
谷
崎
潤
一
郎
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
論

︱
︱
﹁
美
食
﹂
を
語
る
裏
に
あ
る
も
の
︱
︱

小

林

珠

子

１

谷
崎
潤
一
郎
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂︵
一
九
一
九
︵
大
正
八
︶
年
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄︶
は
︑
美
食
倶
楽
部
の
会
員
で
あ
る
﹁
Ｇ
伯
爵
﹂
が
︑﹁
美
食
﹂

の
享
受
者
か
ら
︑
提
供
者
へ
と
変
貌
す
る
さ
ま
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
︒﹁
Ｇ
伯
爵
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
︑
美
食
倶
楽
部
の
会
員
た
ち
は
︑﹁
平

凡
な
﹁
美
食
﹂﹂
に
は
何
の
感
動
も
覚
え
な
く
な
っ
て
い
た
︒﹁
狂
ひ
死
に
死
ん
で
し
ま
ふ
音
楽
に
も
似
た
﹂︑
﹁
美
食
﹂
を
求
め
て
い
た
﹁
Ｇ
伯

爵
﹂
は
あ
る
晩
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
と
い
う
建
物
を
発
見
す
る
︒﹁
浙
江
会
館
﹂
で
は
︑﹁
熱
心
な
ガ
ス
ト
ロ
ノ
マ
ア
﹂
で
あ
る
支
那
人
達
の
﹁
宴
会
﹂

が
催
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
﹁
宴
会
﹂
を
目
に
し
た
後
︑﹁
Ｇ
伯
爵
﹂
は
美
食
の
享
受
者
か
ら
提
供
者
へ
と
姿
を
変
え
る
︒

﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
は
︑
谷
崎
の
︿
支
那
趣
味(１

)

﹀
の
作
品
の
一
つ
で
あ
り
︑
美
食
家
で
大
食
家
の
谷
崎
が
﹁
あ
く
な
き
食
へ
の
関
心(

２
)

﹂
を
描
い
た

代
表
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
に
描
か
れ
る
の
は
︑﹁
食
へ
の
関
心
﹂
だ
け
で
は
な
い
︒
本
作
で
は
﹁
食
へ
の

関
心
﹂
と
同
時
に
︑
谷
崎
の
﹁
言
葉
へ
の
関
心
﹂
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(３

)

︒
本
作
で
展
開
さ
れ
る
﹁
言
葉
へ
の
関
心
﹂
が
い
か
な
る
も

の
か
︑
本
文
に
沿
い
な
が
ら
︑
考
察
し
て
い
こ
う
︒
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２

作
者
は
︑
Ｇ
伯
爵
が
そ
の
晩
そ
の
阿
片
喫
煙
室
の
穴
か
ら
見
た
と
こ
ろ
の
隣
室
の
宴
会
の
模
様
を
︑
茲
に
精
し
く
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
が
あ
る
︒
が
︑
そ
の
会
の
会
長
が
参
会
者
の
人
選
を
厳
密
に
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
︑
読
者
の
人
選
を
厳
密
に
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
限
り
︑
そ
の
模
様
を
赤
裸
々
に
発
表
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
︒
た
ゞ
︑
そ
の
一
晩
の
目
撃
に
依
つ
て
︑
ど
れ
ほ

ど
伯
爵
が
平
素
の
渇
望
を
癒
し
得
た
か
︑
さ
う
し
て
そ
の
後
︑
料
理
に
対
す
る
伯
爵
の
創
意
と
才
能
と
が
︑
ど
れ
ほ
ど
長
足
の
進
歩
を
遂

げ
た
か
︑
そ
れ
を
読
者
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

伯
爵
が
︑
い
か
に
﹁
平
素
の
渇
望
﹂
を
癒
し
︑
料
理
に
対
す
る
﹁
創
意
と
才
能
と
が
︑
ど
れ
ほ
ど
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
か
﹂
を
読
者
へ
﹁
報

告
﹂
す
る
た
め
に
︑﹁
作
者
﹂
は
︑
Ｇ
伯
爵
が
主
催
し
た
﹁
美
食
の
会
﹂
の
﹁
献
立
﹂
を
書
き
記
し
て
い
く
︒

先
づ
第
一
夜
の
宴
会
の
献
立
か
ら
︑
順
を
追
う
て
次
に
書
き
記
し
て
み
よ
う
︒

清
湯
燕
菜

鶏
粥
魚
翅

蹄
筋
海
参

焼
烤
全
鴨

炸
八
塊

龍
戯
球

火
ò
白
菜

抜
絲
山
薬

玉
蘭
片

雙
冬
笋

﹁
献
立
﹂
と
は
︑
料
理
の
内
容
を
知
る
た
め
に
あ
る
︒﹁
献
立
﹂
は
︑
料
理
の
内
容
を
正
し
く
伝
え
て
こ
そ
︑
意
味
を
持
つ
も
の
だ
︒
し
か
し
︑

﹁
作
者
﹂
が
こ
こ
に
示
し
た
﹁
献
立
﹂
か
ら
︑
料
理
の
内
容
を
推
測
で
き
る
読
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
︒
真
鍋
正
宏
は
︑﹁
こ
こ
に
列
挙

さ
せ
る
料
理
の
名
は
︑
あ
り
ふ
れ
た
中
華
料
理
店
の
菜
単
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う(

４
)

﹂︑
と
指
摘
す
る
︒
し
か
し
後
藤
朝
太
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郎
は
﹃
支
那
料
理
通
﹄
で
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

支
那
料
理
が
滔
々
と
し
て
世
界
的
に
歓
迎
さ
れ
て
来
た
今
日
で
あ
つ
て
も
︑
日
本
の
家
庭
に
於
け
る
婦
人
達
の
間
に
は
︑
敢
て
ま
だ
旧
式

の
女
性
と
は
言
は
ぬ
が
︑
支
那
料
理
と
さ
へ
云
へ
ば
聞
い
た
だ
け
で
胸
が
ム
ツ
ト
し
て
閊
へ
︑
変
な
気
持
ち
に
な
る
な
ど
と
云
つ
て
︑
ハ

