
モー
ニ
ン
グ
の
都
市
民
俗
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
村
恭
則

目
6
d
昏
飴
5
ヴ
o
一
匹
o
苫
o
『
仔
6
、
．
］
≦
o
「
巳
目
孤
o
力
6
『
、

0問題
の
所
在

②

事
　例

③若
干
の
検
討

［論文
要
旨
］

　本
論
文
で
は
、
都
市
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
喫
茶
店
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
モ
ー
ニ
ン
　
　
　
域
の
生
活
者
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
の
井
戸
端
会
議
の
場
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て

グ
（
朝
食
を
、
自
宅
で
は
な
く
、
喫
茶
店
の
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
〈
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
〉
で
と
　
　
　
　
い
る
。

る
習
慣
）
と
い
う
事
象
に
注
目
し
、
記
述
と
問
題
点
の
整
理
を
行
な
っ
た
。
本
論
中
で
行
な
い
え
た
　
　
　
　
　
（
4
）
ア
ジ
ア
的
視
野
で
眺
め
た
場
合
、
都
市
社
会
に
お
い
て
は
、
朝
食
を
外
食
す
る
ほ
う
が
一
般

指
摘
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
の
状
況
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
モ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、
ア
ジ
ア
都

　
（
1
）
モ
ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
る
理
由
は
、
①
労
力
の
軽
減
、
②
単
身
者
の
便
宜
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
　
　
　
市
社
会
に
共
通
す
る
生
活
文
化
と
し
て
の
性
格
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ケ
ー
シ
ョ
ン
、
の
う
ち
の
ど
れ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
複
合
に
求
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
モ
ー
ニ
ン
グ
の
場
は
、
他
者
と
他
者
と
が
場
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉

　
（
2
）
日
本
に
お
け
る
モ
ー
ニ
ン
グ
は
、
豊
橋
以
西
の
、
中
京
圏
、
阪
神
圏
、
中
四
国
の
そ
れ
ぞ
れ
　
　
　
　
を
交
わ
す
公
共
圏
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
明
晰
な
言

都
市
部
、
と
り
わ
け
工
業
地
帯
の
下
町
的
な
地
域
に
分
布
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
葉
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
モ
ー
ニ
ン
グ
の
場
は
、
そ
う
し
た
論
理
的
な
言
葉
で
形
成
さ
れ
る
「
市
民

　
（
3
）
モ
ー
ニ
ン
グ
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
　
　
　
的
公
共
圏
」
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
言
説
あ
る
い
は
人
々
が
交
流
す
る
場
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
場
合
、
喫
茶
店
経
営
者
側
は
、
出
勤
前
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
意
図
し
て
モ
ー
二
　
　
　
　
こ
の
空
間
は
市
民
的
公
共
圏
に
対
す
る
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ン
グ
セ
ッ
ト
／
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
地
域
で
受
容
さ
れ
る
際
に
は
、
地
　
　
　
る
。

2
5

3
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0
問
題
の
所
在

　
民
俗
学
で
は
、
い
わ
ゆ
る
都
市
民
俗
学
の
領
域
で
、
都
市
に
存
在
す
る
生
活
空
間

に

つ
い

て
、
そ
の
機
能
や
意
味
を
考
察
し
た
研
究
を
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
団
地
ア
パ
ー
ト
と
い
っ
た
居
住
空
間
の
み
な
ら
ず
、
都
市
に
存
在
す
る
多
様
な

空
間
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
た

と
え
ば
、
風
呂
屋
や
床
屋
を
と
り
あ
げ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空
間
と
し
て
の
機

能
や
そ

の

変
化
を
扱
っ
た
研
究
〔
岩
本
一
九
八
三
〕
、
風
呂
屋
の
も
つ
擬
似
他
界
性

に

つ
い
て

指
摘
し
た
研
究
〔
岩
本
一
九
八
五
〕
、
路
地
裏
や
公
園
の
も
つ
象
徴
論
的

意
味
を
分
析
し
、
「
異
界
と
の
境
界
」
と
し
て
の
性
格
を
抽
出
し
た
研
究
〔
高
桑
一
九

八

九
〕
、
通
勤
電
車
と
い
う
空
間
を
記
号
論
的
に
解
釈
し
、
「
私
人
か
ら
公
人
へ
の
心

理
的

な
変
身
を
図
る
た
め
の
結
界
の
装
置
」
と
し
て
の
意
味
を
指
摘
し
た
研
究
〔
岩

本
一
九
八
六
〕
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
受
容
し
た
住
民
の
意
識
の
あ
り
方
に

つ
い

て

民
俗
誌
的
に
分
析
し
た
研
究
〔
森
栗
一
九
九
四
、
高
岡
／
村
上
一
九
九
七
〕
、

市
場
・
長
屋
・
地
蔵
を
め
ぐ
る
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
の
変
化
を
検
討
し
た

研
究
〔
森
栗
一
九
九
八
〕
な
ど
を
そ
の
具
体
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
い
ま
だ
研
究
の
祖
上
に
上
っ
て
い
な
い
空
間
の
一
つ
に
喫
茶
店

が

あ
る
。
喫
茶
店
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
を
中
心
に
各
種

飲
料
や
軽
食
な
ど
を
供
す
る
飲
食
店
」
〔
神
崎
一
九
九
九
〕
の
こ
と
で
あ
る
が
、
民
俗

学
の
観
点
か

ら
観
察
を
行
な
う
と
、
そ
こ
に
は
単
な
る
飲
食
空
間
と
し
て
の
役
割
以

上
の

も
の
が
存
在
し
で
い
る
こ
と
を
指
摘
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
は
、
都
市
に
お
け
る
日
常
生
活
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
知
見
を
も

た
ら
す
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
喫
茶
店
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
行

な
わ
れ
る
「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
（
朝
食
を
、
自
宅
で
は
な
く
、
喫
茶
店
の
モ
ー
ニ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

セ
ッ

ト
〈
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
〉
で
と
る
習
慣
）
と
い
う
事
象
に
着
目
し
、
記
述

と
問
題
点
の
整
理
を
行
な
い
た
い
。

②
事
　
例

　
以
下
、
現
時
点
ま
で
に
筆
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
確
認
し
え
た
モ
ー

ニ
ン

グ
の
事
例
、
お
よ
び
文
献
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
モ
ー
ニ

ン

グ
関
連
の
記
述
を
提
示
す
る
。
事
例
は
、
地
理
的
に
日
本
列
島
の
東
か
ら
西
へ
向

か
う
形
で
提
示
す
る
。

　

事
例
1
　
愛
知
県
豊
橋
市

　
市
内
の
喫
茶
店
は
、
午
前
七
時
、
遅
く
と
も
七
時
三
十
分
に
は
ど
こ
も
開
店
す
る
。

開
店

と
同
時
に
客
が
入
っ
て
く
る
。
開
店
前
か
ら
店
の
前
で
待
っ
て
い
る
老
人
も
多

い
。
八
時
を
す
ぎ
る
と
客
の
数
が
一
段
と
増
え
る
。
開
店
か
ら
十
一
時
ま
で
が
モ
ー

ニ

ン

グ
タ
イ
ム
で
、
こ
れ
は
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
の
値
段
（
三
五
〇
円
と
か
三
七
〇

円
）
を
出
す
だ
け
で
、
ト
ー
ス
ト
、
サ
ラ
ダ
、
ゆ
で
卵
が
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
つ
け
ら

れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
に
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
す
る
と
、
必
ず
、
店
員

か

ら
「
モ
ー
ニ
ン
グ
は
お
付
け
し
ま
す
か
？
」
と
聞
か
れ
る
。
も
っ
と
も
、
地
元
の

常
連
客
の
場
合
は
、
席
に
つ
く
だ
け
で
、
何
も
注
文
し
な
く
て
も
こ
の
モ
ー
ニ
ン
グ

サ

ー
ビ
ス
が
出
さ
れ
る
。

　
豊
橋
を
含
め
た
中
京
圏
の
喫
茶
店
で
は
、
こ
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
が
さ
か
ん

で

あ
り
、
客
は
店
ご
と
の
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
よ
く
吟
味
し
て
店
選
び
を
す
る
傾
向

も
あ
る
。
そ
こ
で
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
お
り
、
店
に
よ
っ
て
は
、
ト
ー
ス
ト
を
サ

ン

ド
イ
ッ
チ
に
し
た
り
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
つ
け
た
り
、
ト
ー
ス
ト
、
サ
ラ
ダ
、
ゆ
で

卵
に

赤
だ

し
の
味
噌
汁
を
つ
け
た
り
と
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
料
金
で
、

「デ
ラ
ッ
ク
ス
モ
ー
ニ
ン
グ
」
（
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
、
ベ
ー
コ
ン
、
ス
ク
ラ
ン
プ
ル
エ
ッ

グ
、
サ
ラ
ダ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
か
ら
な
り
、
五
〇
〇
円
）
や
「
バ
イ
キ
ン
グ
モ
ー
ニ
ン

グ
」
（
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
ジ
ュ
ー
ス
各
種
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
、
サ
ラ
ダ
各
種
、

目
玉
焼
き
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
エ
ッ
グ
、
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
、
ウ
イ
ン
ナ
ー
、
ベ
ー
コ

326



［モーニンクの都市民俗学］　　島村恭則

・灘灘望噸

写真1　豊橋市内の喫茶店

熱灘麟鑛

写真2豊橋市内の喫茶店

写真3　モーニンクセットの一例（豊橋市内） 写真4　「バイキンクモーニング」のメニュー

　　　　（豊橋市内）
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ン
、
お
か
ゆ
、
ピ
ラ
フ
、
パ
ス
タ
な
ど
か
ら
な
り
、
四
八
〇
円
）
が
出
さ
れ
て
い
る

店
も
あ
る
。
な
お
、
モ
ー
ニ
ン
グ
タ
イ
ム
に
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
を
注
文
す
る
場
合
は
、

モ

ー
ニ
ン
グ
タ
イ
ム
外
の
コ
ー
ヒ
ー
の
値
段
よ
り
も
三
〇
円
く
ら
い
値
引
き
さ
れ
た

値
段
と
な
り
、
こ
の
意
味
で
も
サ
ー
ビ
ス
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
モ

ー
ニ
ン
グ
に
や
っ
て
く
る
客
層
は
、
老
若
男
女
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
人
で
来

て

い

る
客
は
、
店
に
備
え
付
け
の
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
を
手
に
ト
ー
ス
ト
を
食
べ
な
が
ら
、

店
の
主
人
や
店
員
と
世
間
話
を
し
て
い
る
。
二
人
連
れ
の
場
合
は
、
夫
婦
で
あ
っ
た

り
、
近
所
の
主
婦
同
士
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
勤
め
先
の
同
僚
や
近
所
の
主
婦
、

近
所
の

商
店
主
と
い
っ
た
感
じ
の
人
々
が
三
人
と
か
四
、
五
人
で
テ
ー
プ
ル
を
囲
ん

で
い

る
場
合
も
あ
る
。
平
日
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
決
ま
っ
た
席
に
座
る
こ
と

が

多
い
。
と
き
ど
き
常
連
以
外
の
客
が
先
に
席
を
占
め
て
い
た
り
す
る
と
、
あ
と
か

ら
来
た
常
連
は
い
つ
も
と
は
違
う
席
に
座
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
う
な
る
と
連

鎖
的
に

他
の
常
連
の
「
指
定
席
」
も
狂
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
常
連
客
は
、
レ
ジ

の
横

に
キ
ー
プ
さ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
チ
ケ
ッ
ト
で
支
払
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

店
員
は
、
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
客
の
テ
ー
プ
ル
に
出
す
と
同
時
に
チ
ケ
ッ
ト
を

一
枚
切

り
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
は
レ
ジ
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く
、
席

を
た
つ
と
そ
の
ま
ま
ま
っ
す
ぐ
に
店
を
出
て
行
く
。

　
常
連
客
た
ち
に
よ
る
と
、
「
家
で
は
朝
食
を
と
ら
ず
、
毎
日
、
喫
茶
店
の
モ
ー
ニ

ン

グ
が
朝
食
と
な
っ
て
い
る
。
家
で
と
ら
な
い
の
は
こ
れ
が
習
慣
だ
か
ら
。
そ
の
理

由
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
忙
し
い
の
で
い
ち
い
ち
朝
食
の
し
た
く
を
す
る
の
が
面

倒
だ
か

ら
、
近
所
の
人
や
店
の
人
と
話
を
す
る
の
が
楽
し
み
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
と

こ
ろ
に
な
る
」
と
い
う
。

　

土
曜
、
日
曜
は
、
家
族
連
れ
で
モ
ー
ニ
ン
グ
に
や
っ
て
く
る
人
が
多
い
。
こ
の

人
々

に

よ
る
と
、
「
平
日
は
家
で
お
母
さ
ん
が
朝
食
の
用
意
を
す
る
が
、
休
み
の
曰

く
ら
い
は
楽
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
一
家
で
喫
茶
店
に
行
く
。
休
み

の

日
は
お
父
さ
ん
が
家
に
い
る
の
で
、
車
で
郊
外
の
喫
茶
店
に
行
き
や
す
い
と
い
う

の

も
理
由
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
。
家
族
連
れ
の
休
日
の
モ
ー
ニ
ン
グ
は
、
昼
食

を
兼
ね
た
遅
い
朝
食
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
モ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
と
は
郊
外
型
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
立
ち
寄
っ
て
一
家
で
買
い
物
と
い
う
の
が
こ
の
地
域
の
休
日
の

過

ご
し
方
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
以

⊥

は
、
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
も
と
つ
く
記
述
で
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
は
、
同
地
の
モ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
サ
イ
ト
も
存
在
す

る
。
あ
る
個
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
「
聞
い
て
驚
け
　
見
て
笑
え
！
　
豊
橋

モ

ー
ニ
ン
グ
事
情
」
と
い
う
サ
イ
ト
で
は
、
栃
木
県
宇
都
宮
市
が
「
鮫
子
の
町
」
を

名
乗
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
豊
橋
市
が
「
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
町
」
宣
言

を
し
て
も
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
、
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
愛
知
県
、
中
で
も
豊
橋
は
喫
茶
店
が
や
た
ら
と
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
商
店
街

は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
住
宅
街
の
裏
通
り
、
キ
ャ
ベ
ツ
畑
地
区
の
一
角
、
　
「
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
大
丈
夫
か
？
」
と
心
配
に
な
る
よ
う
な
立
地
の
店
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
」
「
平
日
午
前
九
時
半
の
喫
茶
店
を
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
外
回
り
に

