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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

『
東
都
名
所
日
本
橋
真
景
并
ニ

魚
市
全
図
』(

歌
川
広
重
画
）

日
本
橋
は
五
街
道
（
東
海
道
・
中
山
道
・
日
光
街
道
・
奥

州
街
道
・
甲
州
街
道
）
の
起
点
で
、「
お
江
戸
日
本
橋
七
ツ

立
ち
」
と
唄
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
早
朝
に
旅
立
つ
人
や
、

夕
方
到
着
す
る
人
で
賑
や
か
な
江
戸
の
中
心
地
だ
っ
た
こ
と

が
、
右
上
に
富
士
山
と
江
戸
城
が
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

日
本
橋
の
北
詰
め
東
側
と
江
戸
橋
の
間
の
日
本
橋
川
北
岸

に
は
、
本
船
町
、
本
小
田
原
町
、
長
浜
町
な
ど
の
魚
河
岸
が

あ
り
、
様
々
な
物
資
を
運
ぶ
舟
が
日
本
橋
川
を
行
き
交
い
、

一
日
に
壱
千
両
の
お
金
が
う
ご
く
と
言
わ
れ
た
魚
河
岸
の
喧

騒
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

江
戸
は
町
ご
と
に
木
戸
で
区
切
ら
れ
、
町
内
の
見
回
り
や

火
の
番
を
す
る
木
戸
番
・
自
身
番
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た

が
、
絵
の
右
に
も
梯
子
が
立
っ
て
い
る
自
身
番
小
屋
が
見
て

と
れ
ま
す
。（
天
保
の
頃
の
風
景
）
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江
戸
っ
子
の
見
本
の
よ
う
だ

魚
河
岸
と
は
か
つ
て
お
江
戸
は
日
本
橋
の

た
も
と
に
あ
っ
た
魚
市
場
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
摂
州
西
成

郡
佃
村
の
名
主
森
孫
右
衛
門

も
り
ま
ご
え
も
ん

を
筆
頭
と
す
る

漁
師
三
十
四
名
が
家
康
に
従
っ
て
江
戸
入
り

し
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
江
戸
の
前
海
の
漁
業

を
許
さ
れ
る
か
わ
り
に
捕
っ
た
魚
を
御
城
に

納
め
る
役
目
を
負
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

残
余
の
魚
を
市
中
に
販
売
し
た
の
が
魚
河
岸

の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。

元
禄
の
頃
（
一
七
〇
〇
年
頃
）
江
戸
は
人

口
百
万
を
数
え
る
世
界
一
の
大
都
市
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
商
業
の
中
心
地
日

本
橋
に
あ
っ
て
魚
河
岸
は
と
り
わ
け
繁
栄
を

み
ま
し
た
。「
朝
千
両
」
と
い
わ
れ
、
江
戸
で

は
日
に
三
千
両
と
い
う
金
が
流
れ
る
が
、
そ

の
う
ち
の
千
両
は
朝
、
魚
河
岸
で
動
い
た
と

い
い
ま
す
。
昼
は
芝
居
町
で
千
両
、
夜
は
吉

原
で
千
両
の
都
合
三
千
両
。
江
戸
市
民
の
た

ん
ぱ
く
源
で
あ
る
魚
介
類
を
一
手
に
引
き
受

け
る
魚
河
岸
の
繁
昌
ぶ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

し
か
し
単
に
売
れ
口
の
良
い
市
場
と
い
う

ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
鼻
っ
柱

の
強
い
独
特
の
気
風
も
ま
た
際
立
っ
て
い
ま

し
た
。
現
在
、
日
本
橋
北
詰
に
建
つ
旧
魚
河

岸
の
碑
「
乙
姫
像
」。
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
久

保
田
万
太
郎
氏
に
よ
る
碑
文
に
は
「
江
戸
任

侠
精
神
発
祥
の
地
」
と
あ
り
ま
す
。
任
侠
精

神
と
は
強
き
を
く
じ
き
弱
き
を
助
け
る
こ
と
。

御
用
魚
を
運
搬
す
る
と
き
に
は
大
名
さ
え
も

道
を
ゆ
ず
っ
た
と
い
う
逸
話
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
小
田
原
町
の
連
中
は
た
い
そ
う
侠
気

に
富
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
鮮
魚
を
扱
う
か

ら
何
事
も
手
早
く
行
動
も
言
葉
づ
か
い
も
小

気
味
良
い
。
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
男
ら
し
い
こ

と
を
「
い
な
せ
」
と
い
う
の
は
、
魚
河
岸
の

若
い
衆
の
髷ま

げ

が
魚
の
イ
ナ
（
ボ
ラ
の
幼
魚
）

の
背
に
似
た
鯔
背

い
な
せ

銀
杏

い
ち
ょ
う

だ
っ
た
こ
と
か
ら
き

て
い
る
と
い
い
ま
す
。
人
び
と
は
そ
の
威
勢

の
良
さ
に
江
戸
っ
子
の
見
本
の
よ
う
だ
と
喝

采
を
送
り
ま
し
た
。

大
消
費
都
市
江
戸
に
お
い
て
、
魚
好
き
の

江
戸
市
民
の
お
腹
を
満
た
す
と
と
も
に
、
か

れ
ら
の
心
象
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
信
望
を
集

近
年
、
日
本
食
が
す
ぐ
れ
た
長
寿
食
・
健
康
食
と
し
て
世
界
各
国
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、
食
に
対
す
る
感
性
を
希
薄
化
さ
せ
て
い
る
の
も
ま
た
否
め

ま
せ
ん
。
豊
か
な
風
土
に
恵
ま
れ
た
日
本
で
す
が
、
先
祖
は
さ
ら
な
る
豊
か
さ
を
求
め
て
工
夫
を
重

ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
魚
食
で
す
。
痛
み
や
す
く
運
び
に
く
い
海
川
の
幸
を
、
知
恵

を
駆
使
し
て
食
べ
て
き
た
の
が
、
こ
の
国
の
魚
食
文
化
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

米
と
魚
の
民
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
魚
食
は
日
本
人
の
食
の
中
心
で
す
。
そ
こ
で
、
現
在
の
築
地
市

場
の
前
身
と
も
い
え
る
日
本
橋
魚
河
岸
の
来
歴
を
み
る
こ
と
は
、
日
本
人
と
魚
の
む
す
び
つ
き
を
知

る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。
魚
河
岸
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
創
始
者
と
い

わ
れ
る
森
孫
右
衛
門
を
追
い
な
が
ら
、
魚
河
岸
誕
生
の
数
奇
な
運
命
を
み
て
い
き
ま
す
。

冨岡一成
（とみおか いっせい）

1962年東京生まれ。魚河岸野郎㈱取締役。
博物館やイベント企画等の仕事を経て築
地市場に勤務。
日本橋時代から連綿と続く“河岸の気風”
を身をもって知り、十年前から市場の古
老から聞き取りを開始。その後、ＨＰ
『魚河岸野郎』『築地の魚河岸野郎』の制
作に携わり、幅広い史実調査に基づいた
“魚河岸三部作”（「魚河岸四百年」「講談
魚河岸年代記」「再現日本橋魚河岸地図」）
を発表、高い評価を受ける。以降も執筆、
ブログ等を通じて、重厚な歴史記述から
奇想天外な読み物まで、消え行く魚河岸
を“河岸の表現者”の視点から描き続け
ている。
HP『魚河岸野郎』
http://www.sakanaya.co.jp
『築地の魚河岸野郎』
http://www.uogashi.co.jp
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め
た
魚
河
岸
の
果
た
し
た
役
割
は
少
な
か
ら

ぬ
も
の
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

伝
承
の
世
界
に
は
じ
ま
る

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
魚
河
岸
会

所
に
勤
め
る
川
井
新
之
助
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
『
日
本

に
ほ
ん

橋
魚
市
場
沿
革
紀
要

ば
し
う
お
い
ち
ば
え
ん
か
く
き
よ
う

』
は
、
市
場

に
残
る
史
書
を
年
代
記
に
ま
と
め
た
も
の
で
、

魚
河
岸
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
基
礎
資
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た

「
魚
問
屋
ノ
起
原
」
が
森
孫
右
衛
門
の
物
語
と

し
て
巷
間
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
そ
の

要
約
を
掲
げ
て
み
ま
す
。

『
天
正
年
中
（
一
五
七
三
〜
一
五
九
二
）、

家
康
公
が
上
洛
の
折
、
住
吉
神
社
に
参
拝
さ

れ
た
と
き
に
川
を
渡
る
舟
が
な
く
難
儀
し
た

が
、
安
藤
対
馬
守
が
佃
村
名
主
の
見
一

み
い
ち

孫
右
衛
門

ま

ご

え

も

ん

に
命
じ
て
、
か
れ
の
支
配
の
漁
船

で
無
事
に
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

際
に
孫
右
衛
門
の
家
に
立
ち
寄
り
ご
休
息
な

さ
れ
た
の
で
、
古
来
よ
り
所
持
し
て
い
た

「
開
運
石
」
を
御
覧
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
家
康

公
は
「
こ
の
神
石
を
所
有
す
る
こ
と
は
開
運

の
吉
祥
な
り
」
と
喜
ん
で
賞
美
し
、
差
し
上

げ
た
白
湯
を
召
し
上
が
っ
た
。
そ
し
て
屋
敷

内
の
大
木
の
松
三
本
を
御
覧
に
な
っ
て
「
木

を
三
本
合
わ
せ
れ
ば
森
と
な
る
。
今
後
は
森

孫
右
衛
門
と
名
乗
る
が
よ
か
ろ
う
」
と
仰
せ

に
な
り
、
孫
右
衛
門
は
あ
り
が
た
く
賜
っ
た

…
…
』

渡
し
舟
、
開
運
石
、
松
の
木
と
、
伝
説
め

く
道
具
立
て
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
家
康
と
の

邂
逅

か
い
こ
う

は
、
魚
河
岸
誕
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し

て
つ
ね
に
引
合
い
に
出
さ
れ
る
有
名
な
も
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
似
た
話
が
他
に
も

残
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
芝
市
場
に
は
「
天

正
十
八
年
、
家
康
公
が
芝
浦
を
通
航
の
際
に

浅
瀬
に
乗
り
上
げ
て
難
儀
し
た
の
を
救
助
」

す
る
由
縁
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

同
音
異
曲
の
も
の
は
各
地
に
ひ
ろ
が
っ
て
お

り
、
家
康
の
危
急
を
救
う
パ
タ
ー
ン
は
家
康

伝
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
江
戸
時
代
に

特
権
を
得
た
者
の
由
来
に
よ
く
登
場
し
て
き

ま
す
。

と
も
あ
れ
奇
縁
を
得
た
孫
右
衛
門
た
ち
が

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
。
続
き
を
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

『
…
…
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
家
康

公
が
伏
見
在
城
の
際
に
は
御
膳
魚
の
調
達
に

つ
と
め
、
徳
川
軍
が
瀬
戸
内
海
や
西
国
の
海

路
を
隠
密
に
通
行
す
る
と
き
は
、
孫
右
衛
門

の
漁
船
で
と
ど
こ
お
り
な
く
通
行
さ
せ
る
な

ど
の
手
助
け
を
し
た
が
、
と
く
に
慶
長
十
九

年
（
一
六
一
四
）
の
大
坂
冬
の
陣
、
及
び
翌

元
和
元
年
の
夏
の
陣
で
は
、
漁
船
を
軍
船
に

仕
立
て
て
、
付
近
の
海
上
を
偵
察
し
毎
日
、

本
陣
へ
と
報
告
を
し
た
。

こ
の
褒
美
と
し
て
佃
村
、
大
和
田
村
の
漁

民
に
大
坂
城
の
焼
け
米
を
大
量
に
下
さ
れ
、

大
坂
表
町
屋
敷
地
一
万
坪
余
を
拝
領
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
土
地
に
は
持
主
が
あ
っ
た
た
め
、

両
村
の
漁
民
ら
は
困
り
、
そ
の
旨
を
申
し
上

げ
る
と
「
そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
」
と
な

り
、「
何
で
も
良
い
か
ら
他
の
こ
と
を
願
い
出

よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
孫
右
衛
門
並
び

に
漁
民
ら
は
「
江
戸
に
出
て
末
永
く
家
康
公

に
お
仕
え
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
申
し
出

た
。』ど

う
や
ら
孫
右
衛
門
た
ち
は
御
膳
魚
を
届

け
る
ほ
か
に
海
上
で
の
諜
報
活
動
な
ど
の
軍

事
行
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
か
り

ま
す
。

そ
も
そ
も
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の

家
康
江
戸
入
り
と
は
、
秀
吉
の
小
田
原
攻
め

の
際
に
家
康
軍
の
一
支
隊
が
江
戸
城
を
奪
取

し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
孫
右
衛
門
た
ち
が

家
康
に
従
っ
て
江
戸
に
入
っ
た
の
な
ら
、
ま

さ
に
そ
れ
は
江
戸
攻
撃
軍
と
し
て
の
進
駐
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
時
に
功
を
あ
げ
る
ほ
ど
の
か
れ
ら
は
、

