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食
卓
は
快
楽
の
場
と
な
り
得
る
か

中
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波
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AKATA

は
じ
め
に

食
べ
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
人
に
関
す
る
多
く
の
情
報
を
提
供
す
る
。
所
作
が
美
し
い
か
、
何
を
美
味
し
い
と
感
じ
る
か
、
い
ま

食
べ
て
い
る
も
の
に
ど
れ
ほ
ど
言
及
す
る
か
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
人
が
過
去
に
ど
の
よ
う
な
食
卓
を
経
験
し
た
か
を
如
実
に
語
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
育
ち
の
異
な
る
者
た
ち
が
同
じ
食
卓
に
居
合
わ
せ
た
場
合
に
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
や
す
く
な
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
食
卓
は
ど
う
し
て
快
楽
の
場
と
な
り
得
る
の
か
と
疑
問
に
思
う
。

快
楽plaisir

と
い
う
言
葉
は
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
美
食
家
ブ
リ
ア
・
サ
ヴ
ァ
ラ
ン(Jean A

nthelm
e B

rillat-Savarin, 1755–1826)

の

著
作
『
味
覚
の
生
理
学 Physiologie du goût

』︵
一
八
二
五
︶
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
本
著
に
お
い
て
、「
食
の
快
楽plaisir de m

anger

」

と
「
食
卓
の
快
楽plaisir de la table

」
は
区
別
さ
れ
て
い
る1

。
食
の
快
楽
と
は
、
飢
え
や
食
欲
が
満
た
さ
れ
た
と
い
う
「
現
実
的
か
つ

直
接
的
な
感
覚le sensation actuelle et directe

」
で
あ
る
。
他
方
で
、
食
卓
の
快
楽
と
は
、
食
べ
る
場
所
や
モ
ノ
や
人
な
ど
か
ら
生
じ

る
「
省
察
的
な
感
覚le sensation réfléchie

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
腹
が
満
た
さ
れ
た
あ
と
で
「
頭
が
明
晰
に
な
り
、
想
像
力
が
刺
戟
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さ
れ
、気
の
き
い
た
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
、つ
ぎ
つ
ぎ
と
会
話
が
弾
む2

」と
き
の
持
続
的
な
幸
福
感
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
人
々
は
、

単
な
る
「
飲
食
者consom

m
ateur

」
か
ら
愉
快
な
「
会
食
者convive

」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
の
言
葉
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

食
卓
の
快
楽
と
は
、
偶
然
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
、
設
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
は
、
場
所
の
選
定
や
料
理
の
準

備
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
人
々
が
し
始
め
る
周
囲
へ
の
気
配
り
な
ど
、
能
動
的
な
関
わ
り
合
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
私
た

ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ど
れ
だ
け
実
践
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
人
に
と
っ
て
は
食
卓
を
楽
し
む
と
い
う
考
え
じ
た
い
が
新
し
い
。
石
毛
︵
二
〇
〇
五
︶
に
依
れ
ば
、
日
本
で
は
長
ら
く

折
敷
や
膳
と
い
っ
た
個
人
別
の
食
卓
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
大
正
時
代
末
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
チ
ャ
ブ
台
が
普
及
す
る
の
に
合

わ
せ
て
よ
う
や
く
、
複
数
人
が
一
つ
の
食
卓
に
集
う
ス
タ
イ
ル
が
一
般
化
さ
れ
て
い
く3

。
そ
こ
で
初
め
て
「
団
欒
︵
だ
ん
ら
ん
︶」
の
思

想
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
イ
エ
制
度
に
基
づ
い
た
儀
礼
的
な
食
卓
や
、
武
士
か
ら
商
家
の
使
用
人
や
明
治
以
降
の
軍
隊
に

ま
で
引
き
継
が
れ
た
、︵
勤
労
時
間
を
無
駄
に
し
な
い
︶
早
飯
を
美
徳
と
す
る
よ
う
な
禁
欲
的
な
食
事
観
を
否
定
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し

て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
団
欒
は
、
家
族
と
い
う
単
位
を
基
本
と
し
て
語
ら
れ
た
思
想
で
あ
る
。
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
が
想

定
す
る
「
会
食
者
」
は
家
族
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
、
食
卓
の
快
楽
と
団
欒
を
等
し
く
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
筆
者
は
、夫
婦
と
い
う
関
係
性
に
着
目
す
る
。
夫
婦
と
は
、多
く
の
場
合
、別
々
の
家
族
の
な
か
で
育
っ
た
他
人
同
士
だ
か
ら
だ
。

本
稿
で
は
、
食
通
と
し
て
も
知
ら
れ
る
小
津
安
二
郎
︵
一
九
〇
三–
一
九
六
三
︶
監
督
の
映
画
『
お
茶
漬
け
の
味
』︵
一
九
五
二
︶
に
お

け
る
夫
婦
の
食
卓
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て4

、
育
ち
の
異
な
る
者
同
士
が
共
に
食
事
を
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
難
し
い
の
か
を
詳
ら

か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
困
難
を
快
楽
へ
と
転
じ
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
足
掛
か
り
を
つ
く
り
た
い
。
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小
津
安
二
郎
『
お
茶
漬
け
の
味
』
に
お
け
る
食
卓

小
津
安
二
郎
監
督
の
映
画
『
お
茶
漬
け
の
味
』
に
お
け
る
食
卓
に
は
、
地
方
出
身
で
夫
の
佐
竹
茂
吉
︵
四
二
歳
︶
と
上
流
家
庭
の
出

身
で
あ
る
妻
の
妙
子
︵
三
二
歳
︶、
そ
し
て
女
中
の
ふ
み
︵
二
一
歳
︶
の
あ
い
だ
に
あ
る
力
関
係
が
透
け
て
見
え
る
。
妙
子
は
、
茂
吉
と

見
合
い
結
婚
を
し
て
か
ら
も
大
磯
に
あ
る
実
家
か
ら
金
銭
的
な
援
助
を
受
け
て
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
た
ち
と
遊
び
惚
け
て
い
る
。
野

暮
っ
た
い
感
じ
が
す
る
夫
が
不
満
で
、
か
れ
を
池
で
泳
ぐ
「
大
き
く
て
ノ
ソ
ノ
ソ
」
し
た
鯉
に
擬
え
て
、
ア
ラ
レ
を
投
げ
与
え
、
笑
う
。

茂
吉
は
妙
子
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
口
を
出
す
こ
と
は
せ
ず
、
好
意
的
な
夫
婦
関
係
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
態
度
で
い
る
。
ふ
み
は
い
か
に
も
女

中
ら
し
く
控
え
め
に
振
舞
っ
て
、
茂
吉
と
妙
子
の
関
係
性
に
口
を
出
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
二
人
の
あ
い
だ
の
蟠
り
を
助
長
し
な
い
よ

う
に
、
食
卓
の
準
備
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

　

佐
竹
家
の
食
卓
で
は
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
順
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

一
．
余
裕
の
あ
る
食
卓

　