出
た
は
ず
の
営
業
マ
ン
、
お
店
を
奥
さ
ん
に
任
せ
て
出
て
き
た
商
店
主
、
朝
の
家
事

が
一
段
落
し
た
奥
様
の
グ
ル
ー
プ
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
帰
り
の
お
年
寄
り
で
一
杯
で

す
」
「
土
日
、
祝
日
は
も
っ
と
す
ご
い
で
す
。
一
家
揃
っ
て
や
っ
て
き
ま
す
。
幼
児

か

ら
お
年
寄
り
ま
で
三
世
代
七
人
連
れ
も
、
決
し
て
珍
し
い
光
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
父
さ
ん
は
ジ
ャ
ー
ジ
に
サ
ン
ダ
ル
、
就
学
前
の
子
供
は
パ
ジ
ャ
マ
の
ま
ま
と
い
う

の
が

正
装
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
、
何
し
に
来
て
い
る
の
か
？
　
そ
れ
は
モ
ー
ニ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
を
楽
し
み
に
来
て
い
る
の
で
す
」
「
当
地
の
場
合
は
、
ト
ー
ス
ト
も
ゆ

で

卵
も
サ
ラ
ダ
も
、
と
き
に
は
ヤ
ク
ル
ト
も
コ
ー
ヒ
ー
代
だ
け
で
出
て
く
る
の
で

す
」
「
地
元
民
は
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
と
か
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
と
か
言
わ
ず
に

『
モ
ー
ニ
ン
グ
』
と
略
し
ま
す
」
（
笥
綱
綱
゜
［
o
ぺ
『
冨
p
o
o
∋
＼
日
o
日
日
σ
q
注
ρ
宮
日
）
。

　

と
こ
ろ
で
、
豊
橋
市
に
は
、
同
地
を
日
本
に
お
け
る
モ
ー
ニ
ン
グ
発
祥
の
地
と
す

る
言
説
が
存
在
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
四
月
六
日
付
け
『
中
日
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ

た
「
な
る
ほ
ど
　
フ
ム
フ
ム
　
分
か
っ
た
ゾ
　
あ
い
ち
博
士
」
な
る
記
事
に
は
、
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豊
橋
市
民

の

間
に
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
は
豊
橋
か
ら
全
国
に
広
が
っ
た
か
ら

ね
。
市
内
で
は
常
識
だ
よ
」
と
い
う
語
り
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
つ

い

て
、
「
そ
れ
は
本
当
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
少
な
く
と
も
業
界
で
は
そ
う
言
わ
れ
て

い

ま
す
」
と
述
べ
る
愛
知
県
喫
茶
環
境
衛
生
同
業
組
合
豊
橋
支
部
長
の
発
言
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
豊
橋
駅
に
近
い
松
葉
町
の
喫
茶
店
「
仔
馬
」
が
、

一
九
六
三
年
に
開
店
し
て
か
ら
一
、
二
年
後
に
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
、

こ
こ
か
ら
豊
橋
市
内
、
愛
知
県
内
、
全
国
へ
と
広
ま
っ
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
当
時
の
店
主
の
妻
に
よ
る

「
駅
前
の

店
な
の
で
、
出
勤
前
の
お
客
さ
ま
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
何
か
お
な
か

の
足

し
に
な
る
も
の
が
欲
し
い
、
と
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
ト
ー
ス
ト
を
出

し
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
」
と
い
う
発
言
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
発
祥
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
支
部
長
に
よ
る
「
農
業
が
盛
ん
で
、
新
鮮
な

野
菜
や
果
物
が
手
に
入
り
や
す
い
こ
と
も
理
由
の
一
つ
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
す
る
意

見
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
モ

ー
ニ
ン
グ
豊
橋
発
祥
説
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
豊
橋

市
が

刊
行
し
た
『
豊
橋
市
中
核
市
移
行
記
念
誌
』
〔
豊
橋
市
役
所
企
画
部
企
画
課
一
九

九

九
〕
に
も
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、
豊
橋
が
発
祥
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
少

な
い
。
も
う
四
〇
年
近
く
も
前
、
豊
橋
の
あ
る
喫
茶
店
で
の
試
み
が
全
国
に
広
が
っ

た

の
で

す
。
そ
の
喫
茶
店
で
も
当
時
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
人
は
い
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
豊
橋
は
農
産
物
が
豊
富
で
し
か
も
安
く
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
朝
の
ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
に
サ
ー
ビ
ス
で
提
供
し
た
の
が
好
評
を
博
し
、
以

後
他
の
店
、
他
都
市
に
も
広
が
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
か
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

　

こ
の
豊
橋
発
祥
説
は
、
筆
者
に
よ
る
豊
橋
市
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
も
し
ば

し
ば
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
店
名
を
特
定
す
る
発
言
に
は
出
会
わ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
「
仔
馬
」
の
開
店
以
前
か
ら
店
を
開
い
て
い
る
と
い
う
松
葉
町
の
あ
る
喫
茶

店
の
主
人
に
よ
れ
ば
、
「
『
仔
馬
』
さ
ん
が
ル
ー
ツ
だ
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
は
あ

る
が
、
う
ち
の
店
は
『
仔
馬
』
さ
ん
が
開
店
す
る
前
か
ら
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を

や
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
当
時
、
喫
茶
店
で
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
出
す
と

い

う
こ
と
は
、
も
う
よ
そ
の
街
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
よ
そ
で
も

や
っ

て

い

る
か
ら
う
ち
も
や
っ
た
の
だ
が
、
ど
こ
が
ル
ー
ツ
か
と
い
わ
れ
て
も
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
『
仔
馬
』
さ
ん
が
ル
ー
ツ
だ
と
い
う
の
は
、
あ
の
店
は

規
模
が
大
き
く
て
、
市
内
で
も
有
名
だ
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
モ
ー

ニ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
の
発
祥
に
つ
い
て
は
、
後
出
の
よ
う
に
、
他
の
都
市
と
す
る
言
説

も
存
在
し
て
お
り
、
特
定
の
起
源
を
一
元
的
に
設
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
よ

う
。
む
し
ろ
、
同
時
期
に
複
数
の
場
所
で
発
生
が
見
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
事
例
2
　
愛
知
県
名
古
屋
市

　
名
古
屋
で
も
モ
ー
ニ
ン
グ
は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
名
古
屋
の
生
活
文
化
の
特
徴
に

つ
い

て

取
り
上
げ
た
『
摩
詞
不
思
議
シ
テ
ィ
名
古
屋
の
本
』
に
は
、
「
こ
こ
ま
で
進
ん

で
い

る
p
‥
喫
茶
店
好
き
の
名
古
屋
人
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
は

じ
め
て
名
古
屋
へ
来
た
人
が
、
ま
ず
驚
く
の
は
、
喫
茶
店
の
数
が
や
た
ら

　
　
多
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
駅
周
辺
や
繁
華
街
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
な
ん
で

　
　
も
な
い
閑
静
な
住
宅
街
や
郊
外
に
ま
で
点
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
中
略
）
。

