
か
ば
や
き

・

蝗い
な
ご
蒲
焼
・
蒸
芋

む
し
い
も

・
蕎
麦
・
汁
粉
な
ど
の
煮
売

り
・
焼
売
り
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
登
場
し
て

い
る
。

文
政
年
間
に
出
さ
れ
た
『
柳
庵
雑
筆

り
ゅ
う
あ
ん
ざ
っ
ぴ
つ

』
の

中
に
は
、
次
の
よ
う
な
あ
る
振
売
り
の
八
百

屋
の
一
日
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

朝
早
く
家
を
出
て
、
江
戸
の
町
を
「
か
ぶ

ら
な
め
せ
、
大
根
は
い
か
に
、
蓮
も
候
、
芋

や
芋
や
」
と
、
売
り
声
を
上
げ
て
西
日
が
傾

く
ま
で
必
死
に
野
菜
を
売
り
歩
い
た
。
今
日

の
仕
入
れ
は
銭
六
〇
〇
文
か
七
〇
〇
文
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
、
売
り
上
げ
は
そ
の
倍
近
い

一
貫
三
〇
〇
文
く
ら
い
だ
ろ
う
。
荷
は
軽
く

な
っ
た
が
、
疲
れ
は
残
る
。
家
に
帰
り
着
き
、

売
れ
残
り
の
野
菜
を
台
所
に
置
い
た
。
こ
れ

は
明
日
の
飯
の
お
か
ず
に
な
る
。

さ
て
、
売
り
上
げ
か
ら
ま
ず
は
明
日
の
仕

入
れ
代
金
を
取
り
除
き
、
家
賃
に
あ
て
る
ぶ

ん
は
竹
筒
に
収
め
た
。
そ
の
と
き
、
よ
う
や

く
昼
寝
か
ら
覚
め
た
女
房
が
「
米
代
は
？
」

と
手
を
出
す
。
二
〇
〇
文
を
与
え
る
と
「
味

噌
も
醤
油
も
切
ら
し
て
い
る
け
ど
」
と
言
う

女
房
に
、
ま
た
五
〇
文
が
渡
さ
れ
る
。

女
房
が
買
い
物
に
出
る
と
、
今
度
は
子
ど

も
の
番
だ
。
菓
子
代
に
一
二
文
が
消
え
た
。

彼
の
手
元
に
残
っ
た
の
は
三
〇
〇
文
ば
か
り

の
銭
だ
。
そ
れ
を
手
に
「
さ
て
と
一
杯
飲
ま

せ
て
も
ら
お
う
か
」「
い
や
い
や
明
日
は
雨
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
備
え
ね
ば
」

と
、
け
っ
こ
う
悩
ま
し
い
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。

振
売
り
の
食
生
活
は
商
人
や
職
人
と
変
わ

ら
な
い
。
昼
食
は
、
売
り
歩
く
途
中
で
屋
台

や
食
べ
物
屋
で
す
ま
せ
て
い
た
。
宝
暦
か
ら

天
明
期
・
化
政
期
に
は
、
定
食
屋
も
出
現
し

て
い
た
。
喜
多
村
香
城

き
た
む
ら
か
じ
ょ
う

の
『
五
月
雨
草
紙
』

に
は
、「
百
膳
」
と
い
う
店
が
、
大
竹
輪
・
椎

茸
・
青
野
菜
の
煮
染し

め
、
摘
入

つ

み

れ
汁
と
飯
、

香
の
物
で
一
食
一
〇
〇
文
ほ
ど
の
定
食
を
出

す
と
記
し
て
い
る
。
幕
末
に
は
、「
三
分
亭
」

と
い
う
チ
ェ
ー
ン
店
が
一
食
銀
三
分
（
約
五

〇
文
）
で
刺
身
、
焼
魚
、
煮
魚
な
ど
の
定
食

を
出
し
て
繁
盛
し
た
こ
と
が
、
四
壁
庵
茂
蔦

し
へ
き
あ
ん
し
げ
つ
た

の
『
わ
す
れ
の
こ
り
』
な
ど
の
随
筆
の
中
に

見
ら
れ
る
。

武
家
の
台
所
は
、
大
身
で
あ
れ
ば
抱
え
る

身
内
も
多
く
、
庶
民
の
台
所
と
は
お
の
ず
と

規
模
が
違
う
。
大
名
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
主

君
・
饗
応
・
家
臣
の
賄
い
用
と
、
台
所
も
複

数
用
意
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
武
家
と
は
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま

な
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
下
級
武
士
の
場
合
は
、

一
家
の
食
事
を
賄
え
れ
ば
よ
く
、
屋
敷
の
規

模
に
制
約
も
あ
る
。
幕
末
、
武
蔵
国
・
忍お

し

藩

の
下
級
武
士
で
あ
る
尾
崎
準
之
助
貞
幹

お
ざ
き
じ
ゅ
ん
の
す
け
さ
だ
み
き

が
記

し
た
『
石
城
日
記
』
に
は
、
本
来
百
石
取
り

の
尾
崎
が
、
わ
ず
か
一
〇
人
扶
持
に
減
ら
さ

れ
た
時
期
の
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月

か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
食
生
活
を
含
む
日
常

が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
日
常
の
食
事
は
と
い
う
と
、
汁
と
漬

物
類
、
茶
漬
け
な
ど
で
す
ま
す
こ
と
が
多
く
、

い
た
っ
て
質
素
な
も
の
だ
。
せ
い
ぜ
い
好
物

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
豆
腐
、
野
菜
の
煮
物
が

つ
く
く
ら
い
で
、
卵
か
下
魚
の
類
が
食
膳
に

供
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
日
の
食
事
は
上
ラ
ン
ク

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
月
で
も
、
雑
煮

が
主
で
、
目
を
引
く
料
理
が
並
ん
で
い
る
わ

け
で
も
な
い
。

他
家
で
の
馳
走
や
料
理
屋
の
酒
宴
で
は
、

魚
介
類
や
鶏
肉
類
が
並
ん
だ
が
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
正
月
二
八
日
の
日
記
に
は
、

「
起
き
出
し
、
飯
を
か
し
き
、（
略
）
豆
腐
の

わ
つ
か
あ
り
し
を
煮
て
朝
食
し
、
土
屋
に
も

ち
を
や
き
出
す
」
な
ど
と
あ
る
。
日
常
の
食

事
は
豊
か
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
は

尾
崎
に
限
ら
ず
、
同
様
の
境
遇
に
あ
っ
た
下

級
武
士
一
般
に
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
江
戸
城
へ
出
仕
す
る
大
身
は
と
い

え
ば
、
そ
の
宿
直
の
弁
当
を
み
て
も
食
生
活

に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
禄

時
代
、
尾
張
徳
川
家
に
仕
え
た
朝
日

あ

さ

ひ

文
左
衛
門

ぶ
ん
ざ
え
も
ん

は
、『
鸚
鵡
籠
中
記

お
う
む
ろ
う
ち
ゅ
う
き

』
と
い
う
日
記

の
中
で
、
世
情
の
見
聞
や
う
わ
さ
話
、
酒
食

に
関
す
る
記
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

大
身
か
ら
下
級
武
士
ま
で

武
家
の
暮
ら
し
ぶ
り

『石城日記』（尾崎貞幹　慶応義塾図書館所蔵）
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る
と
、
文
左
衛
門
が
御
本
丸
御
番
だ
っ
た
と

き
、
宿
直

と

の

い

の
際
に
同
輩
と
交
代
で
弁
当
を
用

意
し
て
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

の
弁
当
に
は
、
切
干
し
・
あ
ら
め
・
梅
干
・

豆
腐
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
山
芋
・
牛
蒡
の
煮

物
・
蜆
の
和
え
物
・
鯔ぼ

ら

の
浜
焼
き
・
香
の
物

が
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
干
し
大
根
の

味
噌
汁
と
酒
も
用
意
し
て
出
仕
し
た
と
い
う
。

酒
を
飲
む
こ
と
も
許
さ
れ
、
と
き
に
は
羽
目

を
は
ず
す
者
も
い
る
ほ
ど
、
泰
平
の
世
の
武

士
の
勤
め
は
い
た
っ
て
の
ん
び
り
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
五
月
の
町
触
れ

（『
御
触
書
寛
保
集
成
』）
に
は
、「
大
手
・
桜
田
、

両
下
馬
ニ
て
煮
売
仕
間
敷

つ
か
ま
つ
る
ま
じ
く

候
」
と
あ
る
。
江

戸
城
大
手
門
や
桜
田
門
の
下
馬
所
で
は
、
登

城
し
て
仕
事
中
の
主
人
を
待
つ
供
の
者
が
た

む
ろ
し
て
お
り
、
彼
ら
を
目
当
て
に
煮
売
り

屋
が
立
ち
並
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
文
政
か
ら
天
保
（
一
八
一
八
〜

一
八
四
四
年
）
の
頃
を
思
い
起
こ
し
て
記
し

た
堀
秀
成
の
『
下
馬
の
お
と
な
ひ
』
に
は
、

「
ご
ざ
を
着
た
る
翁
、
白
き
袋
か
け
た
る
老
女

な
ど
、
こ
の
所
の
あ
り
さ
ま
に
、
た
ま
げ
は

て
ゝ
立
つ
め
り
。
立
売
の
商
人
は
、
こ
ん
に

や
く
の
で
ん
が
く
、
あ
ま
ざ
け
、
す
み
ざ
け

（
清
酒
）、
す
し
、
作
菓
子
な
ど
、
皆
下
部
の

買
ふ
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
武
家
の
供
の
者

た
ち
で
賑
わ
う
江
戸
城
下
馬
所
に
、
煮
売

り
・
立
売
り
な
ど
の
食
べ
物
商
売
が
店
を
広

げ
、
飲
食
物
を
商
売
し
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

江
戸
城
内
の
日
常
の
食
事
は
と
い
え
ば
、

基
本
的
に
御
広
敷
御
膳
所

お
ひ
ろ
し
き
ご
ぜ
ん
じ
ょ

で
調
理
さ
れ
大
奥

へ
運
ば
れ
た
。
こ
れ
は
毒
見
役
と
相
伴

し
ょ
う
ば
ん

役
が

務
め
、『
徳
川
制
度
史
料
』
に
よ
れ
ば
、
す
べ

て
同
一
品
を
取
り
分
け
て
ま
ず
毒
見
役
が
食

す
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
三
人

前
の
膳
が
将
軍
の
御
膳
所
に
運
ば
れ
る
。
三

人
前
の
膳
は
、
将
軍
の
ほ
か
に
相
伴
役
の
小

姓
二
人
が
食
べ
る
た
め
で
、
小
姓
は
座
敷
の

隅
で
先
に
箸
を
つ
け
て
食
べ
、
そ
の
う
え
で

将
軍
が
食
べ
る
と
い
う
し
き
た
り
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
と
き
小
姓
は
、
将
軍
が
ゆ
っ
く

り
で
あ
れ
ば
ゆ
っ
く
り
と
、
一
膳
で
あ
れ
ば

一
膳
と
、
そ
の
速
度
と
量
に
合
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
食
事
は
、
将
軍
が
中
奥
の
表

向
御
膳
所
で
と
る
も
の
で
あ
り
、
大
奥
の
奥

御
膳
所
で
は
異
な
る
。『
旧
事
諮
問
録
』
や

『
千
代
田
城
大
奥
』
に
よ
れ
ば
、
食
事
は
一
〇

人
前
用
意
さ
れ
、
毒
見
役
と
御
台
様
の
膳
を

除
い
て
、
六
人
前
が
御
目
見
得

お

め

み

え

女
中
の
う
ち

当
番
の
も
の
に
下
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
食

事
の
内
容
を
、『
千
代
田
城
大
奥
』
に
記
さ
れ

た
春
の
朝
食
の
一
例
で
み
る
と
、
二
つ
の

懸
盤

か
け
ば
ん

（
儀
式
用
の
膳
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。

一
の
膳
は
飯
と
落
と
し
卵
の
味
噌
汁
・
花
の

香
を
入
れ
た
サ
ワ
サ
ワ
豆
腐
の
平
・
蒲
鉾
・

胡
桃

く

る

み

の
寄
せ
物
・
錦
糸
卵
・
昆
布
・
鯛
の
切

り
身
を
寒
天
で
寄
せ
た
置
合

お
き
あ
わ
せ（

口
取
り
）。
二

の
膳
は
、
魴

ほ
う
ぼ
うの

焼
物
と
干
海
苔
で
巻
い
た
卵

焼
き
に
煎
り
豆
腐
の
壷
・
瓜う

り

の
粕
漬
け
・
大

根
の
味
噌
漬
け
の
香
の
物
で
あ
る
。

『
旧
事
諮
問
録
』
に
は
、
米
は
干
飯

ほ
し
い
い

の
よ

う
に
淡
白
な
蒸
し
飯
が
出
さ
れ
、
だ
い
た
い

決
ま
っ
た
献
立
で
、
将
軍
か
ら
特
別
な
注
文

も
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
出
さ
れ
た
料
理
を
す
べ
て
食
べ
る
こ
と

