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要　

旨

　

吉
田
健
一
に
は
、
神
戸
と
そ
の
周
辺
の
土
地
の
食
べ
物
や
酒
に
つ
い
て
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
の
記
述
の
背
景
に
は
、
当
地
を
案
内
し
て
く
れ
た
須
磨
在
住
の
詩
人
・
竹
中
郁
の

存
在
が
あ
っ
た
。
竹
中
郁
が
書
い
た
同
様
の
エ
ッ
セ
イ
と
読
み
比
べ
な
が
ら
、
吉
田
健
一
の
神
戸
周
辺

の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
を
検
証
す
れ
ば
、
そ
こ
に
選
ば
れ
て
い
る
食
べ
物
や
店
の
選
択
に
、
竹
中
郁

が
大
い
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
吉
田
健
一
の
記
述
に

対
す
る
注
解
と
も
な
り
、
吉
田
文
学
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
ろ
う
。

は
じ
め
に

　

吉
田
健
一
の
文
学
世
界
は
幅
広
く
東
西
に
わ
た
り
、
ジ
ャ
ン
ル
の
点
に
お
い
て
も
、
文
明
批

評
・
文
学
論
・
社
会
時
評
・
小
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
と
も
に
、
吉
田
文
学
の

重
要
な
一
角
を
占
め
て
い
る
の
が
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
昭
和
三
十
一
年
十
月
に
は
、
エ
ッ
セ
イ

集
『
三
文
紳
士
』（
宝
文
館
）
と
『
乞
食
王
子
』（
新
潮
社
）
の
二
冊
が
同
時
に
刊
行
さ
れ
、
引

き
続
い
て
翌
年
の
昭
和
三
十
二
年
八
月
に
も
エ
ッ
セ
イ
集
『
甘
酸
っ
ぱ
い
味
』（
新
潮
社
）
が

刊
行
さ
れ
た
。
吉
田
健
一
の
単
行
本
を
刊
行
順
に
集
成
し
た
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
全
三
十

巻
・
別
巻
二
巻
（
集
英
社
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
冊
は
順
に
、
第
二
巻
・
第
三
巻
・
第
四
巻
に

収
め
ら
れ
て
お
り
、
吉
田
の
著
作
群
の
中
で
も
、
早
い
時
期
か
ら
エ
ッ
セ
イ
集
が
刊
行
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ら
三
冊
の
中
に
早
く
も
、
食
べ
物
や
酒
に
か
か
わ
る
エ
ッ
セ
イ
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
の
後
に
書
か
れ
た
吉
田
健
一
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
も
、
食
べ
物
や
酒
に
ま
つ
わ
る
話
は
数
多

く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
気
も
高
い
。
雑
誌
や
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
食
べ
物
随
筆
や
酒
談
義

を
ま
と
め
た
、『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（
昭
和
三
十
三
年
六
月
刊
、
文
芸
春
秋
新
社
）
と
『
私

の
食
物
誌
』（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
刊
、
中
央
公
論
社
）
は
、
書
名
に
そ
の
内
容
が
明
示
さ

れ
て
い
る
点
で
も
、
双
璧
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
こ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
都
合
五
冊
の
エ

ッ
セ
イ
集
を
中
心
に
、『
作
法
不
作
法
』
や
『
書
き
捨
て
た
言
葉
』
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
集
も
含

め
て
、
そ
れ
ら
か
ら
食
べ
物
・
飲
み
物
の
こ
と
を
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
を
、
抽
出
・
再
編
集
し
て

一
冊
と
し
た
随
筆
集
も
多
い（

１
）。

　

と
こ
ろ
で
、
食
べ
物
に
つ
い
て
は
各
種
の
料
理
や
和
洋
菓
子
な
ど
、
ま
た
飲
み
物
も
酒
に
限

ら
ず
紅
茶
な
ど
に
も
触
れ
る
吉
田
健
一
の
エ
ッ
セ
イ
群
を
、
一
言
で
名
付
け
る
の
は
難
し
い

が
、
こ
れ
ら
を
、「
飲
食
エ
ッ
セ
イ
」
と
か
「
口
腹
随
筆
」
と
か
名
付
け
る
と
、
即
物
的
な
感

じ
が
前
面
に
出
て
し
ま
っ
て
、
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
本
稿
で

は
、
吉
田
健
一
の
食
べ
物
や
酒
な
ど
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
を
総
称
し
て
、「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」

と
呼
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

吉
田
健
一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
魅
力
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
、
読
者
は
そ
れ
ら
か
ら
何

を
受
け
取
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
数
あ
る
吉
田
健
一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
舞
台
を
、
神

戸
と
そ
の
周
辺
に
絞
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
な
り
と
も
摑
み
取
っ
て
み
た
い
。
ま

た
、
そ
の
際
に
、「
神
戸
」
と
い
う
題
名
の
短
編
小
説
も
あ
る
の
で
、
こ
の
作
品
も
含
め
て
考

察
し
た
。

一　

 『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
諸
本
と
、 

吉
田
健
一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
展
開

　

そ
も
そ
も
、
吉
田
健
一
が
神
戸
の
食
べ
物
や
飲
み
物
に
つ
い
て
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
昭
和
三
十
二
年
三
月
か
ら
、『
文
藝
春
秋
』
に
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
を
連
載
し
て
お
り
、
そ
の
取
材
で
神
戸
を
訪
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
単
行

本
と
な
っ
た
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
「
後
記
」
に
書
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
半
部
分
を

引
用
し
て
み
よ
う
。
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昨
年
、
あ
ち
こ
ち
と
食
べ
て
廻
つ
て
「
文
藝
春
秋
」
に
連
載
し
た
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
」
を
中
心
に
、
今
ま
で
に
食
べ
も
の
や
飲
み
も
の
に
就
て
書
い
た
記
事
を
集
め
て
見
た

結
果
が
、
か
う
い
ふ
本
に
な
つ
た
。
そ
の
大
半
を
な
し
て
ゐ
る
食
べ
歩
き
の
話
は
そ
の
各

地
元
で
の
協
力
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
到
底
書
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
か
う
し
て
一
冊

の
本
に
纏
つ
た
所
で
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
で
も
、
そ
れ
が

出
来
上
る
ま
で
に
ど
れ
程
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　

こ
こ
に
は
地
元
の
協
力
へ
の
謝
辞
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
が
、
詩
人
の
竹
中

郁
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
神
戸
に
関
す
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
中
心
に
据
え
て
、
次
節
で
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
注

解
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
際
に
は
、
竹
中
郁
が
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
の
記
述
が
大
い
に
参
考
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
前
に
、
吉
田
文
学
に
お
け
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
位
置
づ
け
を
明
確

に
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
、「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
の
初
出
と
、
そ
れ
が
収
録
さ
れ
た

単
行
本
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
諸
本
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

連
載
エ
ッ
セ
イ
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
七
回
に
わ
た
っ
て
、
雑
誌

『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
か
ら
な
る
。
以
下
に
各
回
の
掲
載
号
と
題
名
を
示
そ
う
。

・
昭
和
三
十
二
年
三
月
号　
「
第
一
回
・
新
潟
の
巻
」

・
昭
和
三
十
二
年
四
月
号　
「
食
い
倒
れ
の
都
・
大
阪
」

・
昭
和
三
十
二
年
五
月
号　
「
内
海
に
味
覚
あ
り
」

・
昭
和
三
十
二
年
六
月
号　
「
カ
ス
テ
ラ
の
町
・
長
崎
」

・
昭
和
三
十
二
年
七
月
号　
「
味
の
あ
る
城
下
町
・
金
沢
」

・
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
号　
「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」

・
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
号　
「
山
海
の
味
・
酒
田
」

　

以
上
が
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
総
題
の
も
と
に
連
載
さ
れ
た
七
編
の
エ
ッ
セ
イ
（
以

下
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
呼
称
す
る
）
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
翌
年
の
昭
和
三
十
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』

（
文
藝
春
秋
新
社
）
に
こ
の
ま
ま
の
順
序
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
単
行
本
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
』
は
三
部
構
成
で
、「
食
べ
も
の
あ
れ
こ
れ
」（
三
編
か
ら
な
る
書
き
下
ろ
し
）、「
舌
鼓
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
」（
七
回
分
の
「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
に
、
さ
ら
に
『
あ
ま
カ

ラ
』
初
出
の
エ
ッ
セ
イ
「
以
上
の
裏
の
所
」
を
加
え
る
）、「
饗
宴
」（
食
べ
物
や
酒
に
関
す
る

エ
ッ
セ
イ
十
二
編
）
か
ら
な
る（

２
）。

　

そ
の
後
、
こ
の
本
は
、
原
書
房
版
『
吉
田
健
一
全
集
』
第
七
巻
（
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
第

八
回
配
本
）
に
、『
作
法
無
作
法
』『
書
き
捨
て
た
言
葉　

Ⅲ
』
と
と
も
に
収
め
ら
れ
た
。
同
書

の
解
説
で
篠
田
一
士
は
、「
三
十
三
年
の
六
月
に
文
芸
春
秋
社
か
ら
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
後
久
し
く
絶
版
の
状
態
に
あ
り
、
本
巻
に
よ
っ
て
版
を
あ
ら
た
に
し
た
こ
と
に
な
る
」
と

述
べ
、
続
け
て
「
こ
の
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
食
べ
あ

る
き
、
飲
み
あ
る
き
の
エ
ッ
セ
イ
で
、『
文
芸
春
秋
』
に
連
載
当
時
か
ら
大
変
な
人
気
を
よ
び
、

い
い
意
味
で
も
、
わ
る
い
意
味
で
も
吉
田
健
一
氏
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
つ
く
り
あ
げ
た
の

で
あ
る
」
と
、
書
い
て
い
る
。
な
お
、
細
か
い
点
に
な
る
が
、
原
書
房
版
で
は
、
初
版
の
文
藝

春
秋
新
社
版
で
、「
胃
の
話
」
か
ら
「
文
学
に
出
て
く
来
る
食
べ
も
の
」
ま
で
の
十
二
編
に
付

い
て
い
た
「
饗
宴
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
は
ず
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
昭
和
五
十
一
年
四
月
に
は
、
文
藝
春
秋
新
社
版
と
収
録
作
品
を
同
じ
く
す
る
『
舌
鼓

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
が
、
ゆ
ま
に
て
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
ゆ
ま
に
て
版
は
、
後
述
す

る
番
町
書
房
版
（
昭
和
四
十
九
年
刊
）
所
収
と
同
様
に
、「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
が
、
酒
田

を
冒
頭
と
す
る
配
列
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
番
町
書
房
版
に
依
拠
し
た
も
の
か
。
そ
の
一
方

で
、
文
藝
春
秋
新
社
版
通
り
の
目
次
構
成
と
配
列
で
文
庫
化
し
た
の
が
、
昭
和
五
十
五
年
一
月

刊
の
中
公
文
庫
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（
解
説
・
池
田
弥
三
郎
）
で
あ
る
。

　
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
い
う
同
一
の
書
名
で
出
版
さ
れ
た
本
を
挙
げ
て
み
た
が
、『
舌
鼓