　
　
店
内
の
様
子
は
、
東
京
な
ど
の
喫
茶
店
と
さ
し
て
変
わ
り
は
な
い
。
平
日
の
午

　
　
後
で
あ
れ
ば
、
仕
事
の
合
間
に
居
眠
り
を
し
て
い
る
営
業
マ
ン
や
、
打
ち
合
わ

　
　
せ

を
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
朝
と
も
な
る
と

　
　
様
相
が
一
変
す
る
。

　
　
　
一
見
、
瀟
洒
で
オ
シ
ャ
レ
だ
な
と
思
え
る
店
で
も
、
な
か
に
入
っ
て
み
る
と
、

　
　
一
瞬
、
敬
老
ク
ラ
ブ
に
で
も
来
た
の
か
と
思
え
る
ほ
ど
、
お
年
寄
り
で
賑
わ
っ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
名
古
屋
の
お
年
寄
り
は
、
と
に
か
く
喫
茶
店
が
大
好
き
だ
。

　
　
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
で
ひ
と
汗
流
し
た
老
人
た
ち
や
、
病
院
帰
り
の
お
年
寄
り
た
ち

　
　
で
、
喫
茶
店
は
ご
っ
た
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
こ
れ
が
休
日
の
朝
と
も
な
る
と
、
ま
た
趣
が
違
っ
て
く
る
。
今
度
は
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フ

ァ

ミ
リ
ー
が
主
流
を
占
め
、
家
族
で
朝
食
を
と
っ
て
い
る
光
景
が
一
般
的
と

　
　
な
る
。
だ
が
、
よ
く
注
意
し
て
み
る
と
、
パ
ジ
ャ
マ
姿
や
ス
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ

　
　
姿
（
た
い
て
い
は
着
古
し
た
ジ
ャ
ー
ジ
の
上
下
）
の
お
父
さ
ん
も
い
た
り
す
る

　
　
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
郊
外
に
い
く
ほ
ど
顕
著
に
な
る
。
そ
こ
に
は
東

　
　
京
そ
の
他
の
地
域
で
は
、
考
え
ら
れ
な
い
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
〔
中
澤
二
〇
〇
〇
、
四
三
ー
四
四
〕

　
　
　
（
名
古
屋
の
喫
茶
店
は
ー
引
用
者
註
）
ほ
と
ん
ど
が
駐
車
場
付
き
な
の
で
、

　
　
ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
車
で
行
け
る
の
だ
。
気
に
入
っ
た
お
店
が
あ
れ
ば
、
少
し
く

　
　
ら
い
遠
く
て
も
平
気
で
い
き
つ
け
の
店
に
し
て
し
ま
う
の
も
名
古
屋
人
だ
。
な

　
　
に

せ

車
と
い
う
便
利
な
足
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
少
々
の
距
離
は
全
く
気
に
な
ら

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
〔
中
澤
二
〇
〇
〇
、
一
五
二
〕

　
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
、
「
尾
張
喫
茶
店
事
情
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
公
開
し

て
い
る
個
人
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
尾
張
地
方
の
人
は
、
喫
茶
店
が
大
好
き
で
す
。

私
は
、
こ
の
地
方
に
住
む
前
は
喫
茶
店
は
若
者
が
行
く
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
で
も
こ
こ
で
は
違
い
ま
す
。
こ
の
地
方
で
は
、
喫
茶
店
は
、
老
若
男
女
す
べ
て

の
世
代
が
頻
繁
に
行
く
と
こ
ろ
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
若
者
が
デ
ー
ト
の
つ
い

で
に

ち
ょ
い
と
寄
る
場
所
で
は
な
く
、
近
所
の
お
じ
ち
ゃ
ん
お
ば
ち
ゃ
ん
が
通
う
の
を

日
常
の
習
慣
と
し
、
ロ
ー
カ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仲
立
ち
を
す
る
場
所
と
し
て
存

在
し
て
い
る
の
で
す
」
（
綱
≦
≦
］
，
6
巨
σ
巨
b
①
゜
這
＼
o
ヨ
ぼ
巨
①
ぴ
q
o
8
沁
｛
°
・
ω
巴
o
ロ
宮
邑
）
と

い

う
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
事
例
3
　
三
重
県
桑
名
市

　
三
重
県
桑
名
市
で
も
モ
ー
ニ
ン
グ
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
以
下
は
、
同
市
に
暮
ら
す

あ
る
家
族
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
家
族
は
、
毎
週
日
曜
日
の
朝
は
家
族
全
員
で
近
所

の
喫
茶
店
に
朝
食
を
と
り
に
行
く
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら

行

な
う
よ
う
に
な
っ
た
習
慣
で
あ
る
。
前
日
に
、
明
日
の
朝
は
外
で
食
べ
る
よ
、
と

母
が

言
い
、
家
族
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
起
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
喫
茶
店
で

は

お
の
お
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
食
べ
る
。
家
族
が
一
同
に
集
ま
る
の
は
こ
の

日
曜
の
朝
食
く
ら
い
で
あ
る
。
家
族
で
話
も
す
る
が
、
父
は
新
聞
を
読
ん
で
い
た
り

す
る
し
、
み
ん
な
も
適
当
に
会
話
を
す
る
く
ら
い
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
ま
っ
て
ど
う

こ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
朝
食
が
終
わ
る
と
、
み
な
お
の
お
の
ど
こ
か
へ

出
か
け
て
行
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
夕
食
は
ば
ら
ば
ら
に
食
べ
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
日
曜
に
朝
食
を
喫
茶
店
で
と
る
の
は
、
日
曜
く
ら
い
は
母
を
楽
に
さ
せ
て
あ

げ
た
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　
事
例
4
　
東
大
阪
市
衣
摺

　
大
阪
で
も
モ
ー
ニ
ン
グ
が
非
常
に
さ
か
ん
で
あ
る
。
文
化
住
宅
と
町
工
場
が
建
ち

並
ぶ

こ
の
地
域
で
は
、
一
九
六
四
年
こ
ろ
か
ら
モ
ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と

い

う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
一
家
の
場
合
、
午
前
七
時
三
十
分
こ
ろ
、
父
親
が
子
供
を

連
れ
て
近
所
の
喫
茶
店
に
行
き
、
モ
ー
ニ
ン
グ
を
と
る
。
食
べ
終
わ
る
と
、
父
親
は

工
場
へ
、
子
供
は
学
校
へ
行
く
。
そ
の
後
、
九
時
こ
ろ
、
母
親
が
喫
茶
店
に
や
っ
て

来
て
近
所
の
奥
さ
ん
同
士
で
モ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
。
井
戸
端
会
議
そ
の
も
の
の
会
話

を
楽
し
む
。
こ
う
し
た
光
景
は
、
こ
の
あ
た
り
で
は
ご
く
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
も
の

で

あ
る
。
た
だ
し
、
「
パ
パ
が
う
る
さ
い
家
は
、
奥
さ
ん
は
モ
ー
ニ
ン
グ
に
は
行
け

な
い
。
家
族
全
員
の
朝
食
を
奥
さ
ん
が
つ
く
り
、
自
宅
で
全
員
で
食
べ
て
い
る
」
と

い

う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
家
で
も
、
日
曜
日
に
は
家
族
全
員

で

モ

ー
ニ
ン
グ
に
行
く
こ
と
が
多
い
。
理
由
は
、
「
日
曜
日
の
朝
く
ら
い
は
お
母
さ

ん
に
楽
を
さ
せ
た
い
か
ら
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
事
例
5
　
大
阪
市
東
淀
川
区

