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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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表
紙
の
解
説

『
七
難
七
福
図
巻
（
福
寿
）』（
円
山
応
挙
筆
）

江
戸
期
に
武
家
が
執
り
行
う
、
本
膳
料
理
の
調
理
場
風
景
図
。

日
本
料
理
の
源
流
と
さ
れ
る
武
家
の
本
膳
料
理
は
、
要
人
等
を
招

き
豪
勢
な
饗
応
を
繰
返
す
こ
と
で
、
幕
藩
体
制
擁
護
や
主
従
関
係
の

秩
序
維
持
の
た
め
に
、武
家
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。

作
者
の
応
挙
は
、
当
時
知
遇
を
受
け
て
い
た
後
援
者
か
ら
の
依
頼

で
仁
王
経
の
説
に
由
来
す
る
「
難
福
思
想
」
を
現
世
の
物
事
を
通
し

て
、
天
災
を
上
巻
、
人
災
を
中
巻
そ
し
て
福
寿
を
下
巻
に
描
く
三
巻

か
ら
な
る
絵
巻
を
、
お
よ
そ
三
年
の
歳
月
を
費
や
し
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
頃
に
完
成
さ
せ
た
。

こ
の
表
紙
絵
は
、
饗
宴
の
様
子
（
本
誌
十
二
頁
下
段
の
図
）
と
共

に
同
図
巻
の
下
巻
「
福
寿
」
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
。

応
挙
は
若
い
頃
に
京
都
で
狩
野
派
に
学
び
、
諸
寺
を
歴
訪
し
和
漢

名
画
の
模
写
や
山
水
・
花
鳥
・
人
物
な
ど
を
写
生
。
透
視
遠
近
法
等

の
画
法
な
ど
に
も
習
熟
し
て
い
た
江
戸
中
期
の
絵
師
で
、
円
山
派
の

開
祖
と
な
る
。
代
表
作
に
は
、『
七
難
七
福
図
』
や
『
雪
松
図
屏
風
』

等
が
あ
る
。（
相
国
寺
所
蔵
）

閲覧コーナー

メディアコーナー

図書コーナー

企画展示コーナー
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今
、
日
本
人
は
世
界
で
一
番
長
生
き
す
る

国
民
と
な
り
ま
し
た
。
女
性
は
八
五
歳
、
男

性
は
七
八
歳
で
男
女
の
平
均
は
八
一
・
九
歳

で
す
。
世
界
の
平
均
寿
命
は
六
五
歳
で
す
か

ら
、
日
本
人
は
一
五
か
ら
二
〇
年
長
生
き
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
の

平
均
寿
命
は
七
七
歳
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の

平
均
が
七
九
歳
ぐ
ら
い
で
す
。
ま
た
、
日
本

の
場
合
は
た
だ
長
生
き
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
健
康
で
長
生
き
す
る
健
康
寿
命
も
、

七
五
歳
で
世
界
一
だ
そ
う
で
す
。

歴
史
的
に
み
て
も
、
日
本
人
は
昔
か
ら
長

生
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
約
二
千
年
前
に
日

本
の
こ
と
を
書
い
た
『
魏
志
倭
人
伝
』
と
い

う
本
の
中
に
、
邪
馬
台
国
に
つ
い
て
の
記
述

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
り
ま
す
。

「
そ
の
倭
人
た
ち
は
海
に
潜
っ
て
魚
や
貝

を
獲
っ
て
い
る
。
稲
や
粟
を
作
っ
て
そ
れ
を

食
べ
る
。
冬
で
も
夏
で
も
（
生
の
野
菜
を
）

食
べ
る
。
酒
が
好
き
だ
。
そ
し
て
非
常
に
長

生
き
で
、
八
〇
歳
、
九
〇
歳
が
ざ
ら
に
い
る
。

百
歳
ま
で
生
き
る
人
も
い
る
。」

こ
れ
が
約
二
千
年
前
の
日
本
で
す
。
こ
の

邪
馬
台
国
の
時
代
か
ら
八
〇
歳
、
九
〇
歳
が

多
か
っ
た
と
い
う
内
容
か
ら
、
日
本
人
は
昔

か
ら
長
生
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
中
国
人
が
ど
の

よ
う
に
し
て
調
べ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
た

め
、
信
憑
性
は
低
い
で
し
ょ
う
が
、
と
に
か

く
長
生
き
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
こ

と
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。

ず
っ
と
時
代
が
下
っ
て
、
戦
国
時
代
に
キ

リ
シ
タ
ン
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
中
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
と
い

う
宣
教
師
が
い
ま
し
た
。
そ
の
ザ
ビ
エ
ル
が

祖
国
に
宛
て
た
手
紙
に
、「
日
本
人
は
肉
を

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
い
、
魚
は
食
べ
る
。
だ
い

た
い
米
と
麦
だ
け
で
食
事
を
し
て
い
る
。
し

か
も
食
事
は
少
食
だ
が
、
野
菜
は
た
く
さ
ん

食
べ
る
。
そ
れ
で
い
て
不
思
議
な
ほ
ど
元
気

で
長
生
き
だ
。」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の

内
容
か
ら
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
も
外
国
人

は
、
日
本
人
が
元
気
で
長
生
き
な
国
民
に
み

え
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
昔
か

ら
日
本
と
い
う
国
に
は
長
生
き
に
ふ
さ
わ
し

い
風
土
と
食
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
特
に
戦
争
の
被
害

を
受
け
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
人
々
は

そ
れ
ま
で
以
上
に
贅
沢
な
物
を
食
べ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
〇
年

代
に
な
る
と
、ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
心
臓
病
、

糖
尿
病
、
脳
卒
中
、
高
脂
血
症
な
ど
の
病
気

が
急
増
し
、
医
療
費
も
激
増
し
ま
し
た
。
そ

の
数
字
に
ア
メ
リ
カ
政
府
も
驚
き
、
上
院
に

七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
食
育
政
策

「日本型食生活の変遷」
和食文化は世界の長寿食・健康食としてさらなる変容をもたらすのか
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2006年度キッコーマン「食文化セミナー」

講師：渡辺善次郎

渡辺善次郎
（わたなべ ぜんじろう）

1932年　東京に生れる。1956年早稲田
大学卒業

1961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

1991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』（1983年　論創
社）、『聞き書・東京の食事』
（編著・1987年　農文協）、『巨大
都市江戸が和食をつくった』
（1988年　農文協）、『農のある
まちづくり』（編著・1989年
学陽書房）、『東京に農地があって
なぜ悪い』（共著・1991年　学陽
書房）、『近代日本都市近郊農業
史』（1991年　論創社）

歴
史
的
に
み
て
日
本
人
は
長
命

食
の
安
全
や
食
料
の
自
給
率
、
そ
し
て
食
育
な
ど
、
食
に
関
わ
る
話
題
に
事
欠

か
な
い
昨
今
で
す
が
、
元
来
私
た
ち
日
本
人
が
常
食
と
し
て
き
た
「
日
本
型
食
生

活
」
が
、
い
ま
で
は
世
界
の
国
々
か
ら
健
康
食
・
長
寿
食
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
事
実
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
例
証
の
一
つ
と
し
て
、

寿
司
の
文
化
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
の
勢
い
で
地
球
上
の
町
々
に
広
が
り
を
み
せ

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
芽
吹
い
た
「
日
本
型
食
生
活
」
が
、
い
ま

世
界
の
人
々
に
健
康
を
、
そ
し
て
食
卓
を
囲
む
家
族
の
喜
び
や
幸
せ
と
な
っ
て
花

開
く
こ
と
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
肝
心
の
私
た
ち
日
本
人

の
食
生
活
の
乱
れ
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
た
折
も
お
り
、
去
る
十
月
三
日
、
先
般
来
『
Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
　
Ｃ
Ｕ
Ｌ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
』

誌
に
、
江
戸
期
以
降
の
食
の
変
遷
に
つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
食

文
化
研
究
家
・
渡
辺
善
次
郎
先
生
を
講
師
に
お
招
き
し
て
「
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
食
文

化
セ
ミ
ナ
ー
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
お
話
の
テ
ー
マ
は
「
日
本
型
食
生
活
の
変

遷
」
で
、
今
号
は
先
生
の
お
話
を
再
録
い
た
し
ま
し
た
。
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特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
対
応
策
を
考
え
ま

し
た
。
特
別
委
員
会
の
委
員
長
に
は
マ
ク
ガ

バ
ン
が
就
任
し
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）

に
「
ア
メ
リ
カ
の
食
事
目
標
」
と
い
う
報
告

書
を
出
し
ま
し
た
。

そ
の
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
食
事
は

栄
養
が
偏
り
す
ぎ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。脂
質
が
多
く
炭
水
化
物
が
少
な
い
た
め
、

三
大
栄
養
素
で
あ
る
炭
水
化
物
・
タ
ン
パ
ク

質
・
脂
肪
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
こ
と
が
病
気

の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
、
食
事
の
内
容
を
変

え
る
必
要
が
あ
る
と
訴
え
ま
し
た
。

今
、
ア
メ
リ
カ
人
の
六
〇
％
が
太
り
過
ぎ

だ
そ
う
で
す
。『
デ
ブ
の
帝
国
』
な
ど
と
い

う
本
が
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
で
す
。
そ
の
ア
メ

リ
カ
人
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
日

本
の
食
事
が
一
番
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
〇
年
代
の
当
時
は
、
炭
水
化
物
・
タ
ン
パ

ク
質
・
脂
肪
の
バ
ラ
ン
ス
が
ち
ょ
う
ど
よ
か

っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
食
べ
る
量
を
減

ら
し
、
脂
質
を
ひ
か
え
、
炭
水
化
物
を
も
っ

と
摂
っ
て
日
本
の
食
事
を
見
習
お
う
と
い
う

内
容
の
勧
告
を
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
人
に
炭
水
化
物
を
奨

励
す
る
と
パ
ン
食
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
バ

タ
ー
や
肉
類
の
摂
取
が
多
く
な
る
の
で
難
し

い
の
が
現
実
で
す
。
そ
こ
で
今
も
「
寿
司
ブ

ー
ム
」
が
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
七
年
に
ア
メ
リ
カ
で
マ
ク
ガ
バ

ン
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ま
で

西
欧
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
で
や
っ
て
き

た
日
本
が
、
開
国
以
来
は
じ
め
て
自
分
自

身
の
国
に
目
を
向
け
よ
う
と
、
食
生
活
の

面
で
画
期
的
な
方
向
転
換
を
し
ま
し
た
。

こ
の
日
本
型
の
食
生
活
の
中
心
に
あ
る
の

は
、
私
た
ち
が
「
和
食
」
と
捉
え
て
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
和
食
は
大
昔
か
ら

あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
江
戸

時
代
の
半
ば
ぐ
ら
い
に
成
立
し
た
と
考
え

ま
す
。
そ
の
基
本
は
、「
白
米
」、「
一
日
三

食
」、「
一
汁
一
菜
」
で
す
。

で
は
、
そ
れ
以
前
は
ど
ん
な
食
事
を
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
古
い
時
代
の
資

料
の
一
つ
に
、
石
田
三
成
の
家
来
の
お
嬢

さ
ん
が
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
い
た

本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
毎
日
、

雑
穀
に
野
菜
を
入
れ
た
雑
炊
を
食
べ
て
い

た
よ
う
で
す
。
朝
と
晩
に
同
じ
も
の
を
食

べ
、
昼
食
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

お
兄
さ
ん
た
ち
が
山
に
鉄
砲
を
撃
ち
に
行

く
と
き
に
は
、
朝
、
菜
飯
と
い
う
も
の
を

炊
い
て
弁
当
に
持
た
せ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
菜
飯
を
炊
く
と
、
家
族
も
い
っ

し
ょ
に
そ
れ
を
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

著
者
が
歳
を
と
っ
た
江
戸
の
は
じ
め
頃
、

「
最
近
の
若
者
た
ち
は
お
か
ず
が
何
だ
か
ん

だ
と
贅
沢
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
昔
は

昼
飯
な
ど
は
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」

と
い
う
話
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
資
料
か
ら
推
察
す
る
と
、
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
の
初
期
ま
で
は
一
日
二
食
で
、

白
米
は
な
く
、
雑
炊
か
玄
米
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
で
き
ま
す
。
こ
の
玄
米

食
は
、
元
禄
時
代
頃
ま
で
続
い
て
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の

に
、
松
尾
芭
蕉
が
残
し
た
「
は
な
に
う
き

よ
　
わ
が
さ
け
し
ろ
く
　
め
し
く
ろ
し
」

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
酒
が
白
い
と
い

う
の
は
濁
酒
で
、
飯
が
黒
い
と
い
う
の
は

お
そ
ら
く
玄
米
か
七
分
搗づ

き
を
食
べ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。
芭
蕉
は
元
禄
時
代
の
庶

民
の
代
表
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
、
そ

の
時
代
あ
た
り
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
、

庶
民
は
白
米
を
食
べ
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

そ
の
後
の
江
戸
の
お
か
ず
で
一
番
人
気

だ
っ
た
の
は
、
沢
庵
漬
で
し
た
。
沢
庵
漬

は
、
糠
で
漬
け
る
の
で
玄
米
を
食
べ
て
い

て
は
糠
は
出
な
い
た
め
、
白
米
を
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
て
で
き
た
食
べ
物
で
す
。
沢

庵
漬
が
流
行
る
と
い
う
こ
と
は
、
み
ん
な

が
白
米
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
頃
に
な
る
と
、

諸
国
か
ら
江
戸
に
集
っ
た
人
た
ち
が
も
っ

て
き
た
故
郷
の
食
文
化
が
交
流
を
重
ね
、

そ
の
集
大
成
と
し
て
江
戸
独
自
の
食
が
少

し
ず
つ
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ま
す
。

江
戸
は
早
く
か
ら
外
食
文
化
が
盛
ん
な

都
市
で
し
た
。
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
江

戸
ら
し
い
食
べ
物
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
蕎
麦
は
一
番
早
く
か
ら
外
食

と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。
蕎
麦
を
今
の
よ

う
に
細
長
く
切
っ
て
食
べ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
江
戸
初
期
の
寛
文
年
間
で
す
。
そ

れ
ま
で
は
蕎
麦
が
き
、
蕎
麦
粥
、
蕎
麦
ま

ん
じ
ゅ
う
と
い
う
形
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
蕎
麦
切
り
を
街
角
で
売
る
よ
う
に
な

る
と
爆
発
的
に
流
行
り
、
江
戸
末
期
頃
に

は
店
を
構
え
て
い
る
蕎
麦
屋
が
四
千
軒
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
江
戸
で
発
達
し
た
食
べ
物

に
天
ぷ
ら
が
あ
り
ま
す
。
天
ぷ
ら
は
も
と

も
と
西
洋
料
理
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
長
崎

に
伝
え
た
西
洋
料
理
の
第
一
号
で
し
た
。

そ
れ
が
、
江
戸
の
は
じ
め
に
京
都
で
流
行

り
、
徳
川
家
康
の
財
政
顧
問
で
茶
屋
四
郎

次
郎
と
い
う
豪
商
が
家
康
に
奨
め
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
家
康
が
食
べ
た
の
が
鯛
の
天

ぷ
ら
で
す
。
そ
の
天
ぷ
ら
を
食
べ
た
と
こ

ろ
、
家
康
は
お
腹
を
こ
わ
し
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
後
、
徳
川
将
軍
家
で
は
、
天
ぷ
ら
は
タ

ブ
ー
と
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。

さ
ら
に
江
戸
で
有
名
な
食
べ
物
に
お
寿

司
が
あ
り
ま
す
。「
す
し
」
は
、
古
い
も
の

で
琵
琶
湖
の
「
鮒
鮓
」
の
よ
う
な
形
で
食

べ
ら
れ
て
き
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
の
寿

司
の
よ
う
に
ご
飯
を
握
っ
て
ネ
タ
を
の
せ

て
出
す
ス
タ
イ
ル
は
一
八
〇
〇
年
頃
の
文

政
年
間
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ

っ
と
い
う
間
に
、
ご
飯
と
新
鮮
な
魚
、
わ

さ
び
と
い
う
絶
妙
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
作
る
江
戸
の
寿
司
は
、
す
ば
ら
し
い
発

明
で
す
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
料
理
の
世
界
的

な
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
外
食
が
盛
ん
に
な
っ
た
江

戸
は
、「
食
い
倒
れ
の
町
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
現
代
で
は
食
い
倒
れ

