
vol.44
西
欧
か
ら
帰
国
後
、

日
本
の
美
を
再
発
見

　
料
理
研
究
家
の
土
井
善
晴
さ
ん
は
、
テ
レ
ビ

な
ど
で
も
活
躍
し
た
料
理
研
究
家
・
土
井
勝
さ

ん
を
父
に
持
ち
ま
す
。
父
親
の
仕
事
ぶ
り
を
幼

い
こ
ろ
か
ら
間
近
で
見
て
育
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

ご
く
自
然
と
料
理
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
言
い
ま
す
。
最
初
に
飛
び
込
ん
だ
の
は
フ

ラ
ン
ス
料
理
の
世
界
。
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に

留
学
し
て
本
格
的
な
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
学
び
ま

し
た
。「
和
食
や
洋
食
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
と

ら
わ
れ
ず
、
料
理
と
い
う
も
の
を
大
き
な
く
く

り
で
捉
え
た
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
ス
イ
ス
と
フ

ラ
ン
ス
で
学
ぶ
こ
と
を
自
分
に
課
し
ま
し
た
」。

　
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
学
ん
だ
土
井
さ
ん
は
、
帰

国
後
、
日
本
の
美
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

「
料
理
に
限
ら
ず
、
自
分
の
身
の
回
り
に
こ
れ

ほ
ど
細
や
か
で
美
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と

あ
ら
た
め
て
驚
き
ま
し
た
。
庭
に
咲
く
草
花
、

寄
り
添
う
よ
う
に
建
つ
家
並
み
、
母
親
の
煎
れ

て
く
れ
る
お
茶
の
香
り
と
ぬ
く
も
り
。
そ
れ
ま

で
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
見
過
ご
し
て
い
た
も

の
が
、
な
ん
と
美
し
く
愛
お
し
い
も
の
か
と
再

認
識
し
ま
し
た
。
一
度
西
洋
の
文
化
に
ど
っ
ぷ

り
浸
か
っ
た
こ
と
が
、
日
本
の
景
色
や
食
文
化

を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」。

　
そ
し
て
、
有
名
な
日
本
料
理
店
で
修
業
を
始

め
た
土
井
さ
ん
で
し
た
が
、「
最
初
は
、無
作
為

に
盛
る
も
の
と
さ
れ
る
漬
物
の
盛
り
付
け
方
す
ら

分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。
そ
の

後
、
日
本
料
理
店
で
の
経
験
を
ベ
ー
ス
に
家
庭

料
理
を
中
心
に
食
文
化
の
あ
り
方
を
考
え
る

「
お
い
し
い
も
の
研
究
所
」
を
設
立
。
数
々
の

料
理
番
組
や
雑
誌
・
書
籍
な
ど
を
通
じ
て
、

「
料
理
を
つ
く
る
こ
と
・
食
べ
る
こ
と
」
の
大

切
さ
と
楽
し
さ
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

「
私
の
強
み
は
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
か
ら
見
た
日

本
料
理
、
日
本
料
理
か
ら
見
た
家
庭
料
理
と
い

う
具
合
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
場
で
フ

ラ
ン
ス
料
理
を
学
び
、
日
本
料
理
専
門
店
で
和

食
を
学
ん
だ
う
え
で
家
庭
料
理
を
見
据
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
視
点
に
と
ら
わ
れ
ず
に

食
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
料

理
か
ら
日
本
料
理
が
見
え
、
プ
ロ
の
日
本
料
理

の
世
界
か
ら
家
庭
料
理
が
見
え
て
く
る
。
プ
ロ

の
つ
く
る
日
本
料
理
と
日
常
的
に
お
母
さ
ん
が

つ
く
る
家
庭
料
理
と
で
は
、
お
の
ず
と
料
理
を

つ
く
る
視
点
や
動
機
が
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
良
さ
、
違
い
を
分
か
っ
た
う
え
で
、
日
本