　
東
淀
川
区
の
う
ち
、
下
町
的
な
雰
囲
気
の
あ
る
地
域
で
は
、
早
朝
、
六
時
か
ら
開

店
し
て
い
る
喫
茶
店
が
あ
り
、
こ
の
時
間
か
ら
す
で
に
モ
ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
て

い

る
。
こ
の
地
域
は
建
設
や
建
築
の
現
場
で
働
く
人
々
が
多
く
、
朝
の
早
い
町
で
あ

る
。
な
ぜ
朝
早
い
か
と
い
う
と
、
彼
ら
は
道
具
を
積
ん
だ
ワ
ゴ
ン
車
な
ど
で
現
場
に

330



島村恭則［モーニングの都市民俗学］

向
か
う
が
、
朝
の
通
勤
時
間
帯
の
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
遅
刻
し
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
早
朝
の
う
ち
に
現
場
に
向
か
う
の
だ
が
、
出
発
前
に
近
所
の
喫
茶
店
で
モ
ー
ニ

ン

グ
を
と
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
域
の
喫
茶
店
は
、
朝
六
時
か
ら
開
店
し
て
い
る

の
で

あ
る
。
味
噌
汁
と
ご
飯
と
コ
ー
ヒ
ー
を
セ
ッ
ト
に
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
メ

ニ
ュ

ー
を
用
意
し
て
い
る
店
も
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
地
域
は
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
朝
鮮
半
島
出
身
者
や
そ
の
子
孫

た
ち
（
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
）
が
多
く
暮
ら
す
土
地
柄
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た

人
々
の
う
ち
の
一
世
の
老
人
た
ち
も
、
こ
の
早
朝
モ
ー
ニ
ン
グ
の
常
連
で
あ
る
。
早

起

き
の
彼
ら
は
、
朝
六
時
の
開
店
前
か
ら
店
の
前
に
や
っ
て
来
て
、
早
く
開
け
う
と

ド
ア
を
た
た
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
モ
ー
ニ
ン
グ
は
特
別
な
場

所
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
故
郷
の
言
葉
で
あ
る
朝
鮮
語
で
友
人
た
ち
と
気
が

ね

な
く
会
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
世
は
み
な
高
齢
で
、
と
も
に
生

き
て
き
た
仲
間
も
ど
ん
ど
ん
亡
く
な
っ
て
い
る
。
独
居
老
人
も
多
い
。
ま
た
、
家
族

が

あ
っ
て
も
、
家
庭
の
中
で
は
子
供
も
孫
も
日
本
語
が
母
語
と
な
っ
て
お
り
、
朝
鮮

語
だ
け
で
は
会
話
が
成
り
立
た
な
い
。
い
き
お
い
、
故
郷
の
言
葉
で
話
し
あ
え
る
仲

間
を
求
め
て
喫
茶
店
通
い
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

事
例
6
　
大
阪
市
生
野
区

　
大
阪
市
生
野
区
は
、
地
場
産
業
で
あ
る
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ
製
造
や
か
ば
ん
縫
製

な
ど
の
零
細
工
場
と
そ
こ
を
仕
事
の
場
と
す
る
人
々
が
暮
ら
す
長
屋
が
ひ
し
め
き

あ
っ
た
下
町
で
あ
る
。
生
野
区
に
は
喫
茶
店
が
町
の
そ
こ
ご
こ
に
点
在
し
て
い
る
。

路
地
の

曲
が
り
角
、
長
屋
の
一
角
な
ど
に
小
さ
な
喫
茶
店
が
、
お
好
み
焼
き
屋
な
ど

と
と
も
に
店
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
近
隣
の
常
連
客
だ
け
を
相
手
に
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
店
で
あ
る
。

　
午
前
八
時
こ
ろ
に
な
る
と
、
近
所
の
人
々
が
次
か
ら
次
へ
と
店
に
や
っ
て
く
る
。

男
性
も
女
性
も
お
り
、
年
齢
層
も
二
十
代
か
ら
七
十
代
く
ら
い
ま
で
と
幅
広
い
。
毎

日
や
っ
て
く
る
人
も
い
れ
ば
、
週
の
う
ち
に
何
日
か
と
か
、
日
曜
日
だ
け
、
と
い
う

人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
人
で
来
る
人
も
い
れ
ば
、
夫
婦
で
来
る
人
も
い
る
。

い
ず
れ
も
皆
、
近
所
の
顔
な
じ
み
で
あ
る
。

　

店
で

は

モ

ー
ニ
ン
グ
を
注
文
し
、
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
を
頼
む
人
は
皆
無
で
あ
る
。

テ

ー
プ
ル
に
つ
く
と
、
近
所
の
人
が
声
を
か
け
て
く
る
。
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
座
る
こ

と
も
多
い
。
会
話
は
店
に
入
っ
て
き
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

工
場
の
景
気
の
話
、
野
球
の
話
、
親
戚
や
近
所
の
人
の
噂
、
互
い
の
子
供
や
孫
の
話
、

病
院
や
健
康
の
話
、
な
ど
で
あ
る
。
い
つ
も
顔
を
あ
わ
せ
る
間
柄
で
あ
る
の
で
、
話

は

断
片
的
で
も
十
分
通
じ
て
い
る
。
新
聞
を
広
げ
な
が
ら
と
き
ど
き
会
話
に
口
を
は

さ
む
と
い
う
人
も
い
る
。

　

モ

ー
ニ
ン
グ
を
食
べ
終
わ
り
、
し
ば
ら
く
話
を
続
け
る
と
店
を
出
て
行
く
。
↓
人

の
滞
在
時
間
は
、
仕
事
を
抱
え
て
い
る
人
は
一
五
分
か
ら
二
〇
分
。
老
人
の
場
合
は

も
う
少
し
長
い
。
一
人
が
出
て
行
く
と
、
こ
ん
ど
は
別
の
人
が
入
っ
て
く
る
と
い
う

よ
う
に
客
の
回
転
が
あ
り
、
だ
い
た
い
九
時
三
十
分
こ
ろ
ま
で
こ
の
よ
う
な
状
態
が

つ
づ
く
。

　

こ
の
地
域
の
人
々
の
生
活
は
、
近
年
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
一
〇
年
ほ
ど
前

ま
で
は
き
わ
め
て
多
忙
で
あ
っ
た
。
ヘ
ッ
プ
サ
ン
ダ
ル
や
か
ば
ん
縫
製
な
ど
の
家
内

工
場
で
働
い

て

い

る
人
の
場
合
、
最
盛
期
に
は
朝
の
七
時
か
ら
夜
中
の
一
時
、
二
時

ま
で
働
い
て
も
仕
事
が
は
け
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
来
高
払
い
の
た
め
、

そ
れ
く
ら
い
無
理
を
し
て
で
も
仕
事
を
こ
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々

は

家
で
朝
食
を
準
備
す
る
時
間
も
惜
し
ん
で
働
い
た
。
モ
ー
ニ
ン
グ
発
達
の
理
由
の

一
つ
は

こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
モ
ー
ニ
ン
グ
に
限
ら
ず
、
昼
・
夕
食
を
外
食
で
す
ま

す
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
行
き
つ
け
の
店
に
電
話
を
し
て
料
理
を
つ

く
っ
て
お
い
て
も
ら
い
、
店
に
入
る
と
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
あ