単
な
る
漁
師
団
で
は
な
く
、
実
力
を
備
え
た

水
軍
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
論
功
行
賞
と
し
て
、
広

く
江
戸
湾
の
漁
業
権
を
得
て
、
の
ち
に
佃
島

と
い
う
居
住
地
ま
で
賜
る
の
で
す
か
ら
、
よ

ほ
ど
大
き
な
働
き
も
し
、
時
に
命
が
け
の
場

面
す
ら
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

冒
頭
の
住
吉
神
社
参
詣
は
天
正
年
間
の
家

康
上
洛
記
録
か
ら
み
て
天
正
十
年
（
一
五
八

二
）
と
ほ
ぼ
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
参
詣

の
直
後
、
伏
見
滞
在
中
に
勃
発
し
た
の
が

「
本
能
寺
の
変
」
で
し
た
。
家
康
は
敵
地
の
険

し
い
山
中
を
わ
ず
か
の
味
方
を
伴
っ
て
岡
崎

城
ま
で
た
ど
り
つ
く
生
涯
最
大
の
危
機
「
伊

賀
越
え
の
難
」
に
み
ま
わ
れ
ま
す
。
一
説
に

は
こ
の
と
き
伊
勢
か
ら
三
河
ま
で
の
舟
行
を

手
助
け
し
た
の
が
孫
右
衛
門
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
の
隠
密
的
な
行
動
を
し
て
「
忍
び
の
者
」

と
の
説
ま
で
出
て
く
る
の
で
す
が
、
あ
り
え

な
い
話
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

孫
右
衛
門
の
足
跡
を
た
ど
る
と
戦
国
時
代

末
期
の
物
騒
な
社
会
状
況
に
行
き
あ
た
る
よ

う
で
す
。
し
か
し
す
べ
て
伝
承
に
よ
る
も
の

で
、
実
体
は
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

徳
川
政
権
成
立
時
を
詳

つ
ま
び

ら
か
に
す
る
の
を
は

ば
か
れ
る
歴
史
と
共
に
、
魚
河
岸
誕
生
の
記

録
も
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。

二
人
い
た
孫
右
衛
門

魚
河
岸
の
研
究
で
は
『
日
本
橋
魚
市
場
の

歴
史
』
岡
本
信
男
氏
、『
魚
河
岸
百
年
』
三
浦
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暁
雄
氏
、『
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
史
上
巻
』

木
村
荘
五
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
精
華
を
残
さ
れ

ま
し
た
。
先
人
の
労
作
に
感
謝
し
な
が
ら
、

ぼ
や
け
た
魚
河
岸
誕
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
ん

で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

伝
承
の
世
界
か
ら
き
た
孫
右
衛
門
は
多
く

の
謎
を
は
ら
ん
で
い
て
、
生
没
年
に
し
て
も

不
可
解
な
点
が
あ
り
ま
す
。
築
地
本
願
寺
に

あ
る
供
養
塔
に
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

に
九
十
四
歳
で
死
没
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
逆

算
す
る
と
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
生
ま

れ
。
家
康
と
の
出
会
い
で
あ
る
天
正
十
年
に

は
わ
ず
か
十
四
歳
で
す
。
あ
ま
り
に
若
す
ぎ

る
た
め
、
こ
の
謁
見
を
か
り
に
三
十
歳
前
後

で
あ
っ
た
と
す
る
と
寛
文
二
年
に
は
百
十
歳

に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
最
初
に
日
本
橋
本
小
田
原
町
に
魚

店
を
開
く
の
は
孫
右
衛
門
の
子
九
左
衛
門

き
ゅ
う
ざ
え
も
ん

と

い
わ
れ
ま
す
が
、
史
料
に
は
「
長
男

九
右
衛
門

き
ゅ
う
え
も
ん

」、「
孫
右
衛
門
二
男
」、「
総
領
孫

右
衛
門
」
と
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
混
乱
し

て
い
ま
す
。
長
男
か
二
男
か
、
九
左
衛
門
か

九
右
衛
門
か
、
総
領
孫
右
衛
門
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
。

岡
本
氏
は
こ
の
不
整
合
を
、
孫
右
衛
門
が

長
男
に
名
主
の
家
督
を
世
襲
さ
せ
た
こ
と
で

孫
右
衛
門
が
二
人
存
在
し
て
い
た
と
推
測
し

ま
し
た
。
家
康
に
謁
見
し
た
の
は
父
孫
右
衛

門
、
寛
文
二
年
に
死
去
し
た
の
は
子
孫
右
衛

門
、
そ
し
て
魚
河
岸
に
店
を
開
く
の
は
二
男

九
左
衛
門
。
こ
れ
で
説
明
が
つ
き
ま
す
。
初

め
て
江
戸
へ
下
っ
た
天
正
十
八
年
に
長
男
は

二
十
二
歳
。
こ
の
頃
に
家
督
相
続
が
あ
っ
た

と
す
る
と
、
そ
こ
に
孫
右
衛
門
の
一
族
繁
栄

へ
の
深
慮
遠
望
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

孫
右
衛
門
の
出
身
地
、
西
成
郡
佃
村
は
大

坂
湾
北
部
に
位
置
し
、
天
正
十
年
以
降
秀
吉

の
居
城
と
な
る
大
坂
城
の
お
膝
元
と
も
い
え

る
土
地
で
す
。
天
下
人
の
時
世
に
大
坂
は
年

を
重
ね
る
ご
と
に
繁
栄
を
み
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
い
か
に
家
康
と
の
知
遇
が
あ
っ
た
に
し

ろ
、
孫
右
衛
門
が
故
郷
を
離
れ
て
一
族
郎
党

と
と
も
に
江
戸
に
移
住
す
る
な
ど
は
大
変
な

冒
険
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

そ
こ
で
孫
右
衛
門
は
長
男
に
名
主
の
職
を

継
が
せ
て
故
郷
を
守
ら
せ
る
い
っ
ぽ
う
、
自

ら
は
二
男
と
と
も
に
江
戸
の
漁
業
権
確
保
と

移
住
に
向
け
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
は
か
り
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
父
子
二
代
の
孫
右
衛
門
は

徳
川
と
豊
臣
そ
れ
ぞ
れ
に
ヘ
ッ
ジ
し
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
状
況
を
み
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
用
心
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

天
正
か
ら
文
禄
年
間
（
一
五
九
二
〜
一
五

九
六
）
に
か
け
て
二
男
九
左
衛
門
を
含
む
七

人
の
漁
師
が
数
度
に
わ
た
り
江
戸
に
下
っ
て

い
ま
す
。
海
上
の
諜
報
活
動
の
た
め
と
も
い

わ
れ
ま
す
が
、
主
な
目
的
は
漁
業
で
し
た
。

将
来
の
移
住
を
見
す
え
て
の
試
験
操
業
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
の
七
と
い
う
人
数
に
は
興
味

深
い
も
の
が
あ
っ
て
、
か
れ
ら
の
白
魚
漁
は

「
六
人
網
」
と
い
う
三
人
ず
つ
二
艘
の
舟
で
行

な
う
巻
き
網
式
漁
法
で
あ
り
、
予
備
も
含
め

七
人
単
位
で
操
業
し
た
こ
と
に
一
致
し
ま
す
。

か
れ
ら
は
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
三
月
ま
で
の

白
魚
の
漁
期
に
東
下
し
て
は
網
を
引
い
た
の

で
し
ょ
う
。

孫
右
衛
門
た
ち
の
江
戸
進
出
を
援
助
し
て

い
た
の
が
「
魚
問
屋
ノ
起
原
」
に
そ
の
名
が

出
て
く
る
安
藤
対
馬
守
重
信
で
す
。
三
河
に

生
ま
れ
生
涯
を
徳
川
家
に
仕
え
た
安
藤
氏
は

慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
老
中
職
に
つ

い
て
い
ま
す
。
こ
の
徳
川
重
鎮
の
肝
入

き
も
い
り

で
江

戸
で
の
活
動
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

以
後
も
安
藤
対
馬
守
の
庇
護
の
も
と
で
孫
右

衛
門
た
ち
は
自
ら
の
地
歩
を
固
め
て
い
く
の

で
す
。

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
伏
見
城
で
秀
吉

が
死
去
し
ま
す
。
そ
し
て
二
年
後
の
同
五
年

に
は
天
下
分
け
目
の
関
が
原
の
戦
い
。
こ
こ

で
も
孫
右
衛
門
た
ち
が
参
加
し
た
こ
と
は
あ

き
ら
か
で
す
。
い
よ
い
よ
天
下
の
趨
勢

す
う
せ
い

は
徳

川
と
決
し
ま
し
た
。
そ
の
空
気
は
大
坂
に
も

満
ち
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
孫
右

衛
門
の
行
動
は
な
か
な
か
慎
重
で
す
。
本
家

佃
村
の
漁
民
た
ち
を
大
挙
江
戸
に
向
か
わ
せ

る
の
は
時
期
早
尚
と
み
た
の
か
、
ま
ず
は
先

の
七
人
の
江
戸
移
住
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
家
光
誕
生
の
お

七
夜
祝
い
に
七
人
が
お
魚
御
用
を
勤
め
た
記

述
が
『
沿
革
紀
要
』
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
移

住
は
関
が
原
以
降
二
、
三
年
で
進
め
ら
れ
、

慶
長
九
年
ま
で
に
は
魚
店
が
開
か
れ
て
い
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
七
人
が
そ
れ
ぞ
れ
出
店

し
た
の
で
は
な
く
、
九
左
衛
門
が
最
初
の
魚

問
屋
を
つ
く
り
、
そ
の
集
荷
に
は
全
員
で
あ

た
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
問
屋
と
い
っ
て

も
捕
っ
た
も
の
を
売
る
と
い
う
き
わ
め
て
質

素
な
か
た
ち
で
す
が
、
こ
こ
に
記
念
す
べ
き

魚
河
岸
の
一
号
店
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
た
だ
し
こ
の
店
が
開
か
れ
た
場
所
は

日
本
橋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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魚
河
岸
起
立
は
慶
長
十
一
年
か
十
二
年

九
左
衛
門
の
魚
店
は
道
三
堀
の
河
岸
に
出

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
道
三
堀
は
家
康

江
戸
入
り
後
ま
も
な
く
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、

旧
平
川
河
口
、
現
在
の
和
田
倉
壕
辺
か
ら
一

石
橋
ま
で
開
削
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
こ
か

ら
江
戸
橋
を
過
ぎ
て
霊
岸
島
の
原
地
形
に
そ

っ
て
東
進
し
、
隅
田
川
を
は
さ
ん
だ
小
名
木

川
に
接
続
す
る
と
、
ま
っ
す
ぐ
に
行
徳
を
め

ざ
し
ま
す
。
そ
れ
は
豊
富
な
製
塩
地
行
徳
と

江
戸
を
結
ぶ
重
要
な
塩
の
運
河
で
し
た
。
こ

の
道
三
堀
筋
が
慶
長
の
頃
に
は
新
興
商
業
地

と
し
て
商
家
が
軒
を
並
べ
る
賑
わ
い
を
み
た

の
で
す
。

と
こ
ろ
で
旧
平
川
河
口
あ
た
り
は
四
日
市

と
い
わ
れ
、
古
く
か
ら
四
日
ご
と
に
市
が
立

つ
四
斎
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
魚
市
場
が
あ
っ
て
塩
干
物
が

並
び
、
と
き
に
鮮
魚
ま
で
ひ
さ
い
で
い
た
と

い
い
ま
す
。
そ
う
し
た
繁
昌
地
で
あ
れ
ば
九

左
衛
門
た
ち
は
ぜ
ひ
と
も
進
出
し
た
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
事
情

が
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

四
日
市
か
ら
ほ
ど
近
い
道
三
堀
に
出
店
し
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
征
夷
大
将
軍
と

な
っ
た
家
康
は
、
翌
九
年
に
は
各
大
名
に
天

下
普
請
の
号
令
を
発
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
江

戸
工
事
は
徳
川
の
家
臣
が
慣
れ
な
い
土
木
作

業
に
泣
か
さ
れ
な
が
ら
進
め
て
き
た
の
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
は
苦
労
も
費
用
も
他
人
持
ち

で
す
。
江
戸
の
開
発
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
日
比
谷
の
入
り
江
が
埋
め
立
て