の
家
庭
に
ふ
さ
わ
し
い
料
理
の
あ
り
方
を
提
案

す
る
こ
と
が
、
今
の
私
の
仕
事
で
は
大
切
に
な

り
ま
す
」。

辿
り
着
い
た

「
一
汁
一
菜
」
と
い
う
考
え
方

　
戦
後
の
昭
和
30
年
ご
ろ
日
本
に
は
ア
メ
リ
カ

文
化
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
、
栄
養
が
足
り

な
い
か
ら
も
っ
と
タ
ン
パ
ク
質
を
と
り
ま
し
ょ

う
、
も
っ
と
油
を
使
っ
た
料
理
を
つ
く
り
ま
し

ょ
う
と
い
う
風
潮
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
日
本
の

食
生
活
は
一
見
豊
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

結
果
、
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
、
つ
ま
り
お
か
ず

か
ら
料
理
を
考
え
る
文
化
が
広
が
り
、
定
着
し

て
い
き
ま
し
た
。

　
メ
デ
ィ
ア
は
常
に
目
新
し
い
ご
ち
そ
う
、
物

珍
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を
紹
介
し
、
人
び
と
に
あ
こ

が
れ
を
植
え
付
け
ま
す
。
流
行
に
敏
感
で
周
り

の
目
を
気
に
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
の
多
い
現

代
人
に
と
っ
て
、
普
段
か
ら
ご
ち
そ
う
を
食
べ

る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
そ
れ
を
家
庭
料
理
に
も
求
め
る
よ
う
に
な
り
、

家
庭
の
お
母
さ
ん
は
毎
日
ご
ち
そ
う
を
食
卓
に

並
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま

う
。
し
か
も
、
こ
れ
だ
け
女
性
の
社
会
進
出
が

盛
ん
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
相
変
わ

家
庭
料
理
の
基
本
で
あ
る

「
一
汁
一
菜
」
で
心
を
豊
か
に

和食を基礎とした家庭料理と食文化を探求し続ける料理研究家の土井善晴さん。

日々の食事は、ごはんと具だくさんの味噌汁、漬物などの一菜があれば十分という

「一汁一菜」（いちじゅういっさい）のスタイルを提案しています。

そこには、自然や季節のうつろいを感じ取る

日本人の美意識が反映されると言います。

土井善晴
料理研究家

イ ン タ ビ ュ ー

さん

表 紙 写 真

初午まつり・火伏せの虎舞（撮影：森井禎紹）

約650年前、春先の強風により大火の多かった宮城県加
美郡加美町の中新田地区で、「雲は龍に従い、風は虎に
従う」の故事にならい、虎の威を借りて風をしずめようと、稲
荷明神の初午まつりに虎舞を奉納、火伏せを祈願したのが
起源とされています。お囃子にのって、町内を色鮮やかな山
車と虎が練り歩き、各家の防災と家内安全を祈願します。
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ら
ず
そ
の
負
担
を
女
性
だ
け
が
背
負
っ
て
い
る

の
が
実
情
で
す
」。

　
土
井
さ
ん
は
こ
う
し
た
現
状
に
問
題
意
識
を

抱
い
て
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
食
の
基
本
に
立

ち
帰
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
辿
り
着
い
た
の

が
「
一
汁
一
菜
」
と
い
う
日
本
の
家
庭
料
理
の

基
本
型
で
し
た
。
一
汁
一
菜
と
は
、
白
米
や
玄

米
な
ど
の
主
食
に
味
噌
汁
な
ど
の
汁
物
、
そ
こ

に
お
か
ず
を
一
品
添
え
る
だ
け
の
き
わ
め
て
簡

素
な
料
理
を
指
し
、
鎌
倉
時
代
の
禅
寺
で
採
り

入
れ
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
あ
る

い
は
、
お
か
ず
も
付
か
ず
、
ご
は
ん
と
味
噌
汁

に
漬
物
な
ど
の
香
の
物
を
添
え
る
だ
け
の
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
庶
民
は
こ
う
し
た

食
事
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
め
で
た
い
こ
と
な

ど
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
魚
な
ど
を
一
品
添
え
る
と

い
う
食
生
活
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
一
汁
一
菜
」に
は
無
意
識
の
う
ち
に