は
な
く
、
例
え
ば
煮
物
九
盛
の
う
ち
、
手
が

つ
け
ら
れ
る
の
は
二
盛
ぐ
ら
い
で
、
魚
も
一

箸
か
二
箸
ほ
ど
し
か
口
に
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
残
っ
た
料
理
は
、
中
臈
や
年
寄
に
振
舞

わ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
酒
は
代
々
の
将
軍
の

好
み
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
食
事
と
同
様
に

小
姓
が
相
伴
す
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は

独
り
酒
で
興
に
乗
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
と
い
う
。

将
軍
の
食
事
は
、
思
い
の
ほ
か
質
素
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
食
事
は
十
五
代
将
軍
慶

喜
の
も
の
で
あ
る
。
十
一
代
将
軍
家
斉
の
場

合
は
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
三
〇

年
）
に
お
け
る
将
軍
の
献
立
記
録
『
調
理
叢

書
』
の
中
で
、
豪
華
な
食
事
を
し
て
い
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
月
三
か
日

は
二
汁
七
菜
の
料
理
が
並
び
、
普
段
で
も
、

朝
と
昼
は
一
汁
四
菜
、
夕
食
は
汁
な
し
で
五

菜
の
献
立
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
魚
介

類
を
み
る
と
、
鯛
が
圧
倒
的
に
多
く
使
わ
れ
、

記
帳
さ
れ
た
二
九
日
間
の
う
ち
二
二
日
に
わ

た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
月
に
何
日
か
決
め

ら
れ
た
精
進
の
日
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
毎
日
食

膳
に
鯛
が
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

家
斉
が
豪
華
な
食
事
を
し
て
い
た
頃
、
文

政
九
年
（
一
八
二
六
）、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ

ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
は
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
の
江
戸
参
府
に
加
わ
り
、
そ
の
と
き

に
見
聞
し
た
こ
と
を
『
江
戸
参
府
紀
行
』
に

書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
江
戸
の
物
価
が

地
方
の
城
下
町
よ
り
五
倍
も
高
い
こ
と
、
食

生
活
の
面
で
貧
富
の
差
が
著
し
い
こ
と
に
つ

い
て
触
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
大
名
た
ち
の
食
膳
に
出
す
飯
は
、

一
升
の
米
の
う
ち
か
ら
大
き
く
て
上
質
な
も

の
の
み
を
選
ん
で
炊
き
、
釜
の
中
か
ら
真
ん

中
だ
け
を
食
べ
る
。
同
様
に
、
魚
類
や
野
菜

類
お
よ
び
酒
類
は
大
名
屋
敷
で
は
無
駄
に
使

わ
れ
て
い
る
が
、
最
下
層
民
た
ち
は
冬
の
寒

空
に
あ
わ
れ
な
露
命
を
つ
な
い
で
い
る
、
と

い
う
具
合
だ
。

上
質
な
米
の
選
定
に
関
し
て
い
え
ば
、
当

然
、
将
軍
の
場
合
も
同
じ
で
あ
っ
た
。『
千
代

田
城
大
奥
』
に
よ
れ
ば
、
美
濃
米
を
御
舂
屋

お

つ

き

や

で
精
米
し
た
う
え
で
毎
日
四
、
五
人
が
黒
漆

の
盆
に
並
べ
、
大
き
く
良
い
も
の
を
一
粒
ず

つ
選
ん
で
御
膳
所
に
送
っ
た
と
い
う
。
慶
喜

の
食
事
は
、
家
斉
ほ
ど
豪
華
で
は
な
か
っ
た

が
、
背
後
で
は
手
の
込
ん
だ
配
慮
が
施
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

参
考
・
引
用
書

『
江
戸
の
料
理
史
』（
中
公
新
書
）

『
江
戸
の
食
生
活
』（
岩
波
書
店
）

『
和
食
と
日
本
文
化
』（
小
学
館
）

『
江
戸
の
料
理
と
食
生
活
』（
小
学
館
）

い
ず
れ
も
原
田
信
男
編
・
著

織田信長が安土城で徳川家康をもてなした饗応料理の再現（本膳から五膳まである）（朝日新聞社提供）

江
戸
城
表
向
・
大
奥
の
日
常
の
食
事
情
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駅
弁
の
ル
ー
ツ
は
握
り
飯
二
つ

デ
パ
ー
ト
の
特
設
売
場
で
通
称
「
駅
弁
大
会
」

が
開
催
さ
れ
る
と
、
多
く
の
買
い
物
客
で
賑
わ

う
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
駅
ビ
ル
の
食
品

売
場
な
ど
で
は
、
人
気
駅
弁
を
常
時
置
い
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
ほ
ど
、
日
本
人
は
駅
弁
好
き

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
デ
パ
ー
ト
の
駅
弁
大
会

を
最
初
に
開
い
た
の
は
、
昭
和
三
四
年
三
月
、

東
京
・
上
野
松
坂
屋
で
催
さ
れ
た
「
有
名
駅
弁

と
お
み
や
げ
の
会
」
だ
っ
た
。
こ
れ
が
盛
況
だ

っ
た
か
ら
か
、
翌
年
に
は
大
阪
の
高
島
屋
で

「
全
国
観
光
と
う
ま
い
も
の
大
会
」
が
開
か
れ
た
。

や
は
り
、
ど
ち
ら
も
観
光
と
抱
き
合
わ
せ
た
イ

ベ
ン
ト
だ
っ
た
よ
う
だ
。

駅
弁
の
は
じ
ま
り
は
、
明
治
一
八
年
七
月
一

六
日
の
宇
都
宮
駅
だ
っ
た
。
上
野
―
宇
都
宮
間

の
新
線
（
現
在
の
宇
都
宮
線
）
開
通
を
記
念
し
、

日
本
鉄
道
株
式
会
社
が
旅
客
サ
ー
ビ
ス
を
目
的

に
宇
都
宮
市
の
旅
館
白
木
屋
に
弁
当
を
売
っ
て

は
ど
う
か
と
勧
め
て
売
り
出
し
た
の
が
最
初
だ
。

そ
の
駅
弁
は
、
ゴ
マ
を
ふ
り
か
け
た
梅
干
し
入

り
の
握
り
飯
が
二
個
に
た
く
あ
ん
を
添
え
、
竹

の
皮
で
包
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
駅
弁
は
駅
で
売
る
弁
当
だ
か
ら

駅
弁
、
と
単
純
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
Ｊ
Ｒ
の
前
身
の
国
鉄
時
代
、
国
鉄
の
許

可
を
受
け
て
駅
構
内
で
飲
食
業
を
営
む
事
業
者

が
売
る
弁
当
が
駅
弁
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

事
業
者
の
組
織
で
あ
る
社
団
法
人
国
鉄
構
内
営

業
中
央
会
は
、
民
営
化
後
も
日
本
鉄
道
構
内
営

業
中
央
会
と
改
称
し
て
存
続
し
て
い
る
が
、
加
盟

業
者
が
販
売
す
る
駅
弁
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
掛
紙

に
は
「
駅
弁
マ
ー
ク
」（
昭
和
六
三
年
制
定
）
を
付

け
て
、
未
加
盟
業
者
の
も
の
と
区
別
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
駅
弁
は
「
汽
車
弁
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
明
確
な
答
え
は
な
い
が
、
昭
和
四
年
に

出
さ
れ
た
「
日
本
国
有
鉄
道
建
設
規
程
」
に
停

車
場
は
操
作
場
、
信
号
所
、
加
え
て
旅
客
・
貨

物
を
扱
う
「
駅
」
か
ら
な
る
と
さ
れ
、
こ
こ
で

は
じ
め
て
公
式
に
「
駅
」
と
い
う
文
字
が
登
場

す
る
。
こ
の
頃
か
ら
駅
弁
と
な
っ
て
普
及
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

駅
弁
は
、
日
本
以
外
に
台
湾
、
韓
国
の
一
部

で
も
売
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
は
、

食
堂
車
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
汽
車
の
中

で
弁
当
を
食
べ
る
と
い
う
習
慣
は
な
い
よ
う
だ
。

江
戸
の
文
化
も
香
る
弁
当
の
由
来

握
り
飯
二
個
と
た
く
あ
ん
だ
っ
た
駅
弁
は
、

今
や
各
地
の
海
の
幸
・
山
の
幸
が
贅
沢
に
盛
ら

れ
て
華
や
か
に
な
り
、
予
約
を
し
な
け
れ
ば
買

え
な
い
も
の
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
冷
た
い
弁
当

を
温
め
て
食
べ
ら
れ
る
も
の
や
、
ワ
イ
ン
や
地

酒
が
付
い
て
く
る
も
の
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な

ア
イ
デ
ア
駅
弁
が
旅
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
。

そ
の
中
で
も
「
幕
の
内
弁
当
」
は
ど
こ
の
駅

で
も
根
強
い
人
気
が
あ
る
。
ご
飯
は
俵
型
の
握

り
飯
を
並
べ
て
詰
め
て
ゴ
マ
を
散
ら
し
、
お
か

ず
は
汁
気
の
な
い
焼
魚
・
玉
子
焼
き
・
蒲
鉾

（
弁
当
の
三
種
の
神
器
）
と
、
揚
げ
物
・
煮
物
・

漬
物
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在

で
は
実
際
に
俵
型
の
握
り
飯
を
詰
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
型
押
し
を
し
て
俵
型
に
見
せ
て

い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ
の
幕
の
内
弁
当
の
起
源
は
芝
居
見
物
に
あ

る
。
芝
居
と
芝
居
の
間
に
幕
が
下
が
る
時
間
、

芝
居
の
幕
間
・
幕
の
内
に
金
持
ち
の
客
た
ち
は

芝
居
茶
屋
で
食
事
を
し
て
い
た
。
一
方
、
茶
屋

を
利
用
し
な
い
客
の
た
め
に
茶
屋
で
出
し
て
い

た
よ
う
な
も
の
を
携
帯
で
き
る
笹
折
に
詰
め
、

弁
当
と
い
う
形
で
販
売
し
た
の
が
「
幕
の
内
弁

当
」
の
は
じ
ま
り
だ
。
こ
の
名
称
は
、
江
戸
時

代
の
会
席
料
理
の
店
「
万
久

ま
ん
き
ゅ
う

」
が
生
み
の
親
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
、
芝
居
か
ら
生
ま
れ
た
弁
当
に

「
助
六
弁
当
」
が
あ
る
。
歌
舞
伎
に
「
助
六
由
縁

す
け
ろ
く
ゆ
か
り
の

江
戸
桜

え
ど
ざ
く
ら

」
と
い
う
演
目
が
あ
る
。
主
人
公
の
名

前
が
花
川
戸
の
助
六
、
そ
の
助
六
の
恋
人
が
吉

原
の
遊
女
の
揚
巻
と
い
う
。
そ
の
揚
巻
の
名
前

を
「
揚
げ
」
と
「
巻
き
」
に
分
け
、
油
揚
げ
で

包
む
い
な
り
ず
し
と
の
り
巻
き
の
組
み
合
わ
せ

を
「
助
六
」
と
呼
び
、
歌
舞
伎
に
持
参
す
る
弁

当
に
し
た
の
が
「
助
六
弁
当
」
と
な
っ
た
と
い

う
。

旅
の
楽
し
み
の
一
つ
に
駅
弁
が
あ
る
。
駅
弁
も
、
今
で
は
夕
食
の
テ
ー
ブ
ル
に
の
る

ほ
ど
日
常
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
空
港
で
売
ら
れ
る
空
弁
ま
で
登