ン
カ
チ
を
口
に
押
し
当
て
る
婦
人
さ
へ
見
受
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る(５

)

︒

﹃
支
那
料
理
通
﹄
が
出
版
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
︒
庶
民
的
な
支
那
料
理
が
広
ま
る
一
方
︑
支
那
料
理
に
対
す
る
偏
見
は
ま

だ
根
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
平
凡
な
﹁
美
食
﹂﹂
に
飽
き
た
﹁
倶
楽
部
の
会
員
達
﹂
が
集
う
︑﹁
美
食
の
会
﹂
に
供
さ
れ
る
料
理
は
︑

庶
民
的
な
も
の
で
な
く
︑
高
級
な
支
那
料
理
で
あ
ろ
う
︒﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
が
発
表
さ
れ
る
前
年
︵
一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
︶
日
本
で
は
︑
第

一
次
世
界
大
戦
の
影
響
で
︑
米
価
が
高
騰
し
︑
大
規
模
な
米
騒
動
が
起
き
て
い
た(６

)

︒
米
価
だ
け
で
な
く
︑
物
価
全
体
が
高
騰
し
︑
人
々
の
暮
ら

し
は
困
窮
を
極
め
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
お
い
て
︑
多
く
の
読
者
は
﹁
献
立
﹂
を
正
し
く
読
む
こ
と
︑﹁
献
立
﹂
か
ら
料
理
内
容
を

想
像
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
献
立
﹂
に
翻
弄
さ
れ
る
の
は
読
者
だ
け
で
は
な
い
︒
宴
会
に
参
加
し
て
い
る
﹁
倶
楽
部
の
会
員
達
﹂
︑
支
那
料
理
の
通
人
で
あ
る
彼
ら
も
ま

た
︑﹁
献
立
﹂
と
︑
供
さ
れ
た
料
理
の
見
た
目
と
の
懸
隔
に
︑
一
瞬
と
ま
ど
い
を
覚
え
る
の
で
あ
る
︒﹁
倶
楽
部
の
会
員
達
﹂
が
覚
え
た
と
ま
ど

い
は
︑
実
際
に
料
理
を
賞
味
す
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
︒

た
と
へ
ば
其
の
中
の
鶏
粥
魚
翅

け
い
し
ゆ
く
ぎ
よ
し

の
如
き
は
︑普
通
に
用
ふ
る
鶏
の
お
粥
で
も
な
け
れ
ば
�
の
鰭
で
も
な
か
つ
た
︒
た
ゞ
ど
ん
よ
り
と
し
た
︑

羊
羹
の
や
う
に
不
透
明
な
︑
鉛
を
融
か
し
た
や
う
に
重
苦
し
い
︑
素
的
に
熱
い
汁
が
︑
偉
大
な
銀
の
丼
の
中
に
一
杯
漂
う
て
居
た
︒
人
々

は
其
の
丼
か
ら
発
散
す
る
芳
烈
な
香
気
に
刺
激
さ
れ
て
︑
我
れ
勝
ち
に
匙
を
汁
の
中
に
突
込
ん
だ
が
︑
口
へ
入
れ
る
と
意
外
に
も
葡
萄
酒
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の
や
う
な
甘
み
が
口
腔
へ
一
面
に
ひ
ろ
が
る
ば
か
り
で
︑
魚
翅
や
鶏
粥
の
味
は
一
向
に
感
ぜ
ら
れ
な
か
つ
た
︒

﹁
何
だ
君
︑
こ
ん
な
物
が
何
処
が
う
ま
い
ん
だ
︒
変
に
甘
つ
た
る
い
ば
か
り
ぢ
や
な
い
か
︒﹂

さ
う
い
つ
て
気
早
や
な
会
員
の
一
人
は
腹
を
立
て
た
︒
が
︑
そ
の
言
葉
が
終
る
か
終
ら
な
い
う
ち
に
︑
其
の
男
の
表
情
は
次
第
に
一
変
し

て
︑
何
か
非
常
な
不
思
議
な
事
を
考
へ
付
い
た
か
︑
見
付
け
出
し
で
も
し
た
や
う
に
︑
突
然
驚
愕
の
眼
を
睜
つ
た
︒
と
云
ふ
の
は
︑
今
の

今
ま
で
甘
つ
た
る
い
と
思
は
れ
て
居
た
口
の
中
に
︑
不
意
に
鶏
粥
と
魚
翅
の
味
と
が
し
め
や
か
に
舌
に
沁
み
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
︒

真
鍋
正
宏
は
︑﹁
こ
れ
ら
料
理
は
︑
実
は
そ
の
実
存
性
さ
え
疑
わ
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
読
者
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
た
め

の
︑
い
わ
ば
言
葉
の
遊
び
﹂
で
あ
り
︑
読
者
は
﹁
言
葉
だ
け
で
︑
そ
の
料
理
を
想
像
す
る
喜
び
を
味
わ
お
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
お

そ
ら
く
こ
れ
が
︑
こ
の
小
説
が
目
指
し
た
到
達
点
で
あ
ろ
う(７

)

﹂
と
指
摘
す
る
︒
た
し
か
に
︑
料
理
を
実
際
に
賞
味
で
き
な
い
読
者
に
と
っ
て
﹁
言

葉
﹂
は
︑
料
理
を
﹁
想
像
﹂
す
る
唯
一
の
道
具
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
献
立
﹂
の
﹁
言
葉
﹂
か
ら
︑﹁
料
理
を
想
像
す
る
喜
び
﹂
は
︑
す
べ
て
の
読

者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
も
う
一
度
︑﹁
献
立
﹂
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
﹁
献
立
﹂
は
︑
漢
字
︑
中
国
語
で
書
き
記
さ

れ
て
い
る
︒
見
慣
れ
な
い
文
字
の
羅
列
を
目
に
し
た
時
︑﹁
読
者
の
想
像
力
﹂
は
﹁
刺
激
﹂
さ
れ
︑
﹁
喜
び
﹂
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う

