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日
本
的
な
食
文
化
に
は
い
ろ
い
ろ
な
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
は

精
進
料
理
が
非
常
に
大
事
な
日
本
の
食
文
化
の
伝
統
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
精
進
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
宗
教
的
タ
ブ
ー
で
す
。

つ
ま
り
、
宗
教
的
タ
ブ
ー
を
含
ん
だ
料
理
な
ん
で
す
ね
。
宗
教
的
タ
ブ
ー

は
宗
教
に
よ
っ
て
全
部
違
う
わ
け
で
す
か
ら
、
何
を
食
べ
る
か
、
何
を
食

べ
な
い
か
は
宗
教
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ン
ド
ゥ
で
は
牛
は

食
べ
ま
せ
ん
し
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
で
は
豚
は
全
然
食
べ
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
日
本
人
が
精
進
料
理
に
お
い
て
魚
鳥
を
避
け
る

と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
教
え
に
よ
る
も
の
で
す
。 

　
た
だ
、
日
本
の
精
進
は
ど
う
も
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人

は
仏
教
を
と
り
入
れ
る
以
前
か
ら
、
食
の
タ
ブ
ー
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
日
本
人
に
と
っ
て
の
食
の
タ
ブ
ー
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
内
と
外

の
区
別
で
す
。
内
と
い
う
の
は
身
内
の
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
身
内
に
対

し
て
非
常
に
甘
い
。
今
の
社
会
を
考
え
て
も
、
組
織
に
お
い
て
も
身
内
に

対
し
て
は
甘
く
、
外
に
対
し
て
は
非
常
に
厳
し
い
。
日
本
人
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
と
て
も
優
し
い
民
族
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
人
が
国
内
で
戦

争
し
た
歴
史
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
本
当
に
残
虐
無
比
な
戦
争
を
し
た
と

い
う
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。
や
っ
た
の
は
信
長
く
ら
い
。
そ
れ

以
外
は
大
量
に
殺
戮
す
る
よ
う
な
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
秀
吉
な
ど

は
一
番
平
和
的
な
戦
争
し
か
し
な
か
っ
た
人
で
す
。
秀
吉
の
戦
争
で
大
量

に
殺
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
本
当
に
少
な
か
っ
た
ん
で
す
。
室
町

時
代
の
応
仁
の
乱
に
し
て
も
、
源
平
の
合
戦
に
し
て
も
、
戦
死
者
の
数
は

非
常
に
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
応
仁
の
乱
な
ど
は
、
京
都
で
町
の
中

が
戦
争
の
巷
に
な
る
。
で
は
市
街
戦
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は

な
く
、
例
え
ば
鴨
川
の
川
原
で
細
川
軍
と
三
好
軍
が
戦
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
京
都
の
町
人
た
ち
は
み
ん
な
見
物
に
行
っ
た
っ
て
い
う
ん
で
す
。

戦
争
の
見
物
っ
て
い
う
の
も
変
な
も
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
も
ん
だ
っ
た
ん

で
す
。
そ
の
日
本
人
が
海
外
へ
出
て
行
く
と
、
か
な
り
残
虐
な
こ
と
を
し
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は
仏
教
を
と
り
入
れ
る
以
前
か
ら
、
食
の
タ
ブ
ー
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
日
本
人
に
と
っ
て
の
食
の
タ
ブ
ー
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
内
と
外

戦
争
の
見
物
っ
て
い
う
の
も
変
な
も
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
も
ん
だ
っ
た
ん

で
す
。
そ
の
日
本
人
が
海
外
へ
出
て
行
く
と
、
か
な
り
残
虐
な
こ
と
を
し

て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
い
ろ
い
ろ
な
残
虐
行

為
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
外
に
対
し
て
は
、
日
本
人
は
案
外
神
経
が
荒
っ
ぽ
い
。
内
に
対
し
て
は

非
常
に
細
や
か
な
神
経
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
人
の
内
と
外
の
差

別
観
で
す
。
こ
う
し
た
感
覚
が
食
の
タ
ブ
ー
に
も
働
い
て
く
る
の
で
す
。

外
で
あ
る
山
野
の
猪
や
鹿
は
食
べ
て
も
よ
ろ
し
い
。
猪
な
ど
は
、
山
鯨
と

い
っ
て
江
戸
時
代
に
し
し
鍋
で
さ
か
ん
に
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。
中
世
の
記

録
を
見
て
み
る
と
狸
や
カ
ワ
ウ
ソ
や
熊
も
食
べ
て
い
る
。
鹿
は
奈
良
で
は

春
日
の
神
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
食
べ
ま
せ
ん
が
。
鳥
も
ツ
グ
ミ
な
ん