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
い
う
書
名
で
は
な
い
、
再
編
集
版
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
中
に
は
、「
連
載
エ

ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
七
編
の
配
列
が
、
初
出
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、『
続　

酒
肴
酒
』（
昭
和
四
十
九
年
九
月
刊
、
番
町
書
房
）、『
続　

酒
肴
酒
』（
昭
和
六
十

年
六
月
刊
、
光
文
社
文
庫
、
解
説
・
篠
田
一
士
）、『
酒
肴
酒
』（
平
成
十
八
年
二
月
刊
、
光
文

社
文
庫
、
解
説
・
坂
崎
重
盛
）
に
お
い
て
は
、「
山
海
の
味
・
酒
田
」
が
冒
頭
に
来
て
い
る
の

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
二
種
の
光
文
社
文
庫
は
と
も
に
、
番
町
書
房
版
を
底
本
と
し
た
旨
を
明

記
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
番
町
書
房
版
で
は
、
初
出
誌
お
よ
び
初
版
の
単
行
本
で
「
連
載
エ
ッ
セ

イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
最
後
に
位
置
し
て
い
た
「
山
海
の
味
・
酒
田
」
が
、
冒
頭
に
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
印
刷
上
の
誤
り
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
誤
り
が
、
ゆ
ま
に
て
版

『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
も
含
め
て
後
の
三
冊
に
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
酒

田
を
冒
頭
に
据
え
る
と
、
新
潟
・
大
阪
・
瀬
戸
内
海
・
長
崎
と
い
う
順
序
で
、
北
か
ら
南
に
並

ぶ
と
い
う
配
慮
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
長
崎
の
後
は
、
金
沢
・
神
戸
で
あ
る
か
ら
、
完
全
に

七
編
通
し
て
「
北
か
ら
南
へ
」、
と
い
う
順
序
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
」
の
冒
頭
に
酒
田
が
位
置
す
る
と
、
書
き
出
し
が
「
こ
の
食
べ
も
の
行
脚
は
今
ま
で
の
や
り
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方
で
は
、
目
指
す
場
所
に
着
い
た
ら
先
ず
ど
こ
か
に
宿
を
と
り
、
そ
こ
を
根
城
に
し
て
、（
中

略
）
こ
れ
は
新
潟
、
大
阪
そ
の
他
、
一
地
方
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
都
市
で
う
ま
い
も
の
を
探

せ
ば
、
こ
う
す
る
の
が
便
利
で
あ
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
す
な
わ

ち
、「
今
ま
で
の
や
り
方
」「
新
潟
、
大
阪
そ
の
他
」
と
い
っ
た
書
き
方
は
、
初
出
時
の
よ
う

に
、
酒
田
の
エ
ッ
セ
イ
が
新
潟
や
大
阪
の
エ
ッ
セ
イ
の
後
に
書
か
れ
て
こ
そ
の
表
現
だ
か
ら

だ
。

　

こ
れ
ら
の
本
は
、
書
名
に
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
出
さ
な
い
再
編
集

本
で
あ
り
、
発
行
年
も
比
較
的
新
し
い
。
第
一
節
を
締
め
括
る
に
当
た
っ
て
、
吉
田
健
一
の

「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
流
布
に
関
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
各

地
の
風
土
に
根
ざ
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
書
名
よ
り
も
、
酒
の
楽
し
み
を
強
調
す
る
「
酒
肴
酒
」
と

い
う
書
名
の
方
が
近
年
多
く
な
り
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
も
、
初
版
の

単
行
本
か
ら
抜
き
出
さ
れ
て
、
次
第
に
他
の
書
名
の
再
編
集
本
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

二　

 「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
注
解

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
第
六
回
、「
世
界
の
味

を
持
つ
神
戸
」
に
お
い
て
、
須
磨
在
住
の
詩
人
・
竹
中
郁
の
存
在
は
大
き
い
。
し
か
も
竹
中
郁

は
、
吉
田
健
一
に
神
戸
を
案
内
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
四
半
世
紀
も
前
に
、
堀
辰
雄
が

ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
、
神
戸
に
や
っ
て
来
た
時
も
案
内
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
の
竹
中
郁

は
、
堀
辰
雄
と
吉
田
健
一
の
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
神
戸
を
案
内
し
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
を

通
し
て
、
神
戸
と
い
う
土
地
柄
や
食
べ
物
が
見
事
に
描
き
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
堀

と
竹
中
」「
吉
田
と
竹
中
」
と
い
う
、
彼
ら
の
文
学
的
な
交
流
も
明
ら
か
に
な
る
し
、
キ
ー
パ

ー
ソ
ン
と
し
て
の
竹
中
郁
の
存
在
が
作
用
し
て
、
堀
辰
雄
の
「
旅
の
絵
」
や
、
吉
田
健
一
の

「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
と
い
っ
た
佳
品
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
堀
辰
雄
研
究
に
お
い
て
は
、
竹
中
郁
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
吉
田

健
一
に
お
け
る
神
戸
を
考
察
す
る
際
に
も
、
竹
中
郁
か
ら
貴
重
な
視
点
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　

以
下
に
、「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
の
注
解
を
書
い
て
ゆ
く
が
、
お
お
よ
そ
の
方
針
を
示

し
て
お
こ
う
。
本
文
の
引
用
は
、『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
六
巻
所
収
の
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
』
に
よ
り
、
正
字
は
新
字
に
し
た
。「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
は
、
八
三
頁
か
ら
九
三
頁

ま
で
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
段
落
ご
と
に
通
し
番
号
を
振
り
、
原
文
の
一
部
を
切
り
出
し
て
注

解
を
付
け
た
。
形
式
段
落
は
、
①
か
ら
⑲
ま
で
で
あ
る
。
す
べ
て
の
形
式
段
落
に
注
解
が
施
せ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
吉
田
健
一
の
記
述
を
説
明
・
補
足
す
る
資
料
と
し
て
、
竹
中
郁
に
よ
る

『
あ
ま
カ
ラ
』
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
を
活
用
し
、
適
宜
、
他
の
資
料
も
参
照
し
た
。

《
形
式
段
落
①
》

【
本
文
】「
今
度
は
詩
人
の
竹
中
郁
氏
に
案
内
し
て
戴
い
た
。
こ
こ
の
貿
易
商
の
家
に
生
ま
れ

て
、
学
校
は
そ
の
辺
の
小
学
校
か
ら
神
戸
一
中
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
生
粋
の
神
戸
人
で
あ
る
。」

【
注
解
】
エ
ッ
セ
イ
「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
冒
頭
に
、
案
内
し
て

く
れ
た
人
物
の
紹
介
を
書
い
て
い
る
の
は
、
七
回
に
わ
た
る
「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
」
の
中
で
も
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
だ
け
で
あ
る（

３
）。

竹
中
郁
（
一
九
〇
四
〜
一
九
八
二
）

は
、
明
治
三
十
七
年
四
月
一
日
、
父
石
阪
芳
松
、
母
下
村
し
う
の
第
五
子
と
し
て
、
神
戸
市
兵

庫
区
永
沢
町
に
生
ま
れ
た（

４
）。

石
阪
家
は
当
時
、
澱
粉
製
造
業
を
営
む
。
明
治
三
十
八
年
五
月
、

母
の
妹
ク
ニ
の
夫
、
竹
中
亀
太
郎
と
養
子
縁
組
。
養
家
は
当
時
、
紡
績
用
品
ク
レ
ー
の
製
造
業

を
営
む
。
し
た
が
っ
て
、「
貿
易
商
を
営
む
家
に
生
ま
れ
て
」
と
い
う
記
述
は
不
正
確
か
。
小

学
校
は
、
神
戸
市
立
入
江
小
学
校
。「
神
戸
一
中
と
い
ふ
の
だ
か
ら
」
と
あ
る
が
、
竹
中
は
十

三
歳
で
兵
庫
県
立
第
二
神
戸
中
学
校
（
神
戸
二
中
）
に
入
学
。
同
級
に
、
後
に
著
名
な
洋
画
家

と
な
る
小
磯
良
平
が
い
た（

５
）。

《
形
式
段
落
②
》

【
本
文
】「
竹
中
氏
の
唯
一
の
欠
点
は
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
で
、
併
し
さ
う
い
ふ
こ
と
に
も
神
戸

人
の
こ
だ
は
ら
な
い
性
格
が
現
れ
る
の
か
、
着
い
た
晩
に
最
初
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
は
バ
ア

だ
つ
た
。
布
引
町
二
丁
目
に
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
と
い
ふ
バ
ア
で
」

【
注
解
】「
着
い
た
晩
」
と
あ
る
が
、
年
月
日
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。『
吉
田
健
一
著
作
集
』

補
巻
Ⅱ
に
所
収
の
「
吉
田
健
一
年
譜
」
に
は
、
昭
和
三
十
二
年
の
項
に
「
九
月
、
連
載
『
舌
鼓

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
取
材
の
た
め
神
戸
へ
」
と
あ
り
、『
吉
田
健
一
集
成
・
別
巻
』
の
「
吉
田

健
一
年
譜
」
に
も
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
の
欄
に
「『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
取
材
の
た
め

神
戸
へ
行
く
」
と
あ
る
が
、
日
付
の
記
載
は
な
い
。
バ
ー
「
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
創

元
社
編
集
部
編
『
一
九
七
六
年
版　

神
戸
味
覚
地
図
』（
昭
和
五
十
年
十
一
月
刊
、
創
元
社（

６
））

に
、
俳
人
の
赤
尾
兜
子
の
解
説
で
「
こ
の
店
は
、
神
戸
で
も
っ
と
も
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い

る
」「
酒
類
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
し
に
せ
と
あ
っ
て
大
し
た
も
の
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
。
末
尾

の
住
所
は
吉
田
の
記
述
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

《
形
式
段
落
④
》

【
本
文
】「
こ
こ
か
ら
話
を
翌
日
の
朝
に
移
す
。
竹
中
氏
が
誘
い
に
来
て
先
ず
行
つ
た
の
が
元
町

三
丁
目
の
青
辰
と
い
ふ
穴
子
の
鮨
屋
だ
つ
た
。」
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【
注
解
】
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
が
「
青あ
お

辰た
つ

」
に
つ
い
て
短
い

エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。「
行
き
つ
け
の
店
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
幼
少
期
か
ら

「
青
辰
」
の
巻
き
ず
し
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
吉
田
の
記
述
は
穴
子
丼
の

こ
と
が
中
心
で
、
⑤
段
で
も
、「
こ
の
穴
子
丼
を
注
文
す
る
積
り
な
ら
ば
、
店
を
開
け
た
ば
か

り
の
午
前
十
一
時
頃
に
行
つ
て
頼
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
翌
日
最
初
に

青
辰
に
吉
田
を
連
れ
て
行
っ
た
の
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
だ
。『
神
戸
味
覚
地
図
』
で
も
、
竹