の
町
と
い
え
ば
、
大
阪
を
連
想
す
る
人
が

多
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代

の
末
、
活
躍
し
た
大
坂
の
歌
舞
伎
作
家
の

西
沢
一
鳳
と
い
う
人
が
、
当
時
の
京
都
・

大
坂
・
江
戸
を
比
較
し
て
、
食
が
一
番
い

い
の
は
圧
倒
的
に
江
戸
、
大
坂
は
二
番
、

京
都
が
三
番
と
順
番
を
付
け
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
食
べ
物
に
困
ら
な
く
な
っ

て
く
る
と
、
食
は
遊
戯
化
し
ま
し
た
。
飢

饉
な
ど
で
困
窮
し
て
い
る
と
き
は
、
食
を

楽
し
む
ゆ
と
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸

末
期
の
裕
福
な
時
代
に
は
「
初
物
食
い
」

が
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
す
。
江
戸
っ
子
は
、

江
戸
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
食
生
活
事
情

江
戸
時
代
、
和
食
の
代
表
的
な
食
べ
物

日
本
型
の
食
事
「
和
食
」
の
成
立

た
く
あ
ん
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何
で
も
初
物
を
愛
し
ま
し
た
。
初
な
す
び
、

新
茶
、
新
蕎
麦
な
ど
、
季
節
に
先
駆
け
て

ほ
か
の
人
よ
り
先
に
食
べ
る
こ
と
が
、
江

戸
っ
子
の
見
得
で
し
た
。
左
の
絵
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

こ
の
絵
は
初
鰹
で
す
。
初
物
の
中
で
一

番
評
判
が
高
か
っ
た
の
は
、
こ
の
鰹
で
す
。

「
目
に
は
青
葉
　
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
は
つ
松
魚

か
つ
を

」。

ち
ょ
う
ど
五
月
ぐ
ら
い
に
鎌
倉
沖
あ
た
り

で
獲
れ
る
鰹
で
す
。
そ
の
鰹
は
だ
い
た
い

女
中
さ
ん
の
一
年
分
の
給
金
に
相
当
す
る

高
値
で
売
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
絵
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
長
屋
の
お
か
み
さ
ん

た
ち
で
し
ょ
う
。
と
て
も
一
匹
は
買
え
な

い
の
で
少
し
ず
つ
切
り
身
を
分
け
合
っ
て

い
る
絵
で
す
。

学
校
で
習
っ
た
江
戸
時
代
は
、
武
士
が

威
張
っ
て
い
て
、
庶
民
な
ど
は
一
生
懸
命

に
稼
い
で
も
、
ほ
と
ん
ど
が
年
貢
と
し
て

搾
取
さ
れ
て
、
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
時
代
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
現
実
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時

の
世
界
の
国
々
と
比
べ
て
も
、
一
番
豊
か

で
安
定
し
た
社
会
で
し
た
。
世
界
史
の
観

点
か
ら
み
る
と
、
二
六
○
年
間
、
一
度
も

外
国
と
戦
争
を
し
な
か
っ
た
国
は
ほ
か
に

あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
史
の
奇
跡
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
農
業
に
向
か
な

い
所
で
す
。
日
本
の
北
海
道
か
ら
ロ
シ
ア
の

サ
ハ
リ
ン
あ
た
り
の
緯
度
と
同
じ
な
の
で
、

寒
く
て
植
物
が
育
ち
に
く
い
土
地
柄
な
の
で

す
。
そ
こ
で
育
つ
小
麦
は
、
蒔
い
た
種
の
四

倍
ぐ
ら
い
を
収
穫
で
き
れ
ば
平
年
作
で
す
。

日
本
で
あ
れ
ば
種
の
約
三
〇
倍
の
収
穫
が
普

通
で
す
か
ら
、
四
倍
で
は
大
不
作
で
す
。

し
か
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
農
業
大

国
と
い
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
農
地
の
四

分
の
三
は
王
様
・
貴
族
・
教
会
の
所
有
で
、

農
民
た
ち
は
残
り
の
四
分
の
一
し
か
所
有
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
の
食
生
活
の
貧
し
さ
が
想
像

で
き
る
で
し
ょ
う
。

右
下
の
絵
は
、
有
名
な
ミ
レ
ー
の
「
落
穂

拾
い
」
と
い
う
絵
で
す
。
農
家
の
お
か
み
さ

ん
た
ち
が
、
収
穫
し
た
後
の
畑
に
出
て
、
落

ち
て
い
る
小
麦
の
穂
を
一
つ
ず
つ
集
め
て
い

る
姿
で
す
。
そ
れ
を
集
め
て
も
、
パ
ン
一
つ

で
き
ま
せ
ん
。
後
ろ
の
ほ
う
で
働
い
て
い
る

の
は
、
お
か
み
さ
ん
た
ち
の
ご
亭
主
た
ち
で

し
ょ
う
。
彼
ら
は
、
貴
族
や
教
会
の
大
農
場

で
働
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
は

山
の
よ
う
に
穀
物
が
積
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
横
に
目
を
や
る
と
、
馬
に
乗
っ
て
監
督
を

し
て
い
る
人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
貴
族
か
、
教
会
の
役
人
で
し
ょ
う
。
こ
の

絵
は
、
日
本
の
明
治
維
新
の
一
〇
年
前
に
発

表
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
日
本
と
比
べ
て
、
日
本
人
が

豊
か
だ
と
思
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
が

ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
を
想
像
し
て
く
だ
さ

い
。
日
本
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
も
の
す
ご
く

豊
か
だ
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、「
落

穂
拾
い
」
を
日
本
の
農
村
の
実
情
と
比
較
す

る
目
で
見
る
と
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
農
村

だ
っ
た
の
か
と
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

す
。江

戸
を
研
究
し
て
い
る
あ
る
ア
メ
リ
カ
の

研
究
者
は
、
も
し
も
自
分
が
江
戸
時
代
と
同

時
代
に
生
ま
れ
た
と
す
る
と
、
貴
族
で
あ
れ

ば
イ
ギ
リ
ス
が
い
い
、
庶
民
で
あ
れ
ば
日
本

が
い
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
欧
米
の
歴
史

を
熟
知
し
た
人
た
ち
は
、
江
戸
時
代
の
日
本

は
い
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
江
戸
時

代
に
つ
い
て
、進
ん
だ
豊
か
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

遅
れ
た
貧
し
い
日
本
と
い
う
考
え
方
は
や
め

た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
か
ら
明
治
へ
時
代
は
変
わ
り
、
日
本

は
一
生
懸
命
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
追
い
つ
こ
う

と
し
ま
し
た
。
食
文
化
の
面
で
は
、
肉
を
食

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
江
戸
時
代
と
の

大
き
な
違
い
で
す
。
そ
れ
ま
で
千
数
百
年
、

日
本
人
は
肉
食
を
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

世
界
の
中
で
食
べ
る
た
め
に
家
畜
を
飼
っ
て

い
な
か
っ
た
文
明
国
は
、
日
本
以
外
に
な
い

と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
前
、
体
が
穢
れ
る
と
い
う
考

え
方
が
あ
っ
て
肉
を
食
べ
る
と
神
社
な
ど
に

お
参
り
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
禊
み
そ
ぎ
が

済
む
の
は
一
〇
〇
日
ぐ
ら
い
だ
と
い
わ
れ
、

そ
の
間
は
仏
様
に
も
手
を
合
わ
せ
て
は
い
け

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鹿
や

猪
が
た
ま
に
獲
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
肉
は

食
べ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
名
の
中
で

も
一
部
の
人
た
ち
は
食
べ
て
い
ま
し
た
。
井

伊
大
老
が
い
た
彦
根
藩
で
は
牛
の
味
噌
漬
が

名
物
で
す
。
そ
れ
を
毎
年
、
将
軍
家
や
大
名

た
ち
に
贈
っ
て
い
ま
し
た
。
将
軍
家
に
贈
る

と
き
に
は
、
そ
の
樽
に
「
肉
」
と
は
書
か
ず
、

薬
の
名
前
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
薬

で
あ
る
と
い
う
名
目
で
東
海
道
を
運
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。

面
白
い
話
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
に
活
躍

し
た
新
撰
組
は
、
残
飯
養
豚
の
は
し
り
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
将
軍
家

豚
を
飼
っ
て
い
た
新
撰
組

「落穂拾い」（ジョン・フランソワーズ・ミレー 1857年　オルセー美術館蔵）

歌川国貞「卯の花月」（『ヴィジュアル百科江戸事情・第一巻生活編』静嘉堂文庫蔵　雄山閣出版）
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の
医
師
に
松
本
順
と
い
う
人
が
、
近
藤
勇

が
い
た
京
都
に
出
向
い
て
、
新
撰
組
の

「
屯
所
」
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
松
本
医

師
は
、
新
撰
組
は
豪
傑
揃
い
だ
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
病
人
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で

驚
い
た
そ
う
で
す
。
栄
養
失
調
で
肺
病
を

患
っ
て
い
る
人
が
多
く
、
そ
の
と
き
松
本

医
師
は
、
残
飯
を
豚
に
食
べ
さ
せ
て
育
て
、

そ
の
肉
を
隊
員
に
食
べ
さ
せ
ろ
と
指
導
し

ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
新
撰
組
は
豚
を
育

て
て
隊
員
に
食
べ
さ
せ
た
よ
う
で
す
。

日
本
人
が
肉
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は

た
い
へ
ん
な
こ
と
で
し
た
。
た
だ
、
肉
を

食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
動

物
の
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
食
べ
て
し
ま
う
肉

食
の
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

左
の
市
場
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
〇
月
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ハ
ン
テ
ィ
ン

グ
の
季
節
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

一
番
の
ご
馳
走
は
野
生
の
動
物
で
す
。
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
を
し
て
獲
っ
た
動
物
を
食
べ
る
こ

と
が
一
番
の
贅
沢
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ

の
季
節
に
フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
と
、
肉
屋
の
店

頭
に
は
狩
り
を
し
て
獲
っ
て
き
た
動
物
や
鳥

が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
肉
食
民
族
は
、
そ

の
ま
ま
買
っ
て
家
で
捌さ

ば

い
て
脳
み
そ
か
ら
豚

の
鼻
、
目
や
耳
ま
で
い
ろ
い
ろ
に
調
理
し
て

食
べ
ま
す
。

現
在
、
日
本
の
家
庭
で
は
、
魚
よ
り
肉

を
買
う
金
額
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
な
食
べ
方
は

で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
本
当
の
意
味
で
肉
食

人
種
だ
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

文
明
開
化
以
後
、
肉
を
中
心
に
し
て
西

洋
の
料
理
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
本
人
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
こ

と
が
で
き
ず
に
、
日
本
的
に
作
り
直
し
ま

し
た
。
そ
れ
が
三
大
洋
食
と
言
わ
れ
て
い

る
「
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
」「
ト
ン
カ
ツ
」「
コ
ロ

ッ
ケ
」
で
す
。
ト
ン
カ
ツ
は
ポ
ー
ク
・
カ

ツ
レ
ツ
の
こ
と
で
す
が
、
ポ
ー
ク
・
カ
ツ

レ
ツ
は
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
自
分
で
切

っ
て
食
べ
ま
す
が
、
ト
ン
カ
ツ
は
は
じ
め

か
ら
切
っ
て
出
さ
れ
る
の
で
箸
で
食
べ
ま

す
。
コ
ロ
ッ
ケ
は
、
本
来
の
中
身
は
ク
リ

ー
ム
な
の
で
す
が
、
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ

し
て
安
い
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
使
い
ま
し
た
。

そ
し
て
中
華
料
理
も
、
関
東
大
震
災
後

に
日
本
の
家
庭
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
後
ぐ
ら
い
か
ら
、

和
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
西
洋
料
理
と
、

日
本
的
に
調
理
し
た
中
華
料
理
が
一
般
に

普
及
し
ま
す
。
今
で
は
ど
の
家
庭
で
も
、

西
洋
と
中
国
と
日
本
の
食
事
を
違
和
感
な

く
摂
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
国
は
世
界
に

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
独
特
の
文
化
で
す
。

私
た
ち
は
意
識
し
な
い
で
、
す
べ
て
が
日

本
料
理
だ
と
思
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
ど
ん
な
食
事
も
、
箸
か
ス
プ
ー
ン

で
食
べ
ら
れ
る
も
の
し
か
、
庶
民
の
食
卓

で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
の

が
、
明
治
以
来
の
食
文
化
で
す
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
事
を

す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

左
の
絵
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
明
治
時
代
の

イ
タ
リ
ア
の
ス
パ
ゲ
テ
ィ
屋
で
す
。
み
ん

な
手
づ
か
み
で
食
べ
て
い
ま
す
。
売
る
ほ

う
も
、
食
べ
る
ほ
う
も
ス
パ
ゲ
テ
ィ
は
手

づ
か
み
で
す
。

ロ
シ
ア
革
命
の
と
き
、
ク
レ
ム
リ
ン
宮

殿
に
突
入
し
た
農
民
軍
が
い
ろ
い
ろ
な
物

を
略
奪
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
フ
ォ
ー

ク
を
見
て
、「
こ
れ
は
ど
う
使
う
の
か
」
と

不
思
議
に
思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
肉
を

ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
で
食
べ
る
と
い
う
の

は
、
ほ
ん
の
一
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
だ
け
で

し
た
。
そ
れ
が
、
江
戸
時
代
の
日
本
と
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
違
い
で
す
。

昭
和
の
初
年
に
な
る
と
、
昔
か
ら
あ
る

和
食
も
、
洋
食
も
、
中
華
も
食
べ
て
い
ま

し
た
。
柳
田
国
男
は
、「
世
界
無
類
の
多
様

な
食
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
食
材

の
多
さ
も
世
界
に
類
を
見
ま
せ
ん
。

食
の
大
国
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
は
、

「
カ
エ
ル
」「
ハ
ト
」「
カ
タ
ツ
ム
リ
」
ま
で

食
べ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
約
七
〇
〇
種
類

く
ら
い
し
か
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。
食
材
が

多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
中
国
で
さ
え
、
約

八
〇
〇
種
類
く
ら
い
で
す
。
日
本
は
約
一

四
〇
〇
種
類
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
海
産

物
を
多
く
食
べ
て
い
ま
す
。

南
極
で
越
冬
す
る
南
極
探
検
隊
は
、
日

本
を
出
港
す
る
際
に
一
年
分
の
食
糧
を
持

っ
て
行
き
ま
す
。
外
国
の
隊
は
約
三
〇
〇

種
類
く
ら
い
の
食
材
し
か
持
っ
て
い
な
い

そ
う
で
す
が
、
日
本
隊
は
七
五
〇
種
類
も

持
っ
て
行
く
の
で
日
本
隊
は
羨
ま
し
が
ら

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
物
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と

は
、
味
覚
を
育
て
る
源
泉
に
な
り
ま
す
。

舌
は
「
千
」
に
「
口
」
と
書
き
、
千
種
類

の
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
鍛
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
味
が
わ
か
ら
な
い
人
が

非
常
に
多
く
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ

リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
ラ
テ
ン
系
は
そ

う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の

人
た
ち
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

食
材
の
多
さ
が
日
本
人
の
味
覚
を
育
ん
だ

日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
西
洋
料
理
の
普
及

狩猟解禁とともにパリ市場の店頭は賑わう（『週刊朝日百科２世界の食べもの／フランス編』）

19世紀のナポリの街頭で、手づかみでパスタを食べる人びと（スパゲッティ博
物館『文化麺類学ことはじめ』フーディアム・コミュニケーション）
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ア
メ
リ
カ
人
の
研
究
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
味
が
わ
か
ら
な
い
「
味
盲
み
も
う

」
と

い
う
ハ
ン
デ
を
も
つ
比
率
は
、
ア
メ
リ
カ
人

で
二
五
％
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
は
一
二
％
い
る

そ
う
で
す
。
日
本
人
は
三
％
で
世
界
で
も
っ

と
も
味
覚
が
優
れ
た
民
族
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
種
類

の
食
べ
物
を
食
べ
て
い
た
お
か
げ
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ワ
イ
ン
の
ソ
ム
リ
エ
・
コ
ン

ク
ー
ル
で
田
崎
真
也
さ
ん
が
優
勝
し
た
こ
と

で
世
界
的
に
も
証
明
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
人
の
味
覚
の
基
本
は
米
で
す
。
ご
飯