か
の
か
わ
い
い
鳥
も
な
ん
で
も
食
べ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
古
く

は
ニ
ワ
ト
リ
は
食
べ
な
か
っ
た
。
あ
れ
は
庭
の
鳥
な
の
で
身
内
な
ん
で
す
。

で
す
か
ら
ニ
ワ
ト
リ
を
食
べ
る
と
い
う
習
慣
は
、
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
の

初
期
ま
で
ず
っ
と
な
か
っ
た
。
あ
ん
な
に
手
近
な
タ
ン
パ
ク
源
で
、
卵
な

ん
て
食
べ
た
ら
た
い
へ
ん
美
味
し
い
の
に
食
べ
な
い
ん
で
す
ね
。 

　
こ
れ
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
南
蛮
の
影
響
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
安
土
桃
山
時
代
に
な
っ
て
、
西
洋
人
が
入
っ
て
き
ま
す
。
キ
リ

シ
タ
ン
が
入
り
ま
す
。
彼
ら
は
盛
ん
に
ニ
ワ
ト
リ
を
食
べ
る
の
で
す
ね
。

こ
れ
を
見
て
、
に
わ
か
に
日
本
人
も
ニ
ワ
ト
リ
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
カ
ス
テ
ラ
や
卵
素
麺
と
い
っ
た
南
蛮
菓
子
と
い
う
も
の
が
今
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
、
卵
と
砂
糖
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
砂
糖

は
南
蛮
貿
易
で
日
本
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
、
卵
と
砂
糖
の
組
み
合
わ
せ

は
南
蛮
文
化
の
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
や
が
て
江
戸
時
代
に
は
日

本
人
は
ニ
ワ
ト
リ
や
卵
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
度
は
徹
底
的
に

食
べ
ま
す
。
我
々
が
今
で
も
日
常
的
に
内
臓
ま
で
食
べ
る
の
は
、
ニ
ワ
ト

リ
だ
け
で
す
。
最
近
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
。
昔
は
牛
肉
や
豚
肉
は
部

位
で
区
別
す
る
の
で
は
な
く
一
〇
〇
グ
ラ
ム
い
く
ら
と
い
う
値
段
で
区
別

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
さ
み
と
か
手
羽
と
か
胸
と
か
と
部
位
で
分
け
て
売

る
の
は
ニ
ワ
ト
リ
く
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
だ
け
ニ
ワ
ト
リ
を
食
べ

る
伝
統
が
古
か
っ
た
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
日
本
人
は
内
と
外
と
い
う
感
覚
で
、
食
べ
る
タ
ブ

ー
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
牛
で
も
鳥
で
も
家
畜
は
身
内
で
す
。
で
す

か
ら
食
べ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
外
に
あ
る
も
の
は
何
で
も
食
べ
て
い
い
。

そ
う
い
う
点
で
、
日
本
人
の
食
の
タ
ブ
ー
は
外
国
と
は
随
分
違
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

　
中
世
に
な
っ
て
、
中
国
か
ら
新
し
い
食
文
化
の
波
が
入
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
禅
宗
な
ん
で
す
。
禅
宗
が
鎌
倉
仏
教
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
武
士
社

会
を
中
心
に
し
て
広
が
っ
て
い
き
ま
す
と
、
中
国
か
ら
沢
山
の
禅
僧
が
や

っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
人
々
が
中
国
の
食
文
化
を
持
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
が
今
の
精
進
料
理
の
ひ
と
つ
の
根
幹
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
大
豆
と
小
麦
の
文
化
で
す
。
大
豆
は
、
豆
腐
、
湯
葉
と
い
っ
た
も
の
が
、

禅
寺
を
中
心
に
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
小
麦
粉
、

麺
類
の
文
化
で
す
。
も
ち
ろ
ん
小
麦
は
昔
か
ら
日
本
に
あ
り
ま
す
し
、
粉

食
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
日
本
に
は
石
臼
が
な
か
っ
た
。
石
臼
が
こ
の
と

き
初
め
て
入
っ
て
き
ま
す
。
回
転
す
る
石
臼
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
き
て
、

粉
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
東
福
寺
の
聖
一
国
師
円
爾
弁
円
が
当

時
の
工
場
の
図
面
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
水
力
を
使

っ
た
製
粉
技
術
と
い
う
も
の
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
お
そ
ら
く
新
し
い
精
進
料
理
の
根
幹
を
作
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
そ
れ
と
煮
る
文
化
が
発
達
し
て
く
る
の
も
精
進
料
理
の
成
果
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
煮
る
文
化
は
、
野
菜
の
旨
み
を
引
き
出
す
、
そ
う