中
が
「
青
辰
」
の
紹
介
文
を
書
き
、
住
所
も
、「
よ
ほ
ど
幸
運
で
な
い
と
間
合
い
よ
く
た
べ
ら

れ
る
か
ど
う
か
」
と
あ
る
の
も
、
符
合
す
る
。

《
形
式
段
落
⑤
》

【
本
文
】「
こ
こ
で
酒
の
突
き
出
し
に
貝
屋
の
焼
き
通
し
蒲
鉾
と
い
ふ
の
が
出
た
が
」

【
注
解
】
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
好

物
と
し
て
書
い
て
い
る
。『
神
戸
味
覚
地
図
』
で
も
、
竹
中
は
「
兵
庫
開
港
の
こ
ろ
に
す
で
に

あ
っ
て
、
今
日
で
も
同
じ
も
の
を
た
べ
さ
せ
る
店
と
い
う
と
、
こ
こ
（
青
辰
）
と
か
ま
ぼ
こ
屋

「
か
い
や
」
と
だ
け
に
な
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
吉
田
が
「
青
辰
」
で
穴
子
丼
と
、
突
き
出

し
に
「
貝
屋
」
の
蒲
鉾
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
地
元
で
生
ま
れ
育
っ
た
竹
中
郁
の
案

内
に
よ
っ
て
こ
そ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

《
形
式
段
落
⑥
》

【
本
文
】「
そ
れ
か
ら
中
山
手
通
り
の
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
と
い
ふ
パ
ン
屋
に
行
つ
た
。
何
し
ろ

こ
こ
の
パ
ン
は
旨
く
て
」「
か
う
い
ふ
も
の
に
は
バ
タ
を
付
け
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
で
付
け

れ
ば
バ
タ
ま
で
い
い
匂
い
が
し
て
一
層
旨
く
な
り
」「
ハ
ム
は
ハ
ム
で
厚
目
に
切
つ
て
置
い
て
、

そ
れ
を
お
か
ず
に
こ
の
パ
ン
を
囓
つ
た
ら
、
大
概
の
御
馳
走
に
は
引
け
を
取
ら
な
い
昼
の
食
事

に
な
る
。」

【
注
解
】
昭
和
三
十
四
年
一
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
が
、「
永
年
、
朝
食
は
コ
ー
ヒ
と

パ
ン
な
も
の
だ
か
ら
、
コ
ー
ヒ
は
さ
て
措
き
、
パ
ン
は
一
日
お
き
に
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
へ
出

か
け
ね
ば
な
ら
な
い
。」「
わ
た
く
し
の
愛
好
品
は
フ
ラ
ン
ス
流
の
棒
状
の
パ
ン
だ
が
、」「
十
分

に
バ
タ
ー
が
効
か
せ
て
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
っ
す
ら
と
し
た
塩
味
と
と
も
に
、
コ
ー
ヒ
を
の
む

に
最
適
で
あ
る
。
な
に
も
つ
け
な
く
て
た
べ
ら
れ
る
こ
と
、
又
ま
っ
た
く
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る

と
同
じ
で
あ
る
。」「
パ
ン
と
コ
ー
ヒ
を
そ
ろ
え
た
だ
け
で
も
、
朝
の
王
者
の
よ
う
な
気
に
な
れ

る
が
、
そ
の
上
に
チ
ー
ズ
類
と
ソ
ー
セ
ー
ジ
類
と
を
た
く
わ
え
、
色
う
つ
く
し
い
季
節
の
果
物

を
卓
上
に
な
ら
べ
て
お
く
と
、
こ
の
世
の
幸
福
こ
こ
に
集
ま
る

―
と
叫
び
だ
し
た
く
な
る
。」

と
書
い
て
い
る
。
吉
田
と
竹
中
の
記
述
は
共
通
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
の
パ
ン
に
対

す
る
彼
ら
の
手
放
し
の
称
賛
は
、
二
人
と
も
若
い
こ
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
の
体
験
を
持
つ
こ

と
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
実
感
し
て
い
る
パ
ン
の
匂
い
と
味

は
、
そ
の
ま
ま
王
者
の
食
卓
の
御
馳
走
な
の
だ（

７
）。

《
形
式
段
落
⑧
》

【
本
文
】「
そ
の
後
で
は
当
然
、
例
の
ユ
ー
ハ
イ
ム
に
行
く
こ
と
に
な
つ
た
。
昔
は
ど
こ
に
あ
つ

た
か
忘
れ
た
が
、
そ
こ
は
焼
け
て
、
今
は
生
田
神
社
の
西
隣
に
移
つ
て
ゐ
る
。」

【
注
解
】「
例
の
ユ
ー
ハ
イ
ム
」
と
い
う
書
き
方
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
誰
で
も
よ

く
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
⑥
で
引
用
し
た
竹
中
郁
の
同
じ
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、

「
こ
こ
（
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
）
と
並
び
称
さ
れ
る
『
ユ
ー
ハ
イ
ム
』
が
東
京
へ
進
出
す
る
よ

う
な
や
り
方
に
は
一
向
興
も
な
さ
そ
う
で
、
ホ
ー
ム
ベ
ー
カ
ー
の
領
分
を
守
っ
て
い
る
」
と
述

べ
て
、「
ユ
ー
ハ
イ
ム
」
に
対
し
て
は
や
や
厳
し
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
吉
田
が
神
戸
を
訪

れ
た
と
き
か
ら
一
年
半
も
経
た
な
い
う
ち
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
吉
田
の
書
き
方
も
、「
ユ

ー
ハ
イ
ム
」
と
言
え
ば
東
京
で
も
有
名
だ
が
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
も
受
け
取
れ
る
。
け
れ

ど
も
こ
こ
は
、
昭
和
七
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
に
訪
れ
た
堀
辰
雄
の
「
旅
の
絵
」
が
、
吉
田
の

脳
裏
を
掠
め
て
い
た
と
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
夕
方
、
私
た
ち
は
下
町
の
ユ
ウ
ハ
イ
ム
と
い

う
古
び
た
独
逸
菓
子
屋
の
、
奥
ま
っ
た
、
大
き
な
ス
ト
ー
ブ
に
体
を
温
め
な
が
ら
、
ほ
っ
と
一

息
つ
い
て
い
た
」
と
い
う
「
旅
の
絵
」
の
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
私
た
ち
」
と
い
う
の
が
、

堀
辰
雄
と
竹
中
郁
で
あ
る
。
竹
中
自
身
も
、
吉
田
健
一
に
「
ユ
ー
ハ
イ
ム
」
を
案
内
し
な
が

ら
、
こ
の
時
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
吉
田
が
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
に
つ

い
て
触
れ
て
、「
ま
る
ご
と
買
ふ
の
に
は
、
二
、
三
百
円
か
ら
七
千
円
も
す
る
大
き
な
の
ま
で

あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
」
と
書
い
て
い
る
の
も
、
堀
辰
雄
の
「
旅
の
絵
」
で
、「
入
れ
代
り

立
ち
代
り
せ
わ
し
そ
う
に
這
入
っ
て
き
て
は
、
ど
っ
さ
り
菓
子
を
買
っ
て
」「
そ
れ
も
大
抵
五

円
と
か
十
円
と
か
い
う
金
額
ら
し
い
の
で
、
私
は
少
し
ば
か
り
呆
気
に
と
ら
れ
て
そ
の
光
景
を

見
て
い
た
」
と
い
う
記
述
と
、
遠
く
響
き
合
う
。

《
形
式
段
落
⑨
》

【
本
文
】「
ユ
ー
ハ
イ
ム
か
ら
少
し
行
つ
た
所
に
、
詳
し
く
は
生
田
筋
西
入
口
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
と

い
ふ
西
洋
料
理
屋
が
あ
つ
て
、
次
に
は
こ
こ
で
ウ
ィ
イ
ナ
ア
・
シ
ュ
ニ
ツ
ツ
ェ
ル
を
食
べ
た
。」

【
注
解
】
昭
和
三
十
四
年
四
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
は
、
吉
田
健
一
を
「
ハ
イ
ウ
ェ

イ
」
に
案
内
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、「
一
昨
年
秋
、
吉
田
健
一
氏
を
案
内
し
て
こ
こ
で
ウ
ィ
ン

ナ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ァ
を
た
べ
た
。
犢
牛
と
い
う
も
の
は
、
い
や
に
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
料
理
の
力

を
得
て
は
じ
め
て
堪
能
す
る
と
い
っ
た
風
な
材
質
だ
が
、
こ
の
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ァ
に
し
て
も
、
フ

ラ
ン
ス
流
の
エ
ス
カ
ロ
ー
プ
に
し
て
も
、
料
理
人
の
腕
が
な
く
て
は
、
て
ん
で
形
を
な
す
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
を
、
こ
こ
で
た
べ
て
健
一
氏
は
『
い
い
出
来
ば
え
』
と
ほ
め
た
」
と
書
い
て

い
る（

８
）。
吉
田
は
こ
の
料
理
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
何
の
カ
ツ
レ
ツ
な
の
か
、
仔
牛
な
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
が
」「
軽
く
て
殆
ど
肉
の
感
じ
が
せ
ず
」「
先
づ
こ
れ
以
上
の
牛
の
カ
ツ
は
日
本
に
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は
な
い
と
見
て
よ
さ
さ
う
で
あ
る
」
と
も
書
い
て
お
り
、
竹
中
郁
の
「
い
や
に
あ
つ
さ
り
し
て

い
て
」
と
い
う
記
述
と
も
よ
く
符
合
す
る
。
ま
た
、
吉
田
は
「
衣
と
一
緒
に
肉
も
舌
の
上
で
崩

れ
る
出
来
栄
え
で
」
と
も
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
、
竹
中
が
健
一
氏
が
「
い
い
出
来
ば

え
」
と
ほ
め
た
と
書
い
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

《
形
式
段
落
⑩
》

【
本
文
】「
そ
こ
か
ら
今
度
は
三
宮
セ
ン
タ
ー
街
の
武
蔵
と
い
ふ
豚
カ
ツ
屋
に
行
つ
た
。」「
こ
こ

の
主
人
の
話
で
は
、
豚
カ
ツ
が
本
当
に
好
き
な
人
間
は
生
キ
ャ
ベ
ツ
に
ソ
オ
ス
を
ぶ
つ
掛
け
て

食
べ
る
の
を
楽
む
の
だ
さ
う
で
、
確
か
に
さ
う
い
ふ
素
朴
な
も
の
が
カ
ツ
類
の
生
命
な
の
か
も

知
れ
な
い
。」

【
注
解
】
昭
和
三
十
四
年
五
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
は
、「『
む
さ
し
』
と
い
う
神
戸

三
宮
セ
ン
タ
ー
街
の
西
の
入
口
近
く
に
あ
る
店
は
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
店
の
来
歴
や
、
カ