自
然
の
美
し
さ
が
反
映
さ
れ
る

　
毎
日
の
食
事
は
、
ご
は
ん
と
具
だ
く
さ
ん
の

味
噌
汁
、
そ
こ
に
漬
物
な
ど
の
一
菜
が
あ
れ
ば

十
分
。
多
彩
な
お
か
ず
を
い
く
つ
も
並
べ
る
こ

と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
食

卓
に
対
し
て
、
最
も
簡
素
な
和
食
の
基
本
と
も

い
え
る
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
」
と
い
う
土
井
さ

ん
の
提
案
は
、
大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

「
私
の
料
理
講
習
会
な
ど
に
集
ま
る
若
い
主
婦

の
方
た
ち
か
ら
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
食
事
の

支
度
を
す
る
の
が
大
変
だ
と
い
う
声
を
よ
く
耳

に
し
て
い
ま
し
た
。
毎
日
お
い
し
い
も
の
を
何

品
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
が
強
い
な
か
、
私
の
『
一
汁
一
菜
で

よ
い
』
と
い
う
提
案
に
ホ
ッ
と
し
た
人
も
多
い

よ
う
で
す
。
こ
れ
な
ら
あ
れ
こ
れ
悩
ま
ず
に
つ

く
れ
ま
す
し
、
野
菜
な
ど
の
余
っ
た
食
材
は
味

噌
汁
の
具
と
し
て
使
え
ば
い
い
の
で
食
材
の
無

駄
も
少
な
く
な
り
ま
す
」。

　
い
つ
も
ご
は
ん
に
味
噌
汁
、
漬
物
で
は
つ
ま

ら
な
い
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
汁
一
菜
は
、
た
と
え
同
じ
よ
う
に
つ
く
っ
て

も
、
日
々
お
の
ず
と
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と

土
井
さ
ん
は
強
調
し
ま
す
。

「
季
節
に
よ
っ
て
味
噌
汁
の
具
は
変
わ
り
ま
す

し
、
そ
の
日
の
天
気
に
よ
っ
て
、『
今
日
は
た

く
あ
ん
の
切
り
方
を
変
え
て
み
よ
う
か
』
と
か
、

『
今
日
は
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
か
ら
ご
は
ん
を

や
わ
ら
か
く
炊
こ
う
』
と
い
う
よ
う
に
、
毎
日

同
じ
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
決
し
て
同

じ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
朝
起
き
て
空
を
見
上
げ

る
よ
う
に
、
季
節
や
自
然
と
対
話
を
し
な
が
ら
、

今
日
は
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
る
。
そ
れ
が
料

理
を
つ
く
る
こ
と
の
原
点
で
あ
り
、
食
べ
る
こ

と
の
基
本
で
す
。
忙
し
い
日
々
の
な
か
で
つ
く

る
一
汁
一
菜
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
四
季
の

う
つ
ろ
い
や
自
然
の
美
し
さ
が
無
意
識
の
う
ち

に
反
映
さ
れ
る
の
で
す
。
自
然
や
自
分
の
体
の

変
化
と
素
直
に
向
き
合
え
ば
、
昨
日
と
今
日
と

で
は
お
の
ず
と
違
う
料
理
に
な
っ
て
い
る
は
ず

で
す
」。

　
と
は
い
え
、
何
も
一
汁
一
菜
し
か
口
に
し
な

い
ス
ト
イ
ッ
ク
な
暮
ら
し
を
強
い
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
汁
一
菜
を
基
本
と
し
て
、

と
き
に
は
そ
こ
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
お
か
ず

を
足
す
楽
し
み
が
あ
っ
て
も
良
い
と
土
井
さ
ん

は
言
い
ま
す
。

「
今
日
は
人
が
集
ま
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
手
の

込
ん
だ
料
理
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
も
楽
し
い

で
し
ょ
う
。
時
間
と
気
持
ち
と
お
金
に
余
裕
が

あ
る
と
き
は
外
食
し
て
も
い
い
。
昔
か
ら
日
本

に
は
『
ハ
レ
』
（
特
別
な
状
態
、
祭
り
事
）
と

『
ケ
』
（
日
常
）
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

が
、
毎
日
『
ハ
レ
』
に
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
大

変
で
す
し
、
す
る
必
要
も
な
い
の
で
す
。
毎
日

ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

っ
と
い
え
ば
、
毎
日
の
家
庭
料
理
は
お
い
し
く

な
く
て
い
い
の
で
す
。

　
普
段
料
理
を
し
な
い
人
で
も
、
一
汁
一
菜
で

あ
れ
ば
、
朝
忙
し
い
と
き
で
も
手
早
く
つ
く
れ

ま
す
。
男
女
年
齢
を
問
わ
ず
、
自
分
で
サ
ッ
と

つ
く
っ
て
食
べ
て
出
か
け
る
こ
と
も
可
能
で

す
」
と
土
井
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
料
理
、
特
に
和
食
の
場
合
、
形
を
き
れ
い
に