場
し
、
Ｊ
Ｒ
と
私
鉄
も
含
め
た
駅
弁
・
空
弁
の
種
類
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。

参
考
資
料

『
た
べ
も
の
雑
学
事
典
』（
毎
日
新
聞
社
編
）

『
駅
弁
資
料
館
』（http://eki-ben.web.infoseek.co.jp

）

代表的な「助六」弁当

空弁（飛行場で売られている）

わが国駅弁の元祖（再現写真）
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「
生
命
の
樹
」
か
ら
生
ま
れ
た
神
の
恵
み

ワ
イ
ン
の
歴
史
は
、
人
類
が
採
集
生
活
を
し

て
い
た
太
古
の
時
代
ま
で
遡
り
、
次
第
に
農
耕

生
活
へ
と
移
り
変
わ
る
過
程
で
原
料
の
ブ
ド
ウ

を
栽
培
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
、
人
類
の
文

化
史
の
一
部
を
彩
っ
て
き
た
。
人
類
が
地
球
上

に
現
れ
る
以
前
か
ら
、
大
陸
に
は
ブ
ド
ウ
の
木

が
群
生
し
て
い
た
。
人
類
は
、
そ
の
ブ
ド
ウ
の

汁
を
搾
っ
て
飲
み
、
と
き
に
は
蜂
蜜
を
混
ぜ
て

飲
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
は
、
皮
袋
な
ど

に
貯
え
る
こ
と
も
あ
り
、
蜂
蜜
が
混
ざ
っ
た
も

の
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
醗
酵
し
て
ワ
イ
ン
に
な
っ

た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
人
類
と
ワ

イ
ン
の
出
会
い
で
あ
る
。

ワ
イ
ン
造
り
の
発
祥
の
地
は
、
チ
グ
リ
ス
と

ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
の
間
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
シ
ュ
メ
ー
ル
人
に

よ
っ
て
ワ
イ
ン
醸
造
が
発
明
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト

へ
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
今
か
ら
八

千
〜
一
万
年
前
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
説
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
遺
跡
か
ら
六

千
年
以
上
も
前
の
ロ
ー
ル
・
シ
ー
ル
（
ブ
ド
ウ

模
様
な
ど
を
浅
く
浮
き
彫
り
に
し
た
丸
い
石
棒
）

が
出
土
し
た
こ
と
で
証
明
さ
れ
た
。
醸
造
し
た

ワ
イ
ン
を
樽
の
上
部
の
小
さ
な
穴
か
ら
入
れ
て

貯
蔵
す
る
が
、
そ
の
穴
を
粘
土
で
密
閉
し
た
上

に
ロ
ー
ル
・
シ
ー
ル
で
押
さ
え
つ
け
な
が
ら
転

が
す
。
こ
の
粘
土
が
乾
燥
し
て
栓
の
役
割
を
果

た
し
て
樽
に
異
物
が
混
入
さ
れ
る
の
を
防
ぎ
、

ロ
ー
ル
・
シ
ー
ル
は
シ
ュ
メ
ー
ル
の
ワ
イ
ン
職

人
の
誇
り
を
刻
印
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
「
ワ
イ
ン
」
と
刻
ま
れ

た
酒
壷
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
紀
元

前
二
八
五
〇
年
頃
の
古
王
国
時
代
が
始
ま
る
少

し
前
の
も
の
で
、
シ
ュ
メ
ー
ル
人
が
残
し
た
遺

物
よ
り
時
代
は
新
し
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

シ
ュ
メ
ー
ル
人
や
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
ブ
ド
ウ
の

こ
と
を
「
生
命
の
樹
」
と
呼
び
、
ワ
イ
ン
は
神

が
授
け
た
飲
み
物
と
考
え
て
い
た
。

以
後
、
ワ
イ
ン
の
文
化
圏
は
西
ア
ジ
ア
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
よ
っ
て

現
在
に
ま
で
伝
わ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ワ
イ
ン
文
化

が
芽
生
え
、
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
晩
年
は
白
ワ
イ
ン
と
共
に

ワ
イ
ン
は
ロ
ー
マ
人
に
伝
え
ら
れ
る
ま
で
、

水
で
薄
め
て
飲
ま
れ
て
い
た
。
ロ
ー
マ
人
も
は

じ
め
の
頃
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
同
じ
よ
う
に
水
で

薄
め
て
い
た
が
、
食
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
つ

れ
て
水
割
り
の
度
合
い
は
低
く
な
り
、
徐
々
に

濃
い
め
の
ワ
イ
ン
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
。
現

代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
安
い
ワ
イ
ン
は
ミ
ネ
ラ

ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
よ
り
安
い
か
ら
か
、
水
の
よ
う

に
ワ
イ
ン
を
飲
む
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最

近
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
ワ
イ
ン
消
費
量
は
減
っ
て

い
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
は
、
ア

フ
リ
カ
南
部
の
沖
合
い
に
浮
か
ぶ
セ
ン
ト
・
ヘ

レ
ナ
島
に
流
刑
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
ナ
ポ
レ

オ
ン
を
慰
め
た
の
は
ワ
イ
ン
だ
っ
た
。
こ
の
ワ

イ
ン
は
、
現
在
の
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
コ
ン

ス
タ
ン
シ
ア
地
方
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
で
、
そ

こ
で
は
上
質
の
ワ
イ
ン
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。

一
八
〜
一
九
世
紀
に
か
け
、
甘
味
を
秘
め
た
コ

ン
ス
タ
ン
シ
ア
の
白
ワ
イ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

貴
族
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
セ

ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
島
で
愛
飲
し
た
の
も
コ
ン
ス
タ

ン
シ
ア
の
白
ワ
イ
ン
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
ワ
イ
ン
の
コ
ル
ク
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
コ

ル
ク
樫
で
作
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
コ
ル
ク
は
伝
統
的
な
産
物
で
、
世
界
中
か

ら
注
文
が
く
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
八
〇
年
代
、

世
界
的
に
ワ
イ
ン
の
大
量
生
産
が
行
わ
れ
て
注

文
が
殺
到
し
た
。
そ
の
と
き
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

コ
ル
ク
栓
工
場
で
は
手
工
業
的
に
作
っ
て
お
り
、

加
え
て
石
油
危
機
問
題
も
あ
っ
て
簡
単
に
増
産

で
き
ず
、
ワ
イ
ン
の
生
産
を
控
え
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

ワ
イ
ン
は
人
類
の
歴
史
と
共
に
歩
ん
で
き
た
。

そ
の
中
に
人
類
の
叡
智
が
刻
ま
れ
て
、
そ
の
と

き
ど
き
の
文
化
の
薫
り
や
政
治
の
匂
い
ま
で
も

が
漂
う
。

西
ア
ジ
ア
で
ワ
イ
ン
が
生
ま
れ
た
当
時
、
ワ
イ
ン
は
心
地
よ
い
酔
い
を
も
た
ら
す
飲

み
物
と
い
う
よ
り
も
、
保
健
飲
料
と
し
て
、
ま
た
治
療
薬
と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
。

脂
肪
が
多
い
羊
肉
を
食
べ
て
い
た
人
々
の
血
液
を
健
康
に
保
ち
、
病
の
痛
み
を
ア
ル

コ
ー
ル
作
用
で
麻
痺
さ
せ
て
忘
れ
さ
せ
る
目
的
に
も
使
わ
れ
た
。
後
年
、
ペ
ル
シ
ア

で
は
ワ
イ
ン
を
「
薬
の
な
か
の
王
」
と
表
現
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

世
界
の
食
文
化
雑
学
講
座

参
考
資
料

『
ワ
イ
ン
の
世
界
史
』（
古
賀
守
著
　
中
公
新
書
）

『
世
界
路
地
裏
・
食
紀
行
』

（
財
前
宏
著
　
丸
善
）

『
洋
酒
う
ん
ち
く
百
科
』

（
福
西
英
三
著
　
河
出
書
房
新
社
）

醸成中のワインのテイスティング風景

ナポレオン一世の肖像画　流刑地セント・ヘレ
ナ島で1821年没する SuperStock/PPS
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一
九
七
五
年
四
月
、
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
に
す
し
専
門
店
「
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
竹
寿
司
」
を
開
い
た
。
当
時
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
に
は
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
が
約
一

五
〇
軒
あ
っ
た
が
、
店
内
の
一
角
に
小
さ
な

す
し
カ
ウ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
く
ら

い
で
、
メ
イ
ン
は
す
き
焼
き
や
天
ぷ
ら
を
出

す
店
が
ほ
と
ん
ど
で
す
し
の
専
門
店
は
一
軒

も
な
か
っ
た
。

「
生
魚
を
食
べ
る
の
は
料
理
を
知
ら
な
い
野

蛮
人
の
や
る
こ
と
」
と
、
当
時
の
ほ
と
ん
ど

の
ア
メ
リ
カ
人
は
考
え
て
い
た
。
そ
ん
な
国

に
す
し
専
門
店
を
開
く
の
は
い
さ
さ
か
無
謀

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
開
店
後

三
か
月
は
知
り
合
い
の
日
本
人
が
来
て
く
れ

る
だ
け
で
、
店
に
は
閑
古
鳥
が
鳴
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
の
愛
読
書
と

も
い
え
る
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
マ
ガ
ジ
ン
』

誌
に
紹
介
さ
れ
た
と
た
ん
、
事
情
は
一
変
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
一
人
と
し
て
来
店
し
な
か

っ
た
ア
メ
リ
カ
人
客
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
て

き
た
の
だ
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
、
ア
メ
リ
カ
人
が
健

康
問
題
に
悩
み
始
め
た
と
き
だ
っ
た
。
し
か

し
、
私
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
神
風
」
で
あ
っ
た
。

ラ
テ
ン
と
ア
ジ
ア
の
融
合

現
在
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
の
す
し
が
人
気
を
集
め
、
ア
メ
リ
カ
人
経

営
の
ス
ー
パ
ー
や
グ
ル
メ
ス
ト
ア
に
も
す
し

売
り
場
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
回

転
ず
し
も
で
き
、
ア
メ
リ
カ
人
が
作
る
ア
メ

リ
カ
人
の
た
め
の
す
し
店
ま
で
現
れ
て
い
る
。

特
に
、
か
つ
て
は
倉
庫
街
だ
っ
た
ト
ラ
イ

ベ
カ
（T

R
IB
E
C
A

＝T
R
Iangle

B
E
low

C
A
nal
street

）
は
、
今
や
有
名
レ
ス
ト
ラ
ン

が
軒
を
並
べ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
の
人
気
ス

ポ
ッ
ト
だ
。
そ
の
地
名
は
、
キ
ャ
ナ
ル
通
り

の
下
の
三
角
地
帯
と
い
う
地
名
の
頭
文
字
を

つ
な
げ
た
も
の
だ
が
、
か
つ
て
の
ワ
ー
ル
ド

ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
地
域
が
す
ぐ
南
に
隣
接
し
て
い
る
。

こ
こ
に
「
ノ
ブ
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は

一
九
九
四
年
で
あ
る
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
は
ビ

バ
リ
ー
ヒ
ル
ズ
の
有
名
店
「
松
久
」
が
満
を

持
し
て
の
東
海
岸
進
出
だ
っ
た
。
こ
の
店
の

料
理
は
、
す
し
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
料
理

だ
が
、「
ト
ラ
ン
ス
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
料
理
」

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
太
平
洋
を
ま
た
い
で

ア
ジ
ア
と
南
米
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
料
理
が
多

い
か
ら
だ
。
例
え
ば
「
南
米
風
セ
ビ
チ
ェ
」

は
、
ロ
ブ
ス
タ
ー
・
白
身
魚
・
タ
コ
・
イ

カ
・
ハ
マ
グ
リ
な
ど
、
す
し
ネ
タ
を
豊
富
に

使
っ
て
い
る
。「
ニ
ュ
ー
ス
タ
イ
ル
・
サ
シ
ミ
」

は
、
ハ
タ
の
薄
造
り
に
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
・

ポ
ン
酢
し
ょ
う
ゆ
を
か
け
、
ワ
サ
ビ
の
代
わ

り
に
チ
リ
ぺ
ー
ス
ト
を
使
う
。

「
松
久
」
で
食
べ
た
料
理
で
忘
れ
ら
れ
な

い
一
品
が
あ
る
。
甲
羅
ご
と
食
べ
ら
れ
る
ソ

フ
ト
シ
ェ
ル
ク
ラ
ブ
を
天
ぷ
ら
風
に
揚
げ
て

巻
き
ず
し
に
し
た
「
ソ
フ
ト
シ
ェ
ル
・
ロ
ー

ル
」
だ
。
こ
の
カ
ニ
の
足
が
ク
モ
に
似
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
で
は
「
ス
パ
イ
ダ
ー
・
ロ