は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
主
食
な
の
で
す
。
ご

飯
を
食
べ
て
い
れ
ば
、
お
か
ず
で
タ
ン
パ
ク

質
を
摂
ら
な
く
て
も
、
一
日
約
五
合
で
必
要

な
タ
ン
パ
ク
質
が
摂
れ
る
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
白
米
食
に
は
欠
陥
が
あ
り
ま
す
。
白
米

だ
け
を
食
べ
て
い
る
と
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
が
不

足
し
て
脚
気
か
っ
け

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
江
戸
に
出
て
き
た
若
者
た
ち

が
次
々
と
脚
気
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
故

郷
に
い
た
と
き
に
は
め
っ
た
に
食
べ
ら
れ
な

か
っ
た
白
米
食
を
た
ら
ふ
く
食
べ
て
脚
気
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
「
江
戸
患
い

わ
ず
ら
い

」
と
い
い
ま
す
が
、
将
軍

も
脚
気
で
死
ん
で
い
ま
す
。
一
四
代
将
軍
の

家
茂
は
、
長
州
征
伐
の
と
き
に
大
坂
城
で
脚

気
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

脚
気
は
、
明
治
時
代
ま
で
日
本
の
国
民
病

で
し
た
。
日
清
戦
争
の
と
き
、
日
本
軍
の
戦

死
者
は
一
千
人
で
す
が
、
脚
気
で
死
ん
だ
兵

隊
は
四
千
人
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
脚
気
は

恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。

戦
後
、
特
に
一
九
七
〇
年
代
、
家
庭
に

い
た
お
母
さ
ん
方
が
働
き
に
出
る
よ
う
に

な
っ
て
、
食
事
の
手
抜
き
を
始
め
、
子
ど

も
た
ち
の
食
生
活
が
非
常
に
乱
れ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、「
お
か
あ
さ
ん
や
す
め
」
と
い

う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
お
」

は
オ
ム
レ
ツ
、「
か
」
は
カ
レ
ー
、「
サ
ン
」

は
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、「
や
」
は
焼
そ
ば
、「
す
」

は
ス
パ
ゲ
テ
ィ
、「
め
」
は
目
玉
焼
き
で
す
。

要
す
る
に
、
お
母
さ
ん
が
作
る
も
の
は
オ

ム
レ
ツ
・
カ
レ
ー
・
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
・
焼

そ
ば
・
ス
パ
ゲ
テ
ィ
・
目
玉
焼
き
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、「
は
は
き
と

く
」
に
な
り
ま
し
た
。「
は
」
は
ハ
ン
バ
ー

グ
と
ハ
ム
エ
ッ
グ
、「
き
」
は
餃
子
、「
と
」

は
ト
ー
ス
ト
、「
く
」
は
ク
リ
ー
ム
シ
チ
ュ

ー
で
す
。「
お
か
あ
さ
ん
や
す
め
」
と
「
は

は
き
と
く
」
が
、
戦
後
の
子
ど
も
た
ち
の

食
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
言
葉
で
し
た
。

一
時
期
、
ま
な
板
の
な
い
家
庭
が
あ
る

こ
と
に
驚
い
て
い
ま
し
た
。
今
は
、
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
台
所
が
な
い

家
が
出
て
き
た
の
で
す
。
新
聞
の
記
事
を

読
む
と
、
女
子
学
生
が
借
り
る
ワ
ン
ル
ー

ム
マ
ン
シ
ョ
ン
に
キ
ッ
チ
ン
は
い
ら
な
い

と
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
発
展
し

て
、
家
庭
で
も
台
所
は
い
ら
な
い
と
い
う

の
で
す
。
コ
ン
ビ
ニ
や
デ
パ
地
下
で
家
族

が
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
も
の
を
買
っ
て
、
一

人
ず
つ
適
当
な
時
間
に
食
事
を
す
る
と
い

う
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

も
っ
と
深
刻
な
の
は
、
和
食
の
基
本
で

あ
る
箸
が
持
て
な
い
子
ど
も
が
多
い
こ
と

で
す
。
服
部
栄
養
専
門
学
校
が
調
べ
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
小
学
生
の
約
九
〇
％
は

箸
を
持
て
な
い
そ
う
で
す
。
ま
た
、
教
師

の
四
〇
％
が
ち
ゃ
ん
と
持
て
て
い
な
い
状

況
を
考
え
る
と
、
仕
方
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
と

て
も
残
念
で
す
。

そ
の
中
で
日
本
人
は
長
生
き
だ
と
威
張

っ
て
い
て
も
、
そ
の
足
元
で
は
ど
ん
ど
ん

「
長
生
き
神
話
」
が
崩
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
沖
縄
県
は
、
全
国
一
の
長
寿
県

で
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
国
勢
調
査
で

は
二
六
位
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。
世
界
で

一
番
長
生
き
し
た
泉
重
千
代
さ
ん
（
一
二

〇
歳
）
は
徳
之
島
出
身
で
す
。
今
で
も
徳

之
島
の
七
五
歳
以
上
の
死
亡
率
は
と
て
も

低
い
の
で
す
が
、
三
〇
歳
代
の
死
亡
率
は

全
国
平
均
の
三
倍
、
肥
満
率
は
二
倍
に
も

の
ぼ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
長
生
き
の
風

土
に
生
ま
れ
て
も
、
食
生
活
が
変
わ
っ
て

し
ま
え
ば
、
短
命
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

の
証
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、

食
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。

私
は
、
少
食
で
長
生
き
す
る
僧
侶
の
食

生
活
に
驚
き
ま
す
。
福
井
県
に
永
平
寺
と

い
う
名
刹
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
僧
侶

た
ち
は
「
雲
水
」
と
呼
ば
れ
、
二
〇
〇
人

の
雲
水
が
い
ま
す
。
彼
ら
が
食
べ
て
い
る

も
の
は
、
朝
食
に
「
五
分
が
ゆ
」「
ご
ま
塩
」

「
漬
物
（
一
〜
二
切
）」、
昼
食
に
は
「
麦
飯
」

「
野
菜
の
和
え
物
」、
夕
食
は
「
麦
飯
」「
煮

物
」
で
す
。
魚
や
肉
は
食
べ
ま
せ
ん
。
こ

の
食
事
が
一
二
〇
〇
年
続
い
て
い
ま
す
。

あ
る
栄
養
学
者
が
そ
の
食
事
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
熱
量
が
一
二
〇
〇kcal

だ
っ
た
そ
う

で
す
。
敗
戦
直
後
の
日
本
は
餓
死
者
が
出

る
ほ
ど
食
糧
難
で
し
た
が
、
そ
の
と
き
で

も
平
均
一
四
〇
〇kcal

を
摂
取
し
て
い
ま
し

た
。
雲
水
た
ち
は
、
戦
後
の
食
糧
難
の
と

き
よ
り
も
少
な
い
熱
量
で
厳
し
い
修
業
を

し
な
が
ら
元
気
に
過
ご
し
て
い
ま
す
。

雲
水
に
な
る
と
約
二
か
月
で
痩
せ
て
、

足
が
む
く
ん
で
く
る
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
三
か
月
目
か
ら
は
だ
ん
だ
ん
太
っ
て

き
て
、
肌
の
色
艶
が
よ
く
な
っ
て
き
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
栄
養
学
者
が
調
べ

て
も
わ
か
ら
な
い
そ
う
で
す
。
近
代
栄
養

学
で
は
解
明
で
き
ま
せ
ん
。
永
平
寺
の
管

長
は
一
〇
四
歳
で
す
が
、
毎
週
、
人
を
集

め
て
講
演
を
し
健
康
で
す
。

比
叡
山
で
は
、
僧
侶
が
一
千
日
間
、
山

と
京
都
の
町
を
走
り
回
る
一
千
日
回
峰
行

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が
何
を
食
べ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
塩
で
茹
で
た
ジ
ャ

ガ
イ
モ
二
個
、
豆
腐
半
丁
、
う
ど
ん
半
皿

を
一
日
に
二
回
食
べ
る
だ
け
だ
そ
う
で
す
。

だ
い
た
い
一
日
に
三
〇
〜
八
〇km

を
走
る

の
で
す
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
食
事
で
す
。

こ
の
行
は
、
織
田
信
長
が
比
叡
山
を
焼

き
討
ち
し
た
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
ま
だ
五

〇
人
し
か
達
成
し
た
人
が
い
ま
せ
ん
。
私

も
、
回
峰
の
大
阿
闍
梨

だ
い
あ
じ
ゃ
り

と
い
う
人
に
会
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ぷ
っ
く
り
し
た
お

爺
さ
ん
で
す
。
そ
の
人
も
あ
の
粗
食
で
回

峰
行
を
し
た
の
か
と
不
思
議
に
思
い
ま
し

た
。そ

ん
な
僧
侶
た
ち
の
食
事
を
み
る
と
、

和
食
の
よ
さ
と
は
何
だ
ろ
う
、
栄
養
学
と

は
何
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
栄
養
学
的
な

分
析
だ
け
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、

日
本
も
短
命
化
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
食

事
の
あ
り
方
を
改
め
て
考
え
直
す
と
き
が

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
の
食
生
活
の
不
思
議

乱
れ
た
戦
後
の
食
生
活
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ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
常
備
し
て
い
た
チ
ー
ズ

昔
、
ア
ラ
ビ
ア
の
商
人
が
羊
の
胃
袋
で
作
っ

た
水
筒
に
山
羊
の
乳
を
入
れ
、
ラ
ク
ダ
に
乗
り

旅
を
し
て
い
た
。
あ
る
日
の
夕
刻
、
水
筒
の
乳

を
飲
も
う
と
し
た
ら
、
乳
は
透
明
な
水
と
白
い

塊
に
分
離
し
て
い
た
。
商
人
が
お
そ
る
お
そ
る

そ
の
白
い
塊
を
口
に
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
も
よ

ら
な
い
お
い
し
さ
を
知
っ
た
。
こ
の
白
い
塊
が

チ
ー
ズ
の
原
形
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ア
ラ
ビ
ア
民
話
に
残
る
チ
ー
ズ
誕
生

の
話
だ
。
科
学
的
に
は
、
羊
の
胃
袋
で
作
っ
た

水
筒
の
内
側
に
付
着
し
た
「
レ
ン
ニ
ン
」
と
い

う
酵
素
が
乳
を
固
め
、
砂
漠
の
強
い
日
差
し
や

ラ
ク
ダ
の
歩
く
振
動
で
脱
水
さ
れ
た
結
果
、
チ

ー
ズ
の
塊
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
理

が
現
在
の
チ
ー
ズ
製
造
の
基
本
で
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
チ
ー
ズ
製
造
の
方
法
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
旧
約
聖
書
の
サ
ム

エ
ル
記
に
「
蜜
と
バ
タ
ー
と
羊
の
チ
ー
ズ
を
ダ

ビ
デ
と
…
…
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
紀
元
前

一
千
年
頃
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
伝
わ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
ロ
ー
マ
帝
国
の
勢

力
拡
大
に
伴
い
、
チ
ー
ズ
製
造
技
術
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
各
地
へ
と
伝
播
し
て
い
っ
た
。

一
六
〇
〇
年
代
の
初
頭
、
ス
ペ
イ
ン
の
作

家
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
小
説
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
』
の
中
で
、
主
人
公
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は

チ
ー
ズ
を
常
に
持
ち
歩
い
て
い
た
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
ラ
・
マ
ン
チ
ャ

の
荒
野
を
旅
す
る
途
中
、
野
外
で
山
羊
飼
い
に

夕
餉
を
ご
馳
走
に
な
る
話
が
あ
る
が
、
そ
の
際

に
彼
が
愛
馬
の
鞍
に
括
り
つ
け
た
袋
の
中
か

ら
、
固
い
チ
ー
ズ
を
取
り
出
す
場
面
が
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
、「
マ
ン
チ
ェ
ゴ
」
と
い
う

羊
の
乳
で
作
る
硬
い
チ
ー
ズ
だ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
マ
ン
チ
ェ
ゴ
」
は
ス
ペ
イ
ン
産

の
有
名
な
チ
ー
ズ
で
、
そ
の
ラ
ベ
ル
に
は
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
二
人
の

姿
が
イ
ラ
ス
ト
に
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

仏
教
と
と
も
に
極
東
に
伝
え
ら
れ
た
「
醍
醐
味
」

チ
ー
ズ
製
造
の
技
術
は
、
そ
の
後
イ
ン
ド
へ

も
伝
え
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
で
は
、
チ
ー
ズ
と
バ

タ
ー
の
中
間
く
ら
い
の
醗
酵
過
程
の
も
の
を

「
醍
醐
」
と
呼
び
「
最
高
の
味
」
と
い
う
意
味

合
い
で
仏
典
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
普
段
使

い
慣
れ
て
い
る
「
醍
醐
味
」
の
語
源
は
こ
こ
か

ら
き
て
い
る
。

イ
ン
ド
か
ら
百
済
を
経
て
日
本
と
へ
仏
教
が

伝
来
し
た
際
に
、「
蘇や

ゆ

」
と
い
う
チ
ー
ズ
の
原

型
に
近
い
も
の
が
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
以
降
、

飛
鳥
時
代
頃
か
ら
「
蘇
」
は
日
本
で
も
造
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
朝
廷
の
貴
族
の
間
で
健
康
食

品
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
文
武
天
皇
の
時
代
に

は
、『
有
官
史
記
』
の
中
に
「
文
武
天
皇
四
年

（
西
暦
七
〇
〇
）
十
月
（
新
暦
一
一
月
）、
文
武

天
皇
が
使
い
を
遣
わ
し
、
蘇
を
つ
く
ら
し
む
」

と
の
記
述
が
あ
り
、
諸
司
に
「
蘇
」
を
献
納
す

る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

そ
の
後
、
朝
廷
の
威
力
衰
退
と
共
に
、「
蘇
」

も
歴
史
か
ら
消
え
て
い
る
。
乳
製
品
の
食
文
化

が
復
活
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
八
代
将
軍
・

吉
宗
の
時
代
で
あ
る
。
吉
宗
は
イ
ン
ド
か
ら
献

上
さ
れ
た
三
頭
の
白
牛
か
ら
「
白
牛
酪
」
を
造

り
、
薬
や
栄
養
食
品
と
し
て
珍
重
し
た
歴
史
が

あ
る
。
白
牛
酪
は
、
白
牛
の
乳
一
斗
を
鍋
に
入

れ
、
砂
糖
を
混
ぜ
て
火
に
か
け
、
丹
念
に
か
き

混
ぜ
石
鹸
ほ
ど
の
硬
さ
に
煮
詰
め
て
造
る
。
こ

れ
は
肺
結
核
に
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
わ
ず

か
だ
が
江
戸
の
町
中
で
も
売
ら
れ
た
と
い
う
。

日
本
で
の
本
格
的
な
チ
ー
ズ
は
、
北
海
道
に

デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
酪
農
技
術
が
導
入
さ
れ
た
の

を
機
に
製
造
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
大
量
に

造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
般
家
庭
に
普
及
す
る
の
は

戦
後
で
あ
り
、
消
費
が
伸
び
た
の
は
一
九
八
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、

農
林
水
産
省
が
発
表
し
た
「
チ
ー
ズ
需
給
表
」

を
み
る
と
、
日
本
で
の
消
費
量
は
一
九
八
五
年

の
一
〇
万
九
千
ト
ン
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
は

二
六
万
六
千
ト
ン
に
伸
び
て
い
る
。

そ
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
の
エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
や
同
三

五
〇
〇
年
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
石
版
画
に
チ
ー
ズ
製
造
と
思
わ
れ
る
絵
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
、
西
ア
ジ
ア
か
中
近
東
あ
た
り
を
発
祥
地
と
し
て

製
造
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
が
学
術
的
な
定
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
チ
ー
ズ
は
人
類

が
造
っ
た
最
古
の
歴
史
を
も
つ
醗
酵
食
品
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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十
八
世
紀
、
江
戸
の
人
口
は
一
〇
〇
万

人
を
超
え
、
そ
の
う
ち
男
性
の
人
口
が
女

性
の
一
・
五
倍
に
も
上
っ
て
い
た
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
の
男
性
が
単
身
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
た
ち
の
腹
を
満
た
す
た
め
に
も
、