ら
れ
、
あ
ら
た
に
地
割
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、

道
三
堀
は
江
戸
城
外
壕
に
組
み
入
ら
れ
、
周

辺
の
商
人
ら
は
日
本
橋
際
へ
の
移
転
が
決
ま

り
ま
し
た
。
日
本
橋
の
架
設
は
慶
長
八
年
が

定
説
で
、
江
戸
城
本
丸
と
外
郭
の
本
工
事
が

は
じ
ま
る
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
は

日
本
橋
界
隈
の
町
割
り
が
で
き
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
商
人
の
移
転

が
こ
の
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ

た
と
す
れ
ば
、
日
本
橋
本
小
田
原
町
に
魚
河

岸
が
開
か
れ
た
の
は
慶
長
十
一
年
な
い
し
十

二
年
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

道
三
堀
か
ら
日
本
橋
へ
と
転
進
す
る
時
点

で
九
左
衛
門
の
一
店
舗
は
七
店
舗
に
分
か
れ

ま
す
。
こ
こ
で
最
初
に
江
戸
に
下
っ
た
七
人

を
記
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
カ
ッ
コ
内
は
市
場

で
の
商
号
で
す
。

森
九
左
衛
門
（
佃
九
左
衛
門
）

森
与
市
右
衛
門
（
佃
九
郎
兵
衛
）

森
作
治
兵
衛
（
佃
作
兵
衛
）

井
上
与
市
兵
衛
（
大
和
田
与
市
兵
衛
）

井
上
作
兵
衛
（
伏
見
屋
佐
兵
衛
）

矢
田
三
十
郎
（
野
田
屋
三
十
郎
）

佃
屋
忠
左
衛
門
（
佃
忠
左
衛
門
）

店
舗
拡
大
に
と
も
な
っ
て
大
坂
佃
村
か
ら

の
漁
民
の
江
戸
移
住
が
い
よ
い
よ
は
じ
ま
り

ま
す
。
そ
れ
ま
で
七
人
で
漁
獲
・
販
売
を
行

っ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
魚
問
屋
を
経
営

す
る
こ
と
で
漁
業
者
が
必
要
と
な
る
か
ら
で

す
。
こ
こ
に
魚
問
屋
を
開
く
者
と
漁
業
者
と

に
職
分
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
漁

獲
部
門
が
切
り
離
さ
れ
集
荷
・
販
売
に
問
屋

の
機
能
が
固
定
さ
れ
ま
す
。

川
崎
房
五
郎
氏
『
佃
島
と
白
魚
漁
業
』
所

載
の
「
佃
島
旧
記
」
に
よ
れ
ば
、
漁
民
は
慶

長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
七
月
に
江
戸
に
向

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
七
年
と
い
う

と
日
本
橋
開
市
後
五
年
あ
ま
り
経
過
し
て
い

る
の
で
少
し
遅
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
あ

る
い
は
こ
の
間
に
移
住
が
順
次
進
め
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
に
渡
っ
た

漁
民
は
佃
村
か
ら
二
十
七
人
、
大
和
田
村
か

ら
六
人
の
都
合
三
十
三
人
、
こ
こ
に
宮
司
一

人
が
加
わ
り
合
計
三
十
四
人
と
さ
れ
ま
す
。

宮
司
が
入
っ
て
い
る
の
は
故
郷
の
ご
神
体
を

江
戸
に
勧
進
す
る
た
め
で
す
が
、
し
か
し
か

れ
ら
は
ま
だ
屋
敷
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
登
場
す
る
の
が
一
族
の
庇
護
者
安
藤
対

馬
守
で
す
。
江
戸
に
出
て
き
た
漁
師
た
ち
が

対
馬
守
の
屋
敷
な
ど
に
分
宿
し
た
こ
と
は

『
江
戸

え

ど

名
所
図
会

め
い
し
ょ
ず
え

』
に
も
あ
り
ま

す
。当

初
か
れ
ら
の
江
戸
漁
業
は
口

約
束
で
許
可
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

が
、
在
地
漁
民
と
の
間
で
漁
場
争

い
が
生
じ
る
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
公
に
漁
業
の

免
許
状
が
下
附
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
「
江
戸
近
辺
の
海
川
な
ら
ど
こ

で
も
網
を
引
い
て
も
よ
い
」
と
い

う
も
の
で
拡
大
解
釈
を
す
れ
ば
ど

こ
ま
で
も
漁
場
を
拡
げ
ら
れ
ま
し

た
。
ふ
つ
う
漁
業
権
は
漁
獲
対
象

ご
と
に
細
か
く
設
定
さ
れ
る
の

に
、
乱
暴
と
も
い
え
る
こ
の
「
お

墨
付
き
」
は
孫
右
衛
門
一
族
に
対

す
る
特
別
の
配
慮
で
し
た
。

さ
て
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇

九
）
に
日
本
に
漂
着
し
た
ス
ペ
イ

ン
人
ビ
ベ
ー
ロ
が
書
い
た
見
聞
録

に
当
時
の
魚
市
場
の
記
載
が
あ
り

ま
す
。

『
魚
市
場
と
い
う
所
が
あ
る
。
珍

し
い
の
で
見
物
す
る
と
、
鮮あ

た

ら
し

慶長14年（1609）頃の江戸市街。海側の櫛形の地形は舟入堀（埠頭） 鈴木理生氏提供
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い
も
の
と
干
し
た
も
の
と
塩
し
た
も
の
を
売

っ
て
い
て
（
中
略
）
多
種
で
大
量
な
の
と
清

潔
に
並
ん
で
い
る
さ
ま
は
買
う
者
の
嗜
好
を

増
加
す
る
』

か
な
り
立
派
な
魚
市
場
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
魚
河
岸

で
は
な
い
よ
う
で
す
。
慶
長
十
四
、
五
年
の

風
景
と
し
て
は
魚
河
岸
が
こ
れ
ほ
ど
発
展
し

た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
す
。
芝
区
史
に

よ
れ
ば
徳
川
以
前
か
ら
の
在
地
漁
業
者
の
開

い
た
芝
金
杉
の
市
場
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

岡
本
氏
は
塩
干
物
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
論

拠
に
四
日
市
が
日
本
橋
南
詰
に
移
転
し
た
の

ち
の
描
写
だ
と
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し

ろ
日
本
橋
魚
河
岸
は
こ
の
頃
ま
だ
目
立
つ
ほ

ど
の
規
模
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
、

む
し
ろ
周
辺
市
場
の
賑
わ
い
が
う
か
が
え
る

状
況
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
わ
ず
か
三
十
年
ほ
ど

の
間
に
魚
河
岸
の
規
模
は
格
段
に
拡
が
り
ま

す
。
魚
問
屋
の
数
は
急
速
に
増
加
、
目
を
み

は
る
ほ
ど
の
成
長
を
と
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

関
西
漁
業
の
関
東
進
出

大
坂
湾
か
ら
紀
伊
水
道
に
か
け
た
摂
津
・

和
泉
・
紀
伊
辺
の
漁
村
で
は
、
古
く
よ
り
奈

良
・
京
都
・
大
坂
な
ど
消
費
地
へ
向
け
て
の

漁
業
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

多
数
の
漁
業
者
が
い
て
、
高
度
な
漁
業
技
術

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
近
世
に
い
た
る
と
近

畿
各
漁
場
の
生
産
性
は
飽
和
状
態
に
達
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
機
会
さ
え
あ
れ
ば
他
国

へ
の
進
出
を
う
か
が
う
と
い
う
状
況
に
あ
っ

た
の
で
す
。

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
摂
津
の
森
孫
右

衛
門
ら
の
江
戸
進
出
、
お
よ
び
魚
河
岸
の
創

設
で
し
た
。
あ
ら
た
な
巨
大
城
下
町
の
誕
生

と
生
鮮
市
場
の
出
現
に
よ
っ
て
関
西
漁
業
は

堰
を
切
っ
た
よ
う
に
江
戸
を
中
心
と
す
る
関

東
地
方
に
流
入
し
ま
す
。

当
時
、
関
東
の
漁
業
は
い
ま
だ
に
原
始
漁

法
の
域
を
出
な
い
素
朴
な
も
の
で
、
先
進
的

な
関
西
漁
法
と
は
格
段
の
差
が
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
三
浦
浄
心
の
著
し
た
『
慶
長
見
聞

け
い
ち
ょ
う
け
ん
も
ん

集し
ゅ
う

』
に
は
、「
天
地
開
闢

か
い
び
ゃ
くよ

り
関
東
に
て
聞
き

も
及
ば
ぬ
海
底
の
大
魚
、
砂
底
の
貝
を
取
り

あ
ぐ
る
（
中
略
）
こ
の
地
獄
網
に
て
取
り
尽

く
し
ぬ
れ
ば
、
い
ま
は
十
の
一
つ
も
な
し
」

と
関
西
勢
の
大
量
漁
獲
に
対
し
資
源
枯
渇
の

危
惧
す
ら
記
さ
れ
て
い
ま
す
。（
ル
ビ
引
用
者
）

い
さ
さ
か
誇
張
し
た
表
現
で
す
が
、
浄
心
は

北
条
氏
に
仕
え
た
古
来
よ
り
の
関
東
人
。
漁

業
の
急
激
な
変
化
に
対
す
る
地
元
民
の
驚
き

を
率
直
に
伝
え
る
も
の
で
し
ょ
う
。

孫
右
衛
門
た
ち
が
特
権
を
得
た
の
は
論
功

行
賞
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
幕
府
は
城
内
の
鮮

魚
需
要
を
満
た
す
た
め
に
生
産
性
の
高
い
関

西
漁
民
を
積
極
的
に
江
戸
に
誘
致
し
ま
す
。

た
と
え
ば
摂
津
あ
た
り
の
出
身
と
さ
れ
る
深

川
八
郎
右
衛
門
が
一
族
と
と
も
に
江
戸
に
来

て
漁
師
町
を
つ
く
り
、
こ
れ
が
深
川
の
は
じ

ま
り
と
な
り
ま
す
。
か
れ
ら
は
孫
右
衛
門
と

は
別
の
系
統
で
す
が
、
や
は
り
「
家
康
入
国

以
来
」
と
い
う
伝
統
を
誇
り
漁
業
権
を
得
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
関
西
か
ら
移
住
し
漁

業
を
営
む
者
も
い
れ
ば
、
資
本
を
も
と
に
江

戸
に
魚
問
屋
を
開
く
者
も
数
多
く
現
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
魚
商
人
の
参
画
に
よ
っ
て
魚
河
岸
は

急
速
に
規
模
を
拡
大
し
た
の
で
す
。

関
西
漁
業
東
進
の
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と

し
て
棉
作
の
隆
興
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
国
時

代
末
期
に
渡
来
し
て
慶
長
年
間
に
畿
内
一
円

に
ひ
ろ
が
っ
た
棉
作
は
、
大
量
の
干
鰯

ほ
し
か

を
必

要
と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
棉
作
農
村
を
後
背

地
に
関
西
の
漁
民
は
イ
ワ
シ
を
求
め
て
東
海
、

関
東
、
さ
ら
に
は
東
北
、
北
海
道
ま
で
漁
場

を
拡
げ
ま
す
。
イ
ワ
シ
漁
は
大
き
な
網
、
数

多
く
の
船
を
必
要
と
し
、
漁
業
の
大
型
化
を

進
め
た
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
船
主
、

網
元
ら
が
商
業
資
本
に
よ
っ
て
大
き
く
な
り
、

漁
民
と
の
格
差
が
で
き
る
な
ど
漁
労
の
分
化

を
も
う
な
が
し
ま
し
た
。

関
西
漁
業
に
席
巻
さ
れ
た
関
東
の
漁
業
は

短
期
間
に
再
編
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
は

一
大
生
鮮
市
場
魚
河
岸
で
し
た
。
産
地
で
は

魚
河
岸
か
ら
の
距
離
に
よ
り
輸
送
の
難
易
と

魚
価
が
左
右
さ
れ
ま
し
た
。
生
鮮

品
を
届
け
ら
れ
る
流
通
圏
に
あ
る

と
、
魚
の
鮮
度
処
理
や
輸
送
手
段

で
あ
る
船
の
改
良
が
進
み
ま
す
。

近
世
で
は
純
粋
な
漁
村
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
ず
半
農
半
漁
と
い
う
形