石
毛
︵
一
九
八
二
︶
は
日
本
人
の
食
卓
が
「
快
楽
の
追
求
」
へ
と
向
か
う
徴
候
と
し
て
、
米
飯
の
量
が
減
っ
て
お
か
ず
の
品
数
が
増
え

る
こ
と
、
そ
し
て
食
事
に
長
い
時
間
を
か
け
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る5

。
佐
竹
家
で
は
、
そ
の
両
方
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

蓮
實
︵
二
〇
一
六
︶
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
小
津
は
料
理
に
か
ん
す
る
視
覚
的
情
報
を
排
除
し
が
ち
だ6

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ち
ゃ
ぶ
台

の
全
貌
を
知
る
の
は
難
し
い
。
茂
吉
が
食
事
を
す
る
一
連
の
動
作
を
観
察
し
て
、
分
か
る
範
囲
の
こ
と
を
記
述
し
て
み
る
。
ち
ゃ
ぶ
台
の

上
に
は
二
人
分
の
、
コ
ロ
ッ
ケ
の
よ
う
な
揚
げ
物
二
つ
と
付
け
合
わ
せ
二
種
が
載
っ
た
丸
皿7

、
角
皿
︵
料
理
は
不
明
︶、
小
鉢
︵
料
理
は
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不
明
︶、
た
く
あ
ん
が
入
っ
た
小
皿
、
蓋
つ
き
の
汁
椀
、
湯
呑
、
箸
箱
が
、
向
か
い
合
う
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
境
界
付
近
に
深

皿
︵
料
理
は
不
明
︶、
そ
の
周
り
に
醤
油
差
し
、
ガ
ラ
ス
瓶
︵
中
身
は
不
明
︶
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
側
に
座
る
ふ
み

を
囲
む
よ
う
に
、
何
も
載
っ
て
い
な
い
丸
盆
、
お
代
わ
り
の
汁
物
が
入
っ
た
鍋
、
米
櫃
、
蓋
つ
き
の
茶
碗
二
つ
と
急
須
が
載
っ
た
角
盆
が

配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

食
卓
を
整
え
終
え
た
ふ
み
が
、
妙
子
の
部
屋
を
ノ
ッ
ク
し
て
「
旦
那
さ
ま
、
お
食
事
お
待
ち
に
な
つ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
告
げ
て

か
ら
︵1 :12 :21

︶、
茂
吉
が
米
飯
を
口
に
す
る
ま
で
︵1 :13 :37

︶
に
は
、
一
分
一
六
秒
か
か
っ
て
い
る
。
場
面
一
は
、
居
間
に
戻
っ
て
き

た
ふ
み
が
ち
ゃ
ぶ
台
の
側
に
控
え
て
か
ら
︵
ａ
︶、
茂
吉
が
米
飯
を
口
に
す
る
ま
で
の
、
一
連
の
動
作
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
み
か

ら
茂
吉
へ
米
飯
の
受
け
渡
し
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
、
ふ
み
に
注
目
し
て
確
認
し
て
み
る
。

茂
吉
か
ら
「
め
し
よ
そ
つ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
ふ
み
は
「
は
い
」
と
返
事
を
し
て
、角
盆
に
載
せ
て
い
た
茶
碗
の
蓋
を
開
け
る
︵
ｂ
︶。

茶
碗
を
持
ち
上
げ
る
︵
ｃ
︶。
茶
碗
を
丸
盆
に
載
せ
る
︵
ｄ
︶。
妙
子
が
ま
だ
来
て
い
な
い
こ
と
を
気
に
し
て
、
襖
の
ほ
う
を
見
る
︵
ｅ
︶。

米
櫃
の
蓋
を
両
手
で
開
け
る
︵
ｆ
︶。
左
手
に
茶
碗
、
右
手
に
し
ゃ
も
じ
を
持
っ
て
、
米
飯
を
よ
そ
う
︵
ｇ
︶。
繰
り
返
す
︵
ｈ
︶。
茶
碗

を
丸
盆
に
載
せ
る︵
ｉ
︶。
茶
碗
が
載
っ
た
丸
盆
を
両
手
で
持
ち
、茂
吉
に
差
し
出
す︵
ｊ
︶。
茂
吉
が
茶
碗
に
左
手
を
伸
ば
す
の
を
見
計
ら
っ

て
、
自
分
の
左
手
を
ひ
っ
こ
め
る
︵
ｋ
︶。
丸
盆
を
も
と
の
位
置
に
戻
す
︵
ｌ
︶。
米
櫃
の
蓋
を
両
手
で
閉
め
る
︵
ｍ
、
ｎ
、
ｏ
︶。
は
じ

め
の
控
え
の
姿
勢
に
戻
る
︵
ｐ
︶。
ふ
み
は
抑
制
さ
れ
た
無
駄
の
な
い
動
き
を
し
て
い
る
が
、
米
飯
を
手
渡
す
た
め
だ
け
に
一
二
の
手
数

︵
ｂ–

ｍ
︶
を
要
し
て
い
る
。

こ
の
ゆ
と
り
は
、
大
阪
の
長
屋
で
暮
ら
す
夫
婦
の
倦
怠
期
を
描
い
た
成
瀬
巳
喜
男
『
め
し
』︵
一
九
五
一
︶
の
食
卓
と
比
べ
る
と
よ
く

分
か
る8

。
場
面
二
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
か
ら
米
飯
を
催
促
さ
れ
た
専
業
主
婦
の
妻
は
「
は
い
」
と
土
間
で
返
事
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を
す
る
︵
ａ
︶。
壁
に
掛
か
っ
て
い
た
し
ゃ
も
じ
を
右
手
で
と
っ
て
、
ち
ゃ
ぶ
台
へ
と
向
か
う
︵
ｂ
︶。
し
ゃ
も
じ
を
持
っ
た
右
手
を
ち
ゃ

ぶ
台
に
つ
い
て
座
り
︵
ｃ
︶、
座
り
終
え
る
と
同
時
に
そ
の
手
で
米
飯
の
入
っ
た
鍋
の
蓋
を
開
け
る
︵
ｄ
︶。
し
ゃ
も
じ
を
持
っ
た
ま
ま
の

右
手
で
逆
さ
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
茶
碗
を
取
り
︵
ｅ
︶、そ
れ
を
左
手
に
持
ち
変
え
る
︵
ｆ
︶。
米
飯
を
よ
そ
う
︵
ｇ
︶。
繰
り
返
す
︵
ｈ
︶。

左
手
で
持
っ
た
茶
碗
を
顔
に
近
づ
け
、
米
飯
を
匂
う
︵
ｉ
︶。
右
手
を
添
え
て
、
ち
ゃ
ぶ
台
に
茶
碗
を
置
く
︵
ｊ
︶。
夫
の
使
う
箸
を
箸
箱

か
ら
取
り
だ
す
︵
ｋ
︶。
妻
は
米
飯
を
ち
ゃ
ぶ
台
に
置
く
ま
で
に
六
の
手
数
︵
ｄ–

ｈ
、
ｊ
︶
し
か
要
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ふ
み
の
半

分
で
あ
る
。

二
．
連
帯
す
る
地
方
出
身
者
た
ち

　