簡
便
な
食
べ
物
屋
が
江
戸
の
市
中
に
多
か

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
鮮
魚
・
豆

腐
・
青
物
・
醤
油
・
塩
な
ど
の
食
材
や
調

味
料
を
売
り
歩
い
て
い
た
人
の
中
か
ら
、

鰻
蒲
焼
・
蝗
い
な
ご
蒲
焼
・
蒸
芋
・
蕎
麦
・
汁
粉

な
ど
、
加
熱
調
理
し
た
も
の
を
売
る
煮
売

り
や
屋
台
を
営
む
人
も
出
て
き
た
。
そ
の

屋
台
か
ら
一
か
所
に
落
ち
着
く
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
商
売
を
す
る
者
、
さ
ら
に
は
小

規
模
な
見
世
「
店
」
を
構
え
る
者
も
出
て

き
た
。
現
実
に
は
、
時
代
を
経
る
に
し
た

が
っ
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
屋
台
、

小
屋
掛
け
、
見
世
が
混
在
し
、
そ
こ
に
振

売
り
が
町
中
を
売
り
歩
く
、
と
い
う
光
景

が
見
ら
れ
た
。

幕
末
大
坂
の
狂
言
作
家
で
あ
る
西
沢
一
鳳

に
し
ざ
わ
い
っ
ぽ
う

は
、
三
編
か
ら
な
る
『
皇
都
午
睡

こ
う
と
の
ご
す
い

』
を
残

し
て
い
る
。
そ
の
中
巻
の
「
三
都
の
商
人
」

で
江
戸
の
飲
食
店
に
つ
い
て
、「
料
理
屋
は

格
別
、
中
よ
り
下
の
料
理
屋
、
煮
売
屋
、

居
酒
屋
、
蕎
麦
屋
、
芝
居
茶
屋
に
は
女
は

つ
か
は
ず
、
皆
荒
男
の
若
ひ
者
が
運
ぶ
事

也
」
と
、
男
に
し
て
は
は
な
は
だ
丁
寧
な

物
言
い
を
す
る
旨
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
本

も
数
多
く
出
版
さ
れ
た
が
、
な
ん
と
い
っ

て
も
江
戸
の
人
々
に
料
理
文
化
を
享
受
さ

せ
た
の
は
、
小
は
振
売
り
や
屋
台
か
ら
大

は
高
級
料
理
屋
に
至
る
膨
大
な
数
の
食
べ

物
屋
だ
っ
た
。

ま
た
『
皇
都
午
睡
』
に
は
こ
ん
な
記
述

も
あ
る
。
江
戸
の
高
名
な
料
理
屋
を
並
べ

上
げ
、
際
限
な
し
、
と
し
た
う
え
で
「
蕎

麦
屋
、
居
酒
屋
な
ん
ど
始
め
、
名
代
の
鮓

や
て
ん
ぷ
ら
屋
な
ど
数
へ
た
る
時
は
、
一

町
内
に
半
分
の
余
は
喰
物
屋
な
り
。
予
が

三
都
の
見
立
に
、
食
の
第
一
に
見
立
し
が
、

中
々
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
ゝ
也
」。
江

江
戸
人
の
胃
袋
を
み
た
し
た
食
べ
物
屋

8

前
号
の
あ
ら
す
じ

一
六
五
七
年
の
明
暦
の
大
火
後
、
江
戸
は
復
興
の

た
め
に
全
国
各
地
か
ら
の
男
性
の
単
身
労
働
者
の
流

入
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
膨
大
な
人
口
を
抱
え
る
巨

大
消
費
都
市
と
化
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
支
配
階
級
に
あ
っ
た
将
軍
を
は
じ
め
と
す

る
武
士
団
も
、
自
分
た
ち
の
食
料
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
食
料
を
中
心
と
す

る
生
活
物
資
を
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
が
巨
大
化
し
複

雑
化
す
る
中
で
、
飲
食
関
係
の
仕
事
に
携
わ
る
人
口

は
か
な
り
の
数
に
膨
れ
て
上
っ
て
い
た
。

江
戸
の
朝
は
明
け
六
つ
の
鐘
と
と
も
に
始
ま
り
、

江
戸
の
町
を
納
豆
売
り
や
浅
蜊

売
り
、
青
物
売
り
の
声
が
響
き
、

裏
通
り
の
長
屋
の
路
地
か
ら
は

竈
の
煙
が
立
ち
昇
る
。
表
通
り

の
大
店
で
は
、
台
所
の
奉
公
人

が
店
の
者
す
べ
て
の
朝
食
作
り
で
忙
し
く
働
い
て
い

る
。
武
家
の
大
名
ク
ラ
ス
は
、
町
人
た
ち
の
食
事
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
贅
沢
な
も
の
だ
っ
た

反
面
、
多
く
の
下
級
武
士
の
食
事
は
汁
と
漬
物
類
、

豆
腐
、
野
菜
の
煮
物
程
度
の
お
粗
末
な
献
立
で
あ
っ

た
。だ

が
、
江
戸
城
内
で
は
朝
か
ら
贅
沢
な
二
つ
の
膳

が
出
さ
れ
て
い
た
。
食
生
活
の
面
か
ら
江
戸
を
み
る

と
、
貧
富
の
差
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
な
か

で
も
米
は
特
別
に
そ
の
差
が
激
し
か
っ
た
。
大
名
た

ち
の
食
膳
に
は
上
質
な
米
が
選
ば
れ
、
炊
き
あ
が
っ

た
ご
飯
も
釜
の
真
ん
中
だ
け
を
食
べ
る
と
い
う
具
合

だ
っ
た
。
将
軍
の
お
膳
に
出
さ
れ
る
米
飯
に
い
た
っ

て
は
、
良
質
の
米
か
ら
さ
ら
に
粒
が
大
き
い
も
の
を

一
粒
一
粒
選
ん
で
は
炊
飯
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

原田信男（はらだ のぶを）

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。

歌
川
広
重
（『
江
戸
高
名
会
亭
尽
　
雑
司
ヶ
谷
之
図
』
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
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戸
の
市
中
に
食
べ
物
屋
が
あ
ふ
れ
て
い
た

様
子
が
う
か
が
え
る
。

江
戸
市
中
に
あ
ふ
れ
る
食
べ
物
屋
に
は
、

酒
を
置
く
店
も
多
か
っ
た
。
庶
民
の
楽
し

み
と
い
え
ば
、
安
い
肴
で
仲
間
と
酒
を
酌

み
交
わ
す
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
酒
は
、

江
戸
時
代
初
期
に
は
冷
や
で
飲
ま
れ
て
い

た
が
、
清
酒
が
普
及
す
る
と
し
だ
い
に
温

め
て
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
。

酒
は
鎌
倉
時
代
か
ら
盛
ん
に
生
産
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
醸
造
技
術
が
著
し
い
発

展
を
遂
げ
た
の
は
室
町
時
代
末
期
の
こ
と

で
あ
る
。
気
温
の
低
い
冬
に
仕
込
ん
で
醗

酵
を
調
整
す
る
「
寒
造

か
ん
づ
く

り
」、
原
料
を
徐
々

に
加
え
て
ア
ル
コ
ー
ル
度
を
高
め
る

「
段
掛
だ
ん
が

け
」、
低
温
で
加
熱
し
腐
敗
を
防
ぐ

「
火
入
れ
」
な
ど
の
技
術
に
よ
り
、
現
代
の

清
酒
に
つ
な
が
る
近
世
の
酒
が
誕
生
し
た
。

特
に
、
蒸
し
米
と
麹
米
の
両
方
に
、
精

白
し
た
米
を
使
う
と
い
う
画
期
的
な
製
法

を
確
立
し
、
そ
の
製
法
で
造
ら
れ
た
品
質

の
よ
い
高
級
酒
を
「
諸
白

も
ろ
は
く

」
と
呼
ん
だ
。

諸
白
は
奈
良
や
京
都
の
寺
院
の
「
僧
坊
酒

そ
う
ぼ
う
し
ゅ

」

造
り
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
な
か
で
も

興
福
寺
で
造
ら
れ
た
「
南
都

な
ん
と

諸
白
」
が
も

っ
と
も
名
高
い
。
こ
の
南
都
諸
白
の
技
術

を
受
け
継
い
で
量
産
化
し
た
の
が
、
摂
津

の
伊
丹
や
池
田
な
ど
の
酒
造
地
だ
っ
た
。

特
に
「
伊
丹
諸
白
」
は
「
丹
醸

た
ん
じ
ょ
う

」
と
呼
ば

れ
、
将
軍
の
御
前
酒

ご
ぜ
ん
し
ゅ

と
な
る
ほ
ど
の
高
い

評
価
を
得
て
い
た
。

こ
の
伊
丹
酒
は
江
戸
中
期
ま
で
全
盛
を

誇
っ
た
。
し
か
し
、
旱
魃

か
ん
ば
つ

や
冷
害
な
ど
で

米
が
不
作
と
な
り
、
全
国
規
模
で
大
飢
饉

に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
幕
府
は
飢

饉
時
の
対
策
と
し
て
し
ば
し
ば
酒
造
制
限

令
を
出
し
た
。
そ
の
よ
う
な
政
策
が
と
ら

れ
た
中
で
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
の

酒
造
制
限
令
を
解
除
す
る
「
勝
手
造
り
令
」

以
降
、
灘
の
酒
が
急
速
に
台
頭
し
た
。

幕
府
は
、
豊
作
で
余
剰
米
が
出
る
年
に

は
酒
造
を
奨
励
し
、
不
作
の
年
は
厳
し
く

制
限
し
た
。
そ
の
た
め
灘
の
酒
も
寛
政
の

改
革
に
よ
っ
て
一
時
は
勢
い
を
抑
え
ら
れ

た
が
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
再
び

勝
手
造
り
令
の
発
令
に
よ
っ
て
大
き
く
発

展
し
た
。

ち
な
み
に
、
下
り
酒
の
伊
丹
と
灘
の
割

合
を
み
る
と
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

に
は
約
七
八
万
樽
の
う
ち
灘
の
酒
は
約
三

二
万
樽
、
伊
丹
の
酒
は
約
一
二
万
樽
だ
っ

た
。
江
戸
の
入
荷
数
が
最
高
を
記
録
し
た

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
は
、
一
二
二

万
四
千
樽
の
う
ち
灘
の
酒
は
六
八
万
樽
と
、

六
割
近
い
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
に
出
回
っ
て
い
た
酒

の
ほ
と
ん
ど
は
下
り
酒
で
あ
り
、
結
果
的

に
江
戸
の
金
銀
が
上
方
へ
流
れ
た
。
そ
の

こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
幕
府
は
、
寛
政

二
年
（
一
七
九
〇
）、
武
蔵
と
下
総
の
計
一

一
軒
の
酒
屋
に
米
を
貸
与
し
、
上
製
、
諸

白
酒
三
万
樽
の
製
造
を
命
じ
た
。
酒
屋
た

ち
に
は

“御
免
関
東
上
酒
販
売
所
”
を
設
け

さ
せ
、
直
接
小
売
販
売
を
行
わ
せ
る
便
宜

も
は
か
っ
た
。
し
か
し
、
長
い
年
月
を
か

け
て
醸
し
出
さ
れ
た
下
り
酒
の
品
質
に
、

関
東
は
太
刀
打
ち
で
き
な
か
っ
た
。
微
妙

庶
民
に
ま
で
広
が
っ
た
飲
酒
の
習
慣

「咲替蕣日記」（歌川国輝『江戸店舗図譜1850年初編』三樹書房所蔵）

店頭をうずめる当時人気のあった下り酒のブランド。その中に関東地廻り酒のブランドも見受けられる（長谷川雪旦・雪堤『高碕屋絵画』文京ふるさと歴史館蔵）
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な
醗
酵
条
件
で
品
質
が
変
化
す
る
酒
造
技

術
の
向
上
は
、
一
朝
一
夕
に
成
し
遂
げ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
幕
末
期
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
、
江
戸
の
庶
民
は
ど
の
よ
う
に
酒

を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
を

訪
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宣
教
師
た
ち

が
、
本
国
へ
報
告
す
る
た
め
に
数
多
く
の

記
録
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
東
西

の
文
化
を
比
較
し
た
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
欧

文
化
比
較
』
が
あ
り
、
日
本
の
酒
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
ワ
イ
ン
は
葡
萄
の
実
か
ら

造
る
が
、「
彼
ら
の
も
の
は
す
べ
て
米
か
ら

造
る
」、
ま
た
ワ
イ
ン
は
冷
や
し
て
飲
む
が
、

「
日
本
で
は
、（
酒
を
）
飲
む
時
、
ほ
と
ん

ど
一
年
中
い
つ
も
そ
れ
を
温
め
る
」、
さ
ら

に
酒
に
酔
う
こ
と
は
大
き
な
恥
辱
で
あ
る

が
、「
日
本
で
は
そ
れ
を
誇
り
」
と
す
る
。

江
戸
の
人
た
ち
は
酔
う
こ
と
を
誇
り
と

し
、
泥
酔
は
日
常
茶
飯
事
で
、
酔
乱
の
あ

ま
り
殺
傷
沙
汰
に
ま
で
至
る
こ
と
も
よ
く

あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日

本
の
風
俗
の
違
い
を
著
し
て
い
る
が
、
日

本
人
の
酒
に
関
す
る
寛
容
な
考
え
方
は
、

す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
よ
う
だ
。

江
戸
は
、
江
戸
城
を
中
心
に
武
家
屋
敷

が
取
り
囲
み
、
武
家
地
が
約
半
分
を
占
め

て
い
た
。
さ
ら
に
、
農
地
や
寺
社
地
を
除

く
と
、
町
人
が
住
む
地
域
は
全
体
の
二
割

以
下
と
い
う
超
過
密
状
態
だ
っ
た
。
そ
の

町
人
に
も
表
店

お
も
て
だ
な
に
住
め
る
階
層
か
ら
裏
長

屋
住
い
ま
で
お
り
、
そ
の
多
く
が
そ
の
日

暮
ら
し
の
よ
う
な
下
層
民
だ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
も
、
江
戸
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
遊
興
の
場
所
が
あ
り
、

盛
り
場
、
各
地
の
名
所
、
寺
社
の
門
前

の
よ
う
な
非
日
常
的
な
「
ハ
レ
」
の
空
間

が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
武
家
地
の
周
辺

に
あ
っ
た
寺
社
、
な
か
で
も
上
野
寛
永
寺
、

芝
増
上
寺
、
浅
草
浅
草
寺
、
神
田
明
神
、

山
王
権
現
な
ど
は
幕
府
の
手
厚
い
保
護
も

あ
り
、
神
田
明
神
と
山
王
権
現
の
祭
り
は

「
天
下
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
賑
わ
っ
た
。

ほ
か
に
も
季
節
ご
と
に
、

浅
草
寺
三
社
祭
（
三
月
）、

目
黒
不
動
（
五
月
）、
赤
坂

氷
川
社
（
六
月
）、
深
川
富

岡
八
幡
（
八
月
）、
浅
草
鷲

神
社
の
酉
の
市
（
一
一
月
）

な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
ハ
レ
の
場
所
に
は
必

ず
小
屋
掛
け
程
度
の
茶
店

や
煮
売
り
の
屋
台
が
あ
り
、

庶
民
は
そ
こ
で
さ
さ
や
か

な
宴
を
楽
し
ん
で
い
た
。

一
方
、
大
店
で
も
祭
り
の
日
に
は
店
を

あ
げ
て
準
備
し
、
得
意
客
も
招
待
し
て
昼

か
ら
夜
ま
で
宴
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
と
き

の
料
理
は
、
六
月
の
山
王
祭
で
は
寿
司
や

肴
、
冷
や
素
麺
、
赤
飯
な
ど
、
普
段
は
お

目
に
か
か
れ
な
い
よ
う
な
豪
華
な
料
理
が

並
び
、
酒
も
飲
み
放
題
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
ほ
か
、
商
家
で
は
商
売
繁
盛
を
願
う

恵
比
須
講
が
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
っ
た
。

恵
比
寿
講
は
、
一
月
と
一
〇
月
も
し
く

は
一
二
月
に
行
わ
れ
、
七
福
神
の
恵
比
須

を
祭
る
行
事
で
あ
り
、
商
人
た
ち
は
得
意

客
を
招
い
て
祝
宴
を
も
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
年
中
行
事
は
、
も
と
も
と