ツ
や
豚
汁
の
こ
と
、「
皿
に
つ
け
て
く
る
キ
ャ
ベ
ツ
」
の
こ
と
な
ど
と
と
も
に
、
吉
田
が
「
こ

こ
の
主
人
」
と
書
い
て
い
る
人
物
に
も
触
れ
て
い
る
。「
こ
の
『
む
さ
し
』
の
主
人
川
飛
君
は
、

物
が
た
い
人
で
」、
今
は
亡
き
人
の
筆
跡
を
「
い
ま
だ
に
の
れ
ん
に
染
め
て
使
っ
て
い
る
。
義

理
が
た
く
恩
誼
を
わ
す
れ
ぬ
と
こ
ろ
、
気
持
よ
い
」
と
あ
る
。

《
形
式
段
落
⑪
》

【
本
文
】「
次
に
、
元
町
駅
下
の
牡
丹
園
別
館
と
い
ふ
支
那
料
理
屋
に
行
つ
た
。
神
戸
で
こ
こ
を

見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
殊
に
こ
こ
で
炒

チ
ャ
オ
シ
ェ
ン
ナ
イ

鮮
奶
と
い
ふ
料
理
を
出
す
か
ら
で
、
神
戸
の

町
に
一
時
間
し
か
ゐ
ら
れ
な
く
て
ど
う
す
る
か
と
い
ふ
場
合
、
こ
こ
に
来
て
こ
の
料
理
を
食
べ

る
こ
と
に
し
て
も
決
し
て
損
で
は
な
い
。」

【
注
解
】
竹
中
郁
が
一
連
の
食
べ
物
エ
ッ
セ
イ
を
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
連
載
し
た
の
は
昭
和
三
十

三
年
九
月
号
か
ら
で
、
わ
た
し
の
手
元
に
は
そ
れ
ら
が
八
冊
揃
っ
て
い
る
。
総
タ
イ
ト
ル
は

「
わ
が
町
わ
が
舌
」
で
、
毎
回
、
挿
絵
も
竹
中
が
描
い
て
い
る
。
こ
の
第
一
回
と
翌
月
の
第
二

回
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
、「
牡
丹
園
別
館
」
で
あ
る
。
竹
中
は
九
月
号
に
、「
牡
丹
園
別

館
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
つ
け
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
店
に
馴
染
ん
だ
か
を
書
き
、
そ
れ

に
続
け
て
「『
文
藝
春
秋
』
の
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
書
く
た
め
に
、
吉
田
健
一
さ
ん
が

西
下
さ
れ
て
案
内
を
引
受
け
た
と
き
に
、
絶
賛
さ
れ
た
炒
鮮
奶
（
チ
ャ
ウ
シ
ン
ナ
イ
）
も
、
そ

の
流
儀
で
わ
た
く
し
が
前
以
て
探
索
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記

述
は
貴
重
な
証
言
で
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
中
で
も
、
神
戸
探
訪
が

と
り
わ
け
充
実
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭

が
「
今
度
は
詩
人
の
竹
中
郁
氏
に
案
内
し
て
戴
い
た
」
と
い
う
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
の
も
、

神
戸
探
訪
が
い
か
に
竹
中
郁
の
存
在
に
懸
か
っ
て
い
た
か
が
改
め
て
わ
か
る
。
迎
え
る
側
の
竹

中
も
、
前
も
っ
て
の
綿
密
で
十
分
な
準
備
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
引
用
し
た
竹
中
自
身

の
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
竹
中
が
『
あ
ま
カ
ラ
』
で
は
、
チ
ャ
ウ
シ
ン

ナ
イ
と
い
う
料
理
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
料
理
に
つ
い
て
の
吉
田
の

記
述
が
、
詳
細
か
つ
美
し
さ
に
お
い
て
「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
で
の
白
眉
と
も
言
え
る
も

の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

《
形
式
段
落
⑫
》

【
本
文
】「
つ
ま
り
、
念
入
り
に
拵
へ
た
西
洋
菓
子
の
口
当
り
の
柔
か
さ
が
こ
の
料
理
の
柔
か
さ

で
も
あ
つ
て
、
そ
れ
が
甘
く
は
な
く
て
鶏
や
胡
桃
や
米
粉
を
揚
げ
た
の
の
味
な
の
で
あ
る
か

ら
、
目
が
覚
め
る
思
い
を
す
る
。」「
こ
の
炒
鮮
奶
な
ど
は
そ
の
支
那
料
理
の
粋
で
は
な
い
か
」

「
そ
の
流
儀
か
ら
言
つ
て
支
那
の
ど
の
辺
の
も
の
か
聞
か
な
か
つ
た
が
、
こ
の
店
の
主
人
は
王

熾
炳
氏
で
あ
る
。」

【
注
解
】
吉
田
健
一
は
⑪
段
落
で
こ
の
料
理
の
形
状
を
、
ビ
ー
フ
ン
（
米
粉
）
を
揚
げ
た
も
の

と
卵
白
の
ク
リ
ー
ム
と
胡
桃
や
海
老
な
ど
を
潰
し
た
ク
リ
ー
ム
状
の
も
の
で
あ
る
と
紹
介
し
、

食
べ
方
は
「
こ
れ
を
マ
ロ
ン
・
シ
ャ
ン
テ
ィ
イ
な
ど
と
同
じ
具
合
に
ご
ち
や
混
ぜ
に
し
て
食
べ

る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
⑫
段
落
で
味
わ
い
を
書
き
、「
支
那
料
理
の
粋
」
と
絶
賛

し
て
、
さ
ら
に
「
例
え
ば
ル
ウ
ベ
ン
ス
や
フ
ラ
ン
ツ
・
ハ
ル
ス
の
大
作
が
ご
ろ
ご
ろ
し
て
ゐ
る

中
で
、
幅
五
寸
位
の
ワ
ツ
ト
オ
の
人
物
画
が
少
し
も
引
け
を
取
ら
ず
に
光
つ
て
ゐ
る
の
と
変
ら

ず
」
と
い
う
、
西
洋
の
美
術
館
の
情
景
の
比
喩
ま
で
持
ち
出
し
て
い
る
。
吉
田
健
一
も
竹
中
郁

も
若
い
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
部
分
を
読
ん
だ
時
の
竹
中
郁
の
会

心
の
笑
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
吉
田
は
こ
の
料
理
が
中
国
の
ど
の
地
方
の
も

の
か
聞
か
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
が
、『
あ
ま
カ
ラ
』
の
昭
和
三
十
三
年
十
月
号
に
、
竹
中

郁
が
「
牡
丹
園
別
館
」
の
主
人
の
経
歴
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
広
東
の
近
く
の
生
ま

れ
」
と
あ
る（

９
）。

《
形
式
段
落
⑭
》

【
本
文
】「
元
町
三
丁
目
の
眼
鏡
屋
横
町
に
あ
る
藤
は
ら
と
い
ふ
天
麩
羅
屋
の
烏
賊
の
天
麩
羅

は
、
瀬
戸
内
海
で
取
れ
る
文も

ん

子ご

烏
賊
と
い
ふ
、
厚
さ
が
七
分
か
ら
一
寸
も
あ
る
烏
賊
を
使
つ
て

ゐ
て
、
食
べ
で
が
あ
る
。」「
こ
の
烏
賊
は
九
月
か
ら
五
月
辺
り
ま
で
の
も
の
だ
さ
う
で
、
他
に

海
老
を
紫
蘇
で
巻
い
た
の
や
、
鱚
が
あ
つ
た
。」

【
注
解
】
神
戸
の
天
麩
羅
屋
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
今
引
用
し
た
少
し
前
に
、「
も
う
少
し
何
か

地
方
色
」
が
あ
っ
た
ら
も
っ
と
よ
く
な
る
、
と
述
べ
た
う
え
で
の
言
葉
で
あ
る
。
竹
中
郁
は

『
あ
ま
カ
ラ
』
の
昭
和
三
十
四
年
一
月
号
（
⑥
の
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
の
号
）
で
、
蕎
麦
屋
の

「
し
な
の
」
に
触
れ
た
時
に
、
値
段
の
比
較
で
ほ
ん
の
少
し
「
藤
は
ら
」
に
触
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
た
だ
し
、『
神
戸
味
覚
地
図
』
の
「
藤
は
ら
」
の
項
は
竹
中
郁
が
担
当
し
て
、
そ
こ

と
読
み
合
わ
せ
る
と
、
吉
田
の
記
述
が
も
う
少
し
よ
く
わ
か
る
。「
鳴
門
あ
た
り
の
シ
ラ
サ
エ
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ビ
」「
こ
れ
に
つ
づ
く
は
も
の
青
紫
蘇
巻
き
、
モ
ン
ゴ
イ
カ
、
ア
ナ
ゴ
、
キ
ス
、
い
ず
れ
に
し

て
も
淡
泊
ご
の
み
の
舌
を
十
二
分
に
満
足
さ
せ
る
」
と
竹
中
も
書
い
て
い
る
。

《
形
式
段
落
⑮
》

【
本
文
】「
昔
は
神
戸
に
あ
つ
た
地
方
色
は
、
今
で
も
支
那
町
に
僅
か
に
残
つ
て
ゐ
る
。」「
そ
こ

か
ら
少
し
先
へ
行
つ
た
路
地
に
老
祥
記
と
い
ふ
小
さ
な
支
那
饅
頭
屋
が
あ
つ
て
、
こ
こ
の
三
つ

二
十
円
の
肉
饅
頭
も
本
も
の
で
あ
る
。」

【
注
解
】
こ
の
店
に
つ
い
て
、
竹
中
郁
の
記
述
は
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、『
神

戸
味
覚
地
図
』
に
は
赤
尾
兜
子
の
解
説
で
「
老
祥
紀
」
と
い
う
表
記
で
出
て
い
る
。「
浙
江
省

ス
タ
イ
ル
で
、
一
口
で
ほ
お
ば
れ
る
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
店
名
の
表
記
は
、
地
図
で
は
、
吉

田
と
同
じ
く
、「
老
祥
記
」
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
に
吉
田
は
「
三
つ
二
十
円
」
と
書
い
て

い
る
が
、
昭
和
五
十
年
の
こ
の
ガ
イ
ド
本
で
は
「
一
皿
（
三
個
）
七
十
五
円
」
で
あ
る
。

《
形
式
段
落
⑯
》

【
本
文
】「
料
理
で
は
、
神
戸
で
牡
丹
園
別
館
の
炒
鮮
奶
と
双
璧
を
な
す
も
の
は
、
花
隈
の
ハ
ナ

ワ
・
グ
リ
ル
の
西
洋
料
理
で
あ
る
。」「
竹
中
氏
と
二
人
、
二
階
の
畳
の
上
で
先
づ
ボ
ル
シ
チ
を

頼
ん
だ
。」

【
注
解
】
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
が
、「
総
じ
て
ハ
ナ
ワ
の
あ
る

じ
は
煮
物
に
秀
抜
で
、
こ
れ
は
吉
田
健
一
氏
の
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
に
微
妙
に
書
い
て
あ

る
通
り
」
と
あ
る
。「
微
妙
に
」
と
は
、
こ
の
場
合
、「
何
と
も
言
え
な
い
く
ら
い
精
妙
に
」
と

い
う
意
味
だ
ろ
う
。
⑰
段
落
で
吉
田
が
、
こ
の
店
の
仔
牛
の
喉
頭
部
の
ク
リ
ー
ム
煮
と
じ
ゅ
ん

さ
い
の
酢
醤
油
を
比
べ
て
、「
蓴

じ
ゅ
ん

菜さ
い

と
リ
・
ド
・
ヴ
ォ
オ
・
ア
・
ラ
・
ク
レ
エ
ム
が
同
じ
味
に

な
る
と
い
ふ
の
は
美
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
理
由
を
、
西
洋
料
理
も
日
本
料
理