態
を
と
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
圏

内
で
は
専
業
漁
村
も
生
ま
れ
ま
し

た
。
と
く
に
本
芝
浦
、
金
杉
浦
、

品
川
浦
、
大
井
御
林
浦

お
お
い
お
は
や
し
う
ら

、
羽
田
浦
、

お
よ
び
神
奈
川
県
の
生
麦
浦
、
新

宿
浦
、
神
奈
川
浦
を
「
御
菜
八
カ

浦
」
と
い
っ
て
幕
府
御
用
を
司
る

重
要
な
漁
場
で
し
た
。
こ
れ
ら
は

芝
・
金
杉
市
場
が
集
荷
に
あ
た
り

ま
す
が
、
事
実
上
多
く
の
荷
は
魚

河
岸
に
送
ら
れ
て
か
ら
御
膳
魚
と

し
て
上
納
さ
れ
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
生
鮮
品
の
出
荷
可
能

圏
内
か
ら
は
ず
れ
る
と
漁
村
と
し

て
成
立
せ
ず
、
海
浜
農
村
の
形
を

と
り
、
遠
距
離
出
荷
が
可
能
で
低

廉
な
五
十
集

い

さ

ば

も
の
（
干
物
、
塩
物
、

燻
製
な
ど
）
の
生
産
を
お
こ
な
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
干
鰯
の
需
要
も

多
く
、
外
房
の
村
で
は
生
と
乾
物
の
イ
ワ
シ

を
め
ぐ
っ
て
旅
人

た
び
に
ん

（
魚
を
集
め
て
送
る
産
地

仲
買
人
）
ら
が
荷
を
争
う
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

孫
右
衛
門
一
族
に
ラ
イ
バ
ル
出
現

魚
河
岸
の
急
激
な
発
展
に
は
関
西
漁
業
の

関
東
進
出
が
あ
り
ま
し
た
。
魚
問
屋
の
起
立

人
が
ほ
と
ん
ど
関
西
の
魚
商
人
で
あ
っ
た
こ

と
も
そ
れ
を
如
実
に
し
め
し
て
い
ま
す
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
当
初
の
問
屋
参
入
は
孫
右

衛
門
ゆ
か
り
の
者
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
過
当
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競
争
を
さ
け
る
た
め
一
定
数
以
上
の
問
屋
の

増
加
を
抑
制
も
し
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
す

べ
て
が
孫
右
衛
門
の
思
惑
ど
お
り
と
は
進
み

ま
せ
ん
で
し
た
。

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
活
鯛
納
人

い
け
だ
い
お
さ
め
に
ん

大
和
屋

や

ま

と

や

助す
け

五
郎

ご
ろ
う

の
登
場
は
孫
右
衛
門
一
族
に

よ
る
寡
占
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
し
た
。
大
和

桜
井
か
ら
き
て
本
小
田
原
町
に
居
住
し
た
こ

の
魚
商
人
は
孫
右
衛
門
と
は
所
縁

ゆ
か
り

の
な
い
ま

っ
た
く
の
新
参
者
。
し
か
し
か
れ
は
豊
富
な

財
力
と
ア
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
画
期
的
な
鮮
魚

流
通
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。

大
和
屋
助
五
郎
は
「
活
鯛
船

い
け
だ
い
ぶ
ね

」
と
呼
ば
れ

る
生
簀
を
備
え
た
運
搬
船
を
開
発
。
活
鯛
の

遠
隔
地
へ
の
輸
送
を
可
能
に
さ
せ
、
駿
河
、

遠
州
を
敷
浦

し
き
う
ら

と
し
て
江
戸
の
需
要
を
ほ
ぼ
独

占
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
培
わ
れ
た
輸

送
や
畜
養
の
技
術
は
後
世
に
残
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
産
地
に
多
額
の
仕
入
金
を
渡
し
て
お

き
、
漁
具
か
ら
賃
金
に
い
た
る
す
べ
て
を
手

当
し
た
う
え
で
、
広
く
そ
の
地
方
の
魚
を
引

き
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
特
定
の
産
地
仲
買
と
結
ん
で
魚
を
集
め
る

孫
右
衛
門
ら
従
来
の
問
屋
の
や
り
方
か
ら
ず

っ
と
進
ん
だ
も
の
で
、
こ
れ
以
後
は
助
五
郎

式
に
な
ら
っ
て
魚
問
屋
が
仕
入
金
で
産
地
を

支
配
す
る
図
式
が
顕
著
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

強
力
な
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
に
孫
右
衛
門
た

ち
は
警
戒
を
強
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
の
ち

に
組
合
を
設
立
し
、
営
業
規
則
が
定
め
ら
れ

た
り
す
る
の
は
、
新
興
勢
力
に
対
す
る
牽
制

の
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ

か
ら
百
年
の
時
を
経
て
孫
右
衛
門
と
大
和
屋

助
五
郎
の
子
孫
が
魚
河
岸
の
覇
権
を
か
け
て

争
う
事
件
も
勃
発
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
他
勢
力
の
参
入
は
自
然
な
流
れ
で

し
た
。
多
く
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
魚
河
岸

は
そ
の
規
模
も
機
能
も
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
拡

大
を
続
け
る
巨
大
都
市
の
需
要
は
業
者
の
思

惑
を
は
る
か
に
超
え
て
生
産
・
販
売
・
輸
送

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
た
え
ず
変
化
を
与
え
続

け
て
い
き
ま
し
た
。
魚
河
岸
を
つ
く
り
、
他

に
な
い
特
権
を
得
た
孫
右
衛
門
一
族
で
さ
え

も
、
変
化
の
波
に
の
ま
れ
る
こ
と
は
さ
け
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
す
。魚

河
岸
、
四
百
年
の
孤
独

寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
孫
右
衛
門
た
ち

は
鉄
砲
洲
沖
の
干
潟
百
間
四
方
を
拝
領
し
ま

す
。
そ
れ
か
ら
十
五
年
か
け
て
自
分
ら
で
工

事
を
行
い
、
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）、
造
成

完
了
し
た
拝
領
地
を
故
郷
に
な
ぞ
ら
え
て
佃

島
と
名
づ
け
ま
す
。
孫
右
衛
門
父
子
二
代
、

五
十
年
余
に
わ
た
っ
た
江
戸
漁
業
と
魚
河
岸

創
設
と
い
う
二
大
事
業
は
こ
こ
に
完
成
し
ま

し
た
。

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
家
康
江
戸
入

り
と
と
も
に
魚
河
岸
は
誕
生
し
た
―
―
そ
れ

は
史
実
の
う
え
で
は
正
し
く
な
く
て
も
、
孫

右
衛
門
の
偉
業
の
記
録
と
し
て
、
永
く
語
り

継
が
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
魚
河
岸
は
お
よ
そ

元
禄
期
に
最
盛
期
を
迎
え
、
先
述
の
よ
う
に

江
戸
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
景
気
を
み
ま
す
。

し
か
し
、
い
つ
の
時
代
も
他
の
商
工
業
者
と

は
一
線
を
画
す
存
在
で
し
た
。
自
然
の
産
物

を
扱
う
こ
と
か
ら
好
不
漁
に
よ
る
流
通
量
と

価
格
の
変
動
に
つ
ね
に
さ
ら
さ
れ
、
同
業
者

が
限
ら
れ
た
市
場
地
域
の
な
か
で
し
の
ぎ
を

削
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
大
き

く
儲
け
も
す
る
が
、
他
を
出
し
抜
く
迅
速
さ

も
要
求
さ
れ
、
売
場
は
喧
騒
と
競
争
に
明
け

暮
れ
て
い
き
ま
す
。
抗
争
や
騒
動
も
絶
え
ま

な
く
、
社
会
情
勢
の
変
化
と
と
も
に
大
多
数

の
業
者
は
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
魚
河
岸
の
宿
命
的
な
性
質
な
の
で

し
ょ
う
か
。
世
間
と
は
隔
絶
さ
れ
た
一
種
閉

鎖
的
な
商
売
の
な
か
で
清
濁
併
せ
呑
み
つ
つ

流
転
し
て
き
た
の
が
魚
河
岸
で
す
。
そ
の
状

況
は
現
代
に
お
い
て
も
さ
し
て
変
わ
ら
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
平
成
の
市
場
業
者
の
苦

悩
も
、
あ
る
い
は
四
百
年
前
に
孫
右
衛
門
が

感
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

御用魚の残余を市中で売ったのが魚河岸のはじまり（東京魚市場卸協同組合所蔵）

参
考
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岡
本
信
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・
木
戸
憲
成
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『
日
本
橋
魚
市
場
の
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史
』（
水
産
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九
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五
年
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魚
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百
年
編
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委
員
会
『
魚
河
岸
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戸
は
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た
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佃
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と
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魚
漁
業
』（
公
文
書
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年
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挿
絵
画
家
　
森
火
山
に
つ
い
て

森
火
山
（
本
名
森
薫
三
郎
）
は
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
日
本
橋

魚
河
岸
で
魚
問
屋
を
営
む
森
源
兵
衛
（
五
世
）
の
三
男
と
し
て
東

京
・
日
本
橋
区
本
船
町
に
生
ま
れ
る
。
火
山
も
同
業
の
西
長
（
本
小

田
原
町
）
で
働
く
か
た
わ
ら
、
独
学
で
絵
画
を
学
ぶ
。
そ
の
後
毎
夕

新
聞
、
時
事
新
聞
に
籍
を
置
き
、
大
正
五
年
結
成
の
東
京
漫
画
会
に

所
属
す
る
。
父
親
の
薫
陶
を
受
け
、
本
人
自
ら
「
日
本
橋
魚
河
岸
研

究
画
家
」
を
名
乗
り
、
多
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
江
戸
初
期
か
ら
大

正
時
代
に
及
ぶ
「
日
本
橋
魚
河
岸
の
人
と
暮
ら
し
と
商
い
」
を
絵
筆

に
よ
り
活
写
、
克
明
か
つ
史
料
的
価
値
が
高
い
膨
大
な
労
作
を
今
日

に
残
し
て
い
る
。
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
十
月
、
東
京
・
港
区