先
述
し
た
と
お
り
、
佐
竹
家
の
食
卓
に
は
豊
富
な
お
か
ず
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
家
族
が
食
卓
に
揃
う
の
を
待
ち
、
さ
ら
に
女
中

が
丁
寧
に
配
膳
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
出
身
の
茂
吉
に
は
そ
の
よ
う
な

条
件
を
利
用
し
て
食
卓
を
楽
し
む
こ
と
が
習
慣
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ふ
み
か
ら
米
飯
を
受
け
と
っ
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る

ま
で
の
茂
吉
の
よ
う
す
か
ら
確
認
で
き
る
。
ふ
た
た
び
場
面
一
を
参
照
し
て
欲
し
い
。

　

茂
吉
は
煙
草
を
ふ
か
し
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
食
事
を
待
っ
て
い
る
︵
ａ
︶。
ふ
み
に
「
め
し
よ
そ
つ
て
く
れ
」
と
頼
む
と
同
時
に
煙

草
を
ふ
か
す
の
を
や
め
て
、
両
手
で
持
っ
た
新
聞
に
目
を
落
と
す
︵
ｂ
︶。
ふ
み
が
米
飯
を
よ
そ
う
た
め
に
米
櫃
の
蓋
を
あ
け
て
、
米
櫃

の
縁
に
立
て
掛
け
た
と
き
、
木
製
の
米
櫃
と
蓋
が
触
れ
合
っ
て
ポ
ン
ッ
と
音
を
立
て
る9

。
ふ
み
が
米
飯
の
入
っ
た
茶
碗
を
丸
盆
に
載
せ

た
微
か
な
音
を
聞
い
た
茂
吉
は
︵
ｃ
︶、
ま
ず
目
だ
け
で
そ
の
位
置
を
確
認
す
る
。
目
は
米
飯
を
追
い
続
け
た
ま
ま
、
右
手
を
新
聞
か
ら

離
し
︵
ｄ
︶、
左
手
で
新
聞
を
ち
ゃ
ぶ
台
に
置
く
と
す
ぐ
に
、
盆
の
上
の
茶
碗
に
手
を
か
け
る
︵
ｅ
︶。
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ふ
み
は
こ
の
と
き
小
さ
く
お
辞
儀
を
す
る
よ
う
に
背
を
傾
け
る
。
茂
吉
は
そ
れ
に
「
あ
ア
」
と
相
槌
す
る
。
こ
の
相
槌
は
、
シ
ナ
リ

オ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
茂
吉
は
長
野
県
、
ふ
み
は
埼
玉
県
の
出
身
で
、
茂
吉
は
と
り
わ
け
「
田
舎
」
へ
の
愛
着
が
深
い
。
た
と
え
ば

茂
吉
は
、戦
死
し
た
幼
馴
染
の
弟
で
あ
る
岡
田︵
二
六
歳
︶の
保
証
人
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
が
就
職
試
験
に
臨
ん
だ
こ
と
を
受
け
て「
這

入
れ
た
ら
、
す
ぐ
田
舎
の
方
へ
知
ら
せ
て
や
る
ん
だ
な
」
と
発
言
す
る
。
ま
た
妙
子
の
留
守
中
に
は
、
茂
吉
の
部
屋
に
布
団
を
敷
き
に
来

た
ふ
み
に
対
し
て
「
兄
さ
ん
豫
備
隊
の
試
験
ど
う
し
た
い
？
」
と
尋
ね
、
配
属
が
仙
台
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
「
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん

困
る
だ
ら
う
」
と
言
っ
て
、
田
舎
に
残
さ
れ
た
ふ
み
の
両
親
を
慮
っ
て
い
る
。
小
泉
︵
二
〇
一
一
︶
に
依
れ
ば
、
女
中
は
都
会
生
活
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
習
得
し
な
が
ら
も
、
気
質
と
し
て
は
素
朴
で
働
き
者
の
田
舎
気
質
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た10

。
裕
福
な
暮

ら
し
に
埋
没
し
な
い
茂
吉
は
妙
子
以
上
に
、
田
舎
出
身
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
ふ
み
に
対
し
て
精
神
的
に
近
し
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
よ

う
だ
。
茂
吉
と
ふ
み
は
、
主
人
と
女
中
の
間
柄
で
あ
る
か
ら
米
飯
の
受
け
渡
し
は
盆
を
介
し
て
し
か
行
わ
れ
な
い
。
し
か
し
米
飯
を
渡
す

こ
と
、
受
け
と
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
、
毎
日
の
繰
り
返
し
の
な
か
で
培
わ
れ
た
身
体
的
な
間
合
い
の
一
致
以
上
の
、
呼
応
の
表
現
が
み
ら

れ
る
。

そ
う
し
て
左
手
で
米
飯
を
受
け
と
っ
た
茂
吉
は
、す
ぐ
に
視
線
を
新
聞
へ
と
移
し
て
、そ
の
ま
ま
茶
碗
を
ち
ゃ
ぶ
台
の
上
に
置
く
︵
ｆ
︶。

新
聞
か
ら
目
を
離
し
、
右
手
で
汁
椀
の
蓋
を
開
け
る
︵
ｇ
︶。
ち
ゃ
ぶ
台
の
上
で
、
蓋
が
独
楽
の
よ
う
に
回
る
音
が
す
る
。
左
手
で
汁
椀

を
持
ち
上
げ
︵
ｈ
︶、
一
口
だ
け
啜
る
︵
ｉ
︶。
左
手
で
汁
椀
を
ち
ゃ
ぶ
台
に
置
く
と
同
時
に
、
右
手
で
既
に
開
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
箸

箱
か
ら
箸
を
と
り
出
す
︵
ｊ
︶。
右
手
に
箸
で
、
左
手
に
持
っ
た
茶
碗
の
な
か
の
米
飯
を
掴
む
︵
ｋ
︶。
そ
れ
が
口
の
な
か
に
入
る
と
き
、

目
線
は
ま
た
新
聞
へ
と
戻
っ
て
い
る
︵
ｌ
︶。
米
飯
を
受
け
と
っ
て
か
ら
の
茂
吉
は
︵
ｆ–

ｌ
︶、
ふ
み
を
無
視
し
て
、
食
べ
る
こ
と
と
、

新
聞
を
読
む
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
上
に
は
複
数
の
お
か
ず
が
並
ん
で
い
る
に
も
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関
わ
ら
ず
、
茂
吉
が
食
べ
る
の
は
︵
こ
の
食
卓
の
場
面
全
体
を
通
し
て
︶
米
飯
と
汁
物
と
た
く
あ
ん
だ
け
で
あ
る
こ
と
だ
。
長
野
県
で
は

昭
和
三
〇
年
代
前
半
頃
ま
で
箱
膳
を
用
い
る
家
庭
が
多
く
、
一
汁
一
菜
だ
け
の
食
卓
が
一
般
的
で
あ
っ
た11