中
国
で
完
成
し
た
太
陰
太
陽
暦
、
二
四
節

気
や
七
二
候
の
よ
う
に
高
度
な
暦
法
が
基

本
に
あ
る
。
こ
の
暦
法
を
基
準
と
し
て
、

季
節
の
節
目
節
目
を
絶
え
ず
確
認
し
つ
つ
、

そ
の
と
き
ど
き
に
育
っ
た
食
物
で
豊
饒
を

祝
う
風
習
が
形
成
さ
れ
た
。
な
か
で
も
正

月
に
関
し
て
は
、
中
国
の
太
陰
暦
の
考
え

方
が
普
及
し
た
。

で
は
、
江
戸
の
正
月
は
ど
う
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
貝
原
益
軒

え
き
け
ん

が
養
子
で
あ
る
甥

の
好
古
よ
し
こ

に
ま
と
め
さ
せ
、
貞
享
四
年
（
一

六
八
七
）
の
序
文
を
も
つ
『
日
本
歳
時
記
』

を
み
る
と
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
元

日
に
は
身
を
清
浄
に
し
た
う
え
で
、

天
神
地
祇

て
ん
じ
ん
ち
ぎ

に
礼
し
父
母
や
祖
先
の
霊
を
拝

し
た
後
に
、
定
ま
っ
た
饗
膳
が
用
意
さ
れ

た
よ
う
だ
。

そ
の
饗
膳
は
蓬
莱
と
い
い
、
盤
上
に
松

竹
鶴
亀
な
ど
を
作
り
据
え
、「
栗
、
榧か

や

、
海

草
、
海
鰕

い
せ
え
び

、
み
か
ん
、
か
う
じ
、
た
ち
ば

な
、
米
、
柿
」
な
ど
を
積
み
重
ね
、
こ
れ

を
味
わ
い
、
年
賀
の
客
に
も
勧
め
る
。
現

代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
雑
煮
に
つ
い

て
は
、
前
年
に
搗つ

い
た
餅
に
、「
こ
ん
ぶ
、

打う
ち

あ
は
び
、
煎
海
参

い

り

こ

、
牛
蒡

ご
ぼ
う

、
薯
蕷

や
ま
の
い
も

、

菘う
き
な

（
す
ず
な
）
、
栗
、
す
る
め
、
蘿
蔔

だ
い
こ
ん

（
す
ず
し
ろ
）、
芋
茎

い
も
し

」
な
ど
を
加
え
て
、

煮
て
羹
あ
つ
も
のと

し
て
食
す
る
と
記
し
て
い
る
。

年
の
初
め
の
元
日
に
健
康
を
祝
う
行
為

と
し
て
は
、
歯
固
め
や
屠
蘇
と

そ

酒
の
風
習
が

あ
っ
た
。
歯
固
め
は
、
正
月
三
箇
日
に
餅
、

か
ち
栗
、
大
根
な
ど
固
い
も
の
を
食
べ
る

行
事
で
、
堅
い
も
の
を
食
べ
て
歯
を
固
め

る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
長
寿
を
祈
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
風
習
は
平
安
期
の

貴
族
社
会
に
も
あ
っ
た
が
、
近
世
に
入
る

と
民
間
で
も
餅
の
ほ
か
搗
栗

か
ち
ぐ
り

や
豆
さ
ら
に

串
柿
な
ど
を
用
い
て
、
歯
固
め
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

元
日
に
祝
儀
と
し
て
飲
む
薬
酒
で
あ
る

屠
蘇
酒
は
、
肉
桂

に
っ
け
い

や
山
椒
そ
の
他
の
生
薬

を
配
合
し
た
屠
蘇
散
を
清
酒
な
ど
に
浸
し

た
も
の
だ
。『
日
本
歳
時
記
』
に
、「
元
日

よ
り
今
日
（
三
日
）
に
至
る
ま
で
雑
煮
を

食
し
、
屠
蘇
酒
を
の
む
。
奴
婢
も
又
し
か

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
は
正
月
三

箇
日
に
雑
煮
と
酒
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
定

着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

年
中
行
事
の
な
か
の
宴

商家恵比寿講（長谷川雪旦画・斎藤月岑著『東都祭事記巻之四』）
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さ
ら
に
無
病
息
災
を
招
く
と
い
う
正
月

七
日
の
七
草
粥
、
邪
気
を
除
く
と
い
う
一
五

日
の
小
豆
粥
を
食
べ
る
風
習
も
平
安
期
か
ら

残
っ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
武
家
の
間
で
は

一
一
日
に

“鎧
餅
”、
二
〇
日
に
は

“女
人

の
鏡
台
の
祝
”
と
称
し
て
、
と
も
に
鏡
餅
を

煮
て
食
べ
る
風
習
が
あ
っ
た
。

江
戸
の
町
に
は
各
種
の
食
べ
物
屋
が
建

ち
並
び
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
刊

行
さ
れ
た
大
田
南
畝

お
お
た
な
ん
ぽ

の
『
一
話
一
言
』
に

は
、「
五
歩
に
一
楼
、
十
歩
に
一
閣
」
は
飲

食
の
店
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
店
の
中
に
は
、
会
席
料
理
が
売

り
物
の
社
交
場
的
性
格
を
も
つ
高
級
料
理

店
も
あ
っ
た
。
な
か
で
も
突
出
し
た
存
在

だ
っ
た
の
が
八
百
善

や

お

ぜ

ん

で
あ
る
。
主
人
の

栗
山
善
四
郎

く
り
や
ま
ぜ
ん
し
ろ
う

は
料
理
人
と
し
て
江
戸
で
一

番
の
評
判
を
得
な
が
ら
も
、
多
彩
な
趣
味

人
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
文
人
と
の
交

流
も
広
く
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
八
百
善
の
名
を
さ
ら
に
高
め
た
。

八
百
善
の
ほ
か
に
も
多
く
の
高
級
料
理

屋
が
江
戸
の
町
に
登
場
し
、
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）
序
の
青
山
白
峰

あ
お
や
ま
は
く
ほ
う
の
『
明
和
誌

め
い
わ
し

』

で
は
、
著
名
な
料
理
屋
の
名
前
が
挙
げ
ら

れ
、
ど
こ
も
高
級
で
値
段
も
き
わ
め
て
高

い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
高
級

料
理
屋
で
は
、
酒
の
肴
と
し
て
味
噌
吸
物
、

口
取
肴
、
二
ツ
物
（
甘
煮
と
切
焼
肴
）、
刺

身
、
吸
物
か
茶
碗
物
が
続
き
、
最
後
に
一

汁
一
菜
の
飯
を
出
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を

会
席
料
理
と
称
し
、
デ
ザ
ー
ト
に
高
級
な

煎
茶
と
菓
子
が
つ
き
、
一
人
前
が
銀
一
〇

匁も
ん
めも

し
た
。

価
格
が
高
か
っ
た
要
因
の
一
つ
に
、
高
名
な

料
理
人
を
も
て
は
や
す
と
い

う
風
潮
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

札
差
ふ
だ
さ
し

・
伊
勢
屋
宗
三
郎

い
せ
や
そ
う
ざ
ぶ
ろ
う

が

天
保
の
末
年
頃
に
書
い
た

『
貴
賤
上
下
考

き
せ
ん
じ
ょ
う
げ
こ
う

』
に
、
文
化
・

文
政
の
頃
か
ら
の
風
潮
と

し
て
、
名
高
い
料
理
人
が

い
る
か
ら
そ
の
料
理
屋
へ

行
く
こ
と
を
意
味
す
る
、

「
誰
々
を
食
べ
に
い
く
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ

で
料
理
屋
も
腕
の
あ
る
料
理
人
を
高
給
で

雇
い
、
客
寄
せ
の
目
玉
と
し
た
。
こ
の
よ

う
な
風
潮
を
助
長
し
た
の
は
、
通
人
や
文

人
で
あ
り
、
一
定
の
教
養
を
も
っ
た
大
名

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
基
本
的
に
は
武
士
に
対
し
て

も
、
幕
府
や
各
藩
に
お
け
る
財
政
の
状
況

に
応
じ
て
、
華
美
な
饗
応
を
制
限
し
て
い

っ
た
。
こ
う
し
て
近
世
を
通
じ
て
、
武
家

の
饗
宴
は
縮
小
す
る
方
向
に
進
ま
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
下
級
武
士
の
場

合
に
は
、
『
石
城
日
記
』
を
記
し
た

尾
崎
準
之
助
貞
幹

お
ざ
き
じ
ゅ
ん
の
す
け
さ
だ
み
き

の
よ
う
に
、
他
家
で
馳

走
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
多
く
、
来
客
が
あ

っ
た
と
き
に
は
、
し
ば
し
ば
小
袖
や
帯
な

ど
を
質
入
れ
し
て
酒
代
や
食
料
品
代
を
捻

出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
『
石
城
日
記
』
に
、
二
月
一
一
日

か
ら
一
四
日
ま
で
酒
宴
が
続
い
た
記
録
が

あ
る
。
そ
の
う
ち
一
二
日
の
献
立
に
は
、

「
鱈
昆
布
、
吸
物
、
さ
し
み
、
に
し
め
、
そ

は
、
菜
し
た
し
」
な
ど
で
盃
を
傾
け
た
と

記
し
て
い
る
。
普
段
の
食
事
は
い
た
っ
て

質
素
で
、
汁
と
漬
物
類
や
茶
漬
な
ど
で
す

ま
す
場
合
が
多
か
っ
た
尾
崎
に
と
っ
て
、

こ
の
と
き
の
他
家
で
の
酒
宴
は
特
筆
す
べ

き
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
日
記
中
の
絵
を
見
る
と
、
普
段

の
食
事
に
は
膳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

酒
宴
で
は
必
ず
大
皿
盛
り
に
な
っ
て
い
る

点
が
目
を
引
く
。
膳
の
質
素
な
食
事
と
酒

宴
の
大
皿
盛
り
の
料
理
で
は
、
あ
ま
り
に

も
対
照
的
だ
。
し
か
し
、
十
人
扶
持
と
い

う
苦
し
い
経
済
状
態
の
中
で
は
、
酒
宴
と

日
常
の
落
差
も
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
っ

た
ろ
う
。

将
軍
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
威
光
を
天

下
に
知
ら
し
め
る
儀
式
が
「
御
成
」
で
あ

る
。
将
軍
が
臣
下
の
家
を
訪
問
し
、
盛
大

な
饗
宴
が
催
さ
れ
る
伝
統
的
な
武
家
儀
礼

で
あ
り
、
近
世
の
御
成
は
江
戸
初
期
に
集

中
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
の
饗
宴
で
は
、

一
七
献
か
ら
二
一
献
に
も
お
よ
ぶ
献
立
が

並
び
、
食
事
場
所
に
お
け
る
将
軍
と
の
距

離
や
、
食
事
内
容
の
差
を
強
調
す
る
こ
と

で
身
分
秩
序
の
再
確
認
が
な
さ
れ
た
。
さ

ら
に
は
、
最
下
級
の
家
臣
に
至
る
ま
で
参

加
者
全
員
が
献
立
の
一
部
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
り
、
将
軍
と
の
集
団
的
連
帯
感
を

確
認
す
る
と
い
う
仕
掛
け
も
施
さ
れ
て
い

た
。寛

永
元
年
（
一
六
二
四
）
正
月
二
三
日

か
ら
二
八
日
に
か
け
て
、
紀
伊
中
納
言

南
龍
公

な
ん
り
ゅ
う
こ
う
が
受
け
て
催
し
た
三
代
将
軍
の
御

成
に
関
す
る
史
料
が
、『
南
紀
徳
川
史
』
巻

一
二
五
典
礼
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
御
成
は
、
家
康
の
一
〇
男
で
あ
る
紀
伊

藩
主
徳
川
頼
宣

と
く
が
わ
よ
り
の
ぶ

が
、
兄
の
大
御
所
・
秀
忠

と
甥
の
将
軍
・
家
光
を
も
て
な
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
三
日
に
江
戸
・
竹

橋
に
あ
っ
た
紀
州
藩
邸
を
訪
れ
た
大
御

所
・
秀
忠
へ
の
饗
宴
は
次
の
よ
う
な
内
容

だ
っ
た
。

ま
ず
御
数
奇
屋
で
饗
宴
が
も
た
れ
、
本

膳
は
酒
漬
の
鶴
ほ
か
、
鮑
、
鯛
、
栗
生
、

は
じ
か
み
、
鰹
、
蜜
柑
、
昆
布
と
椎
茸
煮

染
の
七
菜
に
、
鶴
の
汁
と
飯
が
つ
く
。
二

の
膳
が
う
る
か
（
＝
鮎
の
腸
）
の
和
え
物
、

鳧け
り

（
チ
ド
リ
科
の
鳥
）
の
焼
き
物
、
平
貝
、

切
蒲
鉾
、
香
の
物
、
塩
山
椒
の
五
菜
と
鱈
、

昆
布
の
汁
、
こ
れ
に
肴
と
し
て
京
焼
の
皿

幕
府
の
威
光
を
知
ら
し
め
る
御
成
と
饗
宴

文
人
・
武
家
の
饗
宴

『江戸高名会亭尽　江戸・山谷・八百善』（歌川広重　サントリー美術館所蔵）

文久2年正月。右端に寿司売りの姿が見えるが、正月のわりには質素な下級
武士の酒宴である（尾崎貞幹『石城日記』慶応義塾図書館所蔵）



に
盛
ら
れ
た
海
鼠
腸

こ
の
わ
た

が
添
え
ら
れ
、
金
飩

き
ん
と
ん

、

水
栗
、
御
楊
枝
、
豆
の
子
、
黒
胡
麻
、
砂

糖
、
山
芋
煮
染
と
い
っ
た
七
種
の
菓
子
が
供

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
書
院
で
御
祝
い
が
始
ま
る
。

初
献
は
、
亀
足
き
そ
く

の
鳥
と
雑
煮
に
、
餅
、
荒

布
、
鯣

す
る
め

、
菜
、
鰹
の
五
種
を
亀
甲
に
盛
り
、

芋
一
重
と
餅
五
切
に
小
串
鮑
と
平
鰹
。
こ

の
ほ
か
に
、
塩
引
き
、
鰭ひ
れ

の
物
な
ど
五
種

の
二
献
と
、
鯔
子

か
ら
す
み

、
鯣
な
ど
三
種
の
三
献

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
時
に
大
御
所
か
ら
の
拝
領
が
あ
り
、

書
院
で
紀
伊
家
に
太
刀
や
銀
子
、
衣
装
が
、

大
広
間
で
家
臣
に
銀
子
と
衣
装
が
下
さ
れ

て
い
る
。
次
に
大
御
所
へ
の
返
礼
と
し
て
、

大
広
間
で
太
刀
、
金
子
、
衣
装
等
、
さ
ら

に
は
馬
の
進
上
が
な
さ
れ
て
贈
答
の
儀
礼

が
終
わ
る
。

続
い
て
祝
賀
の
舞
が
披
露
さ
れ
る
。

式
三
番

し
き
さ
ん
ば

を
は
じ
め
と
し
て
、
能
七
番
に
狂

言
一
番
が
催
さ
れ
、
こ
れ
が
す
む
と
鳥
目

ち
ょ
う
も
く

（
銭
）
と
小
袖
が
役
者
た
ち
に
下
賜
さ
れ
、

能
の
見
物
人
に
は
饅
頭
に
鯣
す
る
め
と
酒
が
振
る

舞
わ
れ
る
。
大
御
所
た
ち
は
再
び
書
院
に

移
り
、
こ
こ
で
本
格
的
な
七
五
三
の
膳

（
七
菜
の
本
膳
、
五
菜
の
二
の
膳
、
三
菜
の

三
の
膳
）
に
入
る
。

こ
の
よ
う
な
饗
宴
を
伴
う
御
成
は
、
紀

伊
家
の
例
で
は
元
和
・
寛
永
期
（
一
六
一

五
〜
四
四
年
）
に
集
中
し
て
い
る
が
、
基

本
的
に
家
臣
の
経
済
負
担
が
大
き
く
、
御

三
家
な
ど
で
も
し
だ
い
に
敬
遠
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
将
軍
御
成
に
準
ず
る
饗