か
︒
た
と
え
ば
︑
漢
文
や
日
本
の
古
典
文
に
馴
染
の
な
い
人
が
︑
原
文
か
ら
﹁
想
像
力
﹂
を
﹁
刺
激
﹂
さ
れ
︑
話
の
内
容
を
想
像
す
る
﹁
喜
び
﹂

を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
︒

少
し
時
代
は
下
る
が
︑
正
宗
白
鳥
は
A
rth
u
r
W
aley
に
よ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
英
訳
を
読
ん
だ
際
︑
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
︒

紫
式
部
の
原
文
を
読
む
と
︑
今
の
私
に
も
︑
な
ほ
名
文
と
は
思
は
れ
な
い
︒
二
三
枚
も
読
む
と
巻
を
投
じ
た
く
な
る
ほ
ど
に
頭
脳
の
Û
怠

を
覚
え
る
︒
人
物
や
事
件
の
印
象
も
︑
甚
だ
不
鮮
明
で
あ
る
︒
私
は
略
三
分
一
ば
か
り
は
︑
訳
文
と
原
文
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
た
︒

翻
訳
と
い
ふ
も
の
も
面
白
い
も
の
で
あ
る
︒
千
年
も
前
の
読
み
づ
ら
い
日
本
の
古
典
が
︑
現
今
の
英
文
に
化
し
て
明
快
に
我
が
心
に
映
つ
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て
く
る
の
は
︑
愉
快
で
あ
る(８

)

︒

白
鳥
は
︑﹁
読
み
づ
ら
い
﹂
原
文
で
は
︑﹁
巻
を
投
じ
た
く
な
る
ほ
ど
に
頭
脳
の
Û
怠
を
覚
え
た
﹂
と
述
べ
る
︒
難
解
な
言
葉
は
読
者
の
想
像

力
だ
け
で
な
く
︑
物
語
を
読
み
進
め
る
気
力
さ
え
も
削
い
で
し
ま
う
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
だ
︒
﹁
献
立
﹂
の
記
述
か
ら
︑
料
理
を
想
像
す
る

喜
び
を
得
ら
れ
る
の
は
︑
あ
る
程
度
漢
字
や
中
国
語
を
読
解
す
る
能
力
の
あ
る
読
者
︑
支
那
料
理
に
通
じ
た
読
者
だ
け
な
の
で
あ
る
︒﹁
献
立
﹂

の
﹁
言
葉
﹂
は
︑
読
者
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
た
め
で
は
な
く
︑﹁
厳
密
﹂
な
る
﹁
読
者
の
人
選
﹂
を
行
う
た
め
の
道
具
だ
っ
た
の
だ
︒

３

な
ぜ
﹁
作
者
﹂
は
︑﹁
言
葉
﹂
に
よ
る
﹁
読
者
の
人
選
﹂
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
が
発
表
さ
れ
た
年
︑
大
規
模
な
米
騒

動
が
起
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
︒
米
騒
動
問
題
に
伴
い
︑﹁
言
葉
﹂
に
関
す
る
一
つ
の
事
件
が
惹
き
起
こ
さ
れ
た
︒
白
虹
筆
禍
事
件
で
あ
る
︒

こ
の
事
件
は
︑
米
騒
動
が
全
国
へ
拡
大
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
寺
内
内
閣
が
︑
一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
八
月
十
四
日
︑
新
聞
︑
雑
誌
へ
︑
米
騒

動
に
関
す
る
記
事
掲
載
を
禁
止
す
る
旨
を
通
告
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
︒
八
月
十
五
日
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
は
﹁
寺
内
内
閣
は
斯
の
如
き
理

由
の
下
に
各
地
の
米
騒
動
に
関
す
る
一
切
の
記
事
掲
載
を
禁
止
せ
り
﹂
と
見
出
し
を
つ
け
︑
こ
の
決
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
︒

各
地
騒
擾
に
関
し
て
は
我
社
は
敏
速
な
る
報
導
を
な
し
来
り
し
も
突
然
内
務
大
臣
の
命
令
に
よ
り
て
報
道
禁
止
の
止
む
な
き
事
情
に
立
至

つ
た
︒
我
社
は
内
務
当
局
の
弁
明
を
聴
き
読
者
に
対
し
て
消
息
を
明
か
に
す
る
義
務
が
あ
る
︑
十
四
日
夜
午
後
九
時
四
十
分
頃
突
如
築
地

警
察
署
の
通
告
と
し
て
﹁
米
価
に
関
す
る
各
地
の
騒
擾
に
関
係
の
あ
る
記
事
︑
及
び
大
阪
の
騒
擾
に
関
す
る
号
外
を
発
行
す
る
事
の
二
項

を
禁
止
し
且
つ
内
務
省
に
都
下
各
新
聞
各
通
信
社
を
請
じ
水
野
内
相
は
小
橋
次
官
︑
永
田
警
保
局
長
列
席
の
上
禁
止
の
理
由
を
述
べ
た(９

)

﹂
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﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
の
記
者
は
︑
政
府
関
係
者
に
よ
る
﹁
禁
止
の
理
由
﹂
を
述
べ
た
後
︑
新
聞
読
者
に
対
し
﹁
一
切
報
道
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
﹂

こ
と
を
記
す
︒
政
府
の
決
定
を
﹁
暴
政
﹂
と
見
た
記
者
た
ち
は
︑
八
月
二
十
五
日
大
阪
ホ
テ
ル
に
て
︑
関
西
記
者
大
会
を
開
催
し
た
︒
こ
の
会

の
様
子
が
八
月
二
十
六
日
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
︒

食
卓
に
就
い
た
来
会
者
の
人
々
は
肉
の
味
酒
の
香
に
落
ち
つ
く
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
︑
金
甌
無
欠
の
誇
り
を
持
つ
た
我
大
日
本
帝
国
は

今
や
恐
ろ
し
い
最
後
の
裁
判
の
日
に
近
づ
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
︑﹃
白
虹
日
を
貫
け
り
﹄
と
昔
の
人
が
呟
い
た
不
吉
な
兆
が
黙
々

と
し
て
肉
�
を
動
か
し
て
ゐ
る
人
々
の
頭
に
電
の
や
う
に
閃
く(

)
10

会
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
た
﹁
白
虹
日
を
貫
け
り
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
朝
憲
紊
乱
に
あ
た
る
と
し
︑﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
が
告
訴
さ
れ
た
の
が
︑