。
妙
子
を
待
っ
て
い
て
す
っ

か
り
「
腹
へ
つ
た
」
茂
吉
が
自
然
に
欲
求
す
る
の
は
、
コ
ロ
ッ
ケ
で
は
な
く
て
、
子
供
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
食
べ
物
の
ほ
う
で

あ
る12

。
か
れ
に
見
え
て
い
る
食
卓
は
、
ち
ょ
う
ど
箱
膳
と
同
じ
だ
け
の
範
囲
な
の
だ
ろ
う
。

三
．
食
べ
る
茂
吉
と
そ
れ
を
観
察
す
る
妙
子

　

す
っ
か
り
油
断
し
て
い
る
茂
吉
は
、
妙
子
が
合
流
し
た
あ
と
も
閉
鎖
的
な
食
事
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
い
に
は
、
妙
子
に
以

前
か
ら
注
意
を
受
け
て
い
た
「
猫
ま
ん
ま13

」
を
流
れ
る
よ
う
に
作
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
。
そ
の
手
つ
き
の
何
気
な
さ
に
よ
っ
て
、
妙
子

は
茂
吉
が
未
だ
日
常
的
に
猫
ま
ん
ま
を
食
べ
て
い
る
可
能
性
に
思
い
当
た
る
。
そ
し
て
ふ
み
に
「
い
つ
も
旦
那
さ
ま
、
犬
に
や
る
ご
飯
み

た
い
に14

、
こ
ん
な
に
し
て
召
し
上
が
る
の
？
」
と
問
い
詰
め
、
や
が
て
食
事
に
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
な
い
ま
ま
そ
の
場
を
離
れ
る
。
小

津
は
こ
の
場
面
に
、
茂
吉
の
食
べ
る
仕
方
に
つ
い
て
シ
ナ
リ
オ
に
記
述
し
て
い
る
。
場
面
三
は
、
そ
の
ト
書
き
と
実
際
の
映
像
を
対
比
し

て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
、
妙
子
の
茂
吉
に
対
す
る
嫌
悪
が
ど
の
よ
う
に
膨
ら
ん
で
い
く
の
か
を
確
認
す
る
。

自
分
の
部
屋
か
ら
食
卓
へ
と
や
っ
て
来
た
妙
子
は
、
茂
吉
の
向
か
い
に
「
黙
つ
て
す
わ
り
、
茂
吉
の
食
べ
る
の
を
黙
つ
て
見
て
ゐ
る
」。

茂
吉
は
新
聞
を
読
む
た
め
に
、
左
肩
を
落
と
し
た
状
態
で
米
飯
を
食
べ
て
い
る
。
米
飯
を
食
べ
る
こ
と
に
対
す
る
注
意
は
薄
弱
で
、
口
に

近
づ
け
た
箸
の
あ
い
だ
か
ら
米
飯
が
茶
碗
へ
と
落
ち
て
い
く
︵
ａ
︶。
箸
に
は
、
微
量
の
米
飯
が
付
着
し
た
ま
ま
で
あ
る
︵
ｂ
︶。
茂
吉
が

箸
を
な
ぶ
る
と
︵
ｃ
︶、
箸
に
付
着
し
て
い
た
米
飯
が
茶
碗
へ
と
落
ち
る
︵
ｄ
︶。
妙
子
は
左
眉
を
吊
り
上
げ
な
が
ら
、
じ
っ
と
茂
吉
を
観

察
す
る
。そ
れ
ま
で
妙
子
の
肩
越
し
に
見
え
て
い
た
だ
け
の
茂
吉
の
様
子
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、妙
子
の
観
察
が
い
っ
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そ
う
鋭
く
な
っ
て
き
た
の
が
分
か
る
。

茂
吉
は
新
聞
か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
し
に
、
米
飯
を
口
に
含
み
︵
ｅ
︶、
米
飯
が
こ
ぼ
れ
る
の
を
防
ぐ
よ
う
に
し
て
︵
ｆ
︶、
箸
を
舐

る
︵
ｇ
︶。
茂
吉
は
や
っ
と
妙
子
の
視
線
に
気
づ
い
て
顔
を
上
げ
「
君
、
食
べ
な
い
の
？
」
と
尋
ね
る
。
妙
子
は
箸
箱
を
開
け
て
箸
を
と

り
出
す
が
、
そ
の
ま
ま
茂
吉
を
観
察
し
続
け
る
。
茂
吉
は
「
ガ
ツ
〱
」
と
、
二
秒
間
︵1 :14 :10–1 :14 :12

︶
の
う
ち
に
米
飯
を
二
度
か

き
こ
む
︵
ｈ–

ｊ
︶。
こ
の
と
き
の
茶
碗
の
ブ
レ
は
そ
れ
ま
で
︵
ｅ–

ｇ
︶
と
比
べ
て
小
さ
く
、
か
き
こ
む
と
い
う
動
作
が
と
て
も
短
い

時
間
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
米
飯
を
口
に
含
ん
だ
あ
と
で
、
茶
碗
の
中
身
を
確
認
す
る
よ
う
に
ピ
タ
ッ
と
制
止
す
る

︵
ｋ
︶。
茂
吉
の
視
線
は
い
つ
の
間
に
か
新
聞
か
ら
離
れ
て
お
り
、
米
飯
を
食
べ
る
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。
茂
吉
は
米
飯
に
具
入
り

の
味
噌
汁
を
か
け
て
、
八
回
ほ
ど
箸
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
そ
う
し
て
猫
ま
ん
ま
が
完
成
す
る
と
、「
う
ま
そ
う
に
」
食
べ
始
め
る
。
茶
碗

に
口
を
つ
け
て
吸
い
込
み
︵
ｌ
︶、
咀
嚼
し
な
が
ら
茶
碗
の
中
身
を
箸
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
︵
ｍ
︶。
ふ
た
た
び
茶
碗
に
口
を
つ
け
て
吸
い
込

み
︵
ｎ
︶、
口
か
ら
は
み
出
た
汁
を
右
手
で
拭
う
︵
ｏ
︶。

　

妙
子
は
つ
い
に
痺
れ
を
切
ら
し
て
「
そ
ん
な
ご
飯
の
食
べ
方
、よ
し
て
ち
ょ
う
だ
い
！
」
と
低
い
声
で
咎
め
る
。
茂
吉
は
「
や
め
る
よ
。」

と
返
事
す
る
が
、「
う
つ
か
り
か
け
ち
ゃ
つ
た
」
と
猫
ま
ん
ま
の
残
り
が
入
っ
て
い
る
茶
碗
を
の
ぞ
き
込
む
と
き
の
表
情
が
ニ
ヤ
つ
い
て

い
る
︵
ｐ
︶。
そ
の
残
り
を
「
ザ
ク
〱
」
と
食
べ
始
め
る
と
き
、「
う
ま
そ
う
に
」
食
べ
て
い
た
と
き
と
比
べ
て
茶
碗
の
か
ぶ
り
方
が
小