ー
ル
」
と
い
う
名
で
全
米
に
広
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
料
理
は
、
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
の
松

久
信
幸
氏
の
南
米
体
験
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

パ
ー
ク
・
ア
ベ
ニ
ュ
ー
に
も
、
同
じ
よ
う

な
南
米
料
理
と
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
料
理
を
出

す
「
ス
シ
・
サ
ン
バ
」
が
あ
る
。「
刺
し
身
セ

ビ
チ
ェ
」
と
い
う
料
理
で
評
判
が
高
い
。
ヒ

ラ
メ
・
ハ
マ
チ
・
マ
グ
ロ
・
サ
ー
モ
ン
の
四

種
類
の
魚
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
ム
ジ
ュ
ー
ス
、

ユ
ズ
入
り
し
ょ
う
ゆ
な
ど
異
な
っ
た
ソ
ー
ス

は
じ
め
に

古
い
時
代
の
す
し
を
探
し
て
歩
く
の
も
い
い
が
、
世
界
各
地
に
す
し
を
広
め

る
人
た
ち
の
活
躍
ぶ
り
と
、
各
地
で
ど
の
よ
う
に
普
及
、
発
展
し
て
い
る
の

か
を
見
る
の
も
楽
し
い
も
の
だ
。
今
や
世
界
中
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
「
す
し

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
事
情
を
報
告
す
る
。

「
す
し
」
文
化
が
ど
ん
ど
ん
進
化
す
る

ア
メ
リ
カ

松久信幸氏創作の「スパイダーロール」

松本紘宇（まつもと ひろたか）

1942年　東京生まれ。

東京大学農学部卒業。サッポロビー

ル入社。

1969年　退社後、ニューヨークへ渡

る。レストラン「日本」の仕入れ係

の仕事がきっかけで、魚卸商に従事。

1975年　ニューヨークで最初の寿司

専門店「竹寿司」を開店。

現在、「ヴァンダービルト竹寿司」、

「ベルギー竹寿司」経営のかたわら食

文化研究家として世界各地を取材。

著書に『お寿司、地球を廻る』（光文社）、

『おいしいアメリカ見つけた』（筑摩

書房〕がある。
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で
マ
リ
ネ
し
、
別
々
に
盛
っ
た
小
皿
を
さ
ら

に
大
皿
に
一
緒
に
盛
り
つ
け
て
い
る
。

に
ぎ
り
ず
し
は
一
般
の
す
し
店
と
変
わ
り

な
い
が
、
巻
き
ず
し
に
特
徴
が
あ
る
。
例
え

ば
「
イ
ン
カ
・
ロ
ー
ル
」
の
中
身
は
パ
ー
ム

ハ
ー
ツ
と
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
、「
マ
ヤ
・
ロ

ー
ル
」
は
エ
ビ
・
ア
ボ
カ
ド
・
ト
マ
ト
・
オ

ニ
オ
ン
・
シ
ラ
ン
ト
ロ
が
入
り
、「
ハ
ラ
ペ
ー

ニ
ョ
」
と
い
う
辛
い
唐
辛
子
の
サ
ル
サ
（
調

味
料
）
で
食
べ
る
。

こ
こ
の
板
前
は
全
員
日
本
人
だ
が
、
オ
ー

ナ
ー
は
五
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
経
営
で
あ

る
。
七
番
街
に
も
支
店
が
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
女
性
の
す
し
シ
ェ
フ
も
い
る
。
な
お
、
二

〇
〇
二
年
六
月
五
日
付
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
で
女
性
す
し
シ
ェ
フ
の
特

集
を
し
た
記
事
に
よ
る
と
、
当
時
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
少
な
く
と
も
六
人
の
女
性
す
し
シ
ュ

フ
が
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。

ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
と
い
え
ば
、
だ
れ
も
が

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
劇
場
が
あ
る
の

は
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
か
ら
北

に
あ
る
ア
ッ
パ
ー
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
は
高
級

住
宅
地
と
し
て
知
ら
れ
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
や

高
級
グ
ル
メ
シ
ョ
ッ
プ
が
軒
を
並
べ
て
い
る
。

健
康
志
向
時
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
日
本

料
理
と
並
ん
で
地
中
海
料
理
も
ブ
ー
ム
に
な

っ
て
い
る
。『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

が
三
ツ
星
を
つ
け
た
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ピ
コ
リ
ー
ン
」
の
メ
ニ
ュ
ー
に
「
は
ま
ち
の

カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
」
が
あ
る
。
ハ
マ
チ
は
英
語

で
「yellow

tail

」
だ
が
、
こ
こ
で
は

「H
A
M
A
C
H
I

」
と
日
本
語
が
そ
の
ま
ま
綴
ら

れ
て
い
る
。
日
本
料
理
が
い
か
に
浸
透
し
て

い
る
か
が
わ
か
る
。

ほ
と
ん
ど
の
食
品
類
が
そ
ろ
う
高
級
グ
ル

メ
シ
ョ
ッ
プ
を
の
ぞ
く
と
、
ど
の
店
に
も
す

し
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
を
は
じ
め

食
料
品
店
は
「
Ｈ
Ｍ
Ｒ
（
ホ
ー
ム
・
ミ
ー

ル
・
リ
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
）」
に
力
を
入
れ
て

い
る
。
直
訳
す
れ
ば
「
家
庭
料
理
の
代
行
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
出
来
上
が
っ
た
料
理
を

買
っ
て
家
庭
で
食
べ
る
こ
と
で
、
日
本
で
は

「
中
食
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
冷

蔵
ケ
ー
ス
に
す
し
の
パ
ッ
ク
詰
め
を
並
べ
て
売

っ
て
い
る
店
、
ネ
タ
ケ
ー
ス
を
置
い
て
職
人

が
目
の
前
で
す
し
を
作
っ
て
い
る
店
も
あ
る
。

グ
ル
メ
シ
ョ
ッ
プ
が
並
ぶ
中
に
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
も
あ
る
。
そ
の
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
と

グ
ル
メ
シ
ョ
ッ
プ
の
す
し
の
値
段
を
比
較
し

て
み
た
。
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
の
並
ず
し
一
人

前
（
に
ぎ
り
八
カ
ン
・
細
巻
き
一
本
）
一
二
〜

一
三
ド
ル
前
後
に
対
し
、
グ
ル
メ
シ
ョ
ッ
プ

は
に
ぎ
り
六
カ
ン
・
細
巻
き
二
本
で
八
ド
ル

四
〇
セ
ン
ト
、
に
ぎ
り
六
カ
ン
で
七
ド
ル
二

五
セ
ン
ト
、
に
ぎ
り
四
カ
ン
で
四
ド
ル
七
九

セ
ン
ト
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
消
費
者
に
と

っ
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
に
足

を
運
ば
な
く
て
も
、
グ
ル
メ
シ
ョ
ッ
プ
で
食

料
品
や
惣
菜
を
買
う
つ
い
で
に
す
し
の
パ
ッ
ク

を
買
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
値
段
が
安
い

か
ら
便
利
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
す
し
ブ
ー
ム
の
中
で
お
も
し

ろ
い
流
れ
が
出
て
き
た
。
中
国
レ
ス
ト
ラ
ン

で
す
し
を
出
す
店
が
増
え
た
こ
と
だ
。
店
内

の
一
部
を
す
し
カ
ウ
ン
タ
ー
に
改
装
し
、
中

国
人
の
板
前
が
握
る
。
昔
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
韓
国
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー

を
設
け
て
韓
国
人
が
握
っ
て
い
た
が
、
こ
れ

は
か
つ
て
の
日
本
統
治
時
代
に
日
本
人
が
教

え
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
、
中
国
に
は
そ
う
し
た
過
去
は
な
い
。

商
才
に
長た

け
た
中
国
人
が
す
し
人
気
に
あ
や

か
っ
て
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
中
国
レ
ス
ト
ラ
ン
を
利
用
す
る

客
は
、
料
理
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
値
段
の
安

さ
に
引
か
れ
て
行
く
。
し
か
し
日
本
料
理
、

特
に
す
し
の
値
段
は
高
い
。「
エ
ン
パ
イ
ア
・

セ
ッ
チ
ャ
ン
・
ガ
ー
メ
ッ
ト
」
は
、
セ
ッ
チ

ャ
ン
（
四
川
）
料
理
と
す
し
を
出
す
店
だ
が
、

案
の
定
、
す
し
を
注
文
す
る
客
は
少
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
す
し
の
値
段
を
半
分
に
下
げ

る
と
、
す
し
を
食
べ
る
客
も
出
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
に
は
い
さ
さ
か
仕
掛
け
が
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
割
引
前
の
値
段
を
高
め
に
設
定

し
て
お
く
の
だ
。
さ
す
が
中
国
人
で
あ
る
。

七
七
丁
目
の
「
ル
ビ
ー
・
フ
ー
ズ
」
は
、

点
心
を
メ
イ
ン
に
し
た
中
国
料
理
と
す
し
を

一
緒
に
メ
ニ
ュ
ー
に
載
せ
て
い
る
。
こ
の
店

で
な
ん
と
も
珍
し
い
す
し
に
出
会
っ
た
。「
マ

キ
ス
シ
・
デ
ザ
ー
ト
」
で
あ
る
。
一
見
、
鉄
火

巻
き
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
う
で
は
な

い
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
芯
に
し
て
、
し
ゃ
り

の
代
わ
り
に
刻
ん
だ
コ
コ
ナ
ツ
、
の
り
は
黒

ゴ
マ
で
で
き
て
い
る
の
だ
。
し
ょ
う
ゆ
は
液

体
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
そ
れ
に
ガ
リ
ま
で
つ

い
て
い
る
。
ガ
リ
は
若
い
マ
ン
ゴ
ー
を
薄
く

切
り
、
シ
ナ
モ
ン
を
混
ぜ
た
砂
糖
液
に
漬
け

た
も
の
だ
。
冗
談
好
き
で
甘
い
も
の
好
き
の

ア
メ
リ
カ
人
に
は
ぴ
っ
た
り
だ
と
感
心
し
た
。

美
食
の
街
ア
ッ
パ
ー
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー

「スシ・サンバ」で働いている小川陽鼓さん

「ルビー・フーズ」店のすこぶる甘い「マキスシ・
デザート」

老舗グルメショップ「ゼイバーズ」。この辺りはオレンジのロゴ
入り袋を提げた人が多い

「スシ・サンバ」の「マヤ・ロール」皿は中国人のデザイン



す
し
は
健
康
に
い
い
と
い
う
こ
と
で
人
気

に
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
ベ
ジ
タ
リ
ア

ン
人
口
も
多
い
。
そ
ん
な
人
た
ち
の
た
め
の

す
し
も
あ
る
。
ベ
ニ
ハ
ナ
系
の
す
し
レ
ス
ト

ラ
ン
「
春
」
に
は
、「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
・
ス
シ
」

が
あ
る
。
シ
イ
タ
ケ
・
カ
イ
ワ
レ
・
焼
き
豆

腐
・
な
め
こ
・
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
な
ど
の
に
ぎ

り
が
七
カ
ン
と
、
ア
ボ
カ
ド
巻
き
一
本
で
一

六
ド
ル
だ
。
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
ー
の
六
三
丁
目

に
あ
る
「
ス
シ
・
ア
・
ゴ
ー
ゴ
ー
」
で
も
、

ア
ロ
エ
・
エ
ノ
キ
・
山
芋
・
湯
葉
な
ど
の
に

ぎ
り
八
カ
ン
を
一
六
ド
ル
で
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
徹
底
し
た
健
康
志
向
の
人
に
は
、