い
う
技
術
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
だ
い
た
い
鍋
は
鉄
製
品
で
す
の

で
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
。
そ
の
昔
は
須
恵
器
で
鍋
に
代
え
て
い
た

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
貴
重
で
は
あ
り
ま
す
が
鉄

鍋
あ
る
い
は
湯
釜
が
普
及
し
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
煮
る
料
理
が
発

達
し
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
登
場
し
て
く
る
の
が
旨
み
、
出
汁
の
文
化
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。 
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植
物
性
食
品
を
基
本
と
し
た 

日
本
人
の
食
生
活
の
確
立 
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江戸時代の料理書『料理早指南』に 
記載された「本膳料理」 
 

　
旨
み
に
つ
い
て
は
最
近
、
京
大
の
伏
木
亨
さ
ん
が
研
究
し
て
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
従
来
、
舌
の
味
蕾
で
感
じ
ら
れ
る
も
の
は
四
つ
だ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
そ
の
四
つ
に
対
し
て
、
旨
み
を
感
じ
る
味
蕾
が
あ
る
こ
と
が
最

近
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
人
間
は
五
味
、
つ
ま
り
塩
辛
い
、
苦
い
、

甘
い
、
酸
っ
ぱ
い
、
そ
れ
に
旨
い
、
そ
の
五
つ
の
味
を
感
得
す
る
味
蕾
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
唐
辛
子
と
か
の
ピ
リ
辛
は
痛
点
で
感
じ

る
も
の
な
の
で
、
味
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
日
本
独
特
の
味
の
発
見
。
中

世
に
は
そ
う
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
独
自
の
味
わ
い
で

あ
る
旨
み
が
日
本
食
文
化
の
中
で
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
が
中
世
で
す
。

近
代
の
味
の
素
な
ど
の
発
明
は
そ
の
終
着
点
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
ふ
う

な
日
本
の
野
菜
料
理
の
文
化
が
精
進
の
中
で
定
着
す
る
わ
け
で
す
。 

　
こ
う
し
て
日
本
人
の
食
生
活
の
形
式
が
確
立
し
て
く
る
。
そ
れ
は
ど
う

い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
一
汁
三
菜
の
食
事
で
す
。
汁
が
一
つ
、

そ
れ
か
ら
お
菜
が
一
つ
か
ら
三
つ
と
い
う
の
が
基
準
と
な
り
、
日
常
の
家

庭
の
食
が
で
き
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
一
汁
三
菜
と
い
う
と
き
に
、
ご
飯
と

香
の
物
は
必
ず
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
数
が
変
化
す
る
も
の
だ
け
を
数
え

て
、
料
理
の
グ
レ
ー
ド
を
表
現
す
る
言
い
方
が
「
○
汁
○
菜
」
と
い
う
こ
と

で
す
。 

　
お
客
様
に
は
一
汁
三
菜
で
は
お
も
て
な
し
料
理
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
一

汁
三
菜
よ
り
も
っ
と
沢
山
お
料
理
を
出
す
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ

は
、
お
膳
を
沢
山
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本

人
の
伝
統
的
な
食
卓
で
あ
る
銘
々
膳
は
一
人
用
の

お
膳
で
す
か
ら
、
当
然
乗
る
料
理
の
数
が
決
ま
っ

て
い
る
の
で
、
数
を
増
や
そ
う
と
思
う
と
、
お
膳

を
増
や
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
本
膳

に
対
し
て
追
い
膳
が
現
れ
ま
す
。
今
日
で
言
う
二

の
膳
で
す
ね
。
二
の
膳
が
付
き
ま
す
と
、
当
然
汁

が
も
う
一
種
類
付
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
汁
が

二
つ
。
二
の
膳
に
お
料
理
が
二
つ
、
本
膳
に
三
つ
。

合
わ
せ
て
五
つ
の
料
理
。
二
汁
五
菜
と
い
う
の
は
、

も
て
な
し
料
理
の
一
番
基
本
的
な
形
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

　
さ
ら
に
こ
れ
を
増
や
そ
う
と
す
る
と
三
の
膳
を
付
け
る
。
も
っ
と
増
や

そ
う
と
す
る
と
四
の
膳
、
五
の
膳
と
い
う
五
つ
の
お
膳
の
料
理
を
付
け
る
。

最
大
七
の
膳
の
お
料
理
が
あ
り
ま
す
。
七
の
膳
に
な
る
と
、
汁
の
数
が
八

種
類
、
料
理
の
数
が
三
十
二
種
類
付
き
ま
す
。
八
汁
三
十
二
菜
と
い
う
、

と
て
つ
も
な
い
量
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
見
せ
る
た
め
の
料
理