さ
く
な
っ
て
い
る
。
猫
ま
ん
ま
を
茶
碗
か
ら
口
へ
と
流
し
込
む
の
で
は
な
く
、
箸
で
小
ま
め
に
掬
っ
て
い
る
の
だ
︵
ｑ
、
ｒ
︶。
こ
れ
は
、

妙
子
に
対
す
る
遠
慮
を
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
茶
碗
の
中
身
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
︵
ｓ
︶
後
か
ら
、
箸
の
頭
の
振
れ
幅
が
大
き
く
な
っ
て

い
く
︵
ｔ
、
ｕ
︶。
茂
吉
の
関
心
は
、
妙
子
を
気
遣
う
こ
と
よ
り
も
、
猫
ま
ん
ま
を
味
わ
う
こ
と
の
ほ
う
に
移
行
し
て
し
ま
う
。
案
の
定
、

妙
子
は
手
に
持
っ
て
い
た
箸
を
投
げ
捨
て
る
よ
う
に
し
て
、
食
卓
を
離
れ
る
。
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「
奥
さ
ん
に
叱
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
…
…
。」
と
言
う
茂
吉
は
、
依
然
と
し
て
ニ
ヤ
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
ふ
み
に
茶
碗
を
差
し
出
し
、
お

代
わ
り
を
要
求
す
る
。
そ
の
あ
と
の
二
人
の
会
話
で
、
ふ
み
が
田
舎
で
は
猫
ま
ん
ま
を
食
べ
て
い
た
が
、
佐
竹
家
で
は
「
奥
さ
ま
が
お
き

ら
い
」
と
い
う
理
由
で
食
べ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
す
る
。
茂
吉
は
「
さ
う
か
…
…
フ
ム
…
…
」
と
言
い
な
が
ら
、
米
飯
を

「
ボ
ソ
〱
」
と
食
べ
始
め
る
。
こ
の
と
き
は
味
噌
汁
は
か
け
ず
、
た
く
あ
ん
を
途
中
で
齧
る
の
み
で
あ
る
︵
ｙ
︶。
米
飯
を
口
に
入
れ
た

あ
と
で
︵
ｖ
、
ｗ
︶、
箸
を
舐
る
の
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
る
︵
ｘ
︶。
茂
吉
は
ふ
み
に
も
、
新
聞
に
も
目
を
向
け
ず
、
考
え
事
を
す
る

よ
う
に
食
べ
続
け
る
。
ふ
た
た
び
茂
吉
の
閉
鎖
的
な
食
卓
が
始
ま
る
。

四
．
会
食
者
た
ち

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
佐
竹
家
で
は
食
卓
を
楽
し
む
た
め
の
物
質
的
な
条
件
が
揃
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
茂
吉
も
妙

子
も
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
が
述
べ
る
「
会
食
者
」
に
は
な
り
得
て
い
な
い
。
妙
子
を
待
ち
き
れ
ず
に
食
事
を
始
め
た
茂
吉
が
、
そ
の
空
腹
を
満
た

そ
う
と
す
る
と
き
、
か
れ
が
幼
い
頃
か
ら
身
に
つ
け
て
き
た
習
慣
が
露
わ
に
な
る
。
そ
れ
は
箸
を
舐
る
と
い
う
無
作
法
な
様
子
や
、
ち
ゃ

ぶ
台
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
視
野
の
偏
狭
さ
、
田
舎
で
よ
く
食
べ
て
い
た
猫
ま
ん
ま
の
愛
好
だ
。
他
方
で
、
妙
子
は
そ
ん
な

茂
吉
の
観
察
者
で
あ
る
。
彼
女
は
、
猫
ま
ん
ま
を
「
犬
に
や
る
ご
飯
」
と
断
じ
て
、
そ
れ
を
夢
中
に
な
っ
て
食
べ
る
茂
吉
の
様
子
に
嫌
悪

の
感
情
を
膨
ら
ま
せ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
自
分
の
感
性
に
は
何
の
疑
い
も
持
っ
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。

　

茂
吉
は
、
空
腹
が
満
た
さ
れ
て
か
ら
も
、
妙
子
と
食
卓
を
共
有
す
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
妙
子
が
猫
ま
ん

ま
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
き
に
薄
ら
笑
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
一
連
の
茂
吉
の
態
度
は
、
食
べ
︵
続
け
︶
る
こ
と
を
通
じ
た
、
妙
子
に

対
す
る
抵
抗
の
意
思
表
示
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
食
卓
の
あ
と
で
は
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
為
さ
れ
る
。
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茂
吉
「
子
供
の
時
か
ら
田
舎
で
あ
ゝ
や
っ
て
育
つ
た
も
ん
だ
か
ら
、
知
ら
な
い
で
や
つ
て
た
よ
。
別
に
悪
い
と
は
思
は
な
か
つ

た
ん
だ
」

妙
子
「
悪
い
と
は
申
上
げ
て
を
り
ま
せ
ん
」

茂
吉
「
い
や
、
も
う
や
め
る
よ
。—

—

し
か
し
、
ど
う
し
て
、
こ
と
ご
と
に
さ
う
な
ん
だ
な
？
」

︵
中
略
︶

茂
吉
「
僕
の
場
合
、
な
ん
て
云
つ
た
ら
い
ゝ
か
な
、
イ
ン
テ
ィ
メ
ー
ト
な
、
も
つ
と
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
、
遠
慮
や
體
裁
の
な

い
氣
易
い
感
じ
が
好
き
な
ん
だ
よ
」15

茂
吉
は
タ
バ
コ
の
銘
柄
は
「
朝
日
」、
汽
車
は
三
等
に
乗
る
こ
と
を
好
む
。
そ
れ
は
猫
ま
ん
ま
と
同
様
に
「
安
い
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ

が
僕
に
は
う
ま
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
結
局
僕
の
育
ち
の
問
題
」
で
、「
君
は
今
の
ま
ゝ
で
構
は
な
い
ん
だ
」
と
言
っ
て
妙
子
か

ら
距
離
を
と
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
佐
竹
家
の
食
卓
が
階
級
の
せ
め
ぎ
合
い
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
妙
子
は
茂
吉
に

対
し
て
猫
ま
ん
ま
を
食
べ
る
事
を
禁
止
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
行
為
が
「
悪
い
」
か
ら
で
は
な
く
、
育
ち
の
違
い
に
基
づ
く
趣
味
の
相
違

を
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
時
点
で
薄
っ
す
ら
と
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
喧
嘩
を
き
っ
か
け
に
妙
子
は
家
出
を
し
た
為
、

海
外
出
張
に
向
か
う
茂
吉
を
見
送
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
茂
吉
と
入
れ
違
い
で
帰
宅
し
た
妙
子
は
、
そ
の
こ
と
を
友
人
ら
に
ひ
ど
く

咎
め
ら
れ
る
。
し
か
し
茂
吉
は
飛
行
機
の
故
障
で
夜
遅
く
に
帰
宅
し
た
の
で
、
夫
婦
は
再
会
す
る
。「
腹
へ
つ
た
」
と
い
う
茂
吉
に
付
き