グ
リ
ニ
ッ
チ
ビ
レ
ッ
ジ
に
あ
る
マ
ク
ロ
ビ
オ

テ
ィ
ッ
ク
ス
料
理
の
「
ソ
ウ
エ
ン
」
が
あ
る
。

マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
は
、
桜
沢
如
一

さ
ん
が
提
唱
し
た
一
種
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
料

理
で
、
基
本
を
日
本
の
和
食
に
お
い
て
い
る
。

桜
沢
さ
ん
亡
き
後
は
直
弟
子
の
久
司
道
夫
さ

ん
が
そ
の
志
を
継
い
で
い
る
。

「
ソ
ウ
エ
ン
」の
オ
ー
ナ
ー
は
山
口
政
昭
さ
ん

だ
。「
ソ
ウ
エ
ン
」
は
、
一
九
七
一
年
に
ブ
ロ

ー
ド
ウ
ェ
ー
の
九
〇
丁
目
で
兵
頭
喬
さ
ん
が

経
営
し
て
い
た
店
で
、
彼
が
交
通
事
故
で
亡

く
な
っ
た
後
、
山
口
さ
ん
が
店
を
引
き
継
い

だ
。
一
九
八
一
年
に
は
ビ
レ
ッ
ジ
に
支
店
を

出
す
ま
で
に
な
り
、
一
九
八
八
年
に
は
五
番

街
に
近
い
一
三
丁
目
に
も
支
店
を
開
い
た
。

一
時
は
三
店
を
経
営
し
て
大
忙
し
だ
っ
た
が
、

一
九
八
九
年
に
本
店
に
あ
た
る
ブ
ロ
ー
ド
ウ

ェ
ー
店
を
閉
め
た
。

そ
の
本
店
に
は
、
家
が
近
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
が
し
ば
し
ば
訪
れ

た
そ
う
だ
。
ビ
レ
ッ
ジ
店
に
は
ブ
ル
ッ
ク
・

シ
ー
ル
ズ
が
、
一
三
丁
目
店
に
は
メ
リ
ル
・

ス
ト
リ
ー
プ
な
ど
も
来
る
と
い
う
。
や
は
り
、

音
楽
家
や
芸
術
家
の
自
然
食
志
向
の
人
た
ち

に
人
気
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
店
を
代
表
す
る
す
し
メ
ニ
ュ
ー
は

「
セ
イ
タ
ン
・
ロ
ー
ル
」
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
ス
は
玄
米
を
基
本
と

し
て
い
る
た
め
、
し
ゃ
り
は
玄
米
だ
け
だ
。

「
セ
イ
タ
ン
」
と
は
、
小
麦
粉
の
グ
ル
テ
ン
か
ら

作
ら
れ
た
肉
の
代
替
品
で
、
味
や
歯
ご
た
え

が
肉
そ
っ
く
り
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
マ
グ
ロ
・
エ
ビ
・
サ
ー
モ
ン
な
ど
の
魚

を
使
っ
た
も
の
、
ニ
ン
ジ
ン
・
ア
ボ
カ
ド
・

梅
し
そ
・
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
野
菜
も
の
も
あ
る
。

す
し
に
は
お
茶
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
二

〇
〇
一
年
に
は
お
茶
の
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
伊

藤
園
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
、

翌
年
に
は
高
級
店
が
並
ぶ
マ
ジ
ソ
ン
街
の
六

九
丁
目
に
海
外
初
の
直
営
店
を
オ
ー
プ
ン
さ

せ
た
。

一
階
の
テ
ィ
ー
・
シ
ョ
ッ
プ
の
壁
面
に
ガ

ラ
ス
瓶
に
入
っ
た
お
茶
の
サ
ン
プ
ル
が
並
び
、

そ
の
隣
に
床
か
ら
天
井
ま
で
の
大
型
冷
蔵
庫

が
あ
る
。
冷
蔵
庫
の
中
に
は
販
売
用
の
お
茶

が
低
温
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
を
は
じ
め
中
国
、
台
湾
、
イ

ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
産
の
緑
茶
や
紅
茶
を
七

五
種
類
も
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
茶

は
、
日
本
か
ら
冷
蔵
船
で
運
ば
れ
、
荷
揚
げ

さ
れ
る
と
冷
蔵
倉
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
新
茶
は
特
別
で
、
こ
れ
だ
け
は
航

空
便
で
運
ば
れ
て
く
る
。

二
階
は
「
会
」
と
い
う
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン

に
な
っ
て
い
る
。
ラ
ン
チ
と
デ
ィ
ナ
ー
の
間

は
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
に
な
っ
て

い
て
、
ポ
ッ
ト
の
お
茶
が
六
〜
八
ド
ル
で
飲

め
る
。
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
は
、
緑
茶
入
り
手
打

ち
そ
ば
を
は
じ
め
、
六
種
類
の
料
理
が
あ
り
、

こ
の
中
に
す
し
の
盛
り
合
わ
せ
も
あ
る
。
す

し
に
は
粉
茶
が
特
別
に
付
い
て
く
る
。
デ
ィ

ナ
ー
タ
イ
ム
は
会
席
料
理
が
メ
イ
ン
で
、
席

に
着
く
と
ま
ず
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶
が
出
さ
れ
、

最
後
に
冷
た
い
そ
ば
と
ほ
う
じ
茶
で
締
め
く

く
ら
れ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
た
ち
が
ひ
し
め
く

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
す
し
は
ど
ん
ど
ん
進

化
し
、
す
し
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
お
茶
ま

で
も
本
格
的
な
も
の
を
飲
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
す
し
の
進
化
は
、
人
種
の
坩
堝

る

つ

ぼ

と

い
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
な
ら
で
は
の
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
か
な
味
に
あ
り
、
予
算
に
応
じ
て

安
価
な
も
の
も
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
市

場
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
は
政
治
・
経
済
の

面
で
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
料
理

の
世
界
で
も
例
外
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で

は
メ
キ
シ
コ
の
影
響
を
受
け
て
「
テ
ッ
ク
ス

メ
ッ
ク
ス
料
理
」
が
誕
生
し
、
メ
キ
シ
コ
に

は
ア
メ
リ
カ
で
大
流
行
し
た
す
し
が
い
ち
早

く
伝
わ
っ
た
。
そ
の
す
し
を
出
す
店
は
、
二

〇
〇
一
年
当
時
、
メ
キ
シ
コ
市
に
ピ
ン
か
ら

キ
リ
ま
で
一
〇
〇
店
舗
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち

ピ
ン
に
属
す
る
「
サ
ン
ト
リ
ー
」
を
訪
ね
た
。

「
サ
ン
ト
リ
ー
」
は
メ
キ
シ
コ
だ
け
で
も
三
店

舗
あ
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
統
括
し
て
い
る

の
が
加
瀬
容
子
さ
ん
だ
。
そ
の
中
の
デ
ル
パ

ジ
ェ
店
へ
行
っ
た
。
料
理
長
は
和
食
経
験
二

二
年
と
い
う
武
藤
雅
彦
さ
ん
で
、
す
し
カ
ウ

ン
タ
ー
で
は
四
人
の
メ
キ
シ
コ
人
が
握
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た
板
前

11

す
し
と
お
茶

で２人前 「ソウエン」はマクロビオティックス料理

「ソウエン」の玄米ずし。芯は小麦粉グル
テンから作ったセイタン

「春」の48丁目店でカウンターを見上げると、魚のロボットが泳いでいる　

健
康
オ
タ
ク
向
け
の
す
し

「
メ
キ
シ
コ
」に
は
屋
台
の
す
し
も
あ
る
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た
ち
に
す
し
を
習
っ
た
が
、
日
本
へ
も
実
地

研
修
に
行
き
、
そ
の
腕
前
は
た
い
し
た
も
の

で
あ
る
。

「
盛
り
合
わ
せ
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
を
注
文
す
る

と
、
ハ
マ
チ
・
サ
ー
モ
ン
・
カ
ニ
コ
・
イ
ク

ラ
・
チ
ョ
コ
ラ
タ
（
メ
キ
シ
コ
産
の
貝
）
の

一
〇
カ
ン
と
、
鉄
火
巻
き
一
本
が
出
て
き
た
。

値
段
は
、
取
材
当
時
の
レ
ー
ト
で
換
算
す
る

と
、
三
五
〇
〇
円
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
よ
り
も

高
い
。
こ
れ
に
は
わ
け
が
あ
る
。
魚
の
ほ
と

ん
ど
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
す
し
種
は
、
メ
ニ
ュ
ー
に
「
輸
入
」

と
「
国
産
」
の
表
示
が
あ
り
、
に
ぎ
り
一
カ

ン
ず
つ
の
値
段
も
書
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
キ
リ
に
属
す
る
屋
台
に
も
行
っ
て

み
た
。
そ
も
そ
も
に
ぎ
り
ず
し
は
江
戸
時
代

に
屋
台
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
屋
台
は

す
し
屋
の
原
点
で
あ
る
。
な
の
に
格
が
下
が

る
の
は
、
現
代
で
は
店
を
持
た
な
い
と
認
め

ら
れ
な
い
か
ら
し
か
た
な
い
。

一
二
時
三
〇
分
頃
、「
ス
シ
・
モ
ー
ビ
ル
」

の
板
前
の
フ
ァ
ン
・
ク
ル
ス
さ
ん
が
、
す
し

ネ
タ
が
入
っ
た
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
と
す
し

飯
が
入
っ
た
ボ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
現
れ
た
。

一
時
少
し
前
頃
か
ら
客
が
続
々
と
や
っ
て
く

る
。
近
く
の
オ
フ
ィ
ス
で
働
く
メ
キ
シ
コ
人

ば
か
り
で
、
持
ち
帰
り
や
デ
リ
バ
リ
ー
を
頼

む
人
が
多
く
、
み
ん
な
常
連
の
よ
う
だ
っ
た
。

メ
キ
シ
コ
生
ま
れ
の
ク
ル
ス
さ
ん
は
、
日
本
レ

ス
ト
ラ
ン
で
働
い
て
い
た
と
き
、
す
し
を
日
本

人
の
板
前
か
ら
習
い
、
こ
の
屋
台
を
開
い
た
。

メ
キ
シ
コ
市
は
海
抜
二
二
四
〇
メ
ー
ト
ル

と
い
う
高
地
に
あ
る
た
め
、
飯
に
関
し
て
は

一
苦
労
あ
る
。
な
に
し
ろ
普
通
の
釜
で
は
炊

け
な
い
の
で
、
圧
力
釜
で
炊
く
の
だ
が
、
調

節
が
難
し
い
と
い
う
。
気
圧
が
低
く
空
気
が

薄
い
点
で
は
、
ま
た
別
の
心
配
も
あ
る
。
例

え
ば
、
高
地
に
慣
れ
て
い
な
い
日
本
人
客
が

レ
ス
ト
ラ
ン
に
来
て
、
普
通
の
ペ
ー
ス
で
酒

を
飲
ん
で
い
て
突
然
気
分
が
悪
く
な
る
人
が

い
る
そ
う
だ
。「
サ
ン
ト
リ
ー
」
で
は
、
そ
ん
な

客
の
た
め
に
酸
素
ボ
ン
ベ
を
常
備
し
、
一
〇

分
以
内
に
救
急
車
を
店
に
手
配
し
て
く
れ
る

病
院
と
も
契
約
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
変
わ
れ

ば
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
も
の
だ
。

日
本
食
の
す
し
ブ
ー
ム
が
世
界
的
な
広
が

り
を
見
せ
る
中
、
カ
リ
ブ
海
に
浮
か
ぶ
島
も

例
外
で
は
な
い
。
ハ
イ
チ
と
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

が
共
存
す
る
エ
ス
パ
ニ
ョ
ラ
島
と
、
そ
の
隣

に
あ
る
米
国
準
州
プ
エ
ル
ト
リ
コ
島
へ
行
っ

た
。
隣
り
合
っ
た
島
同
士
で
ど
ん
な
形
態
で

す
し
が
食
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
興
味
深
い
。

エ
ス
パ
ニ
ョ
ラ
島
に
は
、
第
二
次
大
戦
後

に
日
本
か
ら
移
民
し
た
家
族
が
い
ま
も
多
く

残
っ
て
い
る
。「
サ
ム
ラ
イ
」
を
経
営
す
る
立

山
秀
樹
さ
ん
の
奥
さ
ん
で
あ
る
和
子
さ
ん
も

移
民
家
族
の
中
で
育
っ
た
。
二
人
の
出
会
い

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
「
初
音
」
だ
っ
た
。
秀

樹
さ
ん
は
板
前
修
業
を
し
て
い
て
、
和
子
さ

ん
は
ウ
エ
ー
ト
レ
ス
と
し
て
働
い
て
い
た
。

二
人
が
結
婚
を
決
め
た
と
き
、
和
子
さ
ん
は

一
人
娘
と
い
う
こ
と
で
立
山
家
に
婿
養
子
に

な
る
こ
と
で
結
婚
が
許
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
も
一
人
前
の
盛
り
合
わ
せ
を
頼
む