白
虹
筆
禍
事
件
の
全
貌
で
あ
る
︒﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
に
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
の
が
︑
十
二
月
四
日
︒
そ
し
て
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
の
連
載
が
﹃
大

阪
朝
日
新
聞
﹄
紙
上
で
開
始
さ
れ
る
の
が
︑
翌
年
︵
一
九
一
九
︵
大
正
八
︶
年
︶
一
月
六
日(

)

で
あ
る
︒
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
の
読
者
が
︑﹁
美
食
倶

11

楽
部
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑
米
騒
動
を
発
端
と
し
た
﹁
白
虹
筆
禍
事
件
﹂
を
連
想
す
る
の
は
︑
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
美

食
倶
楽
部
﹂
の
な
か
で
︑﹁
Ｇ
伯
爵
﹂
は
︑﹁
会
長
の
陳
さ
ん
﹂
に
︑﹁
警
察
の
刑
事
だ
と
﹂
思
わ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑
伯
爵
は
﹁
陳
さ
ん
﹂
の
主

催
す
る
﹁
宴
会
﹂
に
は
︑
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒

﹁
倶
楽
部
の
会
員
達
﹂
は
︑﹁
み
ん
な
怠
け
者
ぞ
ろ
ひ
で
︑
i
博
を
打
つ
か
︑
女
を
買
う
か
︑
う
ま
い
も
の
を
食
ふ
よ
り
外
に
何
等
の
仕
事
を

も
持
つ
て
は
居
な
か
つ
た
﹂︒
金
と
自
由
を
持
て
余
し
た
会
員
達
の
姿
は
︑
一
般
市
民
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
ろ
う
︒
﹁
美
食
﹂
に
耽
る
会
員

達
の
姿
は
︑﹁
東
坡
肉
の
材
料
に
な
る
豚
の
肉
﹂
の
よ
う
な
体
を
も
ち
︑﹁
暗
闇
へ
入
れ
ら
れ
て
う
ま
い
�
食
を
た
ら
ふ
く
食
は
せ
ら
れ
る
鶩
﹂

に
例
え
ら
れ
る
︒﹁
美
食
﹂
に
興
ず
る
あ
ま
り
︑
自
ら
食
材
と
化
し
て
い
る
こ
と
に
︑
会
員
達
は
気
づ
か
な
い
︒
Ｇ
伯
爵
は
は
じ
め
︑
ほ
か
の
会

員
同
様
︑﹁
美
食
﹂
を
享
受
す
る
側
に
属
し
て
い
た
︒
Ｇ
伯
爵
を
﹁
食
材
﹂
か
ら
︑﹁
コ
ッ
ク
﹂
へ
と
変
え
た
の
は
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
で
の
体
験
だ
︒

─ 74 ─



支
那
人
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
︑
Ｇ
伯
爵
も
ま
た
﹁
食
材
﹂
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
た
だ
ろ
う
︒

Ｇ
伯
爵
が
主
催
す
る
﹁
美
食
の
会
﹂
に
参
加
す
る
会
員
達
は
︑﹁
此
の
頃
で
は
︑
彼
等
は
最
早
美
食
を
﹁
味
は
ふ
﹂
の
で
も
﹁
食
ふ
﹂
の
で
も

な
く
単
に
﹁
狂
﹂
っ
て
居
る
の
だ
と
し
か
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
気
が
違
ふ
か
病
死
す
る
か
︑
彼
等
の
運
命
は
い
づ
れ
遠
か
ら
ず
決
着
す
る
事
と

作
者
は
信
じ
て
居
る
﹂
と
語
ら
れ
る
︒﹁
食
材
﹂
と
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
会
員
達
は
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
︑
自
ら
の
命
を
﹁
消

費
﹂
さ
せ
て
い
く
︒﹁
厳
密
﹂
な
る
﹁
人
選
﹂
を
通
過
し
た
﹁
倶
楽
部
の
会
員
達
﹂︒
彼
ら
を
待
ち
受
け
る
の
は
︑﹁
気
が
違
ふ
﹂
か
﹁
病
死
﹂
で

あ
る
︒
本
来
﹁
食
事
﹂
と
は
︑
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
会
員
達
は
﹁
美
食
﹂
に
耽
る
ほ
ど
︑﹁
死
﹂
へ
と
近
づ
い
て

い
く
︒

﹁
献
立
﹂
の
言
葉
が
︑﹁
読
者
の
人
選
﹂
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
︒﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
が
発
表
さ
れ
た
当
時
︑
読
者
の
多

く
は
米
価
高
騰
︑
物
価
高
騰
に
よ
り
︑
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
︒﹁
人
選
﹂
に
通
過
し
︑
﹁
美
食
﹂
の
数
々
を
賞
味
す
る
﹁
倶
楽
部
の

会
員
達
﹂︒
彼
ら
は
︑﹁
人
選
﹂
に
通
過
し
た
が
ゆ
え
に
︑
命
を
縮
め
て
い
く
︒﹁
言
葉
﹂
に
よ
る
﹁
人
選
﹂
に
は
︑
選
ば
れ
し
美
食
家
が
︑
食
べ

れ
ば
食
べ
る
ほ
ど
︑
命
を
﹁
消
費
﹂
す
る
と
い
う
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

後
年
谷
崎
は
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
を
自
選
全
集
に
お
さ
め
な
か
っ
た(

)

︒
政
府
の
言
論
弾
圧
に
対
す
る
諷
刺
︑
そ
れ
が
露
骨
に
表
れ
た
た
め
に
︑

12

谷
崎
は
︑
本
作
を
全
集
へ
お
さ
め
る
こ
と
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
︒
鈴
木
修
次
は
中
国
文
学
の
意
識
の
な
か
に
は
︑﹁
政
治
と
無
縁
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い(

)

﹂
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
い
う
︒﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
に
は
︑﹁
白
楽
天
﹂︑﹁
蘇
東
坡
﹂
が
登
場
す
る
︒
幼
少
期
か
ら
漢
詩
文
に
親
し
ん
で
き