宴
は
、
正
月
な
ど
に
有
力
大
名
の
間
で
も

行
わ
れ
て
い
た
。

江
戸
城
内
の
元
旦
の
様
子
は
と
い
え
ば
、

午
前
七
時
に
老
中
と
若
年
寄
が
江
戸
城
に

出
仕
す
る
と
、
ま
ず
彼
ら
に
年
賀
の
取
肴

と
り
ざ
か
な

で
あ
る
御
喰
摘

お
く
い
つ
み

が
振
る
舞
わ
れ
る
。
そ
の

内
容
は
、
熨
斗
鮑

し

あ

わ

び

、
搗
栗

か
ち
ぐ
り

、
昆
布
の
三
種

で
、
熨
斗
鮑
は
鞭
に
似
る
こ
と
か
ら
“
打

つ
”、
搗
栗
は
音
か
ら
“
勝
つ
”、
昆
布
は

“喜
ぶ
”
の
コ
ブ
に
通
ず
る
と
い
う
理
由

で
、
古
く
か
ら
武
家
に
ふ
さ
わ
し
い
食
品

の
組
み
合
わ
せ
と
さ
れ
て
い
た
。

年
頭
の
祝
儀
を
終
え
た
後
、
老
中
と
若

年
寄
に
は
兎
の
吸
物
と
御
酒
が
下
さ
れ
る
。

兎
の
吸
物
は
、『
徳
川
制
度
史
料
』
に
よ
れ

ば
、
家
康
が
三
河
在
住
時
代
に
、
献
上
さ

れ
た
兎
を
吸
物
と
し
て
振
る
舞
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
因
む
恒
例
行
事
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
綱
吉
の
生
類
憐
れ
み
の
令
に
よ
っ

て
、
一
時
中
断
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
た

し
か
に
『
徳
川
実
紀
』
元
和
元
年
（
一
六

一
五
）
正
月
元
日
条
に
は
、
兎
の
吸
物
を

列
座
の
家
臣
に
下
賜
し
た
記
事
が
あ
る
。

御
喰
摘

お
く
い
つ
み

の
下
賜
は
三
箇
日
続
く
が
、
正

月
三
日
に
は
御
謡

お
う
た
い

初
め
の
儀
式
が
行
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
諸
大
名
を
従
え
た
饗
宴
が

催
さ
れ
、
料
理
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
天

保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
例
で
は
実
に
一

七
献
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
ほ
か
一
二
月
二
三
日
に
は
御
煤
払

お
す
す
ば
ら
い

、

二
八
日
に
は
歳
暮
の
御
祝
儀
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
時
に
は
、
式
正

し
き
せ
い

料
理
が
そ
れ
ぞ
れ
身

分
に
応
じ
て
、
中
間
や
小
人
さ
ら
に
は
駕

籠
の
者
や
掃
除
の
者
ま
で
振
る
舞
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
年
中
行
事
の
ほ
か
、
当
人
や
家

族
な
ど
の
人
生
儀
礼
の
際
に
も
饗
応
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
盛
大
な
の

は
将
軍
の
息
子
や
娘
た
ち
の
婚
礼
だ
っ
た
。

江
戸
幕
府
の
饗
宴
に
は
、
室
町
幕
府
か

ら
系
譜
を
引
く
も
の
が
多
い
が
、
江
戸
時

代
に
は
将
軍
を
中
心
と
し
て
一
堂
に
会
し
、

延
々
と
続
け
ら
れ
る
儀
式
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
。
御
成
で
も
、
将
軍
を
取
り
囲
む

饗
宴
が
短
縮
さ
れ
小
規
模
化
し
、
代
わ
り

に
御
三
家
も
し
く
は
老
中
や
若
年
寄
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
身
分
ご
と
に
場
所
や
内
容
を
変

え
た
宴
席
を
幾
重
に
も
設
け
る
、
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
っ
た
。

江
戸
幕
府
が
長
期
政
権
を
維
持
で
き
た

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
を
確
認
せ
し
め
、

そ
の
秩
序
維
持
を
は
か
る
複
雑
な
機
構
を

も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
中
で
御

成
や
年
中
行
事
な
ど
に
お
け
る
共
食
儀
礼

も
、
秩
序
維
持
を
は
か
る
シ
ス
テ
ム
の
一

環
を
担
っ
た
と
い
え
る
。
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十二月将軍下賜料理之図（『徳川礼典録・付録巻二十四』）
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料
理
史
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岩
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「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
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
。

＊

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
第
一
弾
と
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
、『
世
界
を
駆
け
る
「
日
本
型
食

生
活
」
の
変
遷
』
と
し
て
発
刊
い
た
し
ま
し

た
。

◎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。
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韓
国
の
都
市
で
目
に
す
る
「
日
式
」
と

い
う
看
板
を
か
か
げ
た
、
つ
ま
り
日
本
料

理
店
に
は
す
し
カ
ウ
ン
タ
ー
を
持
つ
店
も

多
く
、
う
ま
い
に
ぎ
り
ず
し
が
楽
し
め
る
。

韓
国
人
は
も
と
も
と
生
魚
の
好
き
な
民

族
で
、
例
え
ば
ア
ナ
ゴ
な
ど
を
煮
な
い
で

生
で
食
べ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
に
ぎ
り
ず

し
も
好
ん
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国

に
は
も
っ
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
す
し
が
あ
る
。

「
キ
ム
・
チ
ョ
・
バ
ッ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
巻

き
ず
し
だ
。
キ
ム
は
「
海
苔
」、
チ
ョ
は

「
酢
」、
バ
ッ
プ
は
「
飯
」
と
い
う
意
味
で
、

チ
ョ
を
省
い
て
た
だ
「
キ
ム
・
バ
ッ
プ
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
後
者
は
、
そ

の
名
の
通
り
酢
め
し
で
は
な
く
、
た
だ
の

白
飯
で
作
っ
た
も
の
も
あ
る
。
両
者
と
も

に
中
身
（
芯)
は
同
じ
な
の
で
、
食
べ
て
み

な
い
と
外
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
中
身
と
い
う
の
は
生
魚
で
は
な
く

て
、
日
本
の
太
巻
の
よ
う
に
玉
子
焼
や
ほ

う
れ
ん
草
、
に
ん
じ
ん
な
ど
で
、
と
き
に

は
焼
き
肉
が
入
っ
た
り
も
す
る
が
、
沢
庵

だ
け
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
。「
大
根
を
漬

け
た
沢
庵
」
は
日
本
独
自
の
昔
か
ら
の
嗜

好
品
だ
が
、
な
ぜ
か
韓
国
人
に
大
層
好
ま

れ
て
、
韓
国
料
理
店
の
料
理
に
も
ナ
ム
ル

な
ど
と
並
ん
で
必
ず
つ
い
て
く
る
ほ
ど
だ
。

と
こ
ろ
で
、
に
ぎ
り
ず
し
は
江
戸
時
代

に
日
本
で
発
明
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

前
身
は
押
し
ず
し
で
、
さ
ら
に
そ
の
前
は

と
い
う
と
、
琵
琶
湖
の
「
鮒
ず
し
」
で
知

ら
れ
る
な
れ
ず
し
に
辿
り
着
く
。
こ
の
な

れ
ず
し
が
韓
国
に
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
。

「
シ
ッ
ケ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
た
だ
し

韓
国
で
は
米
で
は
な
く
粟
を
使
う
。
そ
れ

に
唐
辛
子
や
に
ん
に
く
を
入
れ
る
点
も
日

本
と
は
違
っ
て
い
る
。
な
お
、
シ
ッ
ケ
に

は
「
甘
酒
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
今
の

若
い
韓
国
人
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
馴
染
ん

で
い
る
よ
う
で
、
な
れ
ず
し
の
こ
と
は
知

ら
な
い
と
い
う
。

台
湾
に
も
昔
か
ら
日
本
の
寿
司
文
化
が

渡
っ
て
い
た
。
こ
ち
ら
で
は
看
板
に
「
寿

司
・
生
魚
飯
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
さ

に
そ
の
通
り
だ
が
、
日
本
で
も
北
海
道
で

似
た
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
を

思
い
出
し
た
。
札
幌
の
私
の
叔
母
は
、「
さ

あ
今
日
は
な
ま
ず
し
で
も
食
べ
に
行
こ
う

か
ね
」
と
い
っ
て
、
に
ぎ
り
ず
し
と
は
い

わ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
も
っ
と
も
現
代
で

は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

台
湾
北
端
に
基
隆
（
キ
ー
ル
ン
）
と
い

う
港
町
が
あ
る
。
こ
こ
の
屋
台
街
に
に
ぎ

り
ず
し
の
屋
台
が
あ
っ
た
。
屋
台
と
い
っ

前
号
で
は
、
北
米
･
中
米
･
南
米
地
域
の
す
し
店
を
巡

り
、「
す
し
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
事
情
を
報
告
し
た
。
ま

ず
ど
こ
へ
行
っ
て
も
日
本
人
の
す
し
職
人
が
い
た
り
、
回

転
ず
し
や
す
し
ロ
ボ
ッ
ト
が
導
入
さ
れ
て
い
た
り
と
、
日

本
の
す
し
文
化
が
丸
ご
と
輸
出
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。

だ
が
、す
し
は
海
外
で
確
実
に
進
化
を
は
じ
め
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
は
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
や
健
康
志
向
派
が
多
い
こ

と
か
ら
、
し
ゃ
り
を
玄
米
に
替
え
小
麦
粉
か
ら
つ
く
る
セ

イ
タ
ン
と
よ
ば
れ
る
肉
の
代
替
品
を
芯
に
し
た
の
り
巻
き

や
、
野
菜
を
豊
富
に
使
っ
た
す
し
が
握
ら
れ
て
い
る
。

異
色
の
す
し
も
あ
っ
た
。
甘
い
も
の
好
き
な
ア
メ
リ
カ

人
向
け
に
、
し
ゃ
り
の
代
わ
り
に
刻
ん
だ
コ
コ
ナ
ッ
ツ
、

芯
は
固
形
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
さ
ら
に
液
体
の
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
を
醤
油
に
見
立
て
、
そ
れ
に
薄
切
り
マ
ン
ゴ
ー
を
ガ
リ

と
し
て
添
え
た
デ
ザ
ー
ト
ず
し
で
あ
る
。

ま
た
ワ
サ
ビ
の
代
わ
り
に
チ
リ
ペ
ー
ス
ト
や
、
醤
油
の

代
わ
り
に
南
米
産
唐
辛
子
か
ら
作
る
サ
ル
サ（
調
味
料
）を

使
う
な
ど
、
す
し
の
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
食
に
同
化

し
変
容
を
は
じ
め
て
い
る
の
が
分
か
る
。一
方
、メ
キ
シ
コ

で
は
屋
台
（
ス
シ
・
モ
ー
ビ
ル
）
形
式
の
す
し
店
が
繁
盛

し
て
い
た
が
、
握
り
ず
し
は
江
戸
の
町
の
屋
台
か
ら
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
遥
か
昔
の
伝
統
が
海
外

に
伝
わ
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
く
思
え
た
。

前
号
の
あ
ら
す
じ

屋台で売れている「キム・チョッ・パップ」

なれずし「シッケ」の材料。魚はヒラメ

「シッケ」を造ってくれたのはソウル観光
局の金順得さん

台湾のすし屋

韓
国
の
「
シ
ッ
ケ
」
も
な
れ
ず
し
の
兄
弟



て
も
よ
そ
か
ら
持
っ
て
き
て
組
み
立
て
た

り
、
あ
る
い
は
引
い
て
く
る
の
で
は
な
く
、

後
ろ
に
あ
る
店
舗
の
出
店
の
よ
う
な
形
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
の
店
と
い
う
の

は
魚
屋
で
、
た
く
さ
ん
の
魚
が
並
ん
で
い

る
の
だ
が
、
に
ぎ
り
ず
し
は
マ
グ
ロ
だ
け

で
あ
る
。
基
隆
は
マ
グ
ロ
漁
船
の
基
地
で

も
あ
り
、
こ
の
に
ぎ
り
ず
し
は
恐
ら
く
日

本
の
マ
グ
ロ
船
の
乗
務
員
が
教
え
た
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
台
湾
に
も
な
れ
ず
し
が
あ
る
。

高
地
山
岳
民
族
の
タ
イ
ヤ
ル
族
が
造
っ
て

い
る
も
の
で
、「
ト
ワ
メ
（
ト
ゥ
ア
メ
ン
）」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
い
て
い
は
川
魚
で

造
る
が
、
と
き
に
は
生
の
豚
肉
を
使
う
こ

と
も
あ
る
と
い
う
。
豚
の
生
肉
は
ち
ょ
っ

と
こ
わ
い
が
、
二
週
間
ほ
ど
漬
け
て
お
く

の
で
、
寄
生
虫
な
ど
は
死
ん
で
し
ま
う
か

ら
心
配
は
な
い
よ
う
だ
。

香
港
最
初
の
日
本
料
理
店
は
東
京
の
老

舗
料
亭
「
金
田
中
」
の
支
店
で
、
一
九
六

四
年
の
オ
ー
プ
ン
だ
。
こ
れ
を
皮
切
り
に

三
、
四
年
後
に
は
五
店
に
増
え
た
。
こ
れ

ら
の
店
で
は
す
し
も
出
し
て
い
た
が
、
す

し
ネ
タ
は
日
本
か
ら
空
輸
し
、
す
し
職
人

も
日
本
か
ら
高
い
給
料
を
払
っ
て
連
れ
て

来
て
い
た
た
め
、
す
し
の
値
段
は
非
常
に

高
価
だ
っ
た
。
駐
在
員
が
接
待
に
使
っ
た

り
、
あ
る
い
は
日
本
や
欧
米
か
ら
の
観
光

客
が
主
な
顧
客
で
、
現
地
の
人
は
富
裕
階

級
に
限
ら
れ
て
い
た
。
何
し
ろ
す
し
一
か

ん
の
値
段
で
粥
や
麺
が
一
食
分
食
べ
ら
れ

た
の
だ
か
ら
、
一
般
庶
民
に
と
っ
て
す
し

は
高
嶺
の
花
だ
っ
た
。

残
念
な
が
ら
金
田
中
は
今
は
な
い
。
九

八
年
に
三
十
八
年
間
に
わ
た
っ
て
営
業
し

て
き
た
の
れ
ん
を
降
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
現
在
こ
う
し
た
昔
な
が
ら
の
伝
統
を

引
き
継
い
で
い
る
の
は
、
シ
ャ
ン
グ
リ

ラ
・
ホ
テ
ル
の
中
に
あ
る
「
な
だ
万
」
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
に
ぎ
り
の
盛
合
せ
が
三

百
二
十
香
港
ド
ル
（
一
香
港
ド
ル
＝
十
四

円
と
し
て
約
四
千
五
百
円
）、
特
上
と
な
る

と
四
百
二
十
ド
ル
（
約
六
千
円
弱
）
に
な
る
。

日
本
か
ら
の
板
前
が
日
本
の
魚
を
に
ぎ
る
の

だ
か
ら
、
当
然
こ
う
し
た
値
段
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
一
般
の
香
港
の
人
が
す
し

を
食
べ
出
し
た
の
は
い
つ
頃
か
と
い
う
と
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
に
な
る
。
そ

の
理
由
は
第
一
に
、
安
い
す
し
ダ
ネ
が
大

量
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
サ
ー
モ

ン
が
、
カ
ナ
ダ
西
海
岸
か
ら
ミ
ル
貝
が
安

く
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
福

建
省
で
ハ
マ
チ
や
タ
イ
を
は
じ
め
と
す
る

海
産
魚
の
養
殖
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
第

二
に
は
、
す
し
ロ
ボ
ッ
ト
の
出
現
で
あ
る
。

こ
れ
で
高
給
の
す
し
職
人
を
雇
わ
な
い
で

済
む
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
回
転
コ
ン

ベ
ア
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
、
一
度
に
大
量

の
客
を
さ
ば
い
て
店
舗
効
率
を
よ
く
し
、

接
客
係
の
人
件
費
を
節
減
し
た
。

な
か
で
も
、
特
に
回
転
ず
し
の
人
気
が
高

く
、
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
「
元
禄
寿
司
」

が
二
十
六
店
、「
元
気
寿
司
」
が
七
店
、
そ

の
他
現
地
人
が
独
自
に
始
め
た
店
も
あ
ち
こ

ち
に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
元
禄
寿
司

の
値
段
は
、
一
皿
二
か
ん
で
十
五
ド
ル
（
二

百
十
円
）
で
あ
る
。
先
程
の
な
だ
万
と
比
べ

る
と
い
か
に
安
い
か
が
わ
か
る
。

回
転
ず
し
と
並
ん
で
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の

す
し
も
普
及
し
て
い
る
。「
香
港
そ
ご
う
」

の
地
下
二
階
に
あ
る
生
鮮
食
品
売
場
に
魚

屋
の
「
丸
福
」
が
あ
り
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

の
す
し
売
り
場
を
併
設
し
て
い
る
。
九
三

年
か
ら
こ
の
店
の
店
長
を
や
っ
て
い
る
吉

村
修
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

「
私
が
店
長
に
な
っ
た
時
に
は
、
大
丸

デ
パ
ー
ト
の
魚
売
場
が
売
上
の
一
番
や
っ

た
と
で
す
。
そ
れ
で
こ
れ
を
追
い
抜
か
ん

ば
い
け
ん
と
、
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
て
勉

強
し
ま
し
た
。
三
、
四
年
か
か
っ
た
と
で

す
か
ね
、
今
は
ウ
チ
以
上
に
魚
を
売
る
店

は
あ
り
ま
っ
せ
ん
」

マ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
、
イ
ワ
シ
、
ハ
マ
チ
、

美
食
都
市
・
香
港
の
す
し
変
遷

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、「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）、『ニューヨーク竹寿
司物語』（朝日新聞社）、『サムライ使
節団　欧羅巴を食す』（現代書館）が
ある。