で
、
食
べ
る
料
理
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
料
理
の
堕
落
で
す
ね
。 

　
料
理
が
極
端
に
走
り
ま
す
と
、
そ
こ
に
料
理
の
革
命
が
起
こ
り
ま
す
。 

　
膳
を
二
つ
以
上
並
べ
る
料
理
を
本
膳
料
理
と
言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ

の
本
膳
料
理
が
行
き
過
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
料
理
の
革
命
が
起
こ
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
茶
の
湯
の
懐
石
で
す
。
本
膳
料
理
は
今
述
べ
た
よ

う
に
、
贅
沢
さ
を
見
せ
る
料
理
で
す
か
ら
当
然
食
べ
き
れ
な
い
の
で
す
。

食
べ
な
い
料
理
を
初
め
か
ら
出
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
持
ち
帰
る
。
お
持

ち
帰
り
料
理
な
ん
で
す
。
引
き
出
物
と
い
う
の
も
そ
う
い
う
も
の
の
ひ
と

つ
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
子
ど
も
の
こ
ろ
に
、
父
親
が
宴
会
だ
と
い
う
と
、
眠
く
て
も
父
親
の
帰

り
を
じ
っ
と
待
っ
て
ま
し
た
。
必
ず
折
り
詰
め
を
持
っ
て
帰
っ
て
き
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
甘
い
口
取
り
と
か
焼
き
鳥
と
か
が
入
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

食
べ
さ
せ
て
も
ら
う
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
今
あ
あ
い
う
も
の
が
な
く
な

り
ま
し
た
。
だ
い
た
い
今
は
料
理
屋
で
残
っ
た
も
の
を
ち
ょ
っ
と
詰
め
て

く
れ
と
い
う
と
、
衛
生
上
危
な
い
か
ら
ダ
メ
で
す
と
断
ら
れ
る
。
昔
友
達

の
結
婚
式
で
田
舎
へ
行
く
と
、
日
本
料
理
が
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
出
た
ん

で
す
。
私
は
ま
だ
学
生
だ
っ
た
の
で
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
食
べ
散
ら
か
し

て
い
る
と
、
宴
会
が
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
折
が
ま
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。

他
の
人
は
ち
ゃ
ん
と
食
べ
な
い
で
取
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
そ

れ
を
折
り
詰
め
に
し
て
持
ち
帰
る
ん
で
す
。
私
は
持
ち
帰
る
も
の
が
な
か

っ
た
の
で
、
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。 

　
現
代
で
も
そ
ん
な
本
膳
料
理
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
今
か
ら
四
〇
〇

年
く
ら
い
前
の
戦
国
時
代
に
は
、
大
名
た
ち
が
贅
を
競
っ
て
、
本
膳
料
理

が
行
き
過
ぎ
て
堕
落
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
食
べ
る
料
理
と
い
う
よ
り
見
せ

る
料
理
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

み 

ら
い 
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合
わ
せ
て
五
つ
の
料
理
。
二
汁
五
菜
と
い
う
の
は
、

も
て
な
し
料
理
の
一
番
基
本
的
な
形
に
な
っ
て
い

が
行
き
過
ぎ
て
堕
落
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
食
べ
る
料
理
と
い
う
よ
り
見
せ

る
料
理
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

  

　
こ
の
反
省
か
ら
出
て
き
た
の
が
懐
石
料
理
で
す
。
懐
石
料
理
の
特
徴
と

い
う
の
は
、
出
さ
れ
た
料
理
は
残
さ
ず
に
全
部
食
べ
き
る
こ
と
が
で
き
る

量
で
あ
る
こ
と
で
す
。
古
い
本
膳
料
理
で
は
、
料
理
を
一
堂
に
並
べ
て
し

ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
作
り
た
て
の
料
理
を
出
せ
な
い
。
現
代
の
本
膳
料

理
で
言
え
ば
、
天
ぷ
ら
の
衣
は
硬
く
な
り
、
刺
身
は
色
が
変
わ
り
、
熱
い

も
の
は
冷
た
く
、
冷
た
い
も
の
は
あ
っ
た
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う