合
い
、
妙
子
は
一
緒
に
お
茶
漬
け
を
食
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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女
中
た
ち
が
寝
静
ま
っ
た
台
所
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
、
二
人
で
お
茶
漬
け
の
準
備
を
す
る
。
お
茶
漬
け
は
、
そ
の
構
造
が
猫
ま
ん
ま
に

そ
っ
く
り
で
、
そ
れ
を
妙
子
が
一
緒
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
茂
吉
に
対
す
る
譲
歩
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
場
面
四
に
示
し
た

よ
う
に
、
妙
子
が
「
パ
ン
、
ど
を
？
」
と
聞
く
と
︵
ａ
︶、
茂
吉
は
お
茶
漬
け
を
食
べ
る
手
真
似
を
し
な
が
ら
「
こ
れ
だ
よ
、
お
茶
漬—

—

」

と
答
え
る
︵
ｂ
︶。
妙
子
は
つ
ぎ
に
冷
蔵
庫
か
ら
ハ
ム
を
と
り
出
し
、「
こ
れ
ど
を
？
」
と
聞
く
︵
ｃ
︶。
茂
吉
は
首
を
ひ
ね
っ
て
「
お
茶
漬
」

と
言
い
、
微
笑
む
︵
ｄ
︶。
こ
の
繰
り
返
し
の
問
答
は
、
茂
吉
の
食
べ
た
い
も
の
が
お
茶
漬
け
で
あ
る
こ
と
が
互
い
に
分
か
っ
た
う
え
で

行
な
わ
れ
て
い
る
。
妙
子
の
提
案
す
る
食
べ
物
は
徹
底
し
て
洋
風
で
、
趣
味
の
違
い
を
敢
え
て
強
調
し
て
い
る
。
妙
子
は
そ
れ
を
逆
手
に

と
っ
て
、
茂
吉
に
必
ず
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
場
面
五
に
示
し
た
よ
う
に
、
二
人
は
着
々

と
お
茶
漬
け
を
食
べ
る
の
に
必
要
な
も
の
を
揃
え
て
い
く
。
妙
子
は
湯
を
沸
か
す
た
め
に
コ
ン
ロ
に
火
を
つ
け
︵
ａ
︶、
茂
吉
は
米
櫃
を

見
つ
け
る︵
ｂ
︶。
妙
子
は
さ
ら
に
糠
床
を
見
つ
け
て︵
ｃ
︶、茂
吉
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
糠
床
か
ら
取
り
出
し
た
胡
瓜
を
包
丁
で
切
る︵
ｄ
︶。

　

場
面
六
は
、
台
所
か
ら
ち
ゃ
ぶ
台
へ
移
動
し
た
後
の
二
人
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。
茂
吉
は
、
米
飯
を
よ
そ
っ
た
茶
碗
を
妙
子
に
手
渡

そ
う
と
す
る
が
︵
ａ
︶、
ふ
と
視
線
を
上
げ
て
妙
子
を
見
る
と(

ｂ)

、
妙
子
が
食
べ
る
に
し
て
は
米
飯
の
量
が
多
す
ぎ
る
こ
と
に
気
づ
く

︵
ｃ
︶。
米
飯
の
量
を
減
ら
し
て
︵
ｄ
︶、
再
び
茶
碗
を
妙
子
に
差
し
出
す
︵
ｅ
︶。
妙
子
が
そ
れ
を
受
け
と
る
︵
ｆ
︶。
茂
吉
と
ふ
み
は
丸

盆
を
介
し
て
茶
碗
の
受
け
渡
し
を
行
な
っ
た
が
、
茂
吉
と
妙
子
は
手
か
ら
手
に
茶
碗
を
受
け
渡
し
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
茂
吉
は
お
茶

漬
け
を
食
べ
る
。
小
津
は
、
茂
吉
が
猫
ま
ん
ま
を
食
べ
る
場
面
と
同
様
に
、
茂
吉
の
食
べ
る
仕
方
に
つ
い
て
シ
ナ
リ
オ
に
記
述
し
て
い
る
。

場
面
七
は
、
そ
の
ト
書
き
と
実
際
の
映
像
を
対
比
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
う
ま
さ
う
に
」
と
い
う
指
示
は
、
茂
吉
が
妙
子
の
存
在

を
忘
れ
て
う
っ
か
り
猫
ま
ん
ま
を
食
べ
る
様
子
と
共
通
し
て
い
る
が
︵【
場
面
３
】
ｌ–

ｏ
︶、
茶
碗
の
傾
き
を
比
較
す
る
と
、
妙
子
に
叱

ら
れ
た
後
で
猫
ま
ん
ま
の
残
り
を
遠
慮
が
ち
に
「
ザ
ク
〱
」
食
べ
る
様
子
︵【
場
面
３
】
ｐ–

ｕ
︶
の
ほ
う
が
似
て
い
る
。
ま
た
猫
ま
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ん
ま
の
美
味
し
さ
が
口
か
ら
は
み
出
た
汁
を
拭
う
仕
草
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
一
方
で
、
お
茶
漬
け
の
美
味
し
さ
は
「
う
ま
い
…
…
」
と

い
う
実
際
の
発
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
視
線
は
妙
子
の
ほ
う
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
お
茶
漬
け
を
食
べ
る
仕
方
と
そ
の
美
味

し
さ
の
表
現
の
違
い
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
こ
の
食
卓
に
お
い
て
相
手
の
趣
味
に
譲
歩
し
て
い
る
の
が
妙
子
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
場
面
八
に
示
し
た
よ
う
に
、
糠
床
の
匂
い
が
手
に
移
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
妙
子
は
︵
ａ
︶、
そ
れ
を
茂
吉
に
伝
え
る
と
︵
ｂ
︶、

茂
吉
は
「
ど
ら
…
…
」
と
言
っ
て
︵
ｃ
︶、
そ
の
匂
い
を
嗅
ぐ
︵
ｄ
︶。
妙
子
の
手
は
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
中
央
よ
り
先
ま
で
伸
び
て
お
り
、
茂

吉
も
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
茂
吉
の
視
野
は
、
ち
ゃ
ぶ
台
の
向
こ
う
に
座
っ
て
い
る
妙
子
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
場
面
九

は
、
そ
れ
が
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
い
か
の
よ
う
に
、
お
茶
漬
け
を
一
口
食
べ
る
た
び
に
茂
吉
に
視
線
を
向
け
る
妙
子
の
様
子
を
示
し
て
い

る
。
小
津
は
、
こ
こ
で
妙
子
と
茂
吉
に
共
通
し
て
「
サ
ラ
〱
」
と
食
べ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
場
面
一
〇
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
二
人
は
同
時
に
同
じ
仕
方
で
お
茶
漬
け
を
食
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
飲
食
者
と
観
察
者
の
関
係
で
は
な
く
、
会
食
者
た
ち
と
呼
び
得
る