基隆のすしの屋台（魚屋の前）にぎりはマグロのみ

「元禄寿司」の機械化された店内の様子

台湾・タイヤル族のなれずし「トワメ」

「丸福」のすし売り場。吉村さんと香港人の店員



ア
ワ
ビ
、
ア
サ
リ
、
シ
ジ
ミ
な
ど
は
、
福
岡

の
水
産
物
卸
会
社
を
通
し
て
航
空
便
で
週
に

三
回
運
ん
で
く
る
。
中
国
産
の
タ
イ
、
カ
ン

パ
チ
、
ウ
ニ
、
赤
貝
な
ど
は
香
港
の
サ
プ
ラ

イ
ヤ
ー
か
ら
買
い
付
け
て
い
る
と
い
う
。

す
し
の
値
段
は
「
什
錦
（
い
ろ
い
ろ
、

多
種
）
寿
司
」
で
、
マ
グ
ロ
、
ハ
マ
チ
、

サ
ー
モ
ン
な
ど
の
に
ぎ
り
が
七
か
ん
に
、

い
な
り
ず
し
一
個
と
か
っ
ぱ
巻
き
一
本
が

入
っ
て
五
十
四
ド
ル
（
七
百
五
十
円
）
と
、

日
本
の
値
段
と
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た

す
し
パ
ッ
ク
が
一
日
に
平
均
四
百
個
は
出

る
そ
う
で
、
売
れ
行
き
を
見
な
が
ら
日
に

最
低
で
も
三
回
は
追
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。

香
港
か
ら
深

へ
出
て
、
深

か
ら
広

州
ま
で
は
列
車
な
ら
特
快
で
二
時
間
弱
、

車
な
ら
高
速
を
利
用
す
れ
ば
一
時
間
で
着

く
。
従
っ
て
、
広
州
に
は
い
ち
は
や
く
香

港
の
影
響
が
及
び
、
市
場
経
済
化
が
急
速

に
進
ん
だ
。

二
〇
〇
〇
年
七
月
、
た
ま
た
ま
「
ジ
ャ

ス
コ
」（
中
国
名
吉
之
島
）
の
オ
ー
プ
ン
に

出
く
わ
し
た
。
広
州
で
は
す
で
に
九
六
年

に
一
号
店
を
開
い
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が

二
号
店
に
な
る
。
地
上
十
階
、
地
下
四
階

の
「
中
華
広
場
」
と
い
う
巨
大
な
商
業
ビ

ル
が
完
成
し
、
ジ
ャ
ス
コ
は
そ
の
二
フ
ロ

ア
を
占
め
て
い
る
。

食
品
売
場
の
魚
コ
ー
ナ
ー
を
の
ぞ
く
と
、

サ
ー
モ
ン
は
香
港
・
丸
福
の
半
値
、
マ
グ
ロ

は
三
分
の
一
と
い
う
値
段
が
つ
い
て
い
る
。

ま
あ
香
港
人
と
広
州
人
で
は
収
入
に
格
差
が

あ
る
か
ら
そ
ん
な
に
高
い
値
付
け
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
安
い
。

こ
こ
で
思
い
出
し
た
の
は
中
国
の
西
の
果

て
、
ウ
ル
ム
チ
や
ト
ル
フ
ァ
ン
に
行
っ
た
時

の
こ
と
だ
。
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
水
槽

に
海
水
魚
が
泳
い
で
い
る
の
に
は
驚
い
た
。

海
か
ら
は
二
千
キ
ロ
も
離
れ
た
砂
漠
地
帯
な

の
に
だ
。
広
州
か
ら
航
空
便
で
取
り
寄
せ
て

い
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
料
理
の
値
段

は
一
皿
が
現
地
の
中
国
人
の
月
収
に
匹
敵
す

る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
タ
リ
ム
盆
地

の
石
油
開
発
で
大
儲
け
し
た
成
金
の
中
国
人

が
食
べ
る
の
だ
そ
う
だ
。

ジ
ャ
ス
コ
の
す
し
コ
ー
ナ
ー
は
、
パ
ッ

ク
詰
め
で
は
な
く
、
一
か
ん
ず
つ
ラ
ッ
プ

に
包
ま
れ
た
も
の
を
自
由
に
選
ぶ
方
式
だ
。

マ
グ
ロ
、
サ
ー
モ
ン
の
に
ぎ
り
一
か
ん
が

三
元
（
一
元
＝
十
三
円
と
し
て
三
十
九
円
）、

い
な
り
ず
し
は
二
・
五
元
な
ど
と
、
魚
同

様
に
こ
ち
ら
も
実
に
安
い
。
も
っ
と
も

「
開
店
特
別
セ
ー
ル
」
と
い
う
張
り
紙
が
あ

っ
た
か
ら
、
い
ず
れ
値
上
げ
す
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

広
州
に
も
回
転
ず
し
が
あ
る
。「
大
禾
寿

司
」
は
地
元
資
本
の
チ
ェ
ー
ン
で
、
一
号

店
は
九
六
年
に
開
店
、
ま
も
な
く
六
号
店

が
誕
生
す
る
と
い
う
。
す
し
ロ
ボ
ッ
ト
を

カ
ウ
ン
タ
ー
の
中
に
据
え
、
中
国
人
の
板

前
が
マ
ス
ク
や
手
袋
を
つ
け
、
客
席
に
何

台
も
ビ
デ
オ
装
置
を
置
い
て
音
楽
番
組
を

流
す
な
ど
、
す
っ
か
り
香
港
の
コ
ピ
ー
で

あ
る
。
し
か
し
、
す
し
の
値
段
は
こ
ち
ら

の
方
が
安
い
。
例
え
ば
、
香
港
で
は
二
か

ん
で
二
百
十
円
だ
っ
た
マ
グ
ロ
や
サ
ー
モ

ン
の
に
ぎ
り
が
、
こ
こ
で
は
百
三
十
円
だ
。

も
と
も
と
魚
の
原
価
が
安
い
か
ら
こ
う
い

う
値
付
け
に
な
る
。

上
海
に
最
初
の
日
本
料
理
店
が
オ
ー
プ

ン
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
で
あ

る
。
し
か
し
刺
身
や
す
し
を
食
べ
る
中
国

人
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
九
五
年
に
な

っ
て
、
ヤ
オ
ハ
ン
が
上
海
第
一
百
貨
店
と

合
弁
で
浦
東
地
区
に
華
々
し
く
開
店
し
た
。

九
階
に
世
界
各
国
の
味
を
集
め
た
レ
ス
ト

ラ
ン
街
を
作
っ
た
が
、
こ
の
中
に
「
日
本

小
吃
」
と
い
う
日
本
料
理
を
出
す
店
も
あ

り
、
す
し
も
出
し
て
い
た
。
こ
の
時
、「
ヤ

オ
ハ
ン
で
す
し
を
初
め
て
食
べ
た
」
と
い

う
上
海
人
の
話
が
新
聞
に
載
っ
て
話
題
に

な
っ
た
も
の
だ
。

そ
れ
が
今
や
、
上
海
の
日
本
料
理
店
は

二
百
軒
を
数
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
数
は
い
さ
さ
か
過
剰
気
味
の

よ
う
だ
。
そ
こ
で
薄
利
多
売
で
客
を
集
め

よ
う
と
、「
随
便
喝
・
随
便
吃
（
飲
み
放

題
・
食
べ
放
題
）」
が
大
流
行
し
た
。
な
か

に
は
百
六
十
元
（
二
千
円
）
と
い
う
店
も

あ
っ
て
、
こ
れ
で
大
丈
夫
な
の
か
と
心
配

に
な
る
ほ
ど
だ
。
そ
れ
も
バ
イ
キ
ン
グ
形

式
の
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
注
文

し
た
品
を
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
ち
ゃ
ん
と
席

に
運
ん
で
く
る
の
だ
。
メ
ニ
ュ
ー
に
は
、

も
ち
ろ
ん
す
し
も
あ
る
。

す
し
は
キ
ッ
チ
ン
で
作
ら
れ
、
客
は
好

み
の
も
の
を
何
個
注
文
し
て
も
よ
い
。
例

え
ば
一
人
で
「
ウ
ニ
を
十
か
ん
」
な
ど
と

注
文
し
て
も
、
い
や
な
顔
ひ
と
つ
し
な
い

の
だ
か
ら
嬉
し
く
な
る
。
中
国
は
人
件
費

が
安
い
と
は
い
え
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
給
料

だ
け
で
も
か
な
り
の
額
に
な
る
だ
ろ
う
に
。

回
転
ず
し
は
、
元
禄
寿
司
が
深

に
中

国
本
部
を
作
り
、
深

に
九
店
展
開
し
た

後
、
上
海
に
進
出
し
て
き
た
。
二
〇
〇
〇

年
の
時
点
で
は
三
店
に
な
っ
て
い
る
。

「
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
　
Ｓ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
」
は
、
地

元
資
本
の
回
転
ず
し
チ
ェ
ー
ン
で
上
海
に

六
店
を
擁
し
て
い
る
。
こ
こ
は
ラ
ン
チ
タ

イ
ム
と
午
後
九
時
以
降
は
食
べ
放
題
（
飲

み
物
は
別
料
金
）
で
あ
る
。
五
十
八
元

（
七
百
五
十
円
）
と
い
う
値
段
だ
が
、
例
え

中
国
二
大
都
市
の
す
し
模
様

広
州
は
魚
も
す
し
も
安
い

「丸福」のテイクアウトのすしも大人気

「大禾寿司」は香港とそっくり

上海「ＳＵＭＯ　ＳＵＳＨＩ」のランチは
食べ放題



ば
ウ
ニ
は
一
皿
（
二
か
ん
）
で
十
五
元
な

の
で
、
四
皿
食
べ
れ
ば
元
が
と
れ
る
。
も

っ
と
も
値
段
の
高
い
皿
は
な
か
な
か
流
さ

ず
、
五
元
の
ツ
ナ
サ
ラ
ダ
、
カ
ニ
サ
ラ
ダ

の
軍
艦
な
ど
が
絶
え
ず
回
っ
て
い
る
。

北
京
の
日
本
料
理
店
は
、
九
〇
年
代
の

初
め
に
十
軒
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
九
六
年
に

は
八
十
軒
、
九
八
年
に
な
る
と
百
五
十
軒

を
超
え
、
今
や
二
百
五
十
店
に
も
な
っ
て

い
る
そ
う
だ
。
上
海
も
そ
う
だ
が
、
こ
う

し
た
店
の
大
半
は
か
つ
て
日
本
に
留
学
し

た
こ
と
の
あ
る
中
国
人
が
経
営
し
て
い
る
。

何
し
ろ
同
じ
ギ
ョ
ー
ザ
で
も
日
本
料
理
と

名
が
つ
け
ば
、
中
国
料
理
店
の
五
倍
の
値

付
け
が
で
き
る
の
で
日
本
料
理
店
を
開
け

ば
儲
か
る
と
、
日
本
の
和
食
店
で
ア
ル
バ

イ
ト
で
働
い
た
経
験
を
生
か
し
て
店
を
開

く
の
で
あ
る
。

多
分
、
そ
ん
な
店
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
が
、

北
京
駅
前
の
日
本
料
理
店
の
看
板
に
は
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。「
毛
毛
太
郎
」
と
あ
る
の

だ
。「
桃
太
郎
」
は
鬼
ヶ
島
な
ら
ぬ
中
国
に

来
る
と
、
こ
う
い
う
名
前
に
な
る
。
北
京

で
最
初
の
回
転
ず
し
は
、
九
八
年
十
一
月

に
開
店
し
た
「
福
助
」。
日
本
の
沖
浦
建
設

（
本
社
広
島
）
と
、
北
京
で
す
で
に
「
三
四

郎
」
と
い
う
日
本
料
理
店
を
経
営
し
て
い

た
中
国
資
本
の
会
社
と
の
合
弁
で
あ
る
。

す
し
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
な
く
、
中
国
人

の
板
前
が
に
ぎ
っ
て
い
る
。
六
十
五
席
の

カ
ウ
ン
タ
ー
の
中
に
つ
け
台
が
四
台
も
あ

っ
て
、
忙
し
い
時
に
は
四
人
で
に
ぎ
る
。

一
皿
（
二
か
ん
）
が
五
元
の
玉
子
焼
や
い

な
り
ず
し
か
ら
、
二
十
二
元
の
高
級
ダ
ネ

の
ア
ワ
ビ
や
ウ
ニ
な
ど
、
五
種
類
の
皿
が

回
る
。
平
均
客
単
価
は
五
十
か
ら
六
十
元

だ
そ
う
だ
。
他
の
日
本
料
理
店
で
一
人
前

の
す
し
の
盛
合
せ
が
、
だ
い
た
い
百
五
十

元
か
ら
二
百
三
十
元
く
ら
い
な
の
で
、
や

は
り
回
転
ず
し
は
安
い
。

す
し
ダ
ネ
は
ス
ズ
キ
や
ヒ
ラ
メ
は
大
連
、

カ
ン
パ
チ
、
タ
イ
は
福
建
、
ウ
ニ
は
韓
国
、

マ
グ
ロ
、
ア
ワ
ビ
そ
の
他
の
魚
は
日
本
か

ら
仕
入
れ
て
い
る
卸
業
者
が
毎
日
配
達
し

て
く
れ
る
そ
う
だ
。
こ
の
業
者
は
中
国
料

理
店
に
も
卸
し
て
い
る
。
中
国
料
理
の
前

菜
に
刺
身
を
食
べ
る
中
国
人
が
増
え
て
い

る
か
ら
だ
と
い
う
。

「
生
魚
は
料
理
を
知
ら
な
い
野
蛮
人
が

食
べ
る
も
の
だ
」
と
い
っ
て
い
た
ア
メ
リ

カ
人
が
、
す
し
を
喜
ん
で
食
べ
、「
火
を
通

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
絶
対
に
食
べ
な
い
」

と
言
う
中
国
人
が
、
す
し
を
食
べ
る
時
代

に
な
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
タ
イ
経
済
が

高
度
成
長
に
向
か
い
、
タ
イ
人
の
懐
が
豊

か
に
な
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
は
値
段

が
高
く
て
手
が
出
な
か
っ
た
日
本
食
も
手

軽
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
、

バ
ン
コ
ク
の
日
本
料
理
店
は
千
軒
を
越
え

て
い
る
と
い
う
。
市
内
に
三
十
店
舗
を
展

開
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
「
Ｓ
＆

Ｐ
」
で
も
、
す
し
を
含
ん
だ
日
本
料
理
を

メ
ニ
ュ
ー
に
載
せ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

最
近
大
人
気
な
の
が
市
内
に
四
店
を
も
つ

「
Ｏ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
（
美
味
し
い
）」。
経
営
者
は

中
国
人
だ
そ
う
だ
が
、
中
国
料
理
と
日
本

料
理
を
一
緒
に
出
し
て
い
る
。
す
し
、
刺

身
コ
ー
ナ
ー
も
充
実
し
、
一
人
四
百
四
十

九
バ
ー
ツ
（
一
バ
ー
ツ
＝
三
円
で
千
三
百

五
十
円
）
で
食
べ
放
題
な
の
で
、
い
つ
も

若
者
で
超
満
員
だ
。

回
転
ず
し
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
発
祥

の
「
栄
（
さ
か
え
）」、「
元
気
寿
司
」、
地

元
資
本
の
「
小
船
」
な
ど
が
あ
る
。
値
段

は
、
例
え
ば
「
栄
」
で
は
一
皿
二
か
ん
の

マ
グ
ロ
や
サ
ー
モ
ン
は
三
十
八
バ
ー
ツ

（
百
十
四
円
）
と
安
い
が
、
日
本
か
ら
空
輸

さ
れ
た
魚
を
使
っ
て
い
る
店
で
は
一
人
前

の
盛
合
せ
が
八
百
バ
ー
ツ
（
二
千
四
百
円
）

と
か
な
り
な
値
段
で
あ
る
。
後
者
は
バ
ン

コ
ク
一
の
魚
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
「
神
戸
屋
」

が
デ
リ
バ
リ
ー
し
て
い
る
そ
う
だ
。

日
本
か
ら
の
魚
に
は
、
こ
の
他
に
面
白

い
ル
ー
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
か
つ
ぎ
屋
」

と
呼
ば
れ
る
日
本
人
が
二
十
人
ほ
ど
い
て
、

彼
ら
は
築
地
で
魚
を
仕
入
れ
る
と
こ
れ
を

飛
行
機
の
手
荷
物
と
し
て
預
け
、
魚
と
一

緒
に
バ
ン
コ
ク
に
飛
ん
で
く
る
。
そ
し
て

馴
染
み
の
日
本
料
理
店
に
売
り
歩
く
の
だ

そ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
魚
が
航
空
便
で

日
本
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
一
方
で
、
実
は
、

タ
イ
は
鮮
魚
や
す
し
ダ
ネ
の
供
給
基
地
に

も
な
っ
て
い
る
。「
フ
ジ
ス
ー
パ
ー
」
は
富

士
シ
テ
ィ
オ
（
本
社
・
横
浜
）
が
八
五
年

に
バ
ン
コ
ク
に
出
店
し
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
だ
が
、
鮮
魚
類
の
品
揃
え
に
力
を