な
中
途
半
端
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、

出
来
た
て
を
す
ぐ
に
運
ん
で
、
食
べ
て
も
ら
う
よ
う
に
、
そ
の
都
度
料
理

を
運
び
出
す
と
い
う
懐
石
の
特
徴
が
出
来
て
く
る
。 

　
西
洋
料
理
が
そ
う
で
す
ね
。
オ
ー
ド
ブ
ル
を
食
べ
る
と
ス
ー
プ
が
出
て

く
る
。
ス
ー
プ
を
食
べ
る
と
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
が
出
て
く
る
と
い
う
ふ

う
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
食
べ
終
わ
る
と
そ
れ
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
次
の
料

理
が
出
て
く
る
、
時
間
系
列
を
持
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
日
本
人
は
四
〇
〇
年
前
に
懐
石
の
中
で
始
め
る
わ
け
で
す
。
西
洋

で
今
の
よ
う
な
時
間
系
列
を
も
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
の
は
、
わ
ず
か

二
〇
〇
年
前
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
方
が
は
る
か
に
前
に
そ
う
い
う

サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
茶
の
湯
は
非
常
に
狭
い
と
こ
ろ
で
す
る
の
で
、
お
膳
を
い
く
つ
も
並
べ

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
膳
は
一
つ
し
か
並
べ
ら
れ
な
い
。
一

つ
の
お
膳
に
乗
る
汁
は
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
飯
碗
が
あ
り
ま
す
。
お

菜
が
三
つ
、
向
付
が
ま
ず
出
ま
す
。
続
い
て
、
煮
物
と
、
焼
き
物
と
い
う

お
料
理
が
出
る
。
こ
れ
で
完
結
す
る
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
家
庭

料
理
へ
の
復
帰
で
す
。
つ
ま
り
料
理
文
化
が
行
き
過
ぎ
、
堕
落
し
た
と
き

に
、
帰
っ
て
く
る
原
点
は
家
庭
料
理
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
茶
の
湯
の
場
合
は
、
料
理
は
全
部
食
べ
き
る
、
出
来
た
て
の
も
の
が
即

座
に
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
食
べ
る
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
意

味
を
よ
り
強
く
持
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
例
え
ば
、
季
節
感
を

そ
こ
に
吹
き
込
ん
で
み
る
。
あ
る
い
は
お
祝
い
の
日
で
あ
っ
た
ら
、
お
祝

い
と
い
う
心
を
料
理
の
中
に
表
現
す
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
料
理
の
中
に
込

め
ら
れ
て
く
る
。
今
そ
れ
を
趣
向
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
ま
す
。
趣
向

に
富
ん
だ
料
理
が
生
ま
れ
て
く
る
。 

　
本
膳
料
理
の
献
立
を
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
趣
向
ら
し
い
も
の
が
感

じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
極
端
な
こ
と
を
言
う
と
季
節
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

茶
の
湯
料
理
が
発
達
し
て
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
季
節
感
や
、
器
の
面
白
さ

や
、
器
に
込
め
ら
れ
た
趣
向
が
企
て
ら
れ
て
く
る
。
懐
石
料
理
、
ご
存
知

の
よ
う
に
懐
に
石
と
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
の
当
て
字
で
す
。
利
休
の

時
代
に
は
そ
ん
な
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
代
に
は
会
う
席
、
今
の
料

理
屋
さ
ん
に
も
よ
く
あ
る
会
席
、
こ
れ
が
も
と
も
と
の
字
で
す
。
今
で
も

そ
の
会
席
は
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
利
休
が
死
ん
で
か
ら
一
〇
〇

年
ほ
ど
経
っ
た
元
禄
時
代
に
知
恵
者
が
い
て
、
懐
の
石
と
当
て
た
ら
面
白

い
と
考
え
た
ん
で
す
。 

　
懐
の
石
と
は
何
か
と
言
う
と
、
禅
僧
が
修
行
し
て
い
る
間
、
ひ
も
じ
く

て
し
ょ
う
が
な
い
。
禅
の
お
坊
さ
ん
は
、
顔
が
映
る
よ
う
な
お
粥
し
か
す

す
ら
な
い
。
お
か
ず
と
い
え
ば
何
も
な
い
。
沢
庵
し
か
な
い
と
い
う
よ
う

な
中
で
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
ひ
も
じ
さ
を
こ

ら
え
る
た
め
に
、
暖
め
た
石
を
お
腹
に
抱
く
ん
だ
そ
う
で
す
。
と
い
う
こ

と
を
禅
僧
に
尋
ね
て
み
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
当
に
そ
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す

が
、
も
の
の
本
に
は
そ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
懐
石
と
い
う
の
は
、