も
「
或
る
段
階
を
越
え
る
と
、
料
理
の
味
が
一
口
毎
に
舌
を
満
足
さ
せ
て
後
に
何
も
残
さ
な

い
」
か
ら
だ
と
し
て
い
る
あ
た
り
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
所
に
端
的
に

表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
中
で
も
こ
の
神
戸
の
こ
と
を
書
い
た
「
世

界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
は
、
他
の
六
編
と
比
べ
て
、
東
西
料
理
文
化
論
の
様
相
を
帯
び
て
お

り
、
そ
れ
は
⑪
⑫
段
落
で
、
泰
西
名
画
で
点
心
風
料
理
を
喩
え
て
い
る
所
に
も
表
れ
て
い
た
。

《
形
式
段
落
⑱
》

【
本
文
】「
さ
う
い
ふ
訳
で
、
凡
て
世
の
中
で
一
番
旨
い
も
の
は
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
き
味
が
す

る
な
ら
ば
、
神
戸
で
見
付
け
た
も
う
一
つ
の
旨
い
も
の
は
灘
の
菊
正
だ
つ
た
。」

【
注
解
】
今
引
用
し
た
こ
の
段
の
冒
頭
の
一
文
は
、
神
戸
の
味
談
義
の
到
達
点
を
そ
の
ま
ま
承

け
て
、
ま
こ
と
に
見
事
な
締
め
括
り
と
な
っ
て
い
る
。
竹
中
郁
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
連
載
エ
ッ
セ

イ
「
わ
が
町
わ
が
舌
」
に
酒
の
こ
と
が
出
て
こ
な
い
の
は
、
②
段
落
に
「
竹
中
氏
の
唯
一
の
欠

点
は
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
で
」
と
あ
っ
た
通
り
で
あ
る
。

《
形
式
段
落
⑲
》

【
本
文
】「
た
だ
元
居
留
地
の
イ
タ
リ
イ
料
理
屋
の
ド
ン
ナ
ロ
イ
ア
が
本
も
の
の
イ
タ
リ
イ
料
理

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
菓
子
類
で
は
明
石
の
西
本
町
の
分
大
餅
、
東
本
町
の
富
士
の
山
煎

餅
、
及
び
三
番
町
の
向
井
屋
の
蛸
焼
き
、
殊
に
こ
の
蛸
焼
き
が
印
象
に
残
つ
た
こ
と
を
書
い
て

置
く
に
留
め
る
。」

【
注
解
】「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
の
末
尾
の
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
来
る
「
ド
ン
ナ
ロ

イ
ア
」
に
つ
い
て
竹
中
郁
は
、
昭
和
三
十
四
年
二
月
号
の
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
、
店
の
た
た
ず
ま

い
や
、
料
理
の
こ
と
、
主
人
の
ジ
ュ
セ
ッ
ペ
・
ド
ナ
ロ
イ
ヤ
氏
が
海
軍
か
ら
料
理
人
に
転
じ
た

こ
と
な
ど
を
書
い
て
い
る
。
同
誌
の
同
年
五
月
号
に
は
「
舶
来
き
し
め
ん
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
、
八
頁
に
わ
た
っ
て
こ
の
店
の
店
内
・
厨
房
・
主
人
が
、
写
真
・
葛
西
宗
誠
、
文
・
大
久
保

恒
次
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
菓
子
類
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
号
の
『
あ

ま
カ
ラ
』
に
竹
中
郁
が
、「
明
石
と
い
う
町
は
神
戸
人
の
わ
た
く
し
に
は
『
わ
が
町
』
で
は
な

い
が
、
じ
つ
は
わ
た
く
し
の
住
居
が
神
戸
も
西
の
は
ず
れ
近
い
須
磨
。
電
車
で
十
五
分
か
二
十

分
だ
か
ら
、
神
戸
な
み
に
出
か
け
る
く
せ
が
つ
い
て
い
る
。」「
本
町
通
り
を
右
に
折
れ
、
二
百

米
く
ら
い
ゆ
く
と
、『
富
士
』
と
い
う
せ
ん
べ
い
屋
が
あ
る
。」「
こ
の
せ
ん
べ
い
、
生
姜
砂
糖

を
刷
毛
で
刷
い
て
、
富
士
の
白
雪
と
し
ゃ
れ
た
わ
け
だ
が
、
口
に
入
れ
る
と
粉
の
き
め
細
か

く
、
し
ゃ
っ
き
り
と
し
た
歯
あ
た
り
の
割
に
か
た
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。」「
こ
の
せ
ん
べ
い
も

わ
た
く
し
の
子
供
の
頃
か
ら
の
な
じ
み
の
一
つ
。
そ
の
家
並
み
の
つ
づ
き
に
本
家
『
分
大
』
と

い
う
の
が
あ
る
。
妙
な
屋
号
だ
が
、
分
大
と
書
い
て
ぶ
ん
だ
い
と
よ
む
。」「
そ
こ
で
売
る
分
大

餅
、
ほ
ん
と
に
餅
の
皮
で
、
半
日
も
た
て
ば
皮
が
か
た
く
な
る
。
し
か
も
、
淡
泊
で
、
形
も
何

気
な
い
が
白
、
う
す
紅
、
若
草
の
三
色
の
と
り
あ
わ
せ
が
可
愛
ら
し
く
上
品
な
の
で
、
昔
か
ら

町
家
の
愛
用
を
う
け
た
」
と
あ
る
の
が
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。

　

以
上
、
吉
田
健
一
の
「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
を
段
落
毎
に
区
切
っ
て
注
解
し
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
竹
中
郁
が
雑
誌
『
あ
ま
カ
ラ
』
に
連
載
し
た
「
わ
が
町
わ
が
舌
」
に

書
か
れ
て
い
る
店
や
料
理
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
田
が
神
戸
で
味
わ
っ
た
も
の
が
、
神
戸

を
代
表
す
る
料
理
や
菓
子
だ
っ
た
こ
と
の
証
し
で
は
あ
る
が
、
そ
の
源
泉
は
、
案
内
し
て
く
れ

た
竹
中
郁
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
親
し
ん
で
い
た
食
べ
物
で
あ
り
、
ま
た
、
竹
中
自
身
が
書
い
て

い
た
よ
う
に
吉
田
の
神
戸
来
訪
の
た
め
に
、
新
た
に
見
付
け
て
お
い
た
店
や
料
理
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
は
、
吉
田
健
一
主
演
・
竹
中
郁
演
出
共
演
と
も
言
え
る

神
戸
探
訪
記
だ
っ
た
。
し
か
も
竹
中
郁
は
、
二
十
数
年
前
に
も
、
堀
辰
雄
主
演
・
竹
中
郁
演
出

共
演
の
神
戸
探
訪
記
「
旅
の
絵
」
も
作
製
し
て
い
た
。
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三　

 

そ
の
他
の
神
戸
を
め
ぐ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」

　
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
『
私
の
食
物
誌
』
は
、
そ
の
書
名
に
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
で

あ
る
こ
と
が
明
記
し
て
あ
る
双
璧
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
所
収

の
「
世
界
の
味
を
持
つ
神
戸
」
を
段
落
の
順
を
追
っ
て
読
み
解
い
て
き
て
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

る
の
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
神
戸
の
味
わ
い
を
、
具
体
的
な
店
の
名
前
・
場
所
と
と
も
に
出

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
吉
田
健
一
は
こ
の
連
載
の
た
め
に
、
各
地
に
取
材
旅
行
に

出
掛
け
て
い
て
、
集
英
社
版
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
で
も
、
新
潮
社
版
『
吉
田
健
一
集
成
』
で

も
「
年
譜
」
に
は
、
た
と
え
ば
昭
和
三
十
二
年
一
月
の
項
に
「『
文
芸
春
秋
』
３
月
号
か
ら
の

連
載
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
取
材
の
た
め
新
潟
へ
行
く
。」（『
集
成
』）
と
か
、「
三
月
、

連
載
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
取
材
の
た
め
広
島
へ
。
帰
路
、
岩
国
に
帰
省
中
の
河
上
徹
太

郎
氏
を
た
ず
ね
る
。」（『
著
作
集
』）
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
取
材
旅
行
は
吉
田
健
一
の
年
譜
に
も

記
載
さ
れ
る
ほ
ど
の
出
来
事
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
地
取
材
に
基
づ
く
実
用
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
回
、
そ
の
注
解
も
付
け
れ
ら
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
全
く
店
名
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
注
解
も
困
難
だ
っ
た
ろ
う
。

　

雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
に
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
全
七
回
に
わ

た
っ
て
連
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
群
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
神
戸
の
場
合
と
基
本
的
に
同
一
の

ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
読
者
は
、
毎
月
の
よ
う
に
『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
を
読
ん
で
は
、
た
と
え
ば
出
張
な
ど
の
折
に
、
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
各
地
の
店
を
実
際
に
訪
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど

省
略
し
て
し
ま
っ
た
が
、
料
理
や
酒
の
値
段
も
逐
一
書
か
れ
て
お
り
、
各
地
の
店
を
訪
れ
る
際

に
、
便
利
で
あ
る
。
連
載
が
終
わ
っ
た
後
に
は
、
そ
の
名
も
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と
い
う

単
行
本
と
な
っ
て
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
か
ら
、
雑
誌
掲
載
時
に
読
み
そ
び
れ

て
い
た
人
々
も
、
こ
の
本
で
読
め
る
。

　

そ
れ
で
は
、
も
う
一
つ
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
集
で
あ
る
『
私
の
食
物
誌
』
で
は
、
ど
う

な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
神
戸
を
め
ぐ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
に
絞
っ
て
考
察
し
た

い
。

　
『
私
の
食
物
誌
』（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
刊
、
中
央
公
論
社
）
に
は
、「
神
戸
の
パ
ン
と
バ

タ
」「
神
戸
の
穴
子
」「
神
戸
の
イ
タ
リ
イ
料
理
」
の
三
編
が
入
っ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
三
編

を
読
み
直
し
て
み
て
、
先
ほ
ど
の
「
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
神
戸
の
記
述
が
、
い
か
に
具
体

的
に
店
名
や
所
在
地
を
書
い
て
い
る
か
に
気
づ
か
さ
れ
、
そ
の
目
で
『
私
の
食
物
誌
』
の
各
地

の
記
述
を
読
み
直
す
と
、
そ
こ
に
は
一
切
店
名
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

吉
田
健
一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
双
璧
と
し
て
名
高
い
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
と

『
私
の
食
物
誌
』
は
、
大
い
に
異
な
る
書
き
方
が
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
内
容
的
に
は

ど
ち
ら
も
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
で
あ
る
が
、『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
は
各
地
の
名
店
を
訪

ね
て
同
時
代
の
人
々
に
役
に
立
つ
情
報
を
も
た
ら
す
「
探
訪
記
」、『
私
の
食
物
誌
』
は
各
地
の

風
土
と
食
べ
物
・
飲
み
物
の
関
わ
り
を
描
い
て
普
遍
性
を
持
つ
「
風
土
記
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
、『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
が
ほ
ん
の
二
、
三

年
し
か
通
用
し
な
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
確
か
に
わ
た
し
自
身
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
七
箇
所
の
都