白
金
に
て
没
。

天
正
十
年

一
五
八
二

十
八
年

一
五
九
〇

※
こ
の
頃
よ
り
二
男
九
左
衛
門
ら
七
人
、
た
び
た
び
江
戸
に
わ
た
る

慶
長
三
年

一
五
九
八

四
年

一
五
九
九

五
年

一
六
〇
〇

六
年
（
？
）
一
六
〇
一

八
年

一
六
〇
三

九
年

一
六
〇
四

※
こ
の
頃
ま
で
に
孫
右
衛
門
一
族
の
最
初
の
移
住
が
完
了

十
一

一
六
〇
六

〜
十
二
年

〜
〇
七

十
五
年

一
六
一
〇

十
七
年

一
六
一
二

十
八
年

一
六
一
三

十
九
年

一
六
一
四

元
和
元
年

一
六
一
五

二
年

一
六
一
六

※
元
和
年
間
（
一
六
一
五
〜
二
四
）
に
魚
河
岸
は
順
次
拡
大
し
、

本
船
町
、
同
横
店
　
安
針
町
な
ど
も
市
場
地
域
と
な
る
。

※
こ
の
頃
、
町
奉
行
島
田
弾
正
忠
利
正
の
改
め
が
あ
り
、
魚
河
岸

が
正
式
認
可
さ
れ
る

寛
永
三
年

一
六
二
六

五
年

一
六
二
八

七
年

一
六
三
〇

正
保
元
年

一
六
四
四

明
暦
三
年

一
六
五
七

寛
文
二
年

一
六
六
二

父
孫
右
衛
門
、
家
康
住
吉
神
社
参
詣
の
折

に
初
の
謁
見
か
。
本
能
寺
の
変
起
こ
る

家
康
江
戸
入
府
。
こ
の
と
き
孫
右
衛
門

一
族
は
じ
め
て
江
戸
に
わ
た
る
。
長
男

名
主
職
を
継
ぎ
孫
右
衛
門
を
襲
名

豊
臣
秀
吉
死
す

父
孫
右
衛
門
、
伏
見
城
中
の
家
康
の
御

膳
魚
御
用
を
つ
と
め
る

関
が
原
の
戦
い

九
左
衛
門
が
道
三
堀
に
魚
河
岸
第
一
号

店
を
開
く

家
康
征
夷
大
将
軍
と
な
る
。
天
下
普
請

は
じ
ま
る
。
日
本
橋
架
設

家
光
誕
生
祝
の
御
用
を
つ
と
め
褒
美
を
賜

る日
本
橋
本
小
田
原
町
が
市
場
区
域
と
な

る
。
九
左
衛
門
ら
移
転

日
本
に
漂
着
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
ビ
ベ
ー

ロ
魚
市
場
を
見
る

こ
の
頃
、
佃
・
大
和
田
村
よ
り
漁
民
ら

三
十
四
名
の
移
住
が
は
じ
ま
る

佃
漁
民
ら
に
漁
業
特
権
の
免
許
状
が
下

さ
れ
る
。
安
藤
対
馬
守
老
中
職
に
就
く

大
坂
冬
の
陣
で
孫
右
衛
門
一
族
に
軍
功

大
坂
夏
の
陣
で
も
功
を
重
ね
、
焼
米
を

拝
領
。
大
坂
で
の
土
地
拝
領
は
固
辞

大
和
屋
助
五
郎
、
本
小
田
原
町
に
居
住

し
魚
店
を
開
く

本
芝
、
金
杉
の
魚
市
場
が
認
可
さ
れ
る

大
和
屋
助
五
郎
が
活
鯛
事
業
を
本
格
化

佃
の
漁
民
に
鉄
砲
洲
干
潟
が
下
賜
さ
れ
る

佃
島
が
完
成

明
暦
の
大
火

二
代
孫
右
衛
門
、
摂
津
佃
村
に
て
九
十

四
歳
で
死
去

関
　
連
　
年
　
表



和
風
洋
食
「
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
」
の
誕
生

日
本
に
初
め
て
カ
レ
ー
の
製
法
が
紹
介
さ
れ

た
の
は
、
明
治
五
年(

一
八
七
二
）
に
仮
名
垣
魯

文
が
著
し
た
『
西
洋
料
理
通
』
で
あ
る
。
こ
れ

は
当
時
横
浜
に
居
留
し
て
い
た
英
国
人
が
料
理

を
依
頼
し
た
際
、
賄
い
の
日
本
人
が
西
洋
の
料

理
方
法
を
細
か
く
記
録
し
て
い
た
メ
モ
帳
を
種

本
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
記
述
に
は
カ
レ
ー

粉
を
用
い
る
一
種
の
肉
料
理
で
、
皿
の
真
中
に

カ
レ
ー
を
入
れ
そ
の
ま
わ
り
を
輪
の
よ
う
に
米

飯
で
囲
む
も
の
で
あ
っ
た
。

カ
レ
ー
料
理
が
日
本
で
大
衆
化
し
て
い
く
の

は
即
席
カ
レ
ー
が
普
及
し
て
か
ら
で
あ
る
。
ま

ず
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）、
東
京
・
神

田
の
一
貫
堂
が
固
形
の
「
カ
レ
ー
の
た
ね
」
を

発
売
し
た
。
こ
れ
は
熱
湯
で
と
け
ば
す
ぐ
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
カ
レ
ー
粉
と
肉
を
調
合
、
乾
燥

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
大
正
三
年
（
一

九
一
四
）
に
は
日
本
橋
の
岡
本
商
店
が
「
ロ
ン

ド
ン
土
産
即
席
カ
レ
ー
」
を
売
り
出
し
、『
主

婦
之
友
』
が
全
国
的
に
取
次
販
売
を
行
っ
た
。

こ
の
和
製
即
席
カ
レ
ー
が
出
現
し
た
こ
と
で

カ
レ
ー
が
普
及
し
は
じ
め
た
。
こ
の
頃
に
は
肉

や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
タ
マ
ネ
ギ
入
り

の
と
ろ
り
と
し
た
栄
養
豊
富
な
和
風
洋
食
「
ラ

イ
ス
カ
レ
ー
」
の
原
形
が
出
来
上
が
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

兵
士
を
悩
ま
し
た
「
江
戸
患
い
」

江
戸
時
代
、
白
米
に
こ
だ
わ
っ
た
食
生
活
か

ら
脚
気
に
な
る
江
戸
人
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
十
四
代
将
軍
家
茂
も
そ
の
例
に
も
れ

ず
、
長
州
征
伐
の
と
き
に
大
坂
城
で
こ
の
脚
気

に
よ
り
亡
く
な
っ
て
い
る
。
後
に
な
っ
て
判
明

す
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
患
い
こ
そ
ビ
タ
ミ
ン
欠

乏
症
の
病
で
、
当
時
「
江
戸
患
い
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
七
年
（
一
八
七
一
）
に
勃
発
し
た

日
清
戦
争
で
も
こ
の
「
江
戸
患
い
」
が
災
い
し

て
い
た
。
日
本
軍
の
戦
死
者
千
人
に
対
し
て
、

病
死
し
た
兵
士
が
四
千
人
を
超
え
て
い
た
記
録

が
あ
る
。
海
軍
で
も
こ
の
病
で
戦
意
喪
失
す
る

兵
員
が
後
を
た
た
ず
、
戦
闘
遂
行
に
支
障
を
来

た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

海
軍
カ
レ
ー
の
ル
ー
ツ

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
英
国
で
の
医

学
留
学
を
終
え
帰
国
し
た
海
軍
軍
医
監
の
高
木

兼
寛
ら
の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
原
因
が
、
白
米

食
に
み
ら
れ
が
ち
な
栄
養
素
の
欠
落
（
ビ
タ
ミ

ン
不
足
）
か
ら
発
症
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

高
木
の
指
導
に
よ
り
兵
食
に
は
栄
養
に
富
む
食

材
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
脚
気
に
よ
る
兵
士
の

死
亡
率
を
激
減
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
帝
国
海
軍
・
横
須
賀
鎮
守
府
は
、

調
理
が
手
軽
で
肉
と
野
菜
の
双
方
か
ら
ビ
タ
ミ

ン
を
豊
富
に
摂
れ
る
カ
レ
ー
料
理
を
兵
食
に
推

奨
。
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）『
海
軍
割

烹
術
参
考
書
』
に
も
掲
載
し
普
及
に
努
め
た
。

高
木
は
そ
の
後
、
海
軍
大
医
監
に
昇
進
。
華
族

に
列
せ
ら
れ
男
爵
の
称
号
を
授
与
し
、
日
本
医

学
界
最
初
の
医
学
博
士
と
な
る
。

洋
食
化
し
た
最
初
の
海
軍
食
は
パ
ン
食
だ
っ

た
が
兵
員
に
は
人
気
が
な
く
、
パ
ン
か
ら
麦
飯
、

そ
し
て
再
び
米
飯
に
替
え
、
英
国
海
軍
が
常
食

し
て
い
る
カ
レ
ー
味
の
シ
チ
ュ
ー
を
メ
ニ
ュ
ー

に
採
用
。
米
飯
に
合
う
よ
う
に
と
、
と
ろ
味
を

つ
け
た
こ
の
和
風
洋
食
「
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
」
が
、

海
軍
カ
レ
ー
の
ル
ー
ツ
と
な
り
後
に
民
間
で
も

広
く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

カ
レ
ー
の
友
「
福
神
漬
」
の
登
場

ラ
イ
ス
カ
レ
ー
の
付
け
あ
わ
せ
と
し
て
欠
か

せ
な
い
福
神
漬
け
が
登
場
し
た
の
は
明
治
十
九

年
（
一
八
八
六
）。
考
案
者
は
上
野
池
の
端
の

「
酒
悦
」
主
人
野
田
清
衛
門
で
、
な
す
、
大
根
、

か
ぶ
な
ど
七
種
の
材
料
を
醤
油
と
味
醂
で
漬
け

た
も
の
を
、
七
福
神
に
ち
な
ん
で
「
福
神
漬
」

と
名
づ
け
た
。
こ
れ
は
た
ち
ま
ち
人
気
を
呼
び
、

新
し
い
東
京
名
物
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

カ
レ
ー
は
日
本
の
国
民
食
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）

度
の
農
水
省
統
計
に
よ
る
と
、
子
供
か
ら
老
人
ま
で
国
民
一
人
が
年
間
お
よ
そ
六
四

回
カ
レ
ー
を
食
べ
て
い
る
。
週
に
換
算
す
る
と
一
回
以
上
は
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
ん
な
身
近
な
カ
レ
ー
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
人
好
み

の
和
風
洋
食
「
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
」
と
な
っ
た
の
か
。

参
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）

・
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会
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フ
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花
の
パ
リ
か
ロ
ン
ド
ン
か

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ベ
ル
ギ
ー
で
寿
司
店

を
経
営
し
た
私
の
体
験
か
ら
す
る
と
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
す
し
ブ
ー
ム
は
ア
メ
リ
カ
よ

り
大
体
十
年
ほ
ど
遅
れ
て
始
ま
っ
た
と
み

て
間
違
い
な
い
と
思
う
。

か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
と
並
び
、

「
料
理
の
ま
ず
い
国
」
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
が

「
美
食
の
国
」
に
脱
皮
す
る
と
、
や
が
て
大

西
洋
を
へ
だ
て
て
向
か
い
合
う
イ
ギ
リ
ス

に
そ
の
影
響
が
及
び
、
つ
い
に
イ
ギ
リ
ス

に
も
「
モ
ダ
ン
・
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
よ

ば
れ
る
美
食
料
理
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
誕
生
の
過
程
を
み
て
い
く
と
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
が
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

に
気
が
つ
く
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
セ
レ
ブ
シ
ェ
フ
、
ジ

ャ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ォ
ン
グ
リ
ヒ
テ

ン
の
「
ヴ
ォ
ン
グ
」
が
、
ハ
イ
ド
パ
ー
ク

に
面
し
た
ナ
イ
ツ
ブ
リ
ッ
ジ
に
オ
ー
プ
ン

し
た
の
は
一
九
九
五
年
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ

ン
グ
リ
ヒ
テ
ン
が
フ
レ
ン
チ
と
タ
イ
料
理

の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
標
榜
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
本
店
を
開
い
た
の
は
九
二
年
の
こ

と
で
、
開
店
す
る
や
直
ち
に
『
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
タ
イ
ム
ズ
』
紙
が
最
高
の
四
つ
星
を

付
け
て
大
評
判
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

三
年
後
に
は
も
う
ロ
ン
ド
ン
に
進
出
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
の
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
店
の

進
出
が
ロ
ン
ド
ン
の
料
理
界
に
火
を
つ
け

た
の
だ
が
、「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
」
の
影
響
も
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

（
経
営
陣
に
も
調
理
場
に
も
全
く
日
本
人
が

い
な
い
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
を
こ
う
よ
ん
で

い
る
）。
九
五
年
の
創
業
の
「
ワ
ガ
マ
マ
」

と
い
う
店
は
、
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
に
ダ
ブ

リ
ン
に
ま
で
支
店
を
広
げ
、
〇
一
年
に
は

七
店
を
擁
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
日

本
食
と
言
っ
て
も
メ
イ
ン
は
ラ
ー
メ
ン
や

ヤ
キ
ソ
バ
で
、
他
に
も
ギ
ョ
ー
ザ
、
ヤ
キ

ト
リ
、
カ
ツ
、
カ
レ
ー
な
ど
も
出
し
て
い

る
が
、
味
は
イ
ギ
リ
ス
人
好
み
に
ア
レ
ン

ジ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
辛
い
チ
リ
ソ

ー
ス
の
ス
ー
プ
に
ス
テ
ー
キ
や
コ
リ
ア
ン

ダ
ー
を
の
せ
た
「
ビ
ー
フ
ラ
ー
メ
ン
」
と

か
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
ミ
ル
ク
の
入
っ
た
「
カ

レ
ー
ヤ
キ
ソ
バ
」
な
ど
。

回
転
ず
し
も
こ
の
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
ジ

ャ
パ
ニ
ー
ズ
の
一
環
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ

ン
ド
ン
の
回
転
ず
し
の
草
分
け
は
、
リ
ヴ
ァ

プ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
駅
構
内
に
九
四
年

に
開
店
し
た
「
モ
シ
・
モ
シ
・
ス
シ
」
だ

が
、
回
転
ず
し
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
は

九
七
年
に
ソ
ー
ホ
ー
に
開
店
し
た
「
ヨ

ー
！
ス
シ
」
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
ベ
ル
ト
コ

ン
ベ
ア
ー
の
長
さ
が
六
五
メ
ー
ト
ル
、
客

席
数
が
一
二
五
席
と
い
う
超
大
型
店
で
、

コ
ン
ベ
ア
ー
の
上
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
カ

バ
ー
さ
れ
た
す
し
の
皿
が
二
段
重
ね
に
な

っ
て
回
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
驚
く
。

自
走
式
の
箱
型
ロ
ボ
ッ
ト
が
ド
リ
ン
ク
を

配
っ
て
回
り
、
ダ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が

大
音
量
で
流
れ
て
い
る
。

パ
リ
ッ
子
が
回
転
ず
し
の
存
在
を
知
っ

た
の
は
、
オ
ペ
ラ
座
近
く
の
イ
タ
リ
ア
大

前
号
で
は
、
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
寿
司
事
情
に
つ

い
て
報
告
し
た
。
ま
ず
ア
ジ
ア
で
は
、
す
し
の
ご
先
祖
様

と
も
言
え
る
「
な
れ
ず
し
」
が
今
も
食
さ
れ
て
い
る
の
を

見
聞
し
た
。
お
隣
の
韓
国
で
は
「
シ
ッ
ケ
」、
台
湾
は
山

岳
民
族
の
タ
イ
ヤ
ル
族
が
造
っ
て
い
る
「
ト
ワ
メ
」、
そ

し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
も
昔
か
ら
「
ン
ガ
・
チ
ン
」
な
る
も