整
え
よ
う
と
し
過
ぎ
る
と
、
食
材
に
触
れ
る
時

間
が
長
く
な
り
、
結
果
的
に
鮮
度
が
落
ち
て
雑

菌
も
増
え
ま
す
。
お
刺
身
で
も
、
手
で
触
れ
ば

触
る
ほ
ど
熱
が
加
わ
り
鮮
度
が
落
ち
る
た
め
、

な
る
べ
く
食
材
に
は
触
ら
ず
に
包
丁
を
入
れ
る

の
が
基
本
で
す
。
一
汁
一
菜
は
、
人
目
を
気
に

す
る
料
理
で
は
な
く
、
サ
ッ
と
手
早
く
つ
く
る

も
の
な
の
で
、
食
材
に
触
る
時
間
が
き
わ
め
て

短
い
の
も
利
点
で
す
。
自
分
で
つ
く
っ
て
自
分

で
食
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
体
裁
を
整
え
る
必
要

も
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
に
つ
く
る
場
合
は
、
彩

り
な
ど
に
気
を
付
け
て
具
材
を
選
ぶ
の
も
い
い

で
し
ょ
う
」。

き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
、

自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

　
土
井
さ
ん
が
提
案
す
る
一
汁
一
菜
の
ス
タ
イ

ル
は
、
今
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
に
反
響
を
呼
び
、

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
み
ん
な
健
康
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

強
い
ん
で
す
よ
。
若
い
人
た
ち
も
、
自
分
の
体

を
考
え
る
と
外
食
ば
か
り
で
は
良
く
な
い
こ
と

を
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち

は
ひ
と
た
び
一
汁
一
菜
に
触
れ
る
と
、
外
に
出

て
食
べ
る
と
こ
ろ
を
探
す
方
が
面
倒
く
さ
く
、

一
汁
一
菜
を
家
で
つ
く
る
方
が
楽
と
い
う
こ
と

に
気
づ
く
よ
う
で
す
ね
。
一
汁
一
菜
を
実
践
し

て
い
る
と
、
自
分
の
味
覚
が
敏
感
に
な
っ
て
い

く
の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
味
噌
汁
の
味

噌
は
微
生
物
が
つ
く
り
出
す
複
雑
な
味
。
毎
日

食
べ
て
も
、
飲
ん
で
も
飽
き
な
い
し
、
い
つ
も

お
い
し
い
と
感
じ
る
。
舌
先
だ
け
で
味
わ
う
の

で
は
な
く
、
体
に
入
っ
て
か
ら
し
み
じ
み
と
実

感
す
る
お
い
し
さ
、
細
胞
が
感
じ
る
癒
し
の
よ

う
な
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
こ
と
に
若
い
人
た
ち
も
気
づ
き
始
め

て
い
る
よ
う
で
す
。

　
あ
る
い
は
、
食
が
細
く
な
っ
た
高
齢
者
に
と

っ
て
も
、
一
汁
一
菜
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
人
間
は
や
は
り
い
く
つ
に
な
っ
て

も
体
に
い
い
も
の
を
食
べ
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
な
ら
一
人
暮
ら
し

の
ご
高
齢
の
男
性
で
も
自
分
で
簡
単
に
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
食
と
い
う
と
、
ど
う
し
て

も
食
べ
る
こ
と
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、

本
当
は
料
理
を
つ
く
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
は

セ
ッ
ト
で
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。
一
人
暮
ら

し
で
あ
っ
て
も
、
料
理
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
人
に
頼
ら
ず
に
暮
ら
し
て
い
け
る
。
一