13

た
谷
崎
は
︑
中
国
を
旅
す
る
な
か
で
︑
漢
詩
文
の
本
質
に
触
れ
︑﹁
諷
刺
﹂
の
精
神
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

)

︒
14
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４

西
原
大
輔
は
︑
谷
崎
の
中
国
観
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

夢
と
幻
想
の
国
と
し
て
の
肯
定
的
中
国
像
は
︑
中
国
社
会
を
静
止
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
否
定
的
な
見
方
と
は
︑
一
見
矛

盾
す
る
よ
う
に
見
え
て
︑
じ
つ
は
コ
イ
ン
の
表
裏
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
︒
中
国
は
古
代
が
そ
の
ま
ま
現
代
に
残
っ
て
い
る
国
で
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
に
醜
悪
な
近
代
に
浸
食
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
美
が
保
存
さ
れ
た
と
︑
谷
崎
は
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る(

)

︒
15

た
し
か
に
﹁
古
代
﹂
の
﹁
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
美
が
保
存
﹂
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
谷
崎
を
中
国
に
惹
き
つ
け
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
谷
崎
は
決
し
て
︑﹁
近
代
﹂
を
﹁
醜
悪
﹂
な
も
の
と
考
え
て
は
い
な
い
︒
谷
崎
に
と
っ
て
︑
﹁
古
代
﹂
の
﹁
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
美
﹂
と
︑

﹁
近
代
﹂
は
と
も
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
二
つ
が
両
立
し
た
世
界
が
谷
崎
の
理
想
と
す
る
世
界
な
の
で
あ
る
︒

谷
崎
は
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
を
発
表
す
る
前
年
︵
一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
︶︑
中
国
を
旅
行
し
て
い
る
︒
そ
の
時
の
感
想
を
﹁
東
京
を
思
ふ
﹂

で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

大
正
七
年
に
私
が
支
那
に
遊
ん
だ
の
は
此
の
満
た
さ
れ
ぬ
異
国
趣
味
を
纔
に
慰
め
る
た
め
で
あ
つ
た
が
︑
旅
行
の
結
果
は
私
を
一
層
東
京

嫌
ひ
に
し
︑
日
本
嫌
ひ
に
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
支
那
に
は
前
清
時
代
の
俤
を
伝
へ
た
︑
平
和
な
︑
閑
静
な
都
会
や
田
園
と
︑
映
画
で
見
る

西
洋
の
そ
れ
に
劣
ら
な
い
上
海
や
天
津
の
や
う
な
近
代
都
市
と
︑
新
旧
両
様
の
文
明
が
肩
を
並
べ
て
存
在
し
て
ゐ
た
︒
過
渡
期
の
日
本
は
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そ
の
一
つ
を
失
つ
て
︑
他
の
一
つ
を
得
よ
う
と
も
が
い
て
ゐ
る
時
代
で
あ
つ
た
が
︑
自
分
の
国
の
中
に
租
借
地
と
云
ふ
﹁
外
国
﹂
を
有
す

る
支
那
に
於
い
て
は
︑
此
の
二
つ
が
相
犯
す
る
こ
と
な
く
両
立
し
て
ゐ
た(

)

︒
16

谷
崎
が
中
国
に
惹
か
れ
た
の
は
︑﹁
新
旧
両
様
の
文
明
が
肩
を
並
べ
て
存
在
し
て
ゐ
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
古
く
か
ら
あ
る
自
国
の
伝
統
と
︑
新

た
に
外
国
か
ら
取
り
入
れ
た
文
化
が
お
互
い
に
潰
し
あ
う
こ
と
な
く
︑
共
存
す
る
世
界
︒﹁
過
渡
期
の
日
本
﹂
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
︑
﹁
新

旧
両
様
の
文
明
﹂
の
共
存
が
︑
中
国
で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
た
︒﹁
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
長
い
︑
長
い
歴
史
を
持
つ
中
国
﹂
︑
長
い
歴
史
の

中
で
育
ま
れ
た
中
国
の
文
化
は
︑﹁
近
代
﹂
と
﹁
肩
を
並
べ
る
﹂
だ
け
の
強
さ
を
有
し
て
い
た
︒
谷
崎
が
中
国
に
惹
か
れ
た
の
は
︑﹁
近
代
﹂
と

対
等
に
﹁
肩
を
並
べ
る
﹂
こ
と
の
で
き
る
﹁
文
明
﹂︑﹁
近
代
﹂
に
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
︑
文
化
大
国
と
し
て
の
強
さ
を
有
し
て
い
た
か

ら
だ
︒

﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
に
登
場
す
る
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
の
門
の
柱
に
掛
け
ら
れ
た
﹁
看
板
﹂
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

看
板
は
極
め
て
古
ぼ
け
た
白
木
の
板
で
︑
そ
れ
へ
散
々
雨
曝
し
に
な
つ
た
ら
し
い
墨
色
の
文
字
が
︑
ぼ
ん
や
り
と
︑
し
か
し
い
か
に
も
支

那
人
ら
し
い
雄
健
な
筆
蹟
で
大
き
く
記
さ
れ
て
居
た
︒

こ
の
看
板
と
﹁
反
対
の
門
の
柱
﹂
に
は
︑﹁
�N
ig
h
t
B
ell�
と
云
ふ
英
語
と
︑﹁
御
用
の
御
方
は
此
の
ベ
ル
を
押
し
て
下
さ
い
﹂
と
云
ふ
日
本
語

と
が
︑
名
刺
大
の
白
紙
に
記
さ
れ
て
﹂
貼
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
︑
支
那
と
︑
日
本
︑
西
洋
の
文
化
面
で
の
力
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹁
古

ぼ
け
﹂
な
が
ら
も
︑﹁
支
那
人
ら
し
い
雄
健
な
筆
蹟
﹂
を
残
す
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
の
﹁
大
き
﹂
な
文
字
︒
一
方
︑﹁
N
ig
h
t
B
ell﹂
と
い
う
英
語
と
︑