の
が
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
共
通
す
る
の
は
、
ど
れ
も
自
宅

で
手
造
り
で
き
る
も
の
で
、
す
し
と
比
べ
れ
ば
は
る
か
に

安
く
つ
く
れ
る
こ
と
だ
。

香
港
そ
し
て
中
国
本
土
（
上
海
・
北
京
・
広
州
）
に
も

す
し
ロ
ボ
ッ
ト
や
回
転
カ
ウ
ン
タ
ー
を
導
入
し
て
い
る
店

が
多
い
。
高
級
店
、
大
衆
向
け
薄
利
多
売
の
店
あ
り
、
飲

み
放
題
・
食
べ
放
題
の
看
板
も
目
に
付
く
。
す
し
文
化
が

着
実
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。上
海
は
、

八
十
年
代
後
半
に
ヤ
オ
ハ
ン
が
初
め
て
日
本
料
理
店
を
オ

ー
プ
ン
し
て
か
ら
で
、
今
で
は
二
百
軒
を
数
え
る
勢
い
だ
。

タ
イ
や
マ
レ
ー
シ
ア
は
す
し
文
化
が
着
実
に
根
付
い
て

い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
新
鮮
な
魚

介
類
を
供
給
で
き
る
巨
大
基
地
に
成
長
し
て
い
た
。

一
方
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
す
し
文
化
が
定
着
を
始

め
て
い
る
。
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
よ
う
に
立
ち
食
い
で
き
る

す
し
を
開
発
し
た
進
藤
さ
ん
や
、
生
魚
で
フ
ラ
ン
ス
料
理

と
日
本
料
理
の
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
成
功
さ
せ
世
界
各
国
か

ら
の
グ
ル
メ
を
う
な
ら
せ
て
い
る
和
久
田
さ
ん
が
、「
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
食
文
化
を
変
え
た
男
」
と
賞
賛
さ
れ
て

い
る
。「
生
魚
は
料
理
を
知
ら
な
い
野
蛮
人
が
食
べ
る
も

の
」
と
言
っ
た
西
洋
人
、
そ
し
て
「
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
、
今
で
は

競
っ
て
す
し
を
食
べ
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

前
号
の
あ
ら
す
じ

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
編 

欧
州
・
中
近
東
・
ア
フ
リ
カ
編 

花
の
パ
リ
か
ロ
ン
ド
ン
か

「ワガママ」は大テーブルの相席で、まるで学生食堂のよう

「ワガママ」の人気メニューのラーメンとヤキソバ



通
り
に
九
八
年
に
開
店
し
た
「
能
登
」
か

ら
で
あ
る
。
人
通
り
の
激
し
い
通
り
か
ら

ガ
ラ
ス
張
り
の
店
内
が
よ
く
見
え
る
の
で
、

道
行
く
人
々
が
立
ち
止
ま
っ
て
興
味
深
げ

に
の
ぞ
き
こ
む
。
店
名
通
り
、
こ
の
店
は

ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
「
能
登
」
を
経
営
す
る

シ
ャ
イ
社
が
、
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
と
共
同
出

資
で
パ
リ
に
進
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
能
登
以
来
、
フ
ォ
ア
グ
ラ
の
す
し

と
か
シ
ャ
ン
ペ
ン
を
供
す
る
フ
ラ
ン
ス
人

経
営
の
高
級
回
転
ず
し
の
店
も
出
来
た
が
、

こ
と
回
転
ず
し
に
関
す
る
限
り
、
パ
リ
は

ロ
ン
ド
ン
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
そ
れ
は

パ
リ
は
日
本
人
観
光
客
が
多
く
、
早
く
か

ら
本
格
的
す
し
店
が
数
多
く
出
来
て
い
て

ハ
イ
テ
ク
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
よ
り

も
料
理
の
実
質
性
を
重
ん
じ
る
フ
ラ
ン
ス

人
が
、
こ
ち
ら
の
店
の
方
に
足
し
げ
く
通

う
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
し
て
も
同
じ

で
、
五
百
店
と
も
言
わ
れ
る
す
し
店
の
中

で
も
、
回
転
ず
し
は
五
本
の
指
で
数
え
ら

れ
る
く
ら
い
し
か
な
い
。

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ス
キ
ポ
ー
ル
空
港

に
は
何
カ
所
も
の
シ
ー
フ
ー
ド
ス
タ
ン
ド

が
あ
っ
て
、
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
や
生
ニ

シ
ン
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
な
ど
と
共
に
パ
ッ

ク
詰
め
の
す
し
も
売
ら
れ
て
い
る
。
値
段

は
か
な
り
高
い
の
だ
が
、
日
本
行
き
に
乗

り
継
ぐ
団
体
客
が
喜
ん
で
買
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
最
近
に
な
っ
て
、
す
し
だ
け

を
専
門
と
す
る
「
白
鷺
」
と
い
う
店
が
出

来
た
。
こ
ち
ら
も
パ
ッ
ク
詰
め
な
の
だ
が
、

店
で
握
っ
た
出
来
た
て
を
売
っ
て
い
る
。

常
時
二
、
三
人
が
握
っ
て
い
る
が
全
員
日

本
人
だ
。

「
一
体
誰
が
経
営
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
？
」
と
気
に
し
な
が
ら
も
、
乗
り
継
ぎ

時
間
が
無
い
た
め
い
つ
も
横
目
で
見
な
が

ら
通
り
過
ぎ
て
い
た
。
あ
る
時
、
出
発
ま

で
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
つ
い
に
立
ち
寄

る
こ
と
が
出
来
た
。
応
対
し
て
く
れ
た
の

は
、
そ
れ
こ
そ
白
サ
ギ
の
よ
う
に
美
し
い

色
白
の
若
い
女
性
だ
っ
た
。
宇
佐
美
織
江

さ
ん
で
あ
る
。

で
、
織
江
さ
ん
は
、
長
野
の
調
理
師
学

校
に
い
た
時
に
、
学
校
に
白
鷺
か
ら
求
人

募
集
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
織
江
さ
ん

は
早
速
こ
れ
に
応
じ
、
卒
業
す
る
と
ハ
ー

グ
の
本
店
に
や
っ
て
き
た
。
や
が
て
同
じ

店
で
働
い
て
い
た
宇
佐
美
三
雄
さ
ん
と
結

婚
し
、
三
雄
さ
ん
が
空
港
店
の
責
任
者
に

任
命
さ
れ
た
の
で
、
夫
婦
揃
っ
て
こ
こ
で

働
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

こ
こ
で
ふ
と
思
っ
た
。
こ
の
空
港
店
は

「
白
鷺
」
で
は
な
く
「
お
し
ど
り
」
と
す
れ

ば
い
い
の
に
。

ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

に
開
業
し
た
の
は
一
九
七
一
年
だ
っ
た
。

ホ
テ
ル
内
の
懐
石
料
理
店
「
山
里
」
も
同

時
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

私
が
初
め
て
、
こ
の
山
里
を
訪
れ
た
の

は
八
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
料

理
長
の
大
島
晃
さ
ん
が
こ
ん
な
話
を
し
て

欧
州
唯
一
の
星
付
き
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン

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。

「ヨー！スシ」では二段重ねの皿が回る自走式ドリンク用ロボット。（近くに来た
ら好みを選ぶ）

スキポール空港のシーフードスタンド

「白鷺」の宇佐美三雄さんと織江さんのおしどり夫妻

「白鷺」のパック詰めすしは握りたて



く
れ
た
。「
こ
の
開
業
し
た
七
一
年
と
い
う

の
は
、
ち
ょ
う
ど
昭
和
天
皇
・
皇
后
の
ご

訪
欧
の
年
で
、
わ
た
し
ど
も
で
も
お
食
事

を
用
意
し
て
召
し
上
が
っ
て
頂
き
ま
し
た
。」

な
お
、
二
〇
〇
〇
年
、
今
上
天
皇
・
皇

后
の
訪
欧
時
に
も
、
大
島
さ
ん
が
陣
頭
指

揮
を
し
て
和
食
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
を
担
当
し
た

と
い
う
こ
と
も
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
知

っ
た
。

〇
二
年
、
一
七
年
ぶ
り
に
山
里
を
訪
ね

て
み
た
。
大
島
さ
ん
は
も
う
恐
ら
く
交
代

で
、
と
っ
く
に
日
本
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
何

と
、
前
回
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
、
若
々

し
い
姿
で
現
れ
た
の
で
驚
い
て
し
ま
っ
た
。

「
私
は
海
外
に
し
っ
か
り
と
し
た
日
本

料
理
を
普
及
さ
せ
た
い
と
い
う
希
望
を

前
々
か
ら
持
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ

で
オ
ー
ク
ラ
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
進
出

す
る
と
聞
い
て
す
ぐ
に
志
願
し
た
の
で
す

が
、
行
く
か
ら
に
は
現
地
に
骨
を
埋
め
よ

う
と
覚
悟
を
決
め
て
い
ま
し
た
。

結
局
三
十
年
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
お
蔭
様
で
う
ち
の
お
客
様
も
以
前
は

七
割
が
日
本
人
で
三
割
が
オ
ラ
ン
ダ
人
だ

っ
た
の
で
す
が
、
今
は
逆
転
し
て
オ
ラ
ン

ダ
人
が
七
割
に
な
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く

オ
ラ
ン
ダ
で
和
食
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
ね
」

実
は
〇
二
年
、
こ
こ
山
里
は
、『
ミ
シ
ュ

ラ
ン
』
か
ら
一
つ
星
を
取
得
し
た
。
こ
れ

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
和
食
レ
ス
ト
ラ
ン
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
は
初
め
て
の
快
挙
で
あ
る
。

（
以
降
毎
年
連
続
し
て
こ
の
一
つ
星
を
守
っ

て
い
る
が
、
今
な
お
山
里
以
外
の
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
で
星
を
得
て
い
る
店
は
な
い
）

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
ワ
ル
シ
ャ
ワ
ま
で
、

十
八
時
間
か
け
て
列
車
で
行
っ
た
。
飛
行

機
な
ら
た
っ
た
数
時
間
な
の
に
な
ぜ
こ
ん

な
酔
興
な
こ
と
を
し
た
か
と
言
う
と
、
一

度
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
経
験
し
て
み
た
か
っ

た
か
ら
だ
。

そ
れ
に
今
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
駅
で
ワ
ル

シ
ャ
ワ
行
き
の
切
符
が
即
座
に
買
え
る
の

だ
。
本
当
は
す
し
ブ
ー
ム
に
沸
い
て
い
る

モ
ス
ク
ワ
に
ま
で
行
け
ば
、「
シ
ベ
リ
ア
鉄

道
に
乗
っ
た
」
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る
の

だ
が
。
ロ
シ
ア
は
ビ
ザ
や
ら
面
倒
だ
し
、

鉄
道
で
は
ち
ょ
っ
と
時
間
が
か
か
り
す
ぎ

る
の
で
、
今
回
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
ま
で
で
我

慢
し
て
お
く
。

ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
中
央
駅
を
出
る
と
、
駅

前
に
は
近
代
的
高
層
ビ
ル
が
立
ち
並
ん
で

い
た
。
ホ
リ
デ
イ
・
イ
ン
の
看
板
も
見
え

る
。
目
の
前
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
航
空
の
ビ
ル

で
、
こ
こ
に
は
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
が
入

っ
て
い
る
。

こ
の
マ
リ
オ
ッ
ト
近
く
に
新
し
く
出
来

た
ビ
ル
の
一
階
に
、
回
転
ず
し
の
「
日
本

館
」
が
あ
る
。「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
も
回
転
ず

し
が
出
来
た
」
と
聞
い
て
、
は
る
ば
る
と

や
っ
て
来
た
の
だ
が
、
幸
い
経
営
者
の
福

永
俊
厚

と
し
ひ
ろ

さ
ん
に
会
え
て
、
開
業
の
い
き
さ

つ
を
詳
し
く
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。

そ
も
そ
も
福
永
さ
ん
は
飲
食
業
界
の
人

で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
は
東
京
で
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を

経
営
し
て
い
た
。
こ
の
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

か
ら
資
生
堂
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ガ
ー
ル
や

ミ
ス
ワ
ー
ル
ド
の
日
本
代
表
な
ど
を
送
り

出
し
た
と
い
う
。
八
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら

は
南
米
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
チ

リ
や
ブ
ラ
ジ
ル
で
美
人
を
ス
カ
ウ
ト
し
、

日
本
に
送
り
出
す
の
だ
。
や
が
て
八
九
年
、

東
欧
の
自
由
化
時
代
が
始
ま
っ
た
。

東
欧
と
言
え
ば
、
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
な
ど
、
こ
れ
ま
た
美
人