る
と
い
う
。
因
み
に
、
生
野
区
で
は
、
お
好
み
焼
き
屋
の
メ
ニ
ュ
ー
が
多
様
化
し
て

発
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
人
々
が
夕
食
に
お
好
み
焼
き
を
外
食
す
る
こ
と
が
多

い

た
め
、
多
く
の
店
が
出
来
、
競
争
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
い
わ

れ
て

い
る
。

331



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第103集2003年3月

　
な
お
、
生
野
区
は
B
本
有
数
の
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
の
集
住
地
域
で
あ
り
（
韓

国
・
朝
鮮
籍
者
だ
け
で
も
生
野
区
の
全
人
口
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
日
本
へ
の
「
帰
化
」
を
し
た
人
々
な
ど
を
加
え
れ
ば
さ
ら
に
多
く
の
在
日
朝

鮮
半
島
系
住
民
が
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）
、
モ
ー
ニ
ン
グ
に
や
っ
て
く
る
人

の

中
に
も
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
は
多
い
。
昔
か
ら
共
に
く
ら
し
て
き
た
近
所
の

〈
日
本
人
〉
と
同
席
し
て
モ
ー
ニ
ン
グ
を
行
な
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
だ
け
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
だ
け
の
場
合
に
は
、
話
題
は
、
子
供
達
を
同
胞
同
士
で

結
婚
さ
せ
る
た
め
の
見
合
い
情
報
が
交
換
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
新
し
く
密
航
し
て

き
た
者
の
情
報
な
ど
が
さ
さ
や
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
一
世
の
老
人
や

ニ
ュ

ー
カ
マ
ー
の
人
々
が
会
話
の
輪
の
中
に
混
ざ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
朝
鮮
語

と
口
本
語
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
」
で
会
話
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
在
口
朝

鮮
半
島
系
住
民
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
事
例
7
　
大
阪
市
西
区

　
大
阪
市
西
区
の
西
九
条
商
店
街
周
辺
も
、
下
町
に
相
当
す
る
地
域
で
あ
る
。
駅
前

の

商
店
街
を
ぬ
け
る
と
、
中
小
企
業
の
ビ
ル
や
町
工
場
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
る
。

ま
た
商
店
街
か
ら
裏
側
へ
路
地
を
入
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
長
屋
が
密
集
し
て
い

る
と
い
う
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
喫
茶
店
は
、
商
店
街
の
中
に
あ
る
喫
茶
店
と

中
小
企
業
・
町
工
場
エ
リ
ア
の
入
り
口
付
近
に
あ
る
喫
茶
店
と
に
大
別
で
き
る
。
前

者
の
客
の
多
く
は
、
商
店
主
や
そ
の
家
族
、
長
屋
の
住
民
で
あ
る
。
後
者
の
客
は
、

よ
そ
か
ら
そ
こ
に
通
勤
し
て
き
て
い
る
人
々
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　
以

下
は
、
前
者
の
タ
イ
プ
の
喫
茶
店
を
営
む
人
物
の
語
り
で
あ
る
。

　
「
店
は
七
時
三
十
分
に
開
店
す
る
。
十
時
ま
で
が
モ
ー
ニ
ン
グ
の
時
間
で
あ
る
。

こ
の
間
に
来
店
す
る
客
は
毎
朝
約
二
．
○
人
で
、
大
半
が
常
連
で
あ
る
。
客
層
は
近
く

の

商
店
主
や
奥
さ
ん
連
中
が
多
い
が
、
中
に
は
近
く
の
会
社
に
通
勤
し
て
く
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
も
い
る
。
休
日
に
な
る
と
、
商
店
主
や
奥
さ
ん
連
中
の
数
は
も
っ
と
増
え

写真5　大阪府東大阪市の喫茶店の看板

　　　　「いっ来てもモーニング」とあり、

　　　　モーニングサービス以外の時間帯

　　　　にもモーニングサービスと同じ金

　　　　額でモーニングセットが供される

　　　　ことが示されている。

る
。
休
日
だ
け
モ
ー
ニ
ン
グ
を
と
る
と
い
う
人
が
い
る
か
ら
だ
。
モ
ー
ニ
ン
グ
に
来

る
人
た
ち
は
、
朝
食
を
家
で
と
ら
な
い
。
子
供
の
い
る
家
で
は
、
子
供
に
だ
け
ト
ー

ス

ト
な
ど
を
食
べ
さ
せ
、
弁
当
を
持
た
せ
て
学
校
に
行
か
せ
る
と
、
母
親
の
ほ
う
は

近
所
の
喫
茶
店
に
行
く
。
朝
食
に
た
く
さ
ん
の
量
は
い
ら
ず
、
コ
ー
ヒ
ー
に
パ
ン
と

卵
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
い
い
と
い
う
人
に
は
モ
ー
ニ
ン
グ
の
量
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

ま
た
、
男
た
ち
も
近
所
の
商
店
主
同
士
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
い
る
。
町
の

あ
り
方
や
選
挙
の
話
に
な
る
と
き
も
あ
る
。
商
店
街
の
将
来
も
当
然
、
話
題
に
な
る
。

ま
た
、
店
に
く
る
近
所
の
仲
間
と
よ
そ
か
ら
通
勤
し
て
く
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
が
意

気
投
合
し
て
忘
年
会
や
新
年
会
を
や
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
店
と
し

て

も
寄
付
を
し
た
り
し
て
応
援
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
。

　
な
お
、
こ
の
西
区
や
事
例
6
の
生
野
区
な
ど
の
喫
茶
店
で
は
、
春
や
秋
に
は
、
店

の
入

り
口
の
自
動
ド
ア
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
、
ド
ア
を
空
け
た
ま
ま
に
し
て
い
る
こ

と
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
店
主
た
ち
に
よ
り
、
「
下
町
の
喫
茶
店

は
町

の
井
戸
端
会
議
の
場
所
で
あ
り
、
閉
め
き
っ
て
し
ま
う
と
、
人
が
気
軽
に
入
っ

て
来
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
井
戸
端
会
議
が
成
立
し
に
く
く
な
る
。
ド
ア
を
開
放
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し
て
い
る
の
は
、
冷
暖
房
の
不
要
な
春
と
秋
だ
け
だ
が
、
本
当
は
冬
も
夏
も
そ
う
し

た
い
と
こ
ろ
だ
。
春
・
秋
の
開
放
状
態
の
ほ
う
が
ふ
つ
う
で
、
冬
・
夏
は
や
む
を
得

ず
に

ド
ア
を
閉
め
て
い
る
の
だ
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

事
例
8
　
尼
崎
市
阪
神
杭
瀬
駅
周
辺

　

こ
の
一
帯
は
、
商
店
街
の
裏
に
長
屋
や
文
化
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
下
町
的
雰
囲
気
の

濃
厚
な
土
地
柄
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
長
屋
の
軒
先
に
は
植
木
や
盆
栽
が
所
狭
し

と
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
住
民
は
毎
日
の
水
遣
り
を
欠
か
さ
な
い
。
そ
こ
へ
顔
な
じ
み

の

人
が
通
り
か
か
る
と
、
二
時
間
く
ら
い
お
し
ゃ
べ
り
が
続
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
。
商
店
街
に
買
い
物
に
行
け
ば
、
何
人
も
の
人
か
ら
「
あ
ら
、
き
ょ
う
は
何
の

ご
馳
走
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
る
。
子
育
て
も
、
自
分
の
家
で
育
て
ら
れ
る
の
か
、