と
、
タ
イ
・
カ
ン
パ
チ
・
エ
ビ
・
イ
カ
・
卵

が
一
カ
ン
ず
つ
と
、
マ
グ
ロ
が
二
カ
ン
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
巻
き
が
一
本
と
い
う
内
容
で

約
一
三
〇
〇
円
だ
っ
た
。
魚
は
す
べ
て
地
元

で
獲
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
地
元
産

だ
け
で
は
種
類
が
少
な
い
た
め
、
例
え
ば
ア

メ
リ
カ
か
ら
輸
入
し
た
サ
ー
モ
ン
・
ス
モ
ー
ク

サ
ー
モ
ン
・
イ
ク
ラ
・
ウ
ナ
ギ
な
ど
を
使
っ
た

デ
ラ
ッ
ク
ス
盛
り
合
わ
せ
で
あ
れ
ば
約
一
八

七
〇
円
に
な
る
。
ノ
リ
や
ワ
サ
ビ
な
ど
の
日

本
食
品
、
冷
凍
魚
も
二
か
月
に
一
度
の
割
合

で
マ
イ
ア
ミ
か
ら
航
空
便
で
送
っ
て
も
ら
う
。

米
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
米
を
使
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
自
治
州
に
な
っ
て
い
る
プ
エ

ル
ト
ル
コ
島
に
も
、
三
軒
の
店
を
も
つ
「
ユ

キ
ユ
」
と
い
う
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
す
べ
て
お
好
み
で
と
い
う
こ
と

で
一
枚
の
紙
を
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
す
し

ダ
ネ
の
名
前
と
一
カ
ン
ず
つ
の
値
段
が
印
刷

さ
れ
、
客
が
好
み
の
も
の
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る

欄
が
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
が
盛

り
合
わ
さ
れ
て
出
て
く
る
。

楽
園
・
カ
リ
ブ
海
に
浮
か
ぶ
島
の
す
し

「サントリー」左からすしシェフのレオカディオ・マンサーノさんと、料理長の武藤雅彦さん

「春」のテラス席。「すしは健康にいい」ので、１人

「スシ・モービル」のファン・クルスさん。吊るされた伝票がすぐいっ
ぱいになる

「サムライ」の立山秀樹さん（中央）とドミニカ人の客そしてドミニカ
人ウエイター

メキシカンのウエイトレスが特上ずし（280ペソ）
を運んでいる（「サントリー」）



こ
こ
の
オ
ー
ナ
ー
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
だ
が
、

板
前
は
全
員
日
本
人
で
あ
る
。
注
文
し
た
も

の
は
、
マ
グ
ロ
・
ハ
マ
チ
・
サ
ー
モ
ン
・
サ

バ
・
イ
カ
・
タ
コ
・
エ
ビ
の
七
カ
ン
に
、
鉄

火
巻
き
が
一
本
だ
。
ネ
タ
の
す
べ
て
は
ボ
ス

ト
ン
か
ら
空
輸
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
「
サ

ム
ラ
イ
」
の
デ
ラ
ッ
ク
ス
盛
り
合
わ
せ
と
ほ

ぼ
同
じ
値
段
に
な
る
。
こ
の
店
に
ど
ん
な
客

が
来
る
の
か
と
い
う
と
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人

の
金
持
ち
が
ほ
と
ん
ど
で
、
観
光
客
は
め
っ

た
に
来
な
い
と
い
う
。

カ
リ
ブ
海
に
浮
か
ぶ
二
つ
の
島
は
、
か
た

や
日
本
人
経
営
者
が
孤
軍
奮
闘
し
て
い
る
の

に
対
し
、
も
う
一
方
で
は
外
国
人
経
営
者
が

何
軒
も
の
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
を
も
っ
て
い
る
。

ま
た
使
っ
て
い
る
魚
も
、
カ
リ
ブ
海
産
と
ボ

ス
ト
ン
産
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
実

に
対
照
的
で
あ
っ
た
。

パ
ラ
グ
ア
イ
へ
の
日
本
人
移
民
は
一
九
三

六
年
以
後
、
四
一
年
ま
で
続
き
、
ラ
・
コ
ル

メ
ラ
に
は
約
九
〇
〇
人
が
入
植
し
た
。
そ
の

後
、
移
民
は
戦
争
で
一
時
中
断
さ
れ
た
が
、

五
三
年
に
再
開
さ
れ
、
南
部
の
エ
ン
カ
ル
ナ

シ
オ
ン
市
近
郊
の
チ
ャ
ベ
ス
、
フ
ラ
ム
、
ラ

パ
ス
、
フ
ジ
な
ど
の
名
前
が
つ
い
た
移
住
地

に
入
っ
た
。
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
「
ニ
ュ
ー
・

ト
ー
キ
ョ
ー
」
の
滝
本
巌
さ
ん
は
、
五
五
年

に
フ
ラ
ム
に
移
住
し
て
き
た
。

滝
本
さ
ん
の
本
業
は
ス
ー
パ
ー
の
経
営
だ

が
、
独
学
で
料
理
を
学
び
、
趣
味
で
レ
ス
ト

ラ
ン
経
営
を
し
て
い
る
。
そ
の
腕
前
は
立
派

な
も
の
だ
。
メ
ニ
ュ
ー
を
見
る
と
、
す
し
の

一
人
前
は
マ
グ
ロ
・
サ
ー
モ
ン
・
白
身
の
に

ぎ
り
が
四
カ
ン
ず
つ
の
計
一
二
カ
ン
、
こ
の

ほ
か
太
巻
き
、
細
巻
き
、
い
な
り
も
あ
る
。

マ
グ
ロ
・
ス
ズ
キ
・
ブ
リ
・
チ
リ
産
サ
ー

モ
ン
な
ど
の
魚
は
、
一
週
間
に
一
回
、
一
七

〜
一
八
時
間
か
け
て
サ
ン
パ
ウ
ロ
か
ら
ス
ー

パ
ー
の
保
冷
車
で
運
ん
で
く
る
。
米
は
イ
グ

ア
ス
移
民
地
で
日
本
人
が
作
っ
て
い
る
「
農

林
二
二
号
」
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
米
は
滝

本
さ
ん
の
ス
ー
パ
ー
で
も
売
ら
れ
て
い
た
。

な
お
滝
本
さ
ん
は
本
業
の
ス
ー
パ
ー
に
い
る

よ
り
、
も
う
け
を
度
外
視
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン

に
い
る
時
間
の
ほ
う
が
長
い
よ
う
だ
。

偶
然
、
カ
ン
ビ
オ
（
両
替
所
）
で
出
会
っ

た
村
上
節
夫
さ
ん
の
案
内
で
「
ニ
ュ
ー
・
ト

ー
キ
ョ
ー
」
を
訪
ね
た
翌
日
、
イ
グ
ア
ス
移

住
地
四
〇
周
年
の
式
典
へ
出
か
け
た
。
こ
こ

に
パ
ラ
グ
ア
イ
の
農
牧
大
臣
が
駆
け
つ
け
、

祝
辞
を
の
べ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
農
牧
大
臣
が
出

席
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
こ
こ
の

日
本
人
移
民
の
パ
ラ
グ
ア
イ
農
業
に
対
す
る

貢
献
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
だ
。

式
典
が
終
わ
る
と
、
会
場
内
に
テ
ー
ブ
ル

が
運
び
込
ま
れ
て
祝
宴
会
場
と
な
っ
た
。
イ

グ
ア
ス
移
住
地
の
婦
人
会
が
数
日
前
か
ら
準

備
し
た
料
理
の
数
々
が
テ
ー
ブ
ル
に
並
ぶ
。

こ
う
し
た
と
き
に
巻
き
ず
し
や
い
な
り
ず
し

は
定
番
だ
が
、
に
ぎ
り
ず
し
ま
で
あ
っ
た
。

魚
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
フ
ォ
ス
・
ド
・
イ
グ
ア
ス

の
市
場
ま
で
行
っ
て
仕
入
れ
た
と
い
う
。
滝

本
さ
ん
の
ス
ー
パ
ー
で
は
独
自
の
ル
ー
ト
を

も
っ
て
い
る
が
、
一
般
人
の
た
め
の
魚
は
週

一
回
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
か
ら
の
バ
ス
便
で
運
ば

れ
て
く
る
そ
う
だ
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
肉
食
の
最
た
る
国
で
あ

る
。
そ
の
中
で
す
し
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
四

年
前
、
す
し
を
出
す
店
は
約
七
〇
店
あ
る
と

聞
い
た
。
こ
の
う
ち
日
本
人
が
経
営
し
て
い

る
の
は
二
〇
店
足
ら
ず
だ
そ
う
だ
。
三
万
人

の
日
系
人
が
す
し
を
広
め
た
の
は
当
然
だ
が
、

こ
の
ブ
ー
ム
は
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
影
響
の
ほ

う
が
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。
肉
食
よ
り
も
す

し
の
ほ
う
が
健
康
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
早
く
か
ら
す
し
ブ
ー
ム
が
始

ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
評
判
が
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
に
も
伝
わ
っ
た
の
だ
。

日
本
人
が
経
営
す
る
数
少
な
い
レ
ス
ト
ラ

ン
「
北
山
」
を
訪
ね
た
。
す
し
一
人
前
は
、

並
ず
し
が
マ
グ
ロ
一
カ
ン
・
サ
ー
モ
ン
二
カ

ン
・
白
身
五
カ
ン
・
ツ
ナ
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
軍

艦
一
カ
ン
・
鉄
火
巻
き
一
本
で
一
九
二
〇
円

だ
。
特
上
ず
し
は
、
マ
グ
ロ
二
カ
ン
・
サ
ー

モ
ン
二
カ
ン
・
白
身
三
カ
ン
・
イ
ク
ラ
一
カ

ン
・
エ
ビ
一
カ
ン
・
鉄
火
巻
き
一
本
で
二
五

六
〇
円
に
な
る
。
こ
こ
の
客
の
半
数
が
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
人
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
並
み

の
値
段
だ
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
人
は
裕
福

な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
比
べ
る

と
ネ
タ
が
新
鮮
だ
。
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
港

に
タ
イ
・
ヒ
ラ
メ
・
カ
ツ
オ
・
ア
ジ
・
ブ

リ
・
チ
ェ
ル
ニ
ア
（
ク
エ
に
似
た
魚
）
な
ど

が
揚
が
り
、
チ
リ
か
ら
サ
ー
モ
ン
・
イ
ク
ラ

が
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ウ
ル
グ
ア
イ
か
ら
マ
グ
ロ

が
入
っ
て
く
る
。
米
は
中
粒
の
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
米
で
、
粘
り
も
あ
っ
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