﹁
御
用
の
御
方
は
此
の
ベ
ル
を
押
し
て
下
さ
い
﹂
と
い
う
日
本
語
は
︑﹁
名
刺
大
﹂
の
小
さ
な
﹁
白
紙
﹂
に
記
さ
れ
る
︒
文
字
︑
文
化
の
面
で
は
︑

中
国
が
日
本
︑
西
洋
よ
り
も
上
位
に
あ
る
こ
と
を
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
の
﹁
看
板
﹂
は
示
し
て
い
る
︒
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ま
た
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
で
Ｇ
伯
爵
は
︑
支
那
人
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
︒

﹁
そ
れ
ぢ
や
会
長
は
私
を
怪
し
い
人
間
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
ね
︒
そ
り
や
あ
御
尤
も
で
す
︒
用
も
な
い
の
に
こ
の
路
地
へ
ú
入
つ
て

来
て
︑
家
の
前
を
う
ろ
〳
〵
し
て
居
た
の
で
す
か
ら
︑
怪
し
い
と
思
へ
ば
怪
し
い
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
は
自
分
で
も
可
笑
し
い
と
思

つ
て
居
る
く
ら
ゐ
で
す
︒
し
か
し
こ
れ
に
は
い
ろ
〳
〵
の
理
由
が
あ
る
の
で
︑
説
明
し
な
け
れ
ば
分
り
ま
せ
ん
が
︑
実
は
我
々
は
美
食
倶

楽
部
と
云
ふ
の
を
組
織
し
て
居
ま
し
て
ね
︑
⁝
⁝
﹂

﹁
何
？

何
の
倶
楽
部
で
す
か
？
﹂

支
那
人
は
変
な
顔
を
し
て
首
を
傾
げ
た
︒

﹁
美
食
で
す
︑
美
食
倶
楽
部
で
す
︒
︱
T
h
e
G
astoron
om
er
C
lu
b
!﹂

﹁
あ
ゝ
さ
う
で
す
か
︑
分
り
ま
し
た
︑
分
り
ま
し
た
︒﹂

さ
う
云
つ
て
支
那
人
は
人
が
好
さ
ゝ
う
に
笑
ひ
な
が
ら
頷
い
て
見
せ
た
︒

﹁
明
瞭
な
日
本
語
﹂
を
話
す
支
那
人
に
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
と
い
う
日
本
語
は
通
じ
ず
︑﹁
T
h
e
G
astoron
om
er
C
lu
b
﹂
と
い
う
英
語
に
よ
っ

て
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
の
内
容
が
理
解
さ
れ
る
の
だ
︒
日
本
語
よ
り
も
︑
英
語
の
方
が
支
那
人
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
こ
こ
で

は
示
さ
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
浙
江
会
館
﹂
で
は
︑﹁
日
本
人
の
奉
公
人
﹂
が
支
那
人
に
雇
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
で
は
︑
日
本
が
支
那
︑
西

洋
に
劣
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

冒
頭
で
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
は
︑
谷
崎
の
︿
支
那
趣
味
﹀
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
紹
介
し
た
︒
川
本
三
郎
は
﹃
大
正
幻
影
﹄
で
︑
大
正
作
家

た
ち
が
︑︿
支
那
趣
味
﹀
へ
向
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
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﹁
支
那
﹂
は
日
清
戦
争
で
日
本
に
敗
れ
た
︒
か
つ
て
あ
れ
ほ
ど
日
本
人
の
文
化
意
識
の
上
位
に
あ
っ
た
﹁
支
那
﹂
が
軍
事
的
に
は
日
本
に

敗
れ
た
︒
こ
の
日
清
戦
争
の
力
関
係
抜
き
に
は
﹁
支
那
趣
味
﹂
を
語
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
出
来
な
い
︒﹁
支
那
趣
味
﹂
は
︑
日
清
戦
争
に
勝

利
し
た
日
本
人
の
優
越
意
識
と
︑
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
た
文
化
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
複
雑
な
融
合
意
識
で
あ
る(

)

︒
17

日
本
は
︑
日
清
︑
日
露
︑
第
一
次
世
界
大
戦
と
戦
争
を
繰
り
返
す
こ
と
で
︑
近
代
化
を
果
し
て
き
た
︒
軍
事
面
で
は
中
国
の
優
位
に
あ
り
な

が
ら
︑
文
化
面
で
は
中
国
と
﹁
肩
を
並
べ
る
﹂
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
た
︒
谷
崎
は
︑
一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
の
中
国
旅
行
を
通
し
︑
日
本

の
文
化
が
中
国
に
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
で
は
︑
文
化
面
で
︑
日
本
が
中
国
に
比
肩
す
る
可

能
性
を
示
唆
し
︑
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
︒

つ
ゞ
い
て
其
の
明
く
る
晩
︑
第
二
夜
の
!
宴
が
同
じ
倶
楽
部
の
会
場
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
︒
作
者
は
其
の
夜
の
献
立
を
一
々
此
処
に
列

挙
す
る
事
の
煩
を
避
け
て
︑
其
の
中
の
最
も
奇
抜
な
る
料
理
の
名
前
と
︑
そ
の
内
容
と
を
説
明
し
よ
う
︒

即
ち
其
れ
は

高
麗
女
肉

と
云
ふ
料
理
で
あ
る
︒
第
一
夜
の
献
立
に
於
い
て
は
︑
料
理
の
内
容
は
"
に
角
︑
名
前
だ
け
は
純
然
た
る
支
那
料
理
だ
つ
た
の
に
︑
高
麗

女
肉
と
云
ふ
の
は
支
那
料
理
に
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
珍
ら
し
い
名
前
で
あ
る
︒

Ｇ
伯
爵
は
︑﹁
支
那
料
理
に
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
名
前
﹂
を
持
つ
﹁
美
食
﹂
を
考
案
す
る
︒
第
二
夜
以
降
の
﹁
献
立
﹂
は
︑
支
那
料
理
の
本

場
で
あ
る
中
国
に
も
な
い
︑﹁
珍
し
い
名
前
﹂
が
並
べ
ら
れ
る
︒﹁
浙
江
会
館
﹂
で
の
支
那
人
と
の
交
流
に
よ
っ
て
﹁
美
食
法
﹂
の
知
識
を
得
た