の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
こ
で
福
永
さ
ん
は
こ

ち
ら
に
乗
り
換
え
よ
う
と
八
九
年
、
今
度

は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
や
っ
て
来
た
。
初
め
仕

事
は
順
調
で
、
何
人
も
の
東
欧
美
人
が
日

本
に
渡
っ
た
。
と
こ
ろ
が
間
も
な
く
日
本

で
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
て
し
ま
っ
た
。

さ
あ
困
っ
た
。
し
か
し
ワ
ル
シ
ャ
ワ
が

大
層
気
に
入
っ
た
福
永
さ
ん
は
も
う
日
本

に
戻
る
気
は
な
い
と
、
昔
か
ら
料
理
を
す

る
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
日
本
レ
ス
ト

ラ
ン
を
や
る
こ
と
に
決
め
た
。
板
前
は
雇

わ
ず
に
自
分
が
調
理
す
る
「
東
京
」
レ
ス

ト
ラ
ン
を
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
九
二
年
だ

っ
た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
は
当
時
九
〇
年
に

オ
ー
プ
ン
し
た
「
燕
」
と
い
う
日
本
レ
ス

ト
ラ
ン
が
一
軒
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
頃

東
欧
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
て

オークラ「山里」の大島晃総料理長

「山里」の落ち着いた日本調の雰囲気には心がなごむ

欧州最古の日本レストラン「日本館」（デュッセルドルフ）

東欧美人のウェイトレスと福永さん



日
本
人
駐
在
員
が
三
百
人
は
い
た
の
で
、

両
者
は
共
存
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

ワ
ル
シ
ャ
ワ
か
ら
の
帰
り
は
、
ま
ず
ベ

ル
リ
ン
で
途
中
下
車
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
セ
ン
タ
ー
の
中
に
あ
る
観

光
案
内
所
に
行
く
と
、
同
じ
ビ
ル
に
「
大

都
会
」
が
あ
る
と
言
う
。
日
本
人
の
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
が
い
て
、「
ベ
ル
リ
ン
に
は
今
七

十
軒
の
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
っ
て
、
す

し
も
大
人
気
で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

回
転
ず
し
だ
け
で
も
五
、
六
軒
は
あ
る
と

も
言
う
。

ポ
ツ
ダ
ム
広
場
に
近
い
大
き
な
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
中
に
、「
ス
シ
・
サ
ー
ク

ル
」
と
い
う
回
転
ず
し
の
店
が
あ
っ
た
。

経
営
者
は
ド
イ
ツ
人
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
に
一
号
店
を
開
く
と
た
ち
ま
ち
三
店
に

増
や
し
、
や
が
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ハ
ン
ブ

ル
グ
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
そ
し
て
こ

の
ベ
ル
リ
ン
へ
と
快
進
撃
を
続
け
て
き
た

と
い
う
。

ベ
ル
リ
ン
か
ら
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に

回
っ
た
。
ま
だ
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
日

本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
無
か
っ
た
時
代
、
こ
こ

を
訪
れ
た
当
時
の
岸
信
介
首
相
が
、「
ド
イ

ツ
人
を
招
待
で
き
る
よ
う
な
立
派
な
日
本

料
理
店
が
あ
っ
た
ら
な
あ
」
と
言
っ
た
の

が
き
っ
か
け
で
、
一
九
六
四
年
に
レ
ス
ト

ラ
ン
「
日
本
館
」
が
誕
生
し
た
。
パ
リ
の

「
た
か
ら
」
と
並
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古
の
日

本
レ
ス
ト
ラ
ン
で
あ
る
。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
「

か
く
」
あ

り
、
と
の
評
判
を
聞
い
て
い
た
。
こ
の
店

の
経
営
者
で
す
し
職
人
伊
藤
文
男
さ
ん
が
、

日
本
館
か
ら
招
か
れ
て
や
っ
て
来
た
の
は

一
九
六
四
年
で
、
十
七
年
間
勤
め
た
後
、

八
一
年
に
独
立
し
て
「

か
く
」
を
開
い

た
。伊

藤
さ
ん
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
以
前

に
も
海
外
に
出
て
い
る
。
一
九
五
九
年
、

二
十
二
歳
の
時
に
、
そ
れ
ま
で
働
い
て
い

た
、
日
本
橋
の
料
亭
「
き
か
く
」
が
香
港

へ
進
出
し
た
た
め
に
出
向
し
た
の
だ
。
そ

れ
で
「
海
外
に
出
た
最
初
の
す
し
職
人
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。
今
は
も
う
カ
ウ
ン
タ

ー
に
立
っ
て
す
し
を
握
っ
て
は
い
な
い
が
、

毎
日
キ
ッ
チ
ン
の
中
で
目
を
光
ら
せ
て
い

る
と
い
う
。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
二
番
目
に
古
い

の
が
、
七
三
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
大
都

会
」
だ
。
東
京
・
高
田
馬
場
の
レ
ス
ト
ラ

ン
「
大
都
会
」
が
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
と
共
同

で
進
出
し
た
。
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
醤
油
を
宣
伝
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
、

こ
の
誘
い
に
乗
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
、
そ
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
支
店
を

持
つ
。
メ
イ
ン
は
鉄
板
焼
き
な
の
だ
が
、

最
近
す
し
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
。
日
本
の

大
都
会
か
ら
直
接
派
遣
さ
れ
た
と
言
う
、

こ
れ
ま
た
美
人
の
深
津
絵
里
さ
ん
が
、
一

生
懸
命
す
し
を
握
っ
て
い
た
。

Ｕ
Ａ
Ｅ
（
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
）
は
、

一
九
七
一
年
に
ド
バ
イ
、
ア
ブ
ダ
ビ
な
ど

七
つ
の
首
長
国
が
連
合
し
て
、
一
つ
の
独

立
国
と
な
っ
た
。
首
都
は
ア
ブ
ダ
ビ
で
あ

る
。日

本
の
原
油
輸
入
相
手
国
の
第
一
位
は

こ
の
Ｕ
Ａ
Ｅ
で
、
全
輸
入
総
量
の
三
分
の

一
を
占
め
て
い
る
。

ド
バ
イ
空
港
に
到
着
し
た
が
、
ド
バ
イ

市
内
は
後
ま
わ
し
に
し
て
、
す
ぐ
に
ア
ブ

ダ
ビ
に
向
か
う
。
ド
バ
イ
と
ア
ブ
ダ
ビ
の

間
は
、
乗
り
合
い
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
間

断
な
く
走
っ
て
い
る
。
砂
漠
の
中
を
片
側

四
車
線
と
い
う
広
い
道
路
が
続
く
が
、
車

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
信
号

な
ど
無
い
の
で
二
時
間
足
ら
ず
で
着
い
て

し
ま
っ
た
。

ア
ブ
ダ
ビ
の
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
に
は
、

「
慶
」
と
い
う
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
が
入
っ
て

い
る
。
慶
レ
ス
ト
ラ
ン
グ
ル
ー
プ
の
ひ
と

つ
で
、
こ
こ
は
八
一
年
の
オ
ー
プ
ン
だ
が
、

最
初
の
店
を
八
十
年
に
ク
エ
ー
ト
の
メ
リ

デ
ィ
ア
ン
ホ
テ
ル
の
中
に
開
く
や
、
続
い

て
バ
ー
レ
ー
ン
の
ヒ
ル
ト
ン
の
中
に
開
い

た
。
す
な
わ
ち
た
つ
た
一
年
で
ペ
ル
シ
ァ

湾
岸
に
沿
っ
て
三
店
を
作
っ
て
し
ま
っ
た

わ
け
だ
。
経
営
者
は
日
本
人
で
、
か
つ
て

ク
エ
ー
ト
王
室
に
大
き
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

を
持
つ
て
い
て
、
石
油
関
連
の
フ
ィ
ク
サ

ー
と
し
て
活
躍
し
た
人
だ
そ
う
だ
。

こ
の
店
で
ち
ょ
う
ど
ラ
ン
チ
を
食
べ
に

来
た
「
サ
ミ
ッ
ト
」
の
樋
口
春
徳
社
長
に

出
会
っ
た
。
こ
ち
ら
か
ら
訪
ね
て
い
く
と

こ
ろ
だ
っ
た
の
で
好
都
合
だ
っ
た
。
サ
ミ

ッ
ト
は
コ
ス
モ
石
油
の
子
会
社
で
、
ア
ブ

ダ
ビ
石
油
会
社
の
、
海
上
に
あ
る
油
田
基

地
な
ど
に
日
本
食
品
を
供
給
し
て
い
る
。

こ
こ
は
大
勢
の
日
本
人
が
働
い
て
い
る
か

ら
だ
。

ド
バ
イ
に
戻
っ
て
、
ハ
イ
ア
ッ
ト
ホ
テ

ル
の
日
本
人
レ
ス
ト
ラ
ン
「
京

み
や
こ

」
を
訪
ね

た
。
こ
の
店
は
ホ
テ
ル
の
直
営
で
あ
る
。

総
料
理
長
の
古
川
信
治
さ
ん
は
最
近
着
任

し
た
ば
か
り
だ
が
、
こ
の
古
川
さ
ん
の
海

外
歴
が
凄
い
。
か
つ
て
東
京
プ
リ
ン
ス
に

い
た
の
だ
が
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
を
皮
切
り

に
海
外
に
出
た
。
以
後
バ
ー
レ
ー
ン
、
デ

ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
マ
ニ
ラ
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