懐
に
抱
い
た
石
程
度
の
、
ひ
も
じ
さ
を
こ
ら
え
る
程
度
の
粗
末
な
料
理
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
虫
養
い
（
む
し
や
し
な
い
、
も
し
く
は
、
む
し
あ
し
ら

い
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
お
腹
の
虫
が
グ
ー
グ
ー
鳴
る
の
を
、
だ

ま
し
だ
ま
し
我
慢
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
の
程
度
の
粗
末
な
料
理
な
ん
だ
と

い
う
意
味
を
、
懐
の
石
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
侘
び
茶

の
理
念
が
そ
こ
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
侘
び
茶
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

す
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
茶
の
湯
の
懐
石
が
、
大
変
贅
沢
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
日
本
料
理
の
最
も
高
価
な
、
最
も
贅
沢
な
も
の
は
茶
の
湯
の

料
理
の
革
命
と
し
て
の 

懐
石
料
理 
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懐
石
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
来
の
位
置
付
け
と
い
う
の
は
シ
ン
プ
ル
な

家
庭
料
理
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
。 

　
茶
の
料
理
が
登
場
し
て
き
て
、
食
べ
き
る
、
そ
れ
か
ら
時
系
列
を
持
っ

た
、
つ
ま
り
作
り
た
て
を
即
座
に
運
ん
で
客
に
食
べ
て
も
ら
う
、
そ
し
て

そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
ふ
う

な
今
日
の
食
文
化
の
基
本
が
、
今
か
ら
四
〇
〇
年
く
ら
い
前
に
出
発
し
て

三
〇
〇
年
く
ら
い
前
に
形
を
整
え
て
き
た
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
か
と
思

い
ま
す
。 

    

　
江
戸
時
代
は
ど
う
い
う
時
代
だ
っ
た
か
と
い
う

と
、
料
理
屋
文
化
が
出
来
て
く
る
ん
で
す
。
世
界

的
に
見
て
日
本
の
料
理
屋
の
誕
生
は
非
常
に
早
い

も
の
で
す
。
西
洋
で
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

少
し
前
く
ら
い
か
ら
パ
リ
に
レ
ス
ト
ラ
ン
が
た
く

さ
ん
出
来
て
き
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
一
六
世

紀
の
終
わ
り
か
ら
一
七
世
紀
に
は
料
理
屋
が
出
来

て
き
ま
す
。
今
か
ら
四
〇
〇
年
く
ら
い
前
か
ら
で

す
。
こ
の
よ
う
な
料
理
屋
が
一
挙
に
広
が
っ
て
く

る
の
が
一
八
世
紀
で
す
。 

　
一
八
世
紀
に
日
本
の
食
文
化
は
非
常
な
発
展
を

と
げ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、

我
々
の
周
り
に
あ
る
料
理
の
素
材
類
が
、
こ
の
頃

に
ひ
と
通
り
出
揃
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
中
で
も

醤
油
の
普
及
は
大
き
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
関
西

は
発
祥
の
地
で
す
か
ら
、
湯
浅
な
ど
、
各
地
で
作

ら
れ
た
優
秀
な
醤
油
が
、
近
世
初
頭
、
一
七
世
紀

の
前
半
か
ら
普
及
し
始
め
た
と
考
え
て
い
い
の
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
一
六
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
日
本
で
最
初
の
料
理
書
、

『
料
理
物
語
』
と
い
う
本
の
中
に
は
、
漬
け
汁
は
煎
り
酒
が
主
流
と
あ
り
、

ま
だ
醤
油
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。「
溜
ま
り
」
と
い
う
も
の
、
あ
る

い
は
味
噌
を
溶
い
た
も
の
で
あ
る
「
た
れ
味
噌
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
出
て

い
ま
す
が
、
醤
油
は
ま
だ
主
流
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
醤
油
と
い
う

日
本
独
特
の
素
晴
ら
し
い
調
味
料
が
展
開
し
て
く
る
の
は
、
一
七
世
紀
の

後
半
か
ら
一
八
世
紀
で
す
。 

　
特
に
関
東
は
文
化
が
遅
れ
て
い
て
、
優
秀
な
も
の
は
何
で
も
関
西
か
ら

下
っ
て
く
る
。
で
す
か
ら
、
関
東
に
下
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
大

し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
の
で
、「
下
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
る
わ

け
で
す
。
下
り
醤
油
、
下
り
酒
と
い
う
よ
う
に
、
全
部
関
西
の
も
の
が
関

東
に
船
で
運
ば
れ
て
く
る
。
そ
の
中
で
も
、
下
り
醤
油
は
、
関
東
に
お
い

て
大
事
な
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
関
東
に
醤
油

産
業
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
今
の
野
田
、
銚
子
、
土
浦
と
い
う
関