汁
一
菜
で
あ
れ
ば
、
料
理
の
仕
方
を
覚
え
な
く

て
も
つ
く
れ
ま
す
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
自
分
で

つ
く
れ
る
と
思
え
る
だ
け
で
も
安
心
で
す
。
料

理
を
つ
く
る
こ
と
に
は
楽
し
さ
が
た
く
さ
ん
あ

る
し
、
実
際
に
つ
く
っ
て
み
る
こ
と
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
発
見
も
あ
る
。
よ
く
土
に
触
れ
た
り
、

山
や
海
な
ど
自
然
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
料
理
を
つ
く
る
こ
と
は
素
材

と
い
う
大
自
然
に
触
れ
る
こ
と
で
す
。
自
然
を

感
じ
、
季
節
を
感
じ
る
。
手
か
ら
伝
わ
っ
て
く

る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
料
理
を
つ
く

る
こ
と
、
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と

は
、
自
分
を
い
た
わ
る
こ
と
、
大
切
に
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
料
理
を

つ
く
る
こ
と
・
食
べ
る
こ
と
を
暮
ら
し
の

『
柱
』
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」。

料
理
を
つ
く
る
こ
と
、

食
べ
る
こ
と
を
、

暮
ら
し
の
「
柱
」
に

土井善晴 どい・よしはる
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ら
ず
そ
の
負
担
を
女
性
だ
け
が
背
負
っ
て
い
る

の
が
実
情
で
す
」。

　
土
井
さ
ん
は
こ
う
し
た
現
状
に
問
題
意
識
を

抱
い
て
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
食
の
基
本
に
立

ち
帰
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
辿
り
着
い
た
の

が
「
一
汁
一
菜
」
と
い
う
日
本
の
家
庭
料
理
の

基
本
型
で
し
た
。
一
汁
一
菜
と
は
、
白
米
や
玄

米
な
ど
の
主
食
に
味
噌
汁
な
ど
の
汁
物
、
そ
こ

に
お
か
ず
を
一
品
添
え
る
だ
け
の
き
わ
め
て
簡

素
な
料
理
を
指
し
、
鎌
倉
時
代
の
禅
寺
で
採
り

入
れ
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
あ
る

い
は
、
お
か
ず
も
付
か
ず
、
ご
は
ん
と
味
噌
汁

に
漬
物
な
ど
の
香
の
物
を
添
え
る
だ
け
の
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
庶
民
は
こ
う
し
た

食
事
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
め
で
た
い
こ
と
な

ど
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
魚
な
ど
を
一
品
添
え
る
と

い
う
食
生
活
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
一
汁
一
菜
」に
は
無
意
識
の
う
ち
に

自
然
の
美
し
さ
が
反
映
さ
れ
る

　
毎
日
の
食
事
は
、
ご
は
ん
と
具
だ
く
さ
ん
の

味
噌
汁
、
そ
こ
に
漬
物
な
ど
の
一
菜
が
あ
れ
ば

十
分
。
多
彩
な
お
か
ず
を
い
く
つ
も
並
べ
る
こ

と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
食

卓
に
対
し
て
、
最
も
簡
素
な
和
食
の
基
本
と
も

い
え
る
「
一
汁
一
菜
で
よ
い
」
と
い
う
土
井
さ

ん
の
提
案
は
、
大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

「
私
の
料
理
講
習
会
な
ど
に
集
ま
る
若
い
主
婦

の
方
た
ち
か
ら
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
食
事
の

支
度
を
す
る
の
が
大
変
だ
と
い
う
声
を
よ
く
耳

に
し
て
い
ま
し
た
。
毎
日
お
い
し
い
も
の
を
何

品
も
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
が
強
い
な
か
、
私
の
『
一
汁
一
菜
で

よ
い
』
と
い
う
提
案
に
ホ
ッ
と
し
た
人
も
多
い

よ
う
で
す
。
こ
れ
な
ら
あ
れ
こ
れ
悩
ま
ず
に
つ

く
れ
ま
す
し
、
野
菜
な
ど
の
余
っ
た
食
材
は
味

噌
汁
の
具
と
し
て
使
え
ば
い
い
の
で
食
材
の
無

駄
も
少
な
く
な
り
ま
す
」。

　
い
つ
も
ご
は
ん
に
味
噌
汁
、
漬
物
で
は
つ
ま

ら
な
い
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
汁
一
菜
は
、
た
と
え
同
じ
よ
う
に
つ
く
っ
て