石
油
と
砂
漠
の
国
に
も

「大都会」の深津絵里さん。笑顔が実にいい

海外に出た最初のすし職人「 かく」の伊藤さん

「慶」のウェイトレスのヨウコさん.この内装は日本
からの大工さんが作った

地元スーパーに新設された日本食品コーナーと
「サミット」の樋口さん



ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
長
い
所
で

四
年
、
平
均
す
る
と
二
年
ご
と
に
店
を
替

わ
っ
て
き
た
と
い
う
。

今
は
毎
朝
魚
市
場
に
寄
っ
て
、
魚
の
買

い
付
け
を
済
ま
せ
て
か
ら
ホ
テ
ル
に
出
勤

し
て
い
る
そ
う
だ
。

も
っ
と
も
ホ
テ
ル

か
ら
魚
市
場
ま
で
は
歩
い
て
五
分
位
な
の

だ
が
。
私
も
そ
の
魚
市
場
を
見
て
き
た
。

荷
台
に
大
き
な
水
槽
を
積
ん
だ
ト
ラ
ッ

ク
が
何
台
も
止
ま
っ
て
い
て
、
活
き
た
魚

を
売
っ
て
い
る
が
、
大
半
は
屋
根
も
な
い

直
射
日
光
の
当
た
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
シ

ー
ト
を
敷
き
、
そ
の
上
に
魚
を
無
造
作
に

並
べ
て
い
る
。

古
川
さ
ん
は
、「
冬
は
と
も
か
く
、
真
夏

は
五
〇
度
に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
と
て
も

す
し
や
刺
身
に
は
使
え
ま
せ
ん
よ
。
だ
か

ら
夏
は
日
本
か
ら
の
冷
凍
物
が
主
体
に
な

り
ま
す
」
と
語
っ
た
。
す
し
カ
ウ
ン
タ
ー

は
小
さ
く
、
五
、
六
人
も
座
れ
ば
い
っ
ぱ

い
だ
。
握
る
の
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
ネ
パ

ー
ル
人
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
十
五
年
と
五
年
の

経
験
が
あ
る
と
い
う
。

地
元
産
の
ハ
ム
ー
ル
と
い
う
魚
は
実
に

美
味
だ
っ
た
。
ハ
タ
科
の
白
身
魚
で
日
本

で
い
う
と
、
ク
エ
に
近
い
魚
だ
そ
う
だ
が
、

コ
リ
コ
リ
と
歯
応
え
も
し
っ
か
り
し
て
い

る
。
地
元
産
は
他
に
タ
イ
や
ア
ジ
が
あ
る
。

マ
グ
ロ
は
隣
の
オ
マ
ー
ン
か
ら
、
ま
た

時
々
地
中
海
マ
グ
ロ
が
入
る
。
あ
と
は
タ

コ
、
帆
立
、
赤
貝
、
北
寄
貝
、
ハ
マ
チ
、

サ
バ
、
イ
ク
ラ
な
ど
全
部
日
本
か
ら
の
冷

凍
物
で
あ
る
。
コ
メ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

米
を
使
っ
て
い
る
。

キ
ャ
ビ
ア
の
す
し
も
あ
っ
た
。
キ
ャ
ビ

ア
は
ペ
ル
シ
ァ
湾
の
向
こ
う
側
の
イ
ラ
ン

が
本
場
な
の
で
、
他
よ
り
は
安
く
手
に
入

る
よ
う
だ
。
古
川
さ
ん
特
製
の
「
キ
ャ
ビ

ア
茶
漬
け
」
を
御
馳
走
に
な
っ
た
。
白
い

ご
飯
の
上
に
キ
ャ
ビ
ア
が
山
盛
り
に
の
っ

て
い
る
。
そ
の
量
が
ハ
ン
パ
で
は
な
い
か

ら
、
茶
漬
け
一
杯
が
九
二
米
ド
ル
も
す
る
。

キ
ャ
ビ
ア
を
十
分
に
堪
能
し
た
が
、
後
に

も
先
に
も
こ
ん
な
に
高
い
茶
漬
け
は
食
べ

た
こ
と
が
な
い
。

ド
バ
イ
に
も
回
転
ず
し
が
出
来
て
い
る
。

超
豪
華
ホ
テ
ル
の
「
エ
ミ
レ
ー
ツ
・
タ

ワ
ー
」
の
中
の
、
二
百
五
十
席
を
有
す
る

日
本
レ
ス
ト
ラ
ン
「
ト
ー
キ
ョ
ー
・
ア
ッ

ト
・
ザ
・
タ
ワ
ー
」
が
、
〇
〇
年
に
四
十

六
席
の
回
転
ず
し
用
特
別
室
を
設
け
た
の

だ
。
こ
の
店
も
ホ
テ
ル
の
直
営
な
の
だ
が
、

さ
す
が
金
持
ち
の
泊
ま
る
ホ
テ
ル
だ
。
回

転
ず
し
の
せ
せ
こ
ま
し
さ
は
な
く
ゆ
っ
た
り

と
し
た
客
席
配
置
で
、
コ
ン
ベ
ア
ー
が
な

け
れ
ば
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
の
趣
き
で
あ
る
。

喜
望
峰
に
や
っ
て
来
た
。

食
文
化
史
上
、
こ
の
喜
望
峰
発
見
は
一

大
エ
ポ
ッ
ク
と
言
っ
て
よ
い
。
喜
望
峰
回

り
の
航
路
が
拓
か
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
ま

で
高
価
で
手
の
出
な
か
っ
た
ア
ジ
ア
の
香

辛
料
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
量
に
出
回
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
西
洋
料
理
が
発
達
し
た
か

ら
で
あ
る
。

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
日
本
レ
ス
ト
ラ
ン

「
寿
」
は
一
九
九
一
年
の
創
業
で
あ
る
。
古

い
建
物
を
改
装
し
て
い
る
の
で
天
井
が
高

い
。
暖
炉
も
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
し
、

す
し
カ
ウ
ン
タ
ー
の
上
に
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

が
下
が
っ
て
い
る
と
い
う
、
和
洋
折
衷
の

内
装
で
あ
る
。
経
営
者
の
窪
川

く
ぼ
か
わ

智
士

さ
と
し

さ
ん

か
ら
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
す
し
事
情
、
マ

グ
ロ
事
情
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。

ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
は
日
本
の
マ
グ
ロ
漁
船

の
基
地
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
昔
は
こ
の
マ

グ
ロ
船
の
日
本
人
船
員
が
大
挙
し
て
こ
の

店
に
や
っ
て
来
て
、
飲
め
や
歌
え
の
大
騒

ぎ
を
く
り
広
げ
た
そ
う
だ
。
ケ
ー
プ
タ
ウ

ン
に
上
陸
し
て
、
長
か
っ
た
船
上
の
苦
労

を
一
気
に
発
散
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
や
が
て
マ
グ
ロ
船
が
減
船
に
な
っ

た
上
、
給
料
の
高
い
日
本
人
の
代
わ
り
に

ベ
ト
ナ
ム
人
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
を
雇
う

よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
以
前
な
ら
一
隻
に

三
十
人
は
い
た
日
本
人
船
員
が
わ
ず
か
六
、

七
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら

が
店
に
来
て
も
以
前
の
よ
う
な
盛
り
上
が

り
は
な
く
、
お
と
な
し
く
飲
ん
で
食
べ
て

帰
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
、
店

は
今
大
分
不
景
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

言
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
の
マ

グ
ロ
船
は
イ
ン
ド
洋
の
南
か
ら
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
か
け
て
出
漁
し
て
ミ
ナ
ミ
マ
グ

ロ
を
獲
っ
て
く
る
の
だ
と
ば
か
り
思
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
窪
川
さ
ん
に
よ
る
と
、

マ
グ
ロ
船
基
地
の
す
し
屋
さ
ん

「京」の総料理長古川さんの海外歴は凄い売り手は日陰で魚は炎天下

これがハムール。見かけは悪いが味は格別

古川さん特製のキャビア茶漬けは92米ドル

「寿」の天井に高くシャンデリアが下がっている。
窪川さんとアフリカ人のウエイター



ミ
ナ
ミ
マ
グ
ロ
の
時
期
は
四
〜
九
月
の
期

間
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
時
期
は
遥
か
カ

ナ
ダ
沖
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
沖
ま
で
出
か

け
、
本
マ
グ
ロ
を
追
っ
か
け
て
い
る
の
だ

と
い
う
。
そ
し
て
獲
れ
た
マ
グ
ロ
を
日
本

に
運
ば
ず
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
ま
で
積
ん
で

戻
っ
て
く
る
の
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
は
こ
こ

か
ら
日
本
に
向
け
て
マ
イ
ナ
ス
六
十
度
の

冷
凍
船
が
定
期
的
に
出
航
し
て
い
る
か
ら

で
、
船
が
満
杯
に
な
る
よ
う
な
大
漁
の
時

は
日
本
に
向
か
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
滅

多
に
な
い
の
で
、
一
度
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に

戻
っ
て
獲
れ
た
分
だ
け
定
期
運
搬
船
に
託

し
、
す
ぐ
ま
た
出
漁
す
る
。
こ
の
方
が
経

済
的
に
効
率
が
よ
い
の
だ
。
な
お
運
搬
船

が
日
本
か
ら
の
帰
り
に
日
本
食
品
を
積
ん

で
く
る
の
で
、
マ
グ
ロ
船
は
こ
れ
を
仕
入

れ
て
出
航
す
る
。

ま
た
船
の
定
期
修
理
も
、
い
ち
い
ち
日

本
に
戻
ら
ず
に
こ
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
で
行

う
。
船
が
ド
ッ
グ
に
入
っ
て
い
る
間
、
日

本
人
船
員
は
飛
行
機
で
日
本
に
里
帰
り
す

る
の
だ
そ
う
だ
。

「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
シ
」
の
看
板
を

掲
げ
た
「
港
」
は
、
村
岡
初
代

は
つ
し
ろ

・
千
恵
子

夫
妻
が
二
人
だ
け
で
キ
ッ
チ
ン
を
切
り
盛

り
し
て
い
る
。
す
し
カ
ウ
ン
タ
ー
は
な
く
、

村
岡
さ
ん
は
キ
ッ
チ
ン
の
中
で
す
し
を
握

る
。
千
恵
子
夫
人
は
天
ぷ
ら
や
揚
げ
出
し

豆
腐
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
。
夫
人
が
揚

げ
た
熱
々
の
海
老
天
二
本
に
ア
ボ
カ
ド
と

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
加
え
て
裏
巻
き
に
し
た
ダ

イ
ナ
マ
イ
ト
・
ロ
ー
ル
が
人
気
だ
そ
う
だ
。

「
最
初
は
カ
ラ
オ
ケ
バ
ー
の
店
に
し
た

ん
で
す
。
し
か
し
日
本
人
の
船
員
が
だ
ん

だ
ん
少
な
く
な
っ
て
売
り
上
げ
が
上
が
ら

な
く
な
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
流
行
り
だ

し
た
す
し
ブ
ー
ム
に
便
乗
し
て
す
し
の
店

に
変
え
た
ん
で
す
よ
。
お
蔭
様
で
今
は
毎

日
忙
し
く
て
大
変
で
す
」
と
は
言
う
も
の

の
、
昼
は
店
も
開
け
ず
に
営
業
は
夜
の
七

時
か
ら
の
み
で
、
土
・
日
は
完
全
に
休
み
。

さ
ら
に
忙
し
く
て
魚
が
な
く
な
っ
て
し

ま
う
と
、
九
時
に
は
店
の
ド
ア
を
閉
め
て

し
ま
う
こ
と
も
度
々
あ
る
。
つ
ま
り
一
日

に
た
っ
た
二
時
間
の
営
業
だ
。

「
え
え
、
そ
こ
そ
こ
に
儲
か
れ
ば
い
い

ん
で
す
。
も
う
け
よ
り
も
お
客
さ
ん
の
喜

ぶ
顔
を
見
る
の
が
一
番
う
れ
し
い
で
す
よ
。

そ
れ
か
ら
私
共
が
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
に
魅
か

れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
だ
と
毎
日
ゴ
ル
フ

が
出
来
る
か
ら
な
ん
で
す
」

土
・
日
は
言
う
ま
で
も
な
く
。
平
日
も

ゴ
ル
フ
場
に
行
く
。
だ
か
ら
営
業
は
夜
だ

け
な
の
だ
が
、

「
ワ
ン
ラ
ウ
ン
ド
終
え
て
か
ら
近
く
の

漁
港
に
行
く
と
、
ち
ょ
う
ど
船
が
帰
っ
て

く
る
頃
で
、
船
か
ら
直
接
魚
を
仕
入
れ
て
、

そ
れ
か
ら
店
に
く
る
ん
で
す
」

さ
て
村
岡
さ
ん
に
は
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ

の
他
に
も
う
ひ
と
つ
の
顔
が
あ
る
。
テ
レ

ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
ス
タ
ー
な
の
で
あ
る
。

お
蔭
で
地
方
の
人
に
は
、
こ
の
店
は
「
ス

タ
ー
の
店
」
と
し
て
有
名
で
、
そ
れ
が
店

の
繁
盛
に
か
な
り
貢
献
し
て
い
る
。

（
文
中
の
写
真
は
す
べ
て
筆
者
撮
影
）

前
号
の
コ
ラ
ム
で
は
、
世
界
に
広
が
り
を
見

せ
て
い
る
す
し
文
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
食

に
同
化
し
変
容
を
は
じ
め
て
い
る
様
子
を
紹
介

し
た
。
同
様
に
す
し
に
は
欠
か
せ
な
い
醤
油
に

つ
い
て
も
、
高
級
店
は
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
で
あ
っ

た
り
、
薄
利
多
売
の
大
衆
店
で
は
中
国
や
東
南

ア
ジ
ア
産
の
醤
油
を
置
い
て
い
る
な
ど
、
日
本

に
い
て
は
想
像
も
つ
か
な
い
各
国
各
店
そ
れ
ぞ

れ
の
事
情
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
も
す
し
に
は
欠
か
せ
な
い
ワ
サ
ビ
の
こ

と
だ
が
、
日
本
の
特
産
品
で
あ
る
本
ワ
サ
ビ
は

国
際
間
の
植
物
防
疫
法
が
あ
り
簡
単
に
は
輸
出

入
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
本

ワ
サ
ビ
を
使
え
る
の
は
最
高
級
店
に
限
ら
れ

る
。
現
地
の
店
の
ほ
と
ん
ど
が
粉
ワ
サ
ビ
を
溶

い
て
使
う
が
、
少
し
高
級
店
に
な
る
と
、
日
本

の
ス
ー
パ
ー
で
も
見
か
け
る
チ
ュ
ー
ブ
に
入
っ

た
練
り
ワ
サ
ビ
を
使
っ
て
い
る
店
も
あ
る
。

ガ
リ
は
日
本
製
や
台
湾
製
が
輸
出
さ
れ
て
い

る
が
、
最
近
ア
メ
リ
カ
で
は
、
メ
キ
シ
コ
で
と

れ
た
シ
ョ
ウ
ガ
を
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
ガ
リ
に
加

工
し
た
も
の
が
出
回
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、

中
南
米
の
あ
る
す
し
店
で
は
、
輸
入
品
の
ガ
リ

は
価
格
に
跳
ね
返
る
と
い
う
こ
と
で
、「
並
ず

し
」
に
は
ガ
リ
は
添
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

世
界
の
寿
司
を
知
る
コ
ラ
ム

ドックに並ぶ定期修理中の日本のマグロ船。（後ろにテーブルマ
ウンテン）

「港」の看板には、かつてのカラオケバーの名残りが

「港」のすしはネタの切りっぷりも豪快

２人揃って昼はゴルフで、夜はキッチン
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