関
係
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
小
津
安
二
郎
『
お
茶
漬
け
の
味
』
に
お
け
る
食
卓
の
分
析
を
行
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
夫
婦
の
対

立
と
和
解
が
、
女
中
の
在
否
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
だ
。
女
中
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
食
卓
に
集
っ
た
と
き
の
茂
吉
と
妙
子
は
、
目
の
前

に
並
べ
ら
れ
た
料
理
を
消
費
す
る
だ
け
で
あ
る
。結
果
的
に
、食
べ
る
仕
方
な
ど
と
い
っ
た
育
ち
の
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
女
中
に
頼
ら
ず
、
自
分
た
ち
で
整
え
た
食
卓
に
集
っ
た
二
人
に
は
、
糠
床
の
匂
い
が
手
に
移
っ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
な
ど
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
会
話
の
引
き
出
し
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、
共
通
の
所
作
を
身
に
つ
け
る
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ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
作
法
書
の
よ
う
な
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
二
人
の
間
か
ら
お
の
ず
と
立
ち

現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

夫
婦
の
和
解
は
、
妙
子
の
茂
吉
に
対
す
る
全
面
的
な
譲
歩
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
男
尊
女
卑
の
考
え
に
裏
打
ち
さ
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
ま
た
上
流
家
庭
で
培
わ
れ
た
趣
味
は
批
判
の
対
象
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
し
か

し
筆
者
が
こ
の
作
品
で
注
目
し
た
い
の
は
、
茂
吉
と
妙
子
が
と
も
に
台
所
に
足
を
踏
み
入
れ
、
女
中
が
担
っ
て
い
た
役
割
を
引
き
受
け
た

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
が
元
の
立
場
を
離
れ
て
、
同
じ
立
場
を
共
有
し
た
点
で
あ
る
。
食
卓
を
準

備
す
る
過
程
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
育
ち
の
違
い
に
基
づ
く
趣
味
の
相
違
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
食
卓
を
快
楽
の
場
へ
と
導
く
た

め
に
有
効
な
手
段
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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【場面 1】茂吉 c、ふみ i

【場面 1】茂吉 b、ふみ h

【場面 1】ふみ g

【場面 1】ふみ e

【場面 1】ふみ d

【場面 1】ふみ c

【場面 1】ふみ b

【場面 1】茂吉 a、ふみ a【場面 1】ふみ f

【場面 1】茂吉 d、ふみ j
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【場面 1】茂吉 i、ふみ o

【場面 1】茂吉 h、ふみ n

【場面 1】茂吉 f、ふみ l

【場面 1】茂吉 e、ふみ k

【場面 1】茂吉 g、ふみm

【場面 1】茂吉 j、ふみ p

【場面 1】茂吉 k、ふみ q

【場面 1】茂吉 l、ふみ r



143｜研究ノート｜食卓は快楽の場となり得るか

【場面 2】妻 g

【場面 2】妻 f

【場面 2】妻 e

【場面 2】妻 d

【場面 2】妻 c

【場面 2】妻 b

【場面 2】妻 a

【場面 2】妻 h
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【場面 2】妻 k

【場面 2】妻 j

【場面 2】妻 i
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【場面 3】g

【場面 3】f

【場面 3】e

【場面 3】d

【場面 3】c

【場面 3】b

【場面 3】a【場面 3】妙子

【
場
面
３
】
妙
子
、
黙
つ
て
す
わ
り
、
茂
吉
の
食
べ
る
の
を
黙
つ
て
見
て
ゐ
る



中田帆波｜ Honami NAKATA 美学芸術学論集｜第 19 号｜ 146

場面 3-o

【場面 3】n

【場面 3】m

【場面 3】l

【場面 3】k

【場面 3】j

【場面 3】i

【場面 3】h

茂
吉
、
ガ
ツ
〱
食
ひ

う
ま
さ
う
に
食
ふ
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【場面 3】q

【場面 3】p

【場面 3】u

【場面 3】t

【場面 3】r

【場面 3】s

茂
吉
「
や
め
る
よ
。—

—

う
つ
か
り
か
け
ち
や
つ
た
」
と
残
り
を
ザ
ク
〱
食
ふ
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【場面 3】y

【場面 3】x

【場面 3】w

【場面 3】v

ボ
ソ
〱
食
ふ
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【場面 5】d

【場面 5】c

【場面 5】b

【場面 5】a

【場面 4】d

【場面 4】c

【場面 4】b

【場面 4】a
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【場面 6】f

【場面 6】e

【場面 6】d

【場面 6】c

【場面 6】b

【場面 6】a
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【場面 8】d

【場面 8】c

【場面 8】b

【場面 8】a

【場面 7】

【場面 7】

【場面 7】

【
場
面
７
】
茂
吉
、
お
茶
漬
け
に
し
て
、
う
ま
さ
う
に
食
ふ

【
場
面
８
】
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【場面 9】

【場面 9】

【場面 9】

【場面 9】

【場面 10】

【場面 10】

【場面 10】

【
場
面
９
】
お
茶
を
か
け
て
サ
ラ
〱
食
べ
る

【
場
面
10
】
そ
し
て
ま
た
、
サ
ラ
〱
と
食
べ
る
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註1 

ブ
リ
ア
＝
サ
ヴ
ァ
ラ
ン
『
美
味
礼
賛
』
玉
村
豊
男
訳
、
新
潮
社
、 

二
〇
一
七
年
、
二
〇
一–

二
一
三
頁
。

2 

同
右
、
二
〇
四
頁
。

3 

石
毛
直
道
『
食
卓
文
明
論
―
チ
ャ
ブ
台
は
ど
こ
へ
消
え
た
？
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
八
頁
。
農
村
部
で
の
チ
ャ
ブ
台
の
普
及
は
都
市
部
に
比
べ
て
遅
く
、
昭
和
九
年
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
。

4 

育
ち
と
は
、
何
か
一
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
食
に
関
し
て
い
え
ば
、
生
ま
れ
育
つ
と
き
の
経
済
状
況
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
橋
本

（
二
〇
一
三
）
は
、
人
々
を
経
済
的
地
位
に
応
じ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
も
の
を
「
階
級
」
と
呼
ぶ
。
か
れ
に
依
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
階
級
格
差
は
大
ま
か
に
、
経
済
が

復
興
し
て
い
く
一
九
五
〇
年
代
に
拡
大
、
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
た
る
一
九
六
〇
年
代
に
縮
小
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
つ
ね
に
拡
大
の
傾
向
を
も
つ
。
食
の
歴
史
に
特
化
す
れ
ば
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
在
住
の
日
系
人
が
企
画
し
た
ラ
ラ
物
資
の
到
着
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
小
麦
緊
急
輸
入
よ
っ
て
戦
後
の
食
糧
難
か
ら
脱
出
し
始
め
る
一
九
四
七
年
か
ら
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
開
店