も
、
日
々
お
の
ず
と
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と

土
井
さ
ん
は
強
調
し
ま
す
。

「
季
節
に
よ
っ
て
味
噌
汁
の
具
は
変
わ
り
ま
す

し
、
そ
の
日
の
天
気
に
よ
っ
て
、『
今
日
は
た

く
あ
ん
の
切
り
方
を
変
え
て
み
よ
う
か
』
と
か
、

『
今
日
は
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
か
ら
ご
は
ん
を

や
わ
ら
か
く
炊
こ
う
』
と
い
う
よ
う
に
、
毎
日

同
じ
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
決
し
て
同

じ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
朝
起
き
て
空
を
見
上
げ

る
よ
う
に
、
季
節
や
自
然
と
対
話
を
し
な
が
ら
、

今
日
は
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
る
。
そ
れ
が
料

理
を
つ
く
る
こ
と
の
原
点
で
あ
り
、
食
べ
る
こ

と
の
基
本
で
す
。
忙
し
い
日
々
の
な
か
で
つ
く

る
一
汁
一
菜
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
四
季
の

う
つ
ろ
い
や
自
然
の
美
し
さ
が
無
意
識
の
う
ち

に
反
映
さ
れ
る
の
で
す
。
自
然
や
自
分
の
体
の

変
化
と
素
直
に
向
き
合
え
ば
、
昨
日
と
今
日
と

で
は
お
の
ず
と
違
う
料
理
に
な
っ
て
い
る
は
ず

で
す
」。

　
と
は
い
え
、
何
も
一
汁
一
菜
し
か
口
に
し
な

い
ス
ト
イ
ッ
ク
な
暮
ら
し
を
強
い
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
汁
一
菜
を
基
本
と
し
て
、

と
き
に
は
そ
こ
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
お
か
ず

を
足
す
楽
し
み
が
あ
っ
て
も
良
い
と
土
井
さ
ん

は
言
い
ま
す
。

「
今
日
は
人
が
集
ま
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
手
の

込
ん
だ
料
理
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
の
も
楽
し
い

で
し
ょ
う
。
時
間
と
気
持
ち
と
お
金
に
余
裕
が

あ
る
と
き
は
外
食
し
て
も
い
い
。
昔
か
ら
日
本

に
は
『
ハ
レ
』
（
特
別
な
状
態
、
祭
り
事
）
と

『
ケ
』
（
日
常
）
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

が
、
毎
日
『
ハ
レ
』
に
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
大

変
で
す
し
、
す
る
必
要
も
な
い
の
で
す
。
毎
日

ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

っ
と
い
え
ば
、
毎
日
の
家
庭
料
理
は
お
い
し
く

な
く
て
い
い
の
で
す
。

　
普
段
料
理
を
し
な
い
人
で
も
、
一
汁
一
菜
で

あ
れ
ば
、
朝
忙
し
い
と
き
で
も
手
早
く
つ
く
れ

ま
す
。
男
女
年
齢
を
問
わ
ず
、
自
分
で
サ
ッ
と

つ
く
っ
て
食
べ
て
出
か
け
る
こ
と
も
可
能
で

す
」
と
土
井
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
料
理
、
特
に
和
食
の
場
合
、
形
を
き
れ
い
に