東
の
醤
油
三
大
生
産
地
で
す
。
こ
こ
に
関
東
醤
油
と
い
う
も
の
が
出
来
る
。

関
西
の
も
の
と
比
べ
て
色
の
濃
い
、
熟
成
し
た
醤
油
が
生
ま
れ
て
く
る
。

塩
分
の
含
有
量
か
ら
い
う
と
、
決
し
て
濃
口
の
方
が
塩
分
含
有
量
が
多
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
や
が
て
関
東
で
は
色
の
濃
い
醤
油
が

下
り
醤
油
を
駆
逐
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
醤
油
の
生
産
量
と
当
時
の
人
口

を
比
べ
て
見
て
み
ま
す
と
、
今
の
醤
油
の
消
費
量
の
一
・
五
倍
程
に
な
る
。

江
戸
の
人
た
ち
の
方
が
、
今
の
我
々
よ
り
醤
油
を
は
る
か
に
消
費
し
て
い

た
の
で
す
。
そ
れ
く
ら
い
醤
油
が
普
及
し
て
き
ま
す
。 

　
砂
糖
も
一
八
世
紀
に
な
り
ま
す
と
か
な
り
普
及
し
て
き
ま
す
。
「
と
ら

や
」
と
い
う
菓
子
屋
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
と
ら
や
」
の
菓
子
の
見
本
帳
と

い
う
の
を
見
ま
す
と
、
一
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
八
世
紀
初
め
、
元
禄

の
頃
の
何
百
種
類
と
い
う
菓
子
の
種
類
が
載
っ
て
い
ま
す
。
菓
子
文
化
と

い
う
の
は
明
ら
か
に
砂
糖
と
い
う
も
の
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
調
味
料
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
か
つ
お
出
汁
や
昆
布
出
汁

と
い
っ
た
出
汁
の
普
及
で
す
ね
。 

　
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
一
八
世
紀
頃
に
日
本
料
理
が
完

成
の
域
に
達
し
て
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
併
せ
て
、
料
理
書
が
た
く
さ

日
本
の
食
文
化
が
発
展
し
た 

一
八
世
紀 
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ら
れ
た
優
秀
な
醤
油
が
、
近
世
初
頭
、
一
七
世
紀

の
前
半
か
ら
普
及
し
始
め
た
と
考
え
て
い
い
の
で

　
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
一
八
世
紀
頃
に
日
本
料
理
が
完

成
の
域
に
達
し
て
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
併
せ
て
、
料
理
書
が
た
く
さ

ん
印
刷
・
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
特
に
、
一
八
世
紀
の
終

わ
り
に
は
出
版
ブ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
料
理
書
が
出
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
、
実
際
作
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
、
こ
ん
な
料

理
が
あ
る
ん
だ
な
と
い
っ
て
眺
め
て
楽
し
む
為
の
料
理
書
の
普
及
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、『
豆
腐
百
珍
』
か
ら
始
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

百
珍
も
の
と
言
わ
れ
る
料
理
書
が
出
て
き
ま
し
た
。『
豆
腐
百
珍
』
は
大
変

評
判
が
よ
く
、
続
編
、
続
続
編
が
出
来
ま
し
た
。
豆
腐
料
理
だ
け
で
三
〇

〇
種
類
の
料
理
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。 

　
そ
う
い
う
ふ
う
な
出
版
物
を
背
景
に
料
理
屋
も
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
そ

の
中
で
一
番
有
名
な
料
理
書
が
、『
料
理
通
』
で
す
。『
料
理
通
』
を
出
版
し

た
の
は
、
江
戸
の
「
八
百
善
」
で
す
。「
八
百
善
」
の
よ
う
な
高
級
料
理
店
は

今
と
同
じ
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
有
名
人
を
連
れ
て
き
て
食
べ
て
も
ら
っ
て
、

そ
の
感
想
を
ど
こ
か
に
書
い
て
も
ら
う
、
も
し
く
は
そ
の
料
理
屋
自
身
が

「
○
○
の
お
料
理
」
な
ど
と
い
う
本
を
出
し
、
文
化
人
が
序
文
を
寄
せ
る

と
い
う
具
合
で
す
。『
料
理
通
』
の
巻
頭
に
は
、
当
時
一
番
人
気
が
あ
っ
た

大
田
蜀
山
人
、
酒
井
抱
一
と
い
っ
た
文
化
人
が
文
章
を
寄
せ
、
画
を
描
い

て
、
彼
ら
が
食
べ
て
い
る
様
子
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

　
こ
う
い
う
出
版
物
、
あ
る
意
味
で
は
メ
デ
ィ
ア
ま
で
動
員
し
た
料
理
文

化
が
、
江
戸
を
中
心
に
出
来
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
今
と
変
わ