す
る
な
ど
し
て
食
料
品
が
低
価
格
で
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
一
九
五
七
七
年
ま
で
の
一
〇
年
間
が
、
も
っ
と
も
食
べ
る
こ
と
の
格
差
が
大
き
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
米
よ
り

も
小
麦
の
流
通
が
多
く
な
っ
た
こ
と
の
影
響
で
、
ラ
ー
メ
ン
や
ス
パ
ゲ
テ
ィ
な
ど
と
い
っ
た
新
た
な
食
文
化
が
生
ま
れ
た
。
食
べ
物
や
飲
食
店
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
の
に
し
た

が
っ
て
、
人
々
の
食
に
対
す
る
好
み
が
細
分
化
さ
れ
て
い
く
時
期
と
も
言
え
る
。『
お
茶
漬
け
の
味
』
は
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
製
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、「
食
べ
る
こ
と
」
を
通
し
て
夫
婦
の

対
立
と
和
解
を
描
い
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。

5 

石
毛
直
道
『
食
事
の
文
明
論
』
中
公
新
書
、
一
九
八
二
年
、
二
六–
四
一
頁
。

6 

蓮
實
重
彦
『
監
督 

小
津
安
二
郎
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
四
八
頁
。

7 

当
時
は
ま
だ
油
を
使
っ
た
料
理
は
裕
福
な
家
庭
に
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
別
の
日
の
献
立
は
「
ク
ラ
ム
・
チ
ャ
ウ
ダ
」
で
、
妙
子
が
そ
れ
を
喜
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
台
詞
が
あ
る
。
佐
竹
家

の
献
立
は
、
妙
子
の
趣
味
に
合
わ
せ
た
洋
風
の
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。

8 『
お
茶
漬
け
の
味
』
が
夕
食
で
あ
る
の
に
対
し
て
『
め
し
』
が
朝
食
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
し
か
し
、
新
聞
を
読
み
な
が
ら
米
飯
を
催
促
す
る
夫
と
、
そ
れ
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
比
較
対
象
に
な
り
得
る
。

9 

こ
の
音
だ
け
は
ひ
じ
ょ
う
に
際
立
っ
て
聞
こ
え
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
ふ
み
が
茶
碗
と
い
う
音
の
鳴
り
や
す
い
も
の
に
対
し
て
よ
く
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

反
対
に
、
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
居
間
が
静
謐
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
静
謐
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
閑
静
な
住
宅
街
に
居
を
構
え
る
こ
と
の
で
き
る
佐
竹
家
の
裕
福
さ
を
表

し
て
い
る
。
茂
吉
と
ふ
み
は
鍋
ひ
と
つ
分
だ
け
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
茂
吉
は
こ
の
映
画
の
観
客
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
音
を
聞
き
取
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

10 

小
泉
和
子
『
女
中
が
い
た
昭
和
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
、
五
九–

六
一
頁
。
こ
れ
は
、
女
中
が
最
も
身
近
だ
っ
た
昭
和
初
期
（
か
ら
一
九
三
五
年
半
ば
頃
ま
で
）
に
も
て
は
や
さ
れ
た

女
中
訓
の
内
容
で
あ
る
。
女
中
訓
は
、
一
冊
の
書
物
と
し
て
著
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
や
『
婦
人
倶
楽
部
』
等
に
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
お
茶
漬
け

の
味
』
が
製
作
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
に
は
既
に
女
中
の
待
遇
改
善
を
求
め
る
運
動
も
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
ふ
み
の
働
き
ぶ
り
は
戦
前
の
女
中
訓
の
内
容
に
違
わ
な
い
。
女
中
の
理
想
像
は
つ
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ま
る
と
こ
ろ
当
時
の
女
性
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
茂
吉
が
ふ
み
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
こ
と
が
田
舎
出
身
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
だ
け
に
因
る
の
か
は
曖
昧
だ
。

11 
箱
膳
と
は
、
一
人
分
の
食
器
類
が
収
め
ら
れ
た
箱
型
の
膳
で
あ
る
。
ひ
っ
く
り
返
し
た
蓋
の
う
え
で
食
事
を
す
る
。

12 

茂
吉
は
、
岡
田
に
誘
わ
れ
て
「
カ
ロ
リ
ー
軒
」
と
い
う
ト
ン
カ
ツ
屋
を
訪
れ
て
い
る
。
貴
田
（
二
〇
〇
三
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
岡
田
は
ラ
ー
メ
ン
や
焼
き
鳥
等
と
い
っ
た
安
く
て
う
ま

い
B
級
グ
ル
メ
が
好
き
な
青
年
で
あ
る
。
こ
の
ト
ン
カ
ツ
屋
も
、
天
津
丼
を
メ
ニ
ュ
ー
に
並
べ
る
よ
う
な
庶
民
的
な
店
だ
。
感
想
を
求
め
ら
れ
た
茂
吉
は
「
う
ん
、
う
ま
か
つ
た
。
満
腹
し
ち
や

つ
た
」
と
言
っ
て
微
笑
む
。
茂
吉
に
と
っ
て
ト
ン
カ
ツ
は
岡
田
の
就
職
を
祝
う
ハ
レ
の
日
の
食
事
だ
が
、
岡
田
に
と
っ
て
ト
ン
カ
ツ
は
日
常
（
ケ
）
的
な
食
事
で
あ
る
。
た
と
え
同
郷
で
あ
っ
て

も
一
六
歳
の
年
の
差
が
あ
る
二
人
で
は
、
都
会
生
活
に
対
す
る
順
応
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

13 

猫
ま
ん
ま
と
は
、「
汁
掛
け
飯
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
料
理
語
源
集
』（
一
九
九
〇
）
に
は
、「
飯
に
温
か
い
汁
を
か
け
た
も
の
。
汁
は
す
ま
し
と
味
噌
汁
と
二
通
り
あ
り
ま
す
。
す
ま
し
は
煮

出
し
汁
五
カ
ッ
プ
に
、
醤
油
大
匙
四・五
杯
く
ら
い
の
味
。
味
噌
汁
の
場
合
、
味
噌
は
地
方
に
よ
り
塩
度
が
違
い
ま
す
（–

）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

14 

こ
の
「
犬
に
や
る
ご
飯
」
と
い
う
表
現
は
、
妙
子
が
茂
吉
を
池
に
泳
ぐ
鯉
に
喩
え
て
ア
ラ
レ
を
投
げ
与
え
る
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
成
瀬
巳
喜
男
が
本
作
と
同
様
に
中
流
階
級
の
家
庭
を
描

い
た
作
品
『
山
の
音
』（
一
九
五
四
）
で
は
、
茹
で
す
ぎ
て
「
す
り
餌
」
の
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ホ
ウ
レ
ン
草
を
主
人
が
食
べ
る
の
を
拒
否
す
る
場
面
が
あ
る
。
食
べ
る
仕
方
に
対
す
る
嫌
悪
は
、

食
べ
る
人
を
動
物
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

15 『
キ
ネ
マ
旬
報 

六
月
上
旬
号
』 

第
三
九
号
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
一
九
五
二
年
、
九
四
頁
。
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