整
え
よ
う
と
し
過
ぎ
る
と
、
食
材
に
触
れ
る
時

間
が
長
く
な
り
、
結
果
的
に
鮮
度
が
落
ち
て
雑

菌
も
増
え
ま
す
。
お
刺
身
で
も
、
手
で
触
れ
ば

触
る
ほ
ど
熱
が
加
わ
り
鮮
度
が
落
ち
る
た
め
、

な
る
べ
く
食
材
に
は
触
ら
ず
に
包
丁
を
入
れ
る

の
が
基
本
で
す
。
一
汁
一
菜
は
、
人
目
を
気
に

す
る
料
理
で
は
な
く
、
サ
ッ
と
手
早
く
つ
く
る

も
の
な
の
で
、
食
材
に
触
る
時
間
が
き
わ
め
て

短
い
の
も
利
点
で
す
。
自
分
で
つ
く
っ
て
自
分

で
食
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
体
裁
を
整
え
る
必
要

も
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
に
つ
く
る
場
合
は
、
彩

り
な
ど
に
気
を
付
け
て
具
材
を
選
ぶ
の
も
い
い

で
し
ょ
う
」。

き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
、

自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

　
土
井
さ
ん
が
提
案
す
る
一
汁
一
菜
の
ス
タ
イ

ル
は
、
今
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
に
反
響
を
呼
び
、

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
み
ん
な
健
康
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

強
い
ん
で
す
よ
。
若
い
人
た
ち
も
、
自
分
の
体

を
考
え
る
と
外
食
ば
か
り
で
は
良
く
な
い
こ
と

を
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち

は
ひ
と
た
び
一
汁
一
菜
に
触
れ
る
と
、
外
に
出

て
食
べ
る
と
こ
ろ
を
探
す
方
が
面
倒
く
さ
く
、

一
汁
一
菜
を
家
で
つ
く
る
方
が
楽
と
い
う
こ
と

に
気
づ
く
よ
う
で
す
ね
。
一
汁
一
菜
を
実
践
し

て
い
る
と
、
自
分
の
味
覚
が
敏
感
に
な
っ
て
い

く
の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
味
噌
汁
の
味

噌
は
微
生
物
が
つ
く
り
出
す
複
雑
な
味
。
毎
日

食
べ
て
も
、
飲
ん
で
も
飽
き
な
い
し
、
い
つ
も

お
い
し
い
と
感
じ
る
。
舌
先
だ
け
で
味
わ
う
の

で
は
な
く
、
体
に
入
っ
て
か
ら
し
み
じ
み
と
実

感
す
る
お
い
し
さ
、
細
胞
が
感
じ
る
癒
し
の
よ

う
な
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
こ
と
に
若
い
人
た
ち
も
気
づ
き
始
め

て
い
る
よ
う
で
す
。

　
あ
る
い
は
、
食
が
細
く
な
っ
た
高
齢
者
に
と

っ
て
も
、
一
汁
一
菜
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
人
間
は
や
は
り
い
く
つ
に
な
っ
て

も
体
に
い
い
も
の
を
食
べ
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
な
ら
一
人
暮
ら
し

の
ご
高
齢
の
男
性
で
も
自
分
で
簡
単
に
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
食
と
い
う
と
、
ど
う
し
て

も
食
べ
る
こ
と
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、

本
当
は
料
理
を
つ
く
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
は

セ
ッ
ト
で
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。
一
人
暮
ら

し
で
あ
っ
て
も
、
料
理
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
人
に
頼
ら
ず
に
暮
ら
し
て
い
け
る
。
一

汁
一
菜
で
あ
れ
ば
、
料
理
の
仕
方
を
覚
え
な
く

て
も
つ
く
れ
ま
す
。
い
ざ
と
な
っ
た
ら
自
分
で

つ
く
れ
る
と
思
え
る
だ
け
で
も
安
心
で
す
。
料

理
を
つ
く
る
こ
と
に
は
楽
し
さ
が
た
く
さ
ん
あ

る
し
、
実
際
に
つ
く
っ
て
み
る
こ
と
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
発
見
も
あ
る
。
よ
く
土
に
触
れ
た
り
、

山
や
海
な
ど
自
然
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
料
理
を
つ
く
る
こ
と
は
素
材

と
い
う
大
自
然
に
触
れ
る
こ
と
で
す
。
自
然
を

感
じ
、
季
節
を
感
じ
る
。
手
か
ら
伝
わ
っ
て
く

る
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
料
理
を
つ
く

る
こ
と
、
き
ち
ん
と
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と

は
、
自
分
を
い
た
わ
る
こ
と
、
大
切
に
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
料
理
を

つ
く
る
こ
と
・
食
べ
る
こ
と
を
暮
ら
し
の

『
柱
』
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」。

料
理
を
つ
く
る
こ
と
、

食
べ
る
こ
と
を
、

暮
ら
し
の
「
柱
」
に
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