市
を
廻
っ
て
、
こ
こ
に
登
場
す
る
店
を
す
べ
て
訪
れ
よ
う
と
し
た
が
、
数
年
前
の
時
点
で
、
ほ

と
ん
ど
の
店
は
姿
を
消
し
て
い
た
。
無
理
も
な
い
こ
と
だ
。
吉
田
健
一
が
訪
れ
た
時
か
ら
す
で

に
五
十
年
近
い
歳
月
が
流
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
神
戸
の
店

の
中
で
、「
ド
ン
ナ
ロ
イ
ア
」
の
イ
タ
リ
ー
料
理
や
、
吉
田
が
絶
賛
し
た
「
牡
丹
園
別
館
」
の

炒
鮮
奶
を
実
際
に
食
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
幸
運
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
今
、
改
め
て
思
う
。
吉
田
健
一
に
と
っ
て
、
各
地
に
取
材
旅
行
に
出
掛
け
て
、「
連

載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
を
執
筆
し
た
体
験
こ
そ
は
、
そ
の
後
の
彼
の
文
学
活
動

の
幅
を
格
段
に
広
げ
た
原
点
で
あ
り
、
こ
の
体
験
と
相
俟
っ
て
、
短
編
小
説
集
『
酒
宴
』『
残

光
』
も
、
晩
年
に
立
て
続
け
に
書
か
れ
た
六
編
の
長
編
小
説
も
、
そ
し
て
何
よ
り
も
生
前
最
後

の
創
作
集
『
旅
の
時
間
』
も
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
旅
の
時
間
』（
昭
和
五
十
年
、
河
出
書
房
新
社
）
は
、「
飛
行
機
の
中
」「
昔
の
パ
リ
」「
大

阪
の
夜
」「
英
国
の
田
舎
」「
東
北
本
線
」「
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
町
」「
ロ
ン
ド
ン
」「
神
戸
」

「
京
都
」「
航
海
」
の
十
編
か
ら
な
る
短
編
小
説
集
で
あ
る
。
こ
う
し
て
目
次
を
書
き
写
し
て
い

る
と
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
吉
田
健
一
に
と
っ
て
親
し
い
土
地
で
あ
り
、
彼
の
生
涯
の
光
景
が
こ

れ
ら
の
作
品
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
中
に
「
神
戸
」
も
あ
る
。「
神
戸
」

は
昭
和
五
十
年
三
月
号
の
『
文
藝
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
が
、
今
は
、
神
戸
を
め

ぐ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
の
最
後
に
こ
の
小
説
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
そ
う
な
気
が
す

る
。

　

海
の
水
気
が
光
線
を
柔
ら
か
で
明
る
い
も
の
と
し
、
空
も
柔
ら
か
な
青
に
満
ち
て
い
る
神

戸
。
そ
の
神
戸
の
町
に
久
し
ぶ
り
に
滞
在
し
て
い
る
男
が
、
洋
館
や
港
を
散
策
し
、
英
国
風
の

酒
を
飲
ま
せ
る
店
に
通
う
う
ち
に
知
り
合
っ
た
外
国
人
の
女
に
、
彼
女
の
自
宅
の
洋
館
に
招
か
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れ
、
ひ
と
と
き
を
過
ご
す 

。
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
思
い
を
馳
せ
る
、
大
人
の
男
女
の

時
空
を
越
え
た
会
話
。
そ
の
時
間
の
流
れ
の
ゆ
る
や
か
さ
と
落
ち
着
き
。

　

本
稿
で
、
今
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
神
戸
に
ま
つ
わ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
が
も
う
一
編
だ

け
あ
る
。
初
出
未
詳
の
「
神
戸
の
味
」
で
あ
る）

10
（

。『
定
本　

落
日
抄
』
に
収
め
ら
れ
、『
著
作

集
』
第
二
十
八
巻
の
解
題
に
は
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
と
あ
る
。「
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
港
町

で
西
洋
と
い
ふ
も
の
が
昔
か
ら
入
る
つ
て
来
て
ゐ
て
、
今
で
は
風
土
の
一
部
に
な
つ
て
ゐ
る
神

戸
と
い
ふ
町
で
我
々
を
喜
ば
せ
て
く
れ
る
も
の
の
味
に
は
、
こ
の
町
と
同
じ
新
鮮
な
落
ち
着
き

と
で
も
呼
ぶ
他
な
い
も
の
が
あ
つ
て
、
神
戸
の
パ
ン
や
、
あ
な
ご
の
鮨
や
、
灘
の
酒
の
こ
と
が

頭
に
浮
か
ん
で
来
る
。」
と
い
う
記
述
は
、
そ
の
ま
ま
、『
私
の
食
物
誌
』
に
書
い
て
い
た
三
編

に
通
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
神
戸
の
味
」
の
末
尾
の
一
文
は
、「
一
口
に
言
へ
ば
、
神
戸
の
味

は
神
戸
の
町
の
や
う
に
明
る
く
て
、
そ
の
明
る
さ
に
け
ば
け
ば
し
い
も
の
が
な
い
と
い
ふ
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
戸
の
人
間
か
ら
し
て
さ
う
な
の
で
あ
る
。」
と
締
め
括
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
書
い
た
時
、
吉
田
の
脳
裏
を
神
戸
の
詩
人
・
竹
中
郁
が
よ
ぎ
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

詩
人
の
清
岡
卓
行
は
『
竹
中
郁
詩
集
成
』（
平
成
十
六
年
六
月
、
沖
積
舎
）
の
「
栞
」
に
、

空
襲
で
生
家
も
養
家
も
焼
尽
し
、
蔵
書
も
焼
亡
し
た
と
い
う
竹
中
郁
に
対
し
て
、「
竹
中
郁
の

戦
後
の
詩
は
多
か
れ
少
な
か
れ
辛
酸
に
彩
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
表
情
は
苦
渋
を
秘
め

な
が
ら
も
、
若
い
頃
の
明
る
い
機
知
や
気
品
の
あ
る
軽
妙
さ
な
ど
を
失
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。
竹
中
郁
を
語
る
人
々
は
、
彼
の
明
る
さ
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
て
い
る
こ

と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

　

吉
田
健
一
の
神
戸
を
め
ぐ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
は
、
神
戸
と
い
う
町
が
、
港
と
海
に
よ

っ
て
世
界
と
繋
が
り
、
そ
こ
に
息
づ
く
文
化
は
食
べ
物
や
飲
み
物
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
か

け
が
え
の
な
い
も
の
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
詩
人
・
竹
中
郁
の
人
間
性
と
相
俟
っ
て
、

吉
田
健
一
に
と
っ
て
生
き
る
喜
び
を
も
た
ら
し
た
土
地
だ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

竹
中
郁
は
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
十
二
巻
月
報
（
昭
和
五
十
四
年
九
月
）
に
、「
あ
ざ
や

か
な
人
」
と
い
う
題
で
吉
田
健
一
の
思
い
出
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
初
対

面
の
時
、
吉
田
が
竹
中
の
長
い
詩
を
暗
誦
し
た
こ
と
、
神
戸
で
案
内
し
た
店
の
う
ち
で
と
り
わ

け
喜
ん
だ
の
が
、
老
祥
記
と
向
井
だ
っ
た
こ
と
な
ど
を
回
想
し
て
い
る
。
美
し
い
思
い
出
で
あ

る
。

注

（
１ 

）
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
神
戸
と
そ
の
周
辺
に
か
か
わ
る
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
で
あ
る
が
、

本
論
で
す
で
に
言
及
し
た
五
冊
以
外
で
、
単
行
本
（
主
と
し
て
、
文
庫
本
）
と
な
っ
て
い
る
吉
田
健

一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
集
」
を
以
下
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
全
く
同
一
の
書

名
で
も
収
録
作
品
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
他
の
複
数
の
単
行
本
か
ら
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
り
、

書
名
・
内
容
と
も
同
一
で
あ
っ
て
も
出
版
社
が
異
な
る
な
ど
、
多
種
多
様
で
あ
る
。
①
か
ら
⑦
ま
で

は
、『
吉
田
健
一
集
成
』
別
巻
（
平
成
六
年
六
月
十
日
刊
、
新
潮
社
）
所
収
の
武
藤
康
史
編
「
吉
田

健
一
書
誌
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
手
元
に
あ
る
本
な
の
で
、『
集
成
・
別
巻
』
の
記
述

を
ご
く
一
部
で
あ
る
が
訂
正
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
内
容
の
詳
し
い
紹
介

な
ど
は
、
紙
数
の
都
合
上
割
愛
す
る
が
、
⑧
か
ら
⑩
は
、『
集
成
・
別
巻
』
刊
行
後
に
出
版
さ
れ
た

本
な
の
で
、「
吉
田
健
一
書
誌
」
を
補
足
す
る
意
義
も
あ
ろ
う
。
な
お
、『
私
の
食
物
誌
』
は
、
単
行

本
・
文
庫
本
と
も
に
、
内
容
が
同
一
な
の
で
省
略
し
た
。

　

  　

以
下
に
、
こ
れ
ら
の
単
行
本
の
、
書
名
・
発
行
年
月
日
・
出
版
社
を
、
出
版
年
の
順
に
一
覧
し
て

掲
げ
、
適
宜
、
解
説
を
加
え
た
。
今
後
、
さ
ら
に
綿
密
に
吉
田
健
一
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
を
研

究
す
る
際
の
一
つ
の
資
料
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

①
『
酒
肴
酒
』（
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
五
日
刊
、
番
町
書
房
）

　

 

＊
後
記
・
解
説
な
し
。
手
元
に
あ
る
本
の
奥
付
は
、「
昭
和
四
十
九
年
九
月
十
五
日
刊
十
一
版
発

行
」。
初
版
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
、
十
一
版
と
い
う
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
も

う
一
冊
、
手
元
に
あ
る
同
書
の
奥
付
は
、「
昭
和
四
十
九
年
十
月
十
五
日
刊　

十
六
発
行
」
と
な

っ
て
お
り
、「
十
六
」
は
「
十
六
版
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
十
一
版
か
ら
さ
ら
に
、
一
ヶ
月

後
に
は
十
六
版
ま
で
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
①
か
ら
④
ま
で
、
す
べ
て
カ
バ
ー
の

表
紙
と
背
表
紙
、
お
よ
び
本
体
背
表
紙
、
見
返
し
に
、「
ユ
ー
モ
ア
エ
ッ
セ
イ
集
」
と
あ
る
。

②
『
続　

酒
肴
酒
』（
昭
和
四
十
九
年
九
月
三
十
日
刊
、
番
町
書
房
）

　

 

＊
後
記
・
解
説
な
し
。
手
元
に
あ
る
本
の
奥
付
は
、「
昭
和
四
十
九
年
十
月
三
十
日
刊　

六
版
発

行
」。
初
版
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
で
、
六
版
で
あ
る
。
正
続
二
冊
と
な
る
①
と
②
は
、
ど
ち
ら
も

多
く
の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

③
『
新
編　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』（
昭
和
五
十
年
九
月
三
十
日
刊
、
番
町
書
房
）

　

 