近
所
の
お
ば

ち
ゃ
ん
た
ち
に
育
て
て
も
ら
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
暮
ら

し
の
町
で
あ
る
。
こ
こ
に
住
む
七
十
代
の
あ
る
女
性
に
お
け
る
モ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
る

暮

ら
し
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
女
性
は
一
人
暮
ら
し
で
、
不
動
産
屋
を
経
営
し
て
い
る
。
朝
食
は
毎
日
喫
茶

店
で
と
る
。
モ
ー
ニ
ン
グ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
モ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で

お

り
、
た
と
え
ば
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
行
こ
う
や
」
「
毎
朝
モ
ー
ニ
ン
グ
に
来
と
る
○
○

さ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
使
う
。
近
所
に
喫
茶
店
は
一
〇
軒
ほ
ど
あ
る
が
、
彼
女
が
行

く
の
は
そ
の
う
ち
の
三
軒
で
、
と
く
に
亜
米
利
館
（
ア
メ
リ
カ
ン
）
と
い
う
店
が
気

に

入
っ
て
い
る
。
「
亜
米
利
館
が
一
番
好
き
や
わ
。
マ
マ
さ
ん
と
も
仲
良
し
や
し
」
。

た

だ

し
、
亜
米
利
館
は
土
曜
、
日
曜
が
定
休
日
な
の
で
、
そ
の
日
は
別
の
店
に
行
く
。

亜
米
利
館
は
、
今
福
の
商
店
街
か
ら
路
地
を
入
っ
た
一
角
に
あ
る
。

　
彼
女
が
モ
ー
ニ
ン
グ
に
通
っ
て
い
る
の
は
、
今
か
ら
二
〇
年
前
、
夫
が
亡
く
な
り

一
人

暮
ら
し
を
は
じ
め
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
一
人
で
も
く
も
く
と
食
べ
て
い
て
も

お

い

し
く
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
朝
食
の
み
な
ら

ず
、
昼
食
、
夕
食
も
外
食
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
外
食
を
し
な
い
と
き
は
、
最
近
近

所
に

で

き
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
お
に
ぎ
り
な
ど
を
購
入
し
て
い
る
。
外
食

は
、
昼
食
は
お
好
み
焼
き
屋
や
う
ど
ん
屋
、
夕
食
は
居
酒
屋
で
湯
豆
腐
と
ビ
ー
ル
で

あ
る
。
野
菜
な
ど
を
買
っ
て
き
て
自
宅
で
食
事
を
つ
く
っ
て
も
、
一
人
だ
と
多
す
ぎ

て

食
べ
き
れ
ず
、
材
料
も
使
い
き
れ
な
い
。
不
経
済
な
の
で
三
食
と
も
外
食
に
し
て

い

る
と
い
う
。

　
亜
米
利
館
の
主
人
（
「
マ
マ
」
）
は
、
「
芦
屋
出
身
の
お
嬢
様
」
で
、
店
は
二
〇
年
前

か

ら
生
活
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
趣
味
の
つ
も
り
で
は
じ
め
た
と
い
う
。
阪
神
タ
イ

ガ
ー
ス
の
大
フ
ァ
ン
で
、
店
内
に
は
阪
神
の
選
手
の
色
紙
や
メ
ガ
ホ
ン
、
ぬ
い
ぐ
る

み
が
飾
っ
て
あ
る
。

　
亜
米
利
館
に
や
っ
て
く
る
の
は
、
近
所
の
主
婦
の
他
、
六
十
代
以
上
の
老
人
も
多

い
。
最
高
齢
は
九
十
歳
だ
と
い
う
。
こ
の
人
達
は
、
「
み
な
年
金
で
暮
ら
し
て
い
る

人

ば
っ
か
り
や
。
い
ろ
ん
な
苦
し
み
、
悲
し
み
、
喜
び
を
乗
り
越
え
て
優
雅
な
気
持

ち
で
お
る
人
た
ち
」
で
あ
る
。

　
彼
女

は
、
八
時
半
こ
ろ
か
ら
一
時
間
ほ
ど
こ
の
店
で
過
ご
す
。
コ
ー
ヒ
ー
、
ト
ー

ス

ト
、
ゆ
で
卵
、
サ
ラ
ダ
で
四
〇
〇
円
の
モ
ー
ニ
ン
グ
を
と
り
な
が
ら
、
マ
マ
や
常

連
客
た

ち
と
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
、
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の

こ
と
や
他
の
ス
ポ
ー
ツ
の
こ
と
、
孫
や
夫
や
自
分
の
自
慢
話
、
テ
レ
ビ
番
組
の
話
題

が

多
い
。
ま
た
、
他
人
の
悪
口
を
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
客
同
士
の
い
が
み
合
い
も

あ
る
。
彼
女
は
、
「
え
え
人
が
た
く
さ
ん
お
る
よ
。
で
も
、
そ
ん
な
人
ば
っ
か
り
や

な
く
て
、
失
礼
な
人
、
わ
が
ま
ま
や
う
ぬ
ぼ
れ
屋
も
い
っ
ぱ
い
お
る
わ
。
い
ろ
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

人

間
が
お
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人
間
模
様
が
あ
る
ん
よ
」
と
語
る
。

　
事
例
9
　
神
戸
市
長
田
区
「
真
野
ふ
れ
あ
い
住
宅
」

　
神
戸
市
長
田
区
は
、
「
く
つ
の
街
、
な
が
た
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
用
意

さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
ケ
ミ
カ
ル
シ
ュ
ー
ズ
産
業
の
零
細
工
場
と
長
屋
が
ひ
し
め
き
あ

う
下
町
で
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
大
震
災
で
多
大
な
被
害
に
あ
い
、
昔
の
町

並
み

は

消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
復
興
ま
ち
づ
く
り
が
行
な
わ
れ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
一
月
、
震
災
復
興
の
一
貫
と
し
て
、
こ
の
長
田
区
真
野
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写真6　神戸市のコレクティブ住宅における「モーニ

　　　　ング喫茶」の案内　背後は、コレクティブ住

　　　　宅の食堂。

地

区
に
市
営
の
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
住
宅
「
真
野
ふ
れ
あ
い
住
宅
」
が
誕
生
し
た
。

　

こ
の
ふ
れ
あ
い
住
宅
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
森
栗
茂
一
に
よ
る
と
、
「
コ
レ
ク

テ

ィ
ブ
住
宅
と
い
う
の
は
、
独
立
し
た
各
世
帯
向
け
の
住
居
と
、
入
居
者
全
員
で
使

え
る
台
所
、
食
堂
、
談
話
室
な
ど
の
共
同
ス
ペ
ー
ス
を
そ
な
え
た
集
合
住
宅
の
こ

と
」
で
、
「
『
真
野
ふ
れ
あ
い
住
宅
』
は
三
階
建
て
、
二
十
九
戸
の
市
営
住
宅
で
、
ド

ア

を
閉
め
る
と
自
分
の
家
で
一
人
に
な
れ
る
が
、
扉
を
開
け
る
と
路
地
の
よ
う
な
鉢

植
え
の
あ
る
広
い
廊
下
や
、
隣
と
続
い
た
バ
ル
コ
ニ
ー
が
あ
る
。
共
有
の
リ
ビ
ン
グ

に
出
る
と
み
ん
な
に
会
え
、
共
有
の
台
所
で
料
理
を
し
て
、
大
家
族
の
よ
う
に
み
ん

な
で
食
事
が
で
き
る
．
、
子
ど
も
の
い
る
家
族
も
、
単
身
者
も
、
若
い
世
帯
も
、
高
齢

者
も
、
共
に
住
む
ふ
れ
あ
い
住
宅
」
〔
森
栗
．
九
九
八
、
六
．
二
〕
だ
と
い
う
も
の
で
あ

る
。　

こ
の
真
野
ふ
れ
あ
い
住
宅
で
は
、
共
有
リ
ビ
ン
グ
に
お
い
て
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
喫