ら
な
い
で
す
ね
。
中
に
は
、
ク
ー
ポ
ン
み
た
い
な
「
料
理
屋
切
手
」
と
い

う
も
の
も
出
ま
し
た
。
た
だ
当
時
は
奥
ゆ
か
し
い
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
い

く
ら
の
も
の
が
食
べ
ら
れ
ま
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
ん

で
す
。
た
だ
、
料
理
屋
の
切
手
と
書
い
て
あ
る
。
あ
る
役
人
は
賄
賂
に
切

手
を
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
で
い
く
ら
の
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
の
か

分
か
ら
な
い
。
二
人
で
「
八
百
善
」
に
行
っ
て
み
る
と
、
た
い
そ
う
な
ご

馳
走
が
出
て
き
た
け
れ
ど
、
帰
る
と
き
に
店
側
は
お
金
を
頂
き
す
ぎ
だ
か

ら
と
い
う
の
で
、
大
変
な
量
の
お
土
産
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。
い
っ
た
い

い
く
ら
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
と
五
十
両
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
だ
い
た
い
江
戸
の
終
わ
り
に
は
、
現
在
の
日
本
料
理

の
基
礎
と
い
う
も
の
は
全
部
出
揃
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。 

     

　
関
西
料
理
は
、
近
代
の
日
本
料
理
が
洗
練
さ
れ
る
上
で
非
常
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
今
、
何
と
な
く
関
西
は
元
気
が
な
い
。
何

で
も
東
京
一
極
集
中
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
料
理
だ
け
は
別
で
す
。

料
理
だ
け
は
京
料
理
が
、
特
に
戦
後
、
華
々
し
く
ブ
ラ
ン
ド
化
し
ま
し
た
。

東
京
に
行
っ
て
も
京
料
理
と
い
う
の
が
一
世
を
風
靡
し
て
い
ま
す
。 

　
京
料
理
と
言
い
ま
す
が
、
元
々
は
関
西
料
理
で
す
。
京
都
は
、
そ
ん
な

に
料
理
の
い
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
京
都
は
着
倒
れ
で
、
食

い
倒
れ
は
、
江
戸
か
大
坂
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
や
大
坂
に
比
べ

て
、
貧
乏
極
ま
り
な
い
の
が
京
都
の
料
理
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、

京
料
理
と
い
う
の
は
戦
後
で
き
た
ブ
ラ
ン
ド
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

　
関
西
料
理
が
近
代
の
日
本
料
理
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
っ
た
。
中
で
も
、

天
才
的
な
料
理
人
で
あ
っ
た
の
が
、
吉
兆
を
つ
く
っ
た
湯
木
貞
一
で
す
。

そ
う
い
う
人
々
の
努
力
で
、
日
本
料
理
は
ま
た
新
し
い
今
日
の
姿
を
作
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

CEL

                       

　
し
ょ
く
さ
ん
じ
ん 

国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
、（
財
）
林
原

美
術
館
館
長
。
文
学
博
士
。
一
九
四
三
年
東
京
生
ま
れ
。
六
五
年
東
京
教
育
大
学
文

学
部
史
学
科
卒
業
。
七
一
年
同
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
日
本
文
化
史
専
攻
。

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
講
師
、
筑
波
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
な

ど
を
経
て
現
職
。
茶
道
史
、
寛
永
文
化
の
ほ
か
に
、
日
本
の
料
理
文
化
史
、
民
芸
運
動

な
ど
を
幅
広
く
研
究
。
著
書
に
、『
茶
の
湯
』（
教
育
社
）、
『
千
利
休
』（
平
凡
社
）、

『
近
代
茶
道
史
の
研
究
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）、『
寛
永
文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
）、『
昔
の
茶
の
湯
今
の
茶
の
湯
』（
淡
交
社
）、『
後
水
尾
天
皇
』（
岩
波
書
店
）、『
近

代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』（
河
原
書
店
）、『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』（
岩
波
書
店
）
ほ
か
。 

　
熊
倉  

功
夫
（
く
ま
く
ら
・
い
さ
お
） 

関
西
料
理
に
よ
る 

近
代
日
本
料
理
の
洗
練 
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