米
に
よ
く
似
て
い
る
。

タ
ン
ゴ
の
発
祥
地
で
有
名
な
ボ
カ
は
昔
、

マ
グ
ロ
船
の
基
地
だ
っ
た
。
そ
こ
に
マ
グ
ロ

が
た
く
さ
ん
揚
が
っ
た
の
で
、
一
九
六
〇
年

代
は
じ
め
、「
カ
サ
・
デ
・
ア
ト
ゥ
ン
（
ま
ぐ

ろ
家
）」
と
い
う
料
理
店
が
あ
っ
た
と
い
う
。

同
じ
頃
、
イ
カ
船
に
乗
っ
て
い
た
コ
ッ
ク
長

の
カ
ネ
ト
さ
ん
と
い
う
人
が
「
遊
亀
」
を
開

い
た
。
こ
ち
ら
は
現
在
で
も
息
子
さ
ん
が
引

き
継
い
で
営
業
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
す

し
を
常
時
出
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
昔
の
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
光
景

が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
話
で
あ
る
。

（
文
中
の
写
真
す
べ
て
は
筆
者
撮
影
）

13

海
の
な
い
パ
ラ
グ
ア
イ
で
移
民
の
す
し

肉
食
の
国
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
も

す
し
ブ
ー
ム

「サムライ」のカリブ海産のすし（ガリは輸入で高いので付い
ていない）

滝本巌さんは、ご自分の料理でもてなす
のが何よりの楽しみ

ブエノスアイレスはタンゴ発祥の地
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こ
の
た
び
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
国
際
食
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
当
社
に
寄
稿
さ
れ
た
国

内
外
の
食
文
化
に
関
す
る
研
究
の
業
績
を
顕

彰
し
、
そ
の
成
果
を
次
代
の
研
究
者
に
継
承

す
る
た
め
に
、「
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
国
際
食
文
化

研
究
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
を
設
け
ま
し
た
。

こ
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、
過
去
に
研
究
・

発
表
さ
れ
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
ま
と

め
て
刊
行
す
る
も
の
で
す
。

＊

そ
の
手
始
め
と
致
し
ま
し
て
、
江
戸
食
文
化

史
研
究
の
第
一
人
者
渡
辺
善
次
郎
氏
が
、
私

た
ち
の
食
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
「
和
食
」

が
江
戸
時
代
に
成
立
し
、
そ
れ
以
後
流
入
す

る
外
来
食
文
化
を
受
容
し
、
融
合
を
繰
返
し

て
今
日
に
至
っ
た
経
緯
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

日
本
が
世
界
一
の
長
寿
国
と
な
っ
た
要
因

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
和
食
が
、
今
で
は
世

界
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、「
日
本
型
食
生

活
」
と
し
て
普
及
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。

当
誌
『F

O
O
D
C
U
L
T
U
R
E

』
第
6
号
か

ら
第
10
号
ま
で
の
そ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
を
取

り
ま
と
め
て
、
今
回
第
１
弾（

１
）
と
し
て
、

『
世
界
を
駆
け
る
「
日
本
型
食
生
活
」
の
変
遷
』

の
題
名
で
発
刊
い
た
し
ま
し
た
。

「日本の食文化」全5巻
●収録時間：各巻約30分　定価：各巻6,300円（消費税込）

■日本料理ともてなしの心 ～湯木貞一の世界～

■懐石、しつらう ～食卓と日本人～

■おばんざい歳時記　～庶民の味覚と四季～
■食は江戸 ～江戸前の料理と外食～

■舶来の日本料理 ～食文化の翻訳術～

「中国の食文化」全5巻
●収録時間：各巻約30分　定価：各巻6,300円（消費税込）

■北　京 ～庶民の味宮廷の味～

■広　東 ～食は広州に在り～

■江　南　～魚米之郷の名菜譜～
■四　川 ～天府之国の百菜百味～

■調理と医食同源 ～厨房にみる味の秘訣～

「ヨーロッパの食文化」全5巻
●収録時間：各巻約30分　定価：各巻6,300円（消費税込）

■黄金のフランス料理 ～エスコフィエと美食神話～

■クリストフ・マルガンの伝統料理 ～現代フランス料理事情～

■ペリゴールの秋のはなむけ ～貴腐ワイン、フォワグラ、トリュフ～

■主役はいつも大きなテーブル ～食卓画を読む～

■木村尚三郎のシチリア食紀行 ～地中海式食事法～

キッコーマン・ビデオライブラリー

「世界の食文化」シリーズ
いま世界が求めているものは、質のよい食材と調味料をつかって、おいしい料理をみんなで囲む、
くらしといのちが輝く生活です。キッコーマンならではの視点で、世界の食文化を映像にとらえました。

【お問い合わせ】キッコーマン国際食文化研究センター「キッコーマン・ビデオライブラリー」 TEL:04-7123-5215 URL:http://kiifc.kikkoman.co.jp/
●販売に関するお問い合わせ：株式会社毎日ＥＶＲシステム　ソフト事業部　TEL:03-5202-6061 FAX:03-5202-6066 URL:http://www.evr-online.com
●ビデオテープは、すべて日本語版です

◎キッコーマン国際食文化研究センターは、東アジア食文化支援の一環として、ドイツ東アジア美術協会（ドイツ）の賛助会員の資格を得て、当美術協会の活動支援を行っています。

TOPIC

「
国
際
食
文
化
研
究
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」創
設
の
お
知
ら
せ

Vol.

●体裁：A４版・４色・４８頁建て
●新聞紙面より大きな活字を採用し、
読み易い縦組み編集を行っています
●価格：７００円（税込）
ご購入は、
キッコーマン国際食文化研究センター
までお申し込みください
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江
戸
時
代
の
日
本
は
、
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
世
界
的
に
類

ま
れ
な
文
書
主
義
で
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
武

士
を
農
村
地
域
か
ら
遠
ざ
け
、
名
主
な
ど
の
村
役
人
層
に
そ

の
地
域
の
田
畑
や
人
間
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成

さ
せ
、
文
書
の
や
り
取
り
で
村
々
を
治
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

全
国
的
に
識
字
率
が
高
ま
り
、
教
育
水
準
も
高
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
の
書
物

が
世
に
出
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
教
科
書
に
相
当
す
る
「
往

前
号
で
は
、「
食
育
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
明
治
時
代
の
食
生
活
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
食
育
に
対
す
る
日
本
人
の
知
恵
を
た
ど
る
と
、
中
国
（
明
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
『
本
草
綱
目

ほ
ん
ぞ
う
こ
う
も
く

』

に
行
き
あ
た
り
ま
す
。
自
然
物
の
分
類
・
解
説
を
体
系
的
に
著
し
た
『
本
草
綱
目
』
は
、
わ
が
国
の
医

術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
日
本
独
自
の
自
然
物
（
食
・
漢
方
）
の
研
究
を
推
進
さ
せ
ま
し
た
。
そ

の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
、
日
常
の
健
康
管
理
で
す
。
そ
し
て
こ
の
研
究
を
庶
民
向
け
に
著
し
た

『
養
生
訓

よ
う
じ
ょ
う
く
ん
』
の
普
及
は
、
江
戸
庶
民
の
日
常
生
活
の
中
に
食
に
対
す
る
工
夫
と
躾
し
つ
け
を
根
づ
か
せ
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
今
に
伝
わ
る
江
戸
時
代
の
食
の
工
夫
・
躾
を
掘
り
起
こ
し
て
み
ま
し
た
。

文
化
レ
ベ
ル
の
高
さ
が

江
戸
時
代
の
「
食
の
智
恵
」
を
広
め
た

『婦人一代鑑
かかみ

喰初
くいぞめ

の図』（歌川国貞　公文教育研究会所蔵）

『日ごとの心得』 銘々膳で一汁一菜のつつましい江戸時代の食事風景だが、今では希薄になった一家団欒の温かさが
感じ取れる（国立国会図書館蔵）
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来
物
」
も
多
く
、『
童
子
諸
礼
躾
方
往
来
』
で
は
食
事
作
法
に

つ
い
て
紙
面
が
多
く
割
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
食
事
の
と
き
は
、
膳
が
出
る
前
に
み
な
一
礼
を
し
、
高
い
位

の
人
や
年
長
者
を
上
座
に
勧
め
る
。
膳
が
出
た
後
は
、
上
座

の
人
が
箸
を
上
げ
る
と
き
に
そ
ろ
っ
て
箸
を
上
げ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
ず
は
、
飯
椀
の
ふ
た
を
取
っ
て
膳
の
右
の

ほ
う
に
置
き
、
汁
の
椀
の
ふ
た
も
取
り
重
ね
て
置
い
た
後
、

汁
を
吸
っ
て
飯
を
食
べ
る
。
こ
れ
を
再
三
行
っ
た
う
え
で
、

平
坪
鱠

ひ
ら
つ
ぼ
な
ま
す
へ
箸
を
は
こ
ぶ
。
こ
の
順
序
を
乱
さ
ず
、
二
の
膳
、

三
の
膳
が
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
度
に
多
く
口

の
中
に
食
べ
物
を
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
人
か

ら
話
し
か
け
ら
れ
た
と
き
に
速
や
か
に
返
事
を
す
る
た
め
で

あ
り
、
そ
の
心
得
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
膳
に

上
が
っ
て
い
る
す
べ
て
の
物
は
、
右
の
ほ
う
に
あ
る
物
は
右

手
で
取
り
、
左
手
に
持
ち
替
え
て
食
べ
る
。
左
に
あ
る
物
は

左
手
で
取
っ
て
も
よ
い
。
鱠

な
ま
す
皿
は
取
り
上
げ
て
食
べ
て
は
い

け
な
い
。」
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

か
た
や
農
民
の
心
得
を
記
述
し
た
も
の
に
『
万
作
往
来

ま
ん
さ
く
お
う
ら
い

』

が
あ
る
。
凶
作
へ
の
備
え
を
中
心
に
備
荒
貯
蓄
す
べ
き
作
物

の
品
々
と
心
得
を
詳
細
に
述
べ
、
日
常
の
美
食
・
大
食
を
戒

め
て
麦
飯
を
「
極
最
上
」
の
食
と
す
べ
き
こ
と
、
珍
し
い
食

物
や
魚
鳥
を
多
く
摂
取
す
る
と
不
健
康
に
な
る
こ
と
、
薬
種

の
植
え
付
け
な
ど
効
果
的
な
耕
作
方
法
な
ど
も
記
述
し
て
い

る
（
小
泉
吉
永
『
往
来
物
解
題
辞
典

お
う
ら
い
も
の
か
い
だ
い
じ
て
ん

』）。
な
か
で
も
、
人
間
の

生
活
に
は
衣
食
住
が
大
切
だ
が
、
食
は
命
の
根
源
で
あ
る
と

い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
続
け
て
、
一
日
食
べ
な
け
れ
ば
命
を

保
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
食
を
司
っ
て
い
る
の
は
農
民
で

あ
る
か
ら
「
お
ん
た
か
ら
百
姓
」
と
い
う
名
称
が
く
だ
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
の
べ
、
農
民
に
や
り

が
い
を
も
た
せ
て
い
た
様
子
が
う
が
か
え
る
。

一
方
、
麦
飯
を
奨
め
、
魚
や
鳥
を
多
く
食
べ
て
は
健
康
の

た
め
に
よ
く
な
い
と
し
て
い
る
点
で
は
、
現
代
の
感
覚
か
ら

す
る
と
ズ
レ
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
地
方
か
ら
江
戸
に
出
て

き
た
奉
公
人
は
よ
く
脚
気

か
っ
け

に
な
り
、
江
戸
を
出
る
と
治
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
は
、
江
戸
で
は
精
白
米
を
食
べ
て
い
た
た
め
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
が
不
足
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考

え
る
と
『
万
作
往
来
』
の
指
南
は
食
育
の
面
か
ら
も
理
に
か

な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

今
も
昔
も
人
間
の
大
敵
は
病
気
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、
乳

児
の
死
亡
率
は
生
後
一
年
以
内
で
二
〇
〜
二
十
五
％
に
も
お

よ
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
成
人
し
て
も
、
流
行
病

は
や
り
や
ま
い

（
伝
染
病
）
で
あ
る
風
邪
、
麻
疹

は
し
か

、
天
然
痘
、
結
核
、
コ
レ
ラ

な
ど
で
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
一
八

五
八
年
（
安
政
五
年
）
の
コ
レ
ラ
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）

の
麻
疹
の
大
流
行
で
は
、
全
国
で
そ
れ
ぞ
れ
約
二
十
五
万
人

が
死
亡
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
の
被
害
が
あ
っ
て
も
、
当
時
の
医
術
で
は
ほ
と