Ｇ
伯
爵
は
︑
支
那
人
も
考
え
つ
か
な
か
っ
た
﹁
美
食
﹂
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
決
し
て
︑﹁
軍
事
的
﹂
に
中
国
に
勝
利
し
た
日
本
が
︑
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﹁
文
化
面
﹂
に
お
い
て
も
中
国
に
勝
利
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
谷
崎
の
理
想
は
あ
く
ま
で
︑﹁
比
肩
﹂
し
︑
共
存
す
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
支

配
﹂
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒

谷
崎
作
品
に
は
こ
の
後
も
︑
中
国
の
古
典
文
学
が
引
用
さ
れ
て
い
く
︒
幼
少
期
か
ら
晩
年
ま
で
︑
谷
崎
は
中
国
文
学
の
影
響
を
受
け
続
け
た

作
家
で
あ
る
︒
谷
崎
は
一
九
二
六
︵
大
正
十
五
︶
年
︑
再
び
中
国
を
訪
問
し
︑
念
願
だ
っ
た
中
国
文
学
者
と
の
交
流
を
も
つ
︒
こ
の
経
験
が
︑

昭
和
初
年
代
の
︿
古
典
回
帰
﹀
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
︒

注
︵

︶
﹁
支
那
趣
味
﹂
と
は
︑
大
正
期
に
み
ら
れ
る
︑﹁
一
種
の
﹁
新
し
い
流
行
﹂﹂
を
指
す
︒
川
本
三
郎
は
﹁
大
正
の
﹁
支
那
趣
味
﹂
と
は
明
治
の
﹁
漢
文

1
を
楽
に
読
む
﹂
青
年
へ
の
敬
意
に
基
づ
い
た
ひ
と
つ
の
〝
ル
ネ
サ
ン
ス
〟
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
︒
も
う
一
度
﹁
漢
文
﹂﹁
支
那
文
学
﹂
を
読

み
か
え
そ
う
と
い
う
古
典
へ
の
回
帰
・
古
典
の
復
興
で
あ
り
︑
西
洋
化
・
近
代
化
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
﹂︵
一
三
八
頁
︶
と
定

義
す
る
︒︵
川
本
三
郎
﹃
大
正
幻
影
﹄︑
新
潮
社
︑
一
九
九
〇
・
十
︶︒
西
原
大
輔
は
﹁
支
那
趣
味
﹂
を
﹁
大
正
時
代
を
中
心
と
し
た
︑
中
国
文
化
に
対
す

る
異
国
趣
味
的
関
心
の
総
体
を
指
す
﹂︵
二
一
頁
︶
と
定
義
し
︑
谷
崎
の
﹁
支
那
趣
味
﹂
の
作
品
に
は
︑﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
の
要
素
が
あ
る
と
指

摘
す
る
︒
西
原
は
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
を
﹁
植
民
地
を
も
つ
帝
国
に
よ
る
︑
被
支
配
国
並
び
に
こ
れ
に
類
す
る
地
域
に
関
す
る
言
説
を
広
く
含
む

概
念
﹂︵
一
九
頁
︶
と
定
義
し
て
い
る
︒︵
西
原
大
輔
﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
︱
大
正
日
本
の
中
国
幻
想
﹄︑
中
央
公
論
社
︑
二
〇
〇
三
・

七
︶

︵

︶
千
葉
俊
二
編
﹃
別
冊
国
文
学

谷
崎
潤
一
郎
必
携
﹄︑︵
二
〇
〇
一
・
十
一
︶
三
六
頁

2
︵

︶
谷
崎
の
食
談
義
に
関
し
て
は
既
に
︑﹁
文
章
が
単
な
る
グ
ル
メ
自
慢
や
レ
ス
ト
ラ
ン
評
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
一
種
の
文
化
論
に
発
展
し
て
ゆ
く
﹂︑
と
い

3
う
評
価
が
さ
れ
て
い
る
︒︵﹃
別
冊
国
文
学

谷
崎
潤
一
郎
必
携
﹄
三
七
頁
︶

︵

︶
真
鍋
正
宏
﹁
大
正
の
美
食
／
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
︱
食
通
小
説
の
世
界
︵
四
︶
︱
﹂︵﹃
人
文
学
﹄︵
一
六
七
︶︑
二
〇
〇
〇
・
三
︶
ま
た
真
鍋
は
︑﹃
食
べ

4
物
時
代
相
﹄︑﹃
支
那
料
理
通
﹄
な
ど
か
ら
︑﹁
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
期
に
は
︑
東
京
に
は
一
流
の
中
華
料
理
店
が
既
に
い
く
つ
も
存

在
し
︑
ま
た
こ
れ
を
味
わ
う
通
人
も
い
た
﹂︒﹁
こ
れ
ら
通
人
た
ち
は
︑
廉
価
な
支
那
蕎
麦
を
求
め
た
の
で
は
決
し
て
無
く
︑
お
そ
ら
く
そ
の
融
通
無
碍
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な
る
料
理
法
が
可
能
に
す
る
珍
味
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
る
︒
し
か
し
︑﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
の
読
者
の
中
に
︑
ど
れ
だ
け
支
那
料
理
の
﹁
通
人
﹂

が
い
た
だ
ろ
う
か
︒
多
く
の
読
者
は
︑﹁
第
一
夜
﹂
の
﹁
献
立
﹂
の
記
述
だ
け
で
は
︑
料
理
の
内
容
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら
難
解
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

︵

︶
後
藤
朝
太
郎
﹃
支
那
料
理
通
﹄︵
四
六
書
院
︑
一
九
三
〇
・
一
︶
六
頁

5
︵

︶
米
価
高
騰
の
原
因
と
し
て
︑
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
あ
て
見
込
ん
だ
米
殻
大
商
人
た
ち
の
買
占
め
︑
大
戦
に
よ
る
好
況
で
︑
大
都
市
の
人
口
や
諸
工
業
の