＊
後
記
・
解
説
な
し
。
手
元
に
あ
る
本
の
奥
付
は
、
初
版
。
本
書
が
「
新
編
」
と
銘
打
っ
て
い
る

の
は
、『
随
筆　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』（
昭
和
三
十
年
八
月
二
十
日
刊
、
新
潮
社
）
が
、
す
で
に
あ

る
か
ら
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
『
新
編
』（
全
五
十
四
編
）
と
『
随
筆
』（
全
十
七
編
）
の
中
で

重
複
し
て
い
る
の
は
、「
あ
る
田
舎
町
の
魅
力
」「
忙
中
の
閑
」「
昔
の
思
い
出
」「
ロ
ッ
ホ
・
ネ
ス

の
怪
物
」
の
四
編
の
み
。『
新
編
』
と
『
随
筆
』
の
二
冊
は
、
ど
ち
ら
も
「
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
」

と
い
う
題
名
だ
が
、
内
容
は
大
い
に
異
な
る
。
な
お
、
新
潮
社
版
『
随
筆　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』

の
書
誌
、
目
次
、
後
記
は
、『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
二
巻
の
解
題
（
三
九
〇
〜
三
九
一
頁
）
に

記
さ
れ
て
い
る
。
⑧
も
参
照
の
こ
と
。

④
『
続　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』（
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
日
刊
、
番
町
書
房
）

　

 
＊
後
記
・
解
説
な
し
。
手
元
に
あ
る
本
の
奥
付
は
初
版
。
以
上
、
①
か
ら
④
は
す
べ
て
小
Ｂ
６
版

の
大
き
さ
で
、
カ
バ
ー
の
表
紙
と
背
表
紙
、
お
よ
び
本
体
の
表
紙
に
、
山
藤
章
二
に
よ
る
吉
田
健

一
の
似
顔
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ビ
ー
ル
グ
ラ
ス
を
左
手
に
持
っ
て
、
ウ
ィ
ン
ク
す
る
胸
像

で
、
同
一
の
図
柄
で
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
バ
ー
の
色
は
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
④
の
後
に
、
同
一

125（8）
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の
装
幀
・
大
き
さ
で
『
頭
の
洗
濯
』（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
十
日
、
番
町
書
房
）
が
出
て
い
る
。

『
頭
の
洗
濯
』
は
、「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ラ
ス
を
持
っ
た
同
じ

ポ
ー
ズ
の
似
顔
絵
で
あ
る
の
は
、
吉
田
健
一
の
酒
仙
イ
メ
ー
ジ
が
、
読
者
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と

を
思
わ
せ
る
。
こ
の
似
顔
絵
は
、
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
69
『
吉
田
健
一
』
の
九
十
三
頁
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
自
宅
の
ソ
フ
ァ
で
く
つ
ろ
ぐ
吉
田
健
一
の
横
に
置
か
れ
て
い
る
額
装
画
と
、
同
一

の
絵
の
よ
う
に
見
え
る
。

⑤
『
饗
宴
』（
昭
和
五
十
二
年
三
月
三
十
日
刊
、
Ｋ
Ｋ
・
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
ズ
）

　

 

＊
『
饗
宴
』
と
い
う
書
名
の
単
行
本
は
、
現
在
ま
で
に
こ
れ
一
冊
の
み
で
あ
る
。
新
潮
社
版
『
集

成
・
別
巻
』
の
「
著
作
の
単
行
本
」
二
八
九
頁
の
書
誌
で
は
、「
奥
付
に
は
刊
行
日
の
記
載
な
し
。

『
あ
と
が
き
』
は
『
昭
和
五
十
二
年
三
月
』。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
手
元
の
本
に
は
カ
バ
ー

が
付
い
て
お
り
、
そ
の
見
返
し
に
、「
昭
和
五
十
二
年
三
月
二
十
五
日
印
刷　

昭
和
五
十
二
年
三

月
三
十
日
発
行
」
と
あ
る
。
①
か
ら
④
に
は
、
後
記
が
ど
れ
も
付
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
書
に

は
「
あ
と
が
き
」
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
た
い
。
こ
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
経
緯

と
、
自
作
の
小
品
に
対
す
る
思
い
が
、
簡
潔
な
文
章
の
中
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　

あ
と
が
き

　
　

 　

昔
書
い
た
「
饗
宴
」
と
い
う
随
筆
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
の
本
の
内
容
は
出
版
元
の
編
集

部
の
御
好
意
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
幾
つ
か
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
さ
え
忘
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
読
ん
で
み
れ
ば
確
か
に
自
分
が
書
い
た
も
の
で
既
に

単
行
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
別
と
し
て
、
こ
う
い
う
放
置
し
て
い
れ
ば
何
れ
は
散
佚
す

る
短
い
文
章
が
改
め
て
一
冊
の
本
に
な
っ
た
こ
と
は
一
種
の
記
念
に
も
な
る
か
と
思
わ
れ
て
旧

知
に
出
会
っ
た
感
じ
を
禁
じ
得
な
い
。

　
　
　
　
　

昭
和
五
十
二
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

著
者

⑥
『
酒
肴
酒
』（
昭
和
六
十
年
五
月
二
十
日
刊
、
光
文
社
文
庫
）

　

 

＊
吉
田
健
一
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
三
日
な
の
で
、
こ
の
⑥
か
ら
⑩
ま
で
す

べ
て
、
没
後
刊
行
で
あ
る
。
本
の
冒
頭
に
は
、
丸
谷
才
一
の
解
説
「
幸
福
の
文
学
」
を
付
す
。
丸

谷
の
肩
書
き
は
「
作
家
」。
巻
末
に
、「
一
九
七
四
年
、
番
町
書
房
刊
」
と
あ
る
。
灘
本
唯
人
の
カ

ラ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
が
表
紙
に
付
い
た
カ
バ
ー
に
は
、
表
紙
・
背
表
紙
・
裏
表
紙
す
べ
て
に
、「
食

い
し
ん
坊
に
さ
さ
げ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
入
っ
て
い
る
。
イ
ラ
ス
ト
は
、
髪
を
ア
ッ
プ
に
し

て
、
藤
色
の
無
地
着
物
に
、
紅
色
の
無
地
帯
姿
の
若
い
女
性
の
上
半
身
。
カ
バ
ー
の
裏
表
紙
左
上

に
、
左
手
に
ビ
ー
ル
ジ
ョ
ッ
キ
を
持
ち
、
右
手
で
頬
杖
を
付
く
吉
田
健
一
の
正
面
か
ら
の
モ
ノ
ク

ロ
写
真
付
き
。
縦
４
・
４
×
横
３
・
７
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
文
庫
本
の
著
者
写
真
と
し
て
は
、
か

な
り
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
大
き
さ
で
あ
る
。
写
真
下
に
、
横
書
き
で
「
１
９
１
２
年
東
京
生
ま

れ
。
英
文
学
者
・
評
論
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。『
吉
田
健
一
著
作
集
』
全
30
・
補
３
巻
。
１
９
７

７
年
没
」
と
い
う
「
略
歴
」
が
三
行
に
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
補
３
巻
」
は
、
正
し
く
は

「
補
２
巻
」
で
あ
る
。
こ
の
略
歴
は
、
⑦
に
も
同
文
で
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「
補
３
巻
」

で
あ
る
。
著
者
写
真
の
右
横
に
、
書
名
・
著
者
名
、
お
よ
び
丸
谷
才
一
の
解
説
文
の
一
部
が
横
書

き
で
九
行
引
用
さ
れ
て
い
る
。
書
名
の
横
に
、
二
行
書
き
で
「
食
い
し
ん
坊
／
に
さ
さ
げ
る
」
と

あ
り
、
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

⑦
『
続　

酒
肴
酒
』（
昭
和
六
十
年
六
月
二
十
日
刊
、
光
文
社
文
庫
）

　

 

＊
⑥
の
一
ヶ
月
後
に
、
同
様
の
体
裁
で
出
版
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
食
い
し
ん
坊
に
さ
さ
げ
る
」
と

言
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
カ
バ
ー
の
三
箇
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
置
か
れ
た
篠
田
一
士
の
解
説

文
に
は
題
名
は
な
く
、
単
に
「
解
説
」
と
な
っ
て
い
る
。
篠
田
の
肩
書
き
は
「
文
芸
評
論
家
」。

灘
本
唯
人
の
カ
ラ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
は
、
ブ
ル
ー
の
丸
首
セ
ー
タ
ー
姿
の
若
い
女
性
の
上
半
身
。
髪

は
肩
ま
で
の
セ
ミ
・
ロ
ン
グ
。
⑥
が
和
装
、
⑦
が
洋
装
で
、
ど
ち
ら
の
絵
も
目
元
が
ほ
ん
の
り
色

づ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
吉
田
健
一
の
本
の
中
で
も
異
色
の
雰
囲
気
の
カ
バ
ー
装
画
で
あ
る
。
カ

バ
ー
の
裏
表
紙
の
著
者
写
真
は
、
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
が
⑥
と
は
異
な
り
、
右
手
首
を
曲
げ
て
ワ
イ

ン
・
グ
ラ
ス
を
持
ち
、
前
方
を
見
て
い
る
上
半
身
の
や
や
斜
め
か
ら
の
写
真
で
あ
る
。
巻
末
に
、

「
一
九
七
四
年
九
月
、
番
町
書
房
刊
」
と
あ
る
。

⑧
『
新
編　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』（
平
成
七
年
三
月
二
十
三
日
刊
、
ち
く
ま
文
庫
）

　

 

＊
③
と
同
名
で
あ
る
が
、
内
容
は
異
な
る
。
な
お
、
⑧
か
ら
⑩
ま
で
は
、『
集
成
・
別
巻
』
の
刊

行
後
の
出
版
で
あ
る
。
巻
末
に
清
水
徹
氏
に
よ
る
解
説
「
酒
と
と
も
に
『
時
間
』
の
な
か
へ
」
を

掲
載
す
る
。
そ
の
末
尾
に
、
本
書
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

 　

こ
の
『
新
編　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
は
、
初
版
『
随
筆　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
か
ら
『
三
文

紳
士
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
な
ど
十
篇
を
削
り
、
そ
の
か
わ
り
『
宰
相
御
曹
司
貧
窮
す
』
＝

『
で
た
ら
め
ろ
ん
』
や
随
筆
集
『
書
き
捨
て
た
言
葉
』
な
ど
か
ら
、
酒
と
料
理
に
つ
い
て
の
文

章
を
収
め
て
、
こ
の
標
題
に
よ
り
近
い
も
の
へ
と
編
集
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

 　

本
書
で
は
①
か
ら
⑦
ま
で
の
本
と
異
な
り
、
冒
頭
に
三
編
小
説
を
据
え
て
い
る
の
が
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
随
筆　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
も
、
冒
頭
部
に
置
か
れ
た
六
編
の
う
ち

五
編
は
小
説
だ
が
、
二
番
目
に
位
置
す
る
の
は
、「
飲
み
食
ひ
の
思
ひ
出
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で

あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、「
酒
と
料
理
に
つ
い
て
の
文
章
を
収
め
て
」
と
、
右
の
引
用
に
あ
る
が
、