入
れ
て
い
る
。
こ
の
店
に
、
新
鮮
な
魚
に

飢
え
て
い
る
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
、
ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
、
さ
ら

に
は
中
近
東
な
ど
か
ら
日
本
人
駐
在
員
が

買
い
出
し
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
近
頃

は
、
伊
勢
丹
デ
パ
ー
ト
も
鮮
魚
コ
ー
ナ
ー

を
充
実
さ
せ
た
た
め
、
こ
ち
ら
に
流
れ
る

タ
イ
は
す
し
ダ
ネ
の
供
給
基
地

北京最初の回転ずし「福助」

「ＯＩＳＨＩ　ＳＵＳＨＩ」の巨大看板には圧倒される。
「食べ放題」の文字も

「フジ・スーパー」には客が近隣諸国からも



日
本
人
も
多
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

も
っ
と
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
も
あ
る
。
冷

凍
す
し
ダ
ネ
の
製
造
輸
出
だ
。
タ
イ
は
世

界
最
大
の
養
殖
エ
ビ
生
産
国
だ
し
、
日
本

で
は
「
イ
ズ
ミ
ダ
イ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
テ
ィ
ラ
ピ
ア
の
養
殖
も
盛
ん
だ
。
そ
れ

に
近
海
で
は
イ
カ
が
豊
富
に
獲
れ
る
。
さ

ら
に
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
台
湾
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
か
ら
マ
グ
ロ
を
、
グ
リ
ー
ン

ラ
ン
ド
か
ら
甘
エ
ビ
な
ど
を
輸
入
し
、
こ

れ
ら
を
す
し
一
か
ん
ず
つ
の
大
き
さ
に
切

り
揃
え
て
冷
凍
し
、
輸
出
し
て
い
る
。
日
本

の
回
転
ず
し
に
も
か
な
り
使
わ
れ
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
三

十
年
の
長
き
に
亘
っ
て
鎖
国
状
態
に
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
ま
さ
か
日
本
料
理
店
は
あ

る
ま
い
と
思
っ
た
が
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
は
十

軒
を
超
え
る
日
本
料
理
店
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
す
し
を
食
べ
ら
れ

る
の
は
、
日
航
ホ
テ
ル
の
「
弁
慶
」、
エ
ク

ア
ト
リ
ア
ホ
テ
ル
の
「
勘
八
」、
ト
レ
イ
ダ

ー
ズ
ホ
テ
ル
の
「
堅
琴
」、
日
本
人
が
経
営

す
る
「
ふ
る
さ
と
」
な
ど
五
店
だ
け
だ
。

す
し
の
値
段
は
高
く
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
料
理

が
一
ド
ル
（
米
ド
ル
）
で
食
べ
放
題
な
の

に
対
し
て
、「
弁
慶
」
で
は
盛
合
せ
一
人
前

が
二
十
八
ド
ル
も
す
る
。

そ
れ
に
も
理
由
が
あ
り
、「
弁
慶
」
の
ミ

ャ
ン
マ
ー
唯
一
の
日
本
人
シ
ェ
フ
で
あ
る

衛
藤
生
禅
さ
ん
に
話
を
聞
く
と
、
魚
を
バ

ン
コ
ク
か
ら
運
ん
で
く
る
の
で
こ
の
値
段

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
衛
藤

さ
ん
自
身
が
月
に
二
、
三
回
、
バ
ン
コ
ク

に
飛
ん
で
、
例
の
神
戸
屋
に
行
っ
て
一
度

に
百
キ
ロ
ほ
ど
の
魚
を
持
ち
帰
る
そ
う
だ
。

そ
の
魚
を
十
日
か
ら
半
月
保
た
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
も
大
変
な
苦
労

だ
と
い
う
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
は
こ
ん
な
に
高
い
も
の

は
と
て
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
す
し
は
食
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
に

ぎ
り
ず
し
で
は
な
く
、「
ン
ガ
・
チ
ン
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
な
れ
ず
し
だ
。「
ン
ガ
」
は

魚
、「
チ
ン
」
は
す
っ
ぱ
い
で
、
す
な
わ
ち

「
す
っ
ぱ
い
魚
」
の
な
れ
ず
し
で
あ
る
。
鯉

や
エ
ビ
な
ど
も
ご
飯
に
混
ぜ
て
乳
酸
醗
酵

さ
せ
た
も
の
を
、
大
き
な
葉
で
包
み
、
ヒ

モ
で
し
ば
る
。
こ
の
ち
ま
き
の
よ
う
な
形

を
し
た
も
の
が
ザ
ル
に
入
れ
ら
れ
て
店
先

で
売
ら
れ
て
い
る
。
鯉
な
ら
四
個
で
〇
・

二
ド
ル
、
エ
ビ
は
三
個
で
〇
・
四
ド
ル
と
、

こ
れ
な
ら
毎
日
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
の
首
都
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

ル
の
「
そ
ご
う
」
デ
パ
ー
ト
に
は
、
築
地

の
「
中
島
水
産
」
が
入
っ
て
い
た
。
魚
を

お
ろ
し
て
い
る
隣
に
は
す
し
ロ
ボ
ッ
ト
が

据
え
ら
れ
、ラ
ッ
プ
ず
し
が
作
ら
れ
て
い
る
。

魚
と
一
緒
に
す
し
も
売
っ
て
い
る
の
だ
。

エ
ク
ア
ト
リ
ア
ホ
テ
ル
の
「
勘
八
」
で

は
、
中
国
系
マ
レ
ー
シ
ア
人
の
チ
ー
フ
が

握
っ
て
い
る
。
日
本
で
長
く
仕
事
を
し
て

い
た
の
で
、
日
本
語
が
か
な
り
話
せ
、
顔

立
ち
か
ら
も
最
初
は
日
本
人
だ
と
思
っ
た
。

「
勘
八
」
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
も
進
出
し
て
い

る
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
は
こ
の
他
ペ
ナ
ン
、

バ
ン
ギ
、
マ
ラ
ッ
カ
の
計
四
店
を
有
す
る
。

回
転
ず
し
チ
ェ
ー
ン
の
「
ス
シ
キ
ン
グ
」

の
経
営
者
は
日
本
人
で
、
看
板
に
は
「
す

し
金
」
の
文
字
も
入
っ
て
い
る
。
九
六
年

に
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
一
号
店
を
開
く

と
、
以
降
、
矢
継
ぎ
早
や
の
展
開
で
市
内

だ
け
で
十
一
店
、
さ
ら
に
マ
レ
ー
半
島
を

横
断
す
る
形
で
各
都
市
に
八
店
舗
の
計
十

九
店
を
展
開
す
る
。

さ
て
、
お
隣
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
だ
が
、

こ
こ
は
何
と
言
っ
て
も
「
元
気
寿
司
」
で

あ
る
。
中
国
系
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
の
大
実

業
家
、
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
バ
ン
氏
は
日
本
の

「
元
気
寿
司
」
の
隆
盛
に
目
を
つ
け
る
と
、

早
速
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
結
ん
だ
。

鮮
魚
・
す
し
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
凄
い

に
ぎ
り
ず
し
は
と
て
も
、
庶
民
は
な
れ
ず
し

唯一の日本人シェフ「弁慶」の衛藤さん

なれずし「ンガ・チン」を造る。ちまきの形をしている

クアラルンプール「勘八」の （りょう）さん。
日本人と見間違う

マレーシア最大の回転ずしチェーン「スシキング（すし金）」異文化に挑戦するイスラム圏の女性店員
（マレーシア）

え
と
う
し
ょ
う
ぜ
ん



そ
し
て
九
四
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
一
号

店
を
オ
ー
プ
ン
、
続
い
て
東
南
ア
ジ
ア
各

地
に
出
店
。
〇
一
年
現
在
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
六
店
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
四
店
、
香
港

に
七
店
、
バ
ン
コ
ク
に
二
店
、
さ
ら
に
は

娘
婿
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
店
を
二
店
経
営
さ

せ
て
い
る
の
で
、
計
二
十
一
店
舗
が
バ
ン

氏
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
。

メ
ル
ボ
ル
ン
の
「
寿
し
陣
」
の
経
営
者
で

あ
る
進
藤
敏
博
氏
は
、
和
久
田
哲
也
氏
と
並

ん
で
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
食
文
化
を
変
え

た
男
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
和
久
田
さ

ん
は
生
魚
を
積
極
的
に
と
り
入
れ
た
、
フ
ラ

ン
ス
料
理
と
日
本
料
理
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の

店
「
テ
ツ
ヤ
ズ
」
を
経
営
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
ば
か
り
か
世
界
各
地
か
ら
や
っ
て
く
る

食
通
を
う
な
ら
せ
て
い
る
。
一
方
、
進
藤
さ

ん
は
歩
き
な
が
ら
食
べ
ら
れ
る
す
し
を
開
発

し
て
有
名
に
な
っ
た
。「
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
や

ピ
ザ
と
並
ん
で
、
新
た
に
す
し
の
立
ち
食
い

が
加
わ
っ
た
」
と
、
メ
デ
ィ
ア
が
盛
ん
に
書

き
立
て
た
。

こ
の
す
し
と
い
う
の
は
巻
き
ず
し
で
、
中

身
は
普
通
の
細
巻
き
と
変
わ
ら
な
い
の
だ

が
、
形
が
ち
ょ
っ
と
違
う
。
細
巻
き
よ
り
短

か
く
て
や
や
太
い
。
こ
れ
を
一
本
な
い
し
二

本
、
小
さ
な
紙
袋
に
入
れ
て
く
れ
る
。
コ
ー

ン
に
入
っ
た
ソ
フ
ト
ア
イ
ス
を
思
い
浮
か
べ

る
と
よ
い
。
コ
ー
ン
が
紙
袋
で
ア
イ
ス
が
す

し
に
な
る
わ
け
だ
が
、
左
手
に
紙
袋
の
す
し

を
持
ち
、
右
手
で
一
緒
に
つ
い
て
く
る
テ
イ

ク
ア
ウ
ト
用
の
小
さ
な
容
器
に
入
っ
た
し
ょ

う
ゆ
を
時
々
す
し
の
上
か
ら
か
け
つ
つ
、
歩

き
な
が
ら
食
べ
る
。

進
藤
さ
ん
は
九
五
年
に
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン

の
近
く
の
フ
ー
ド
コ
ー
ト
内
に
、
間
口
二
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
店
を
開
い
た
。
開
店

早
々
大
評
判
と
な
っ
て
、
こ
ん
な
に
小
さ
い

店
な
の
に
一
日
に
百
キ
ロ
の
米
を
、
十
五
回

に
も
分
け
て
炊
き
続
け
た
と
い
う
か
ら
凄

い
。
し
か
し
、
進
藤
さ
ん
は
こ
の
店
だ
け
を

守
っ
て
チ
ェ
ー
ン
展
開
を
は
か
ら
な
か
っ

た
。
す
る
と
、
主
に
中
国
人
が
こ
れ
を
真
似

て
あ
ち
こ
ち
に
同
じ
よ
う
な
店
を
作
っ
た
。

シ
ド
ニ
ー
に
も
あ
る
。
そ
の
せ
い
で
売
り
上

げ
が
以
前
の
六
割
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
、
と

進
藤
さ
ん
は
嘆
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
は
二
十
五
年
前
に
、
進
藤

さ
ん
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
私
が
経
営
し
て
い

た
店
の
一
つ
で
、
十
ヵ
月
間
だ
が
キ
ッ
チ

ン
・
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
働
い
た
こ
と
が
あ
る

と
い
う
の
で
驚
い
た
。
私
の
方
は
覚
え
て
い

な
い
の
で
申
し
訳
な
か
っ
た
が
、
進
藤
さ
ん

は
今
回
会
っ
た
途
端
に
す
ぐ
わ
か
っ
た
そ
う

だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
四
半
世
紀
た
っ
て
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
は
真
反
対
の
メ
ル
ボ
ル
ン
で

出
会
う
と
は
、
こ
れ
も
す
し
が
と
り
も
つ
縁

で
あ
る
。

（
文
中
の
写
真
の
す
べ
て
は
筆
者
撮
影
）

オ
ー
ジ
ー
の
食
文
化
を
変
え
た
日
本
人

シンガポールの「元気寿司」。ここから東南アジア各国に

シンガポール「栄」すしも大盛況

シドニーの超有名店「テツヤズ」の和久田さん

巻ずしはタテにして紙袋にいれてくれる

「寿し陣」の進藤さんと日本人従業員

す
し
に
は
欠
か
せ
な
い
醤
油
、
そ
れ
に
ワ
サ

ビ
、
ガ
リ
、
ま
た
箸
や
ゲ
タ
（
す
し
を
の
せ
て

出
す
木
製
の
下
駄
に
似
た
台
）
な
ど
も
気
に
な

る
。
ど
こ
の
国
で
も
一
様
に
い
え
る
こ
と
は
、

高
級
店
で
は
必
ず
日
本
の
醤
油
を
使
っ
て
い

て
、
特
に
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
が
多
い
。
対
し
て
薄

利
多
売
の
大
衆
店
で
は
、
中
国
産
や
東
南
ア
ジ

ア
産
の
熟
成
過
程
が
十
分
に
終
わ
っ
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
安
い
醤
油
を
使
っ
て

い
る
。
面
白
い
の
は
、
日
本
人
経
営
の
店
で
は

醤
油
は
洒
落
た
醤
油
差
し
に
入
れ
て
卓
上
に
置

か
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
中
国
人
経
営
の
す
し

店
で
は
赤
い
キ
ャ
ッ
プ
の
卓
上
び
ん
が
そ
の
ま

ま
置
か
れ
て
い
る
。「
ウ
チ
で
は
高
級
の
醤
油

を
使
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
証
拠
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
箸
は
、
高
級
店
で
は
店
名
の
入
っ

た
特
製
の
袋
に
入
っ
て
い
る
が
、
大
衆
店
で
は

既
製
の
袋
に
入
っ
て
い
る
。
木
製
の
ゲ
タ
は
だ

ん
だ
ん
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
長
く
使
っ

て
い
る
と
黒
ず
ん
で
く
る
。
日
本
な
ら
削
り
直

し
て
出
せ
る
が
、
外
国
で
は
そ
う
も
い
か
な
い

の
で
、
今
で
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
が
ほ
と
ん
ど

の
よ
う
で
あ
る
。

世
界
の
寿
司
を
知
る
コ
ラ
ム
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