6
労
働
者
が
激
増
し
︑
そ
れ
ま
で
米
の
か
わ
り
に
麦
や
ひ
え
等
を
用
い
て
い
た
農
家
の
米
の
消
費
量
が
増
え
た
と
い
う
需
要
の
変
化
が
あ
る
︒
米
騒
動
が

全
国
に
広
が
っ
た
の
は
︑
生
活
苦
だ
け
で
な
く
︑
成
金
や
富
豪
に
対
す
る
反
感
︑
政
府
に
対
す
る
不
信
感
が
そ
の
底
流
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒︵
株
式

会
社
ア
カ
デ
ミ
ー
編
﹃
増
補
改
訂

物
価
と
風
俗
一
三
五
年
の
う
つ
り
替
わ
り
︱
明
治
元
年
～
平
成
一
三
年
︱
﹄︑
同
盟
出
版
サ
ー
ビ
ス
︑
二
〇
〇
一
・

九
︶
一
八
五
頁

︵

︶
真
鍋
正
宏

前
掲
論
文

7
︵

︶
正
宗
白
鳥
﹁
再
び
英
訳
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
つ
き
て
﹂︵﹃
正
宗
白
鳥
全
集
﹄
第
二
十
二
巻
︑
福
武
書
店
︑
一
九
八
五
・
四
︶

8
︵

︶
﹁
寺
内
内
閣
は
斯
の
如
き
理
由
の
下
に
各
地
の
米
騒
動
に
関
す
る
一
切
の
記
事
掲
載
を
禁
止
せ
り
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄︵
一
九
一
八
・
八
・
十
五
朝

9
刊
︶
七
頁

︵

︶
﹁
寺
内
内
閣
の
暴
政
を
責
め
猛
然
と
し
て
弾
劾
を
決
議
し
た
関
西
記
者
大
会
の
痛
切
な
る
攻
撃
演
説
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄︵
一
九
一
八
・
八
・
二
十

10
六
夕
刊
︶
二
頁

︵

︶
﹁
美
食
倶
楽
部
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄︵
一
九
一
九
・
一
・
六
夕
刊
︶
一
頁

11
︵

︶
土
佐
亨
﹁
谷
崎
文
学
典
拠
雑
考
︱
﹁
人
面
疸
﹂﹁
美
食
倶
楽
部
﹂﹁
青
塚
氏
の
話
﹂
︱
﹂︵﹃
金
沢
大
学
語
学
・
文
学
研
究
﹄
第
十
号
︑
一
九
八
〇
・
二
︶

12
︵

︶
鈴
木
修
次
は
︑﹁﹃
毛
詩
﹄
の
序
に
お
い
て
説
明
さ
れ
た
こ
の
﹁
風
雅
﹂
の
考
え
方
は
︑
以
後
の
中
国
文
学
の
意
識
の
中
に
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
た
︒

13
ほ
ん
と
う
の
文
学
は
︑
政
治
と
無
縁
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
政
治
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
と
り
く
む
も
の
︑
そ
れ
が
﹁
風
雅
﹂
の
文
学
で
あ

り
︑
よ
り
よ
き
文
学
な
の
だ
︑
と
中
国
の
人
は
考
え
︑﹁
風
雅
﹂
の
姿
勢
の
中
に
︑
中
国
に
お
け
る
正
統
的
な
文
学
精
神
が
あ
る
の
だ
と
考
え
た
﹂
と
指

摘
し
て
い
る
︒︵
鈴
木
修
次
﹃
中
国
文
学
と
日
本
文
学
﹄
東
京
書
籍
︑
一
九
七
八
・
九
︶
二
十
一
頁

︵

︶
谷
崎
は
﹁
上
海
交
遊
記
﹂
の
な
か
で
︑﹁
此
の
前
︑
大
正
七
年
に
支
那
へ
来
た
時
︑
北
京
で
も
上
海
で
も
新
し
い
文
士
創
作
家
に
会
ひ
た
い
と
思
つ
て
︑

14
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い
ろ
〳
〵
手
蔓
を
求
め
て
見
た
が
︑
そ
の
時
分
の
中
華
民
国
に
は
︑
さ
う
云
ふ
人
は
一
人
も
な
か
つ
た
︒﹁
誰
か
有
名
な
小
説
家
か
戯
曲
家
は
居
な
い
だ

ら
う
か
﹂
と
云
ふ
問
ひ
に
対
し
て
︑﹁
目
下
の
支
那
は
ま
だ
近
代
的
の
文
学
が
勃
興
す
る
機
運
に
進
ん
で
ゐ
な
い
︒
青
年
の
志
は
多
く
政
治
に
傾
い
て
ゐ

る
︒
た
ま
〳
〵
小
説
を
書
く
者
が
あ
つ
て
も
︑
そ
れ
ら
は
大
概
新
聞
記
者
が
片
手
間
に
や
る
仕
事
で
︑
そ
の
小
説
も
主
に
政
治
小
説
で
あ
る
﹂
と
云
ふ

の
が
︑
或
る
支
那
人
の
答
へ
で
あ
つ
た
︒
詰
ま
り
当
時
は
︑
日
本
で
云
へ
ば
﹁
佳
人
の
奇
遇
﹂
や
﹁
経
国
美
談
﹂
の
時
代
で
あ
つ
た
︒
だ
か
ら
勿
論
わ

れ
〳
〵
の
名
前
が
知
ら
れ
て
ゐ
よ
う
筈
は
な
く
︑
況
ん
や
わ
れ
〳
〵
の
作
物
の
翻
訳
物
が
あ
る
訳
は
な
か
つ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
︵﹃
谷
崎
潤
一
郎
全

集
﹄
第
十
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
二
・
二
︶

︵

︶
西
原
大
輔

前
掲
書

一
三
五
頁

15
︵

︶
﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
二
十
一
巻
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
三
・
一
︶

16
︵

︶
川
本
三
郎

前
掲
書

一
四
六
頁

17

︹
付
記
︺

﹁
美
食
倶
楽
部
﹂
の
本
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
六
巻
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
一
・
十
︶
を
使
用
し
︑
旧
漢
字
に

つ
い
て
は
適
宜
改
め
︑
旧
か
な
は
本
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
︒

︵
博
士
前
期
課
程
︶
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