主
と
し
て
旅
と
酒
、
旅
と
食
べ
物
に
焦
点
を
あ
て
た
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
旅

に
力
点
を
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
③
の
番
町
書
房
版
『
新
編　

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
の
こ
と

に
は
、
触
れ
て
い
な
い
。
カ
バ
ー
装
画
は
清
宮
質
文
で
、
広
口
の
ガ
ラ
ス
瓶
に
一
匹
の
鯰
が
描
か

れ
て
い
る
。

⑨
『
旨
い
も
の
は
う
ま
い
』（
平
成
十
六
年
十
月
十
八
日
刊
、
グ
ル
メ
文
庫
、
角
川
春
樹
事
務
所
）

　

 

＊
「
Ⅰ　

美
味
求
真
」「
Ⅱ　

酒
と
人
生
」「
Ⅲ　

旅
の
食
物
誌
」「
Ⅳ　

女
房
コ
ッ
ク
論
」
の
四

部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
巻
末
に
吉
田
暁
子
氏
の
「
父
の
想
い
出
／
早
過
ぎ
た
雪
見
酒
」
を
収
録

す
る
。
カ
バ
ー
装
画
は
笹
森
識
で
、
銚
子
と
盃
、
豚
の
角
煮
ら
し
き
料
理
の
鉢
を
描
く
。

⑩
『
酒
肴
酒
』（
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
刊
、
光
文
社
文
庫
）

　

 
＊
「
Ⅰ　

舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
「
Ⅱ　

酒
肴
酒
」
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
数

字
で
明
確
に
構
成
を
示
し
て
い
る
点
で
、
⑨
と
通
じ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
解
説
は
、
坂
崎
重

盛
。
巻
末
に
、「
本
書
は
、
一
九
七
四
年
に
番
長
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
書
籍
を
一
九
八
五
年
に

小
社
よ
り
文
庫
化
し
た
『
酒
肴
酒
』（
五
月
刊
）、『
続
・
酒
肴
酒
』（
六
月
刊
）
の
二
冊
を
底
本
と
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し
、
再
編
集
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。」
と
あ
る
。「
番
長
書
房
」
は
「
番
町
書
房
」
の

誤
植
。
カ
バ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
は
林
哲
夫
。
ガ
ラ
ス
の
携
帯
用
ウ
ヰ
ス
キ
ー
ボ
ト
ル
と
、
ナ
イ
フ
・

フ
ォ
ー
ク
・
ス
プ
ー
ン
な
ど
を
描
く
。

　

以
上
、
①
か
ら
⑩
ま
で
、「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
集
」
の
編
集
と
そ
の
展
開
を
辿
っ
て
み
た
。
こ
の

よ
う
な
食
べ
物
や
飲
み
物
に
関
す
る
編
纂
物
が
、
次
々
と
出
て
い
る
の
は
、
吉
田
健
一
の
「
味
わ
い

エ
ッ
セ
イ
」
の
魅
力
が
色
褪
せ
な
い
証
左
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
録
作
品
の
重
複
度
な

ど
、
今
後
の
研
究
課
題
と
な
ろ
う
。

（
２ 

）
単
行
本
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
で
は
、「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
、
標
題
が

多
少
異
な
る
。
単
行
本
で
の
目
次
の
題
名
を
示
せ
ば
、「
新
鮮
強
烈
な
味
の
国
・
新
潟
」「
瀬
戸
内
海

に
味
覚
あ
り
」「
カ
ス
テ
ラ
の
町
・
長
崎
（
附
・
島
原
の
食
べ
も
の
）」
が
、
初
出
誌
と
異
な
る
題
名

で
あ
る
。
ま
た
、
単
行
本
の
目
次
で
は
、「
世
界
の
味
を
持
つ
長
崎
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

長
崎
で
は
な
く
、
神
戸
で
あ
り
、
誤
植
。「
饗
宴
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
配
列
さ
れ
て
い
る
エ
ッ

セ
イ
「
飲
み
食
ひ
の
思
ひ
出
」
の
初
出
に
つ
い
て
、『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
六
巻
（
昭
和
五
十
四

年
三
月
刊
）
の
解
題
で
、『
あ
ま
カ
ラ
』
昭
和
三
十
年
四
月
号
と
あ
る
の
は
、
単
行
本
『
舌
鼓
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
』
の
末
尾
の
初
出
一
覧
に
よ
っ
た
か
。『
集
成
・
別
巻
』
の
解
題
で
は
、
初
出
未
詳
と
な

っ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
『
あ
ま
カ
ラ
』
昭
和
二
十
九
年
六
月
号
（『
著
作
集
』
第
六
巻
一
七
〇
頁

九
行
目
ま
で
）
と
七
月
号
に
、
同
名
の
標
題
で
二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
七
月
号
末
尾
の
二
行
（「
飲
み
食
ひ
の
話
も
こ
の
辺
で
種
が
尽
き
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

も
つ
と
仕
入
れ
に
、
二
、
三
日
の
う
ち
に
旅
行
に
出
掛
け
る
予
定
で
あ
る
。」）
は
、
単
行
本
で
は
削

除
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
旅
行
は
、『
著
作
集
』
年
譜
に
、「
昭
和
二
十
九
年
五
月
二
十
一
日

か
ら
二
十
五
日
ま
で
文
芸
春
秋
新
社
主
催
の
文
化
講
演
会
で
、
河
上
徹
太
郎
、
丹
羽
文
雄
、
源
氏
鶏

太
、
西
川
辰
巳
の
諸
氏
と
長
野
、
長
岡
、
新
潟
、
佐
渡
へ
」
と
あ
る
旅
行
か
。
単
行
本
で
削
除
さ
れ

た
末
尾
二
行
に
は
、
原
稿
執
筆
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
旅
に
出
る
心
の
弾
み
が
感
じ
ら
れ
る
。

（
３ 

）「
連
載
エ
ッ
セ
イ
・
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
第
三
回
「
瀬
戸
内
海
に
味
覚
あ
り
」
の
中
で
、「
呉

の
か
な
め
旅
館
で
の
二
日
目
の
朝
に
、
今
度
こ
の
地
方
を
す
つ
か
り
案
内
し
て
下
さ
つ
た
松
本
建
設

の
野
々
上
慶
一
氏
と
、
呉
の
山
の
手
が
見
渡
せ
る
二
階
の
部
屋
で
目
を
覚
ま
し
て
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
冒
頭
部
で
は
な
く
、
十
頁
に
わ
た
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
八
頁
目
に
出
て
来

る
。

（
４ 

）
四
月
一
日
生
ま
れ
の
竹
中
郁
は
、
自
著
の
詩
集
『
龍
骨
』（
昭
和
十
九
年
二
月
刊
、
湯
川
弘
文
社
）

の
冒
頭
に
、「
四
月
馬
鹿　

序
に
か
へ
て
」
と
い
う
三
頁
余
り
の
文
章
を
載
せ
て
い
る
。

（
５ 

）
竹
中
郁
に
つ
い
て
は
、
杉
山
平
一
・
安
永
稔
和
監
修
『
竹
中
郁
詩
集
成
』（
平
成
十
六
年
六
月
刊
、

沖
積
舎
）
所
収
の
、
足
立
巻
一
編
（
冨
上
芳
秀
補
訂
）「
竹
中
郁
年
譜
」
に
よ
っ
た
。

（
６ 

）
本
書
の
執
筆
者
に
竹
中
郁
も
入
っ
て
お
り
、
十
余
件
の
料
理
店
や
菓
子
店
の
紹
介
文
を
書
い
て
い

る
の
で
、
適
宜
、
本
書
か
ら
も
引
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
店
の
紹
介
の
後
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
二
編
の
エ
ッ
セ
イ
の
う
ち
、「
神
戸
の
お
菓
子
と
嗜
好
品
」
は
、
竹
中
の
執
筆
で
あ
る
。
吉
田

の
本
文
で
「
竹
中
氏
の
唯
一
の
欠
点
は
酒
を
飲
ま
な
い
こ
と
で
」
と
い
う
記
述
と
も
響
き
合
う
。
な

お
、
③
は
、
②
に
引
き
続
く
記
述
で
、
酒
の
種
類
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
竹
中
郁
に
は
、
こ
の

点
に
触
れ
た
記
述
が
見
出
せ
な
い
の
で
、
注
解
は
省
略
す
る
。

（
７ 

）
⑦
は
、引
き
続
き
フ
ロ
イ
ン
ド
リ
ー
ブ
の
ク
ラ
ッ
カ
ー
や
マ
カ
ロ
ン
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、

竹
中
郁
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
関
連
事
項
が
な
か
っ
た
の
で
、
注
解
は
省
略
す
る
。

（
８ 

）
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
「
ハ
イ
ウ
ェ
イ
」
の
主
人
の
経
歴
や
、
店
名
の
名
付
け
親
が
谷
崎
潤
一
郎

で
あ
る
こ
と
、
洋
画
家
の
小
出
楢
重
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
蒸
気
機
関
車
の
看
板
の
こ
と
な
ど
も
出
て
く

る
。

（
９ 

）
⑬
に
は
喫
茶
店
の
「
ボ
ン
・
コ
ア
ン
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
店
に
つ
い
て
は
竹
中
郁
の

記
述
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
注
解
は
省
略
す
る
。

（
10 

）
島
内
裕
子
編
『
ロ
ン
ド
ン
の
味　

吉
田
健
一
未
収
録
エ
ッ
セ
イ
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇

七
年
）
は
、
集
英
社
版
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
エ
ッ
セ
イ
の
中
か
ら
六
十
八

篇
を
選
び
、
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
ま
で
の
四
部
構
成
と
し
た
。
そ
の
Ⅰ
に
は
、「
旅
と
味
」
に
関
す
る
未
収
録

エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
た
が
、
そ
こ
に
は
神
戸
と
そ
の
周
辺
の
エ
ッ
セ
イ
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま

り
、
吉
田
健
一
は
、
神
戸
と
そ
の
周
辺
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
は
、
す
べ
て
単
行
本
に
収
録
し
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
集
英
社
版
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
管
見
に
入
っ
た
未
収
録
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
神
戸
周
辺
の
「
味
わ
い
エ
ッ

セ
イ
」
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
神
戸
周
辺
の
「
味
わ
い
エ
ッ
セ
イ
」
は
、
吉
田
自
身

が
単
行
本
に
収
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
た
充

実
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 

（
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
八
日
受
理
）
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吉田健一の「味わいエッセイ」を読み解く　　　　神戸篇

An Examination of “Essays on Savours” by Ken’ichi Yoshida

Yuko SHIMAUCHI

ABSTRACT

　Ken’ichi Yoshida wrote some essays concerning the food and drink of Kobe and its surroundings. Behind the 
content of those essays, we can see the influence of Iku Takenaka, a poet living at Suma, who guided Yoshida around 
Kobe. The present writer examines Yoshida’s “essays on savours” around Kobe, comparing them with essays 
by Takenaka on similar subjects in order to prove that foods and restaurants described in Yoshida’s essays were 
selected mostly under guidance of Takenaka. The present writer hopes this paper will make a commentary upon 
Yoshida’s texts useful for better understanding of his literature.
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