ん
ど
治
療
で
き
な
か
っ
た
。
流
行
病
以
外
の
病
気
で
も
、
そ

の
正
体
を
解
明
す
る
術
は
な
く
、
食
べ
物
や
漢
方
な
ど
の
薬

を
基
に
本
草
（
薬
用
と
な
る
動
物
・
植
物
・
鉱
物
）
の
研
究

が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
は
じ
ま
り
は
、
中
国
・
明
の
時
代
に

李
時
珍

り

じ

ち

ん

が
著
し
た
『
本
草
綱
目

ほ
ん
ぞ
う
こ
う
も
く

』
で
あ
る
。
日
本
に
は
一
六

〇
七
年
（
慶
長
十
二
年
）
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
六
三
三
年

（
寛
永
一
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
『
日
用
食
性

に
ち
よ
う
し
ょ
く
せ
い
』

（
曲
直
瀬

ま

な

せ

玄
朔

げ
ん
さ
く

）
で
『
本
草
綱
目
』
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

病
に
対
処
し
た
経
験
科
学
と
実
学
か
ら
、

食
の
研
究
へ
と
発
展

『頭書絵入 童子諸礼躾方往来』（重田一九編述　公文教育研究会所蔵）

『子供諸礼躾方』 膳への座り方、給仕の仕方を描い
ている（歌川国芳　公文教育研究会所蔵）『万作往来』（山岡霞川　公文教育研究会所蔵）

ど
う
じ
し
ょ
れ
い
し
つ
け
か
た
お
う
ら
い
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以
後
、
日
本
の
独
自
性
に
重
点
を
置
い
た
実
証
的
な
精
神

に
基
づ
い
て
本
草
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な

著
書
が
一
六
九
七
年
（
元
禄
一
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た

人
見
必
大

ひ
と
み
ひ
つ
だ
い

の
『
本
朝
食
鑑

ほ
ん
ち
ょ
う
し
ょ
っ
か
ん
』
で
あ
る
。
と
く
に
魚
介
類
を
中

心
に
、
乾
魚
・
塩
魚
な
ど
の
日
常
的
な
食
品
の
効
能
を
検
討

し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
〇
九
年
（
宝
永
六
年
）
に
完
成
し

た
貝
原
益
軒

か
い
ば
ら
え
き
け
ん

の
『
大
和
本
草

や
ま
と
ほ
ん
ぞ
う

』
で
は
、
食
品
に
限
ら
ず
広
く

日
本
の
物
産
を
分
析
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
江
戸
時
代
を
通
じ
、
本
草
学
を
基
礎
に
し
な

が
ら
、
庶
民
に
向
け
て
説
い
た
養
生
論
が
普
及
し
た
。
そ
の

代
表
は
、
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓

よ
う
じ
ょ
う
く
ん

』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
益

軒
は
、
人
の
生
命
は
天
か
ら
授
か
っ
た
も
の
だ
が
、
養
生
を

き
ち
ん
と
心
が
け
れ
ば
長
命
を
保
て
、
そ
の
命
の
長
さ
は
そ

の
人
の
心
が
け
次
第
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
飲
食
は

生
命
を
養
い
、
飲
食
が
な
け
れ
ば
元
気
が
失
わ
れ
て
命
が
保

た
れ
な
い
。
し
か
し
、
飲
食
は
人
間
の
内
部
に
あ
る
大
欲
で

も
あ
り
、
往
々
に
し
て
度
を
過
ご
し
や
す
い
の
で
適
正
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
も
記
し
て
い
る
。

貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
は
、
自
身
の
長
い
生
活
体
験
と

医
学
、
儒
学
、
そ
の
他
の
広
い
学
問
知
識
を
も
と
に
著
し
た

も
の
で
あ
り
、
現
在
ま
で
広
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
。
そ
の

内
容
は
、
明
る
い
健
康
的
な
生
活
の
営
み
方
を
物
心
両
面
か

ら
説
い
て
い
る
。
な
か
で
も
、
庶
民
が
わ
か
り
や
す
い
健
康

管
理
法
と
し
て
「
同
食
の
禁
忌
」、
食
品
の
食
べ
合
わ
せ
の
事

例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
鹿
と
雉
、
同
食
す
べ
か
ら
ず
、
害
あ
り
」、「
兎

肉
に
生
姜
、
芥
子
、
鹿
を
忌
む
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
望
ま

し
く
な
い
食
品
の
組
み

合
わ
せ
を
記
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
食
べ
合

わ
せ
は
、
そ
の
時
代
の

人
の
生
活
体
験
か
ら
得

た
知
識
と
知
恵
を
食
生

活
の
中
で
実
践
し
た
健

康
管
理
法
で
あ
り
、
後

世
に
伝
え
る
一
つ
の
手

段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。一

方
、
江
戸
時
代
の

町
衆
の
中
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
も
の
に
「
江

戸
し
ぐ
さ
」
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
健
康
、
人
間

関
係
、
平
和
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
健
康
」
の

中
に
「
江
戸
食
事
仕
様
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
食
事
は
人

を
生
き
生
き
と
さ
せ
、
元
気
の
源
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
人
間
関
係
」
の
中
で
は
一

本
の
鯖
や
鰹
を
例
に
し
て
、
赤
身
は
消
化
が
良
い
の
で
年
寄

り
へ
、
脂
が
乗
っ
た
部
分
は
血
気
盛
り
の
若
衆
へ
と
、
年
齢

と
体
調
を
考
慮
し
て
無
駄
な
く
分
け
て
食
べ
る
術
を
伝
授
し

て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
身
近
に
あ
る
安
い
大
根
や
豆
腐
を
使
っ
て
何

種
類
も
の
調
理
方
法
を
編
み
出
し
、
同
じ
材
料
を
さ
ま
ざ
ま

に
変
化
さ
せ
て
料
理
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
の
中
に
幻
の

「
江
戸
病
人
食
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
明

治
時
代
に
な
っ
て
江
戸
っ
子
の
末
裔
た
ち
が
つ
く
っ
た
「
止

痛
の
館
」
で
病
人
に
出
し
た
食
事
で
あ
る
。「
止
痛
の
館
」
は
、

現
代
の
ホ
ス
ピ
ス
の
よ
う
な
施
設
だ
っ
た
が
、
そ
こ
の
食
事

が
病
人
の
心
も
癒
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
五
峰

ご
ほ
う

の
香

か
お
り

」

と
い
い
、
盃
に
盛
っ
た
柔
ら
か
い
ご
飯
を
大
き
な
皿
の
上
に

あ
け
て
五
つ
の
山
を
作
り
、
そ
の
上
に
具
を
飾
り
付
け
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
具
は
、
例
え
ば
ア
ミ
の
佃
煮
・
デ
ン
ブ
・

お
か
か
・
紫
蘇
・
梅
び
し
お
な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
香
り
が

食
欲
を
そ
そ
り
、
病
人
は
楽
し
ん
で
食
べ
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
「
五
峰
の
香
」
は
、
胃
腸
の
弱
い
人
に
最
適

だ
と
い
う
こ
と
か
ら
胃
腸
病
院
で
も
出
す
よ
う
に
な
り
、
昭

和
時
代
初
期
ま
で
続
け
ら
れ
た
病
人
食
だ
っ
た
。
動
物
性
た

ん
ぱ
く
質
、
植
物
性
た
ん
ぱ
く
質
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
れ
る

の
で
栄
養
学
的
に
も
優
れ
、
皿
に
絵
を
描
く
よ
う
に
盛
ら
れ

た
食
事
は
芸
術
性
に
も
富
ん
で
い
る
。
食
の
中
に
も
芸
術
を

求
め
る
和
食
の
真
髄
と
い
え
る
。
人
が
健
康
に
生
き
る
た
め

に
は
ま
ず
食
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
江

戸
時
代
の
人
々
の
食
に
対
す
る
智
恵
は
人
情
で
も
あ
り
、
現

代
人
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。

本
草
研
究
・
養
生
論
か
ら
派
生
し
た

食
の
工
夫
と
躾

蔵）
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江
戸
時
代
の
子
ど
も
は
、
満
三
歳
ぐ
ら
い
ま
で
授
乳
す
る

の
が
普
通
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
愛
情
を
与
え
る
こ
と
で

も
あ
り
、
授
乳
の
時
間
は
、
子
ど
も
が
望
め
ば
い
つ
で
も
与

え
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
、
江
戸
の
子
ど
も
は
甘
や
か

さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
や
は
り
子
ど
も
の
死
亡
率
が
高
か

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
な
か
で
も

流
行
病

は
や
り
や
ま
い

で
子
ど
も
を

亡
く
す
こ
と
も
多
く
、

一
七
〇
三
年
（
元
禄
十

六
年
）
に
は
、
医
師
で

あ
る
香
月
牛
山

か
つ
き
ぎ
ゅ
う
ざ
ん

が
日
本

で
最
初
の
育
児
書

『
小
児
必
用
養
育
草

し
ょ
う
に
ひ
つ
よ
う
そ
だ
て
ぐ
さ

』

を
出
し
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
病
気
の
治
療
法

が
主
だ
が
、
流
行
病
の

場
合
は
有
効
な
対
策
は

な
く
、
病
気
の
と
き
の
食
事
、
介
抱
の
仕
方
な
ど
を
述
べ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
食
事
は
、
白
が
ゆ
ま
た
は
白
湯
漬

さ

ゆ

づ

け

、

寒
晒

か
ん
ざ
ら
し
の
粉
（
白
玉
粉
）、
道
明
寺
の
粉
を
薦
め
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
、
も
ち
米
と
白
砂
糖
で
作
っ
た
「
か
る
焼
」
と
い
う
煎

餅
が
あ
っ
た
。
滋
養
が
あ
り
、
病
が
軽
く
な
る
こ
と
に
掛
け

て
お
見
舞
い
と
し
て
も
喜
ば
れ
た
と
い
う
。

た
だ
介
抱
す
る
し
か
な
い
親
た
ち
は
、
子
ど
も
が
流
行
病

に
か
か
る
と
「
疱
瘡
絵

ほ
う
そ
う
え

」
や
「
麻
疹
絵

は

し

か

え

」
な
ど
の
護
符
や
、

ま
じ
な
い
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
端
午
の
節
供
も
疫

病
除
け
の
意
味
合
い
が
強
い
。
五
月
に
な
る
と
梅
雨
の
季
節

を
迎
え
、
疫
病
が
流
行
る
。
そ
こ
で
、
病
魔
退
治
を
願
っ
て

家
の
軒
に
蓬

よ
も
ぎ
、
菖
蒲

し
ょ
う
ぶ

を
ふ
き
、
魔
除
け
の
鐘
馗

し
ょ
う
き

を
飾
っ
た
。

『
養
生
訓
』
の
著
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
は
、
子
ど
も
を
甘

や
か
す
愚
を
説
い
た
。
衣
食
を
十
分
に
与
え
れ
ば
、
子
ど
も

は
虚
弱
に
育
つ
。
多
少
の
空
腹
感
と
寒
さ
も
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
、
昔
か
ら
伝
わ
る
丈
夫
な
子
ど
も
を
育
て
る
コ
ツ
だ
と

し
て
い
る
。

江
戸
の
人
々
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
本
草
学
を
日
本
流

に
研
究
し
、
日
本
の
自
然
や
社
会
に
適
し
た
食
育
の
基
礎
を
築

い
た
。
そ
れ
は
日
常
生
活
の
中
で
子
ど
も
た
ち
の
記
憶
に
刻
ま

れ
、
時
の
流
れ
の
中
で
食
文
化
と
し
て
成
長
し
、
現
代
へ
と
つ

な
が
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
人
は
江
戸
の
知
恵
を
し
っ
か

り
伝
承
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
ま
一
度
、
食
育
の
起
源
と

も
い
え
る
江
戸
時
代
の
食
の
工
夫
と
躾
を
紐ひ

も

と
き
、
現
代
の
日

常
の
中
に
あ
る
実
学
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
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