茶
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
一
ヶ
月
に
二
日
程
度
で
、
事
前
に
ふ
れ
あ
い
住
宅
の
掲

示
板
や
近
所
の
電
柱
な
ど
に
案
内
の
ポ
ス
タ
ー
が
張
り
出
さ
れ
る
。
当
日
は
、
ボ
ラ

ン

テ
ィ
ア
が
や
っ
て
き
て
、
ふ
れ
あ
い
住
宅
の
住
民
と
と
も
に
準
備
を
し
、
朝
八
時

か

ら
モ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
一
〇
〇
円
で
、
参
加
で
き
る
の
は
、
ふ

れ

あ
い
住
宅
の
住
民
と
、
近
隣
の
浜
添
二
丁
目
、
三
丁
目
の
住
民
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
ふ
れ
あ
い
住
宅
の
住
民
同
士
や
、
近
隣
の
住
民
と
の
間
で
の
ま
さ
に

ふ
れ
あ
い
を
、
モ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
場
を
使
っ
て
行
な
お
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
土
壌
と
し
て
、
同
地
に
お
け
る
濃
厚
な

モ

ー
ニ
ン
グ
文
化
の
存
在
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
長
田
区
で
も
喫
茶
店

モ

ー
ニ
ン
グ
は
た
い
へ
ん
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
震
災
前
の
同
区
に

お
け
る
あ
る
高
齢
者
の
日
常
生
活
を
と
り
あ
げ
た
森
栗
茂
一
の
記
述
に
、
モ
ー
ニ
ン

グ
が
登
場
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
　
朝
は
喫
茶
店
で
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
。
小
、
時
間
か
け
て
、
ス
ポ
ー
ツ
新
聞

　
　

を
丹
念
に
読
み
、
銀
髪
の
小
意
気
な
マ
ス
タ
ー
と
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
悪
口
を

　
　
言
い
合
う
。
つ
い
で
十
時
前
か
ら
、
病
院
の
診
察
室
前
の
い
す
に
並
ん
で
友
達

　
　

と
愚
痴
を
口
に
す
る
。
診
察
の
時
、
看
護
婦
さ
ん
の
手
を
握
り
返
し
て
、
ふ
っ

　
　
と
心
が
熱
く
な
る
。

　
　
　
帰
り
に
市
場
へ
向
か
う
。
魚
屋
の
前
で
立
ち
話
を
し
て
、
豆
腐
屋
で
昼
の
お

　
　
か

ず

の

こ
ま
豆
腐
を
買
い
求
め
、
肉
屋
で
夜
の
焼
き
豚
を
百
グ
ラ
ム
、

　
　
『
ち
ょ
っ
と
だ
け
、
切
っ
と
い
て
』
と
注
文
す
る
。
肉
屋
は
面
倒
が
ら
ず
、
『
夏

　
　
は

は
よ
う
食
べ
な
あ
か
ん
で
』
と
い
っ
て
、
包
み
を
渡
す
…
。

　
　
　
市
場
で

の
物
を
介
し
た
交
流
と
会
話
が
、
高
齢
者
の
一
日
に
ア
ク
セ
ン
ト
を

　
　

つ
け
て
い
る
。

　
　
　
そ

し
て
自
宅
に
戻
っ
て
、
テ
レ
ビ
の
時
代
劇
を
見
な
が
ら
ご
ま
豆
腐
を
食
べ

　
　

る
。
風
呂
屋
の
前
に
並
ぶ
。
た
こ
焼
き
屋
で
生
ビ
ー
ル
を
一
杯
ひ
っ
か
け
る
。

　
　
夕
方
、
焼
き
豚
で
簡
単
な
食
事
を
取
る
。
〔
森
栗
、
九
九
八
、
四
六
ー
四
ヒ
〕

　

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
一
口
の
生
活
の
リ
ズ
ム
の
中
に
確
固
た
る

位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
う
し
た
震
災
前
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
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考
え
る
と
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
住
宅
に
お
け
る
「
モ
ー
ニ
ン
グ
喫
茶
」
と
は
、
こ
の
地

域
の
高
齢
者
た
ち
に
根
付
い
て
き
た
暮
ら
し
方
の
復
興
を
め
ざ
し
て
、
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
事
例
1
0
　
神
戸
市
新
在
家
の
復
興
住
宅

　
復
興
住
宅
に

お

い

て
、
と
り
わ
け
老
人
を
主
た
る
対
象
と
し
て
行
な
わ
れ
る
「
喫

茶
店
」
は
、
他
の
復
興
住
宅
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
神
戸
市
新
在
家

に

あ
る
復
興
住
宅
で
は
、
集
会
所
を
使
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
茶
店
・
新
在
家
南
3

号
棟
」
が
開
店
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
復
興
住
宅
は
、
阪
神
電
鉄
新
在
家
駅
の
南
側
に

つ
く
ら
れ
た
六
五
八
戸
か
ら
な
る
建
物
で
、
神
戸
市
、
兵
庫
県
、
公
団
の
二
．
つ
の
運

営
主
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
建
物
を
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
陸
の
孤
島
の
よ
う
な
場
所
に

あ
り
、
団
地
内
に
は
日
常
利
便
施
設
は
皆
無
で
あ
り
、
買
い
物
な
ど
も
近
く
の
国
道

を
越
え
た
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
。

　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
茶
店
」
は
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
十
二
月
十
四
日

の

問
の
月
曜
、
水
曜
、
金
曜
に
開
か
れ
た
も
の
で
、
今
後
は
、
毎
日
開
店
を
め
ざ
し

た
い
と
し
て
い
る
（
同
事
業
実
施
計
画
書
）
。
開
店
時
間
は
十
時
三
十
分
か
ら
十
五

時
．
．
．
十
分
。
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
ミ
ル
ク
な
ど
飲
み
物
を
主
に
、
ク
ッ
キ
ー
、
パ
ン

写真7　神戸市の福祉センターで行

　　　　なわれている高齢者対象の

　　　　モーニングの案内

な
ど
も
用
意
さ
れ
、
値
段
は
一
律
一
〇
〇
円
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
茶
店
を
運
営

す
る
「
復
興
住
宅
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
応
援
団
」
に
よ
る
事
業
計
画
書
に
よ
れ
ば
、
「
現

在
、
復
興
公
営
住
宅
で
は
新
し
い
住
宅
に
移
り
住
ん
だ
後
、
新
し
い
環
境
に
馴
染
め

な
い
で
、
隣
人
や
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
も
て
ず
に
、
住
宅
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
高
齢
者
を
中
心
と
す
る
居
住
者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
健
全

な
食
生
活
が
で
き
な
い
で
、
日
中
か
ら
お
酒
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
人
達
が
、
隣
人
や
近
隣
と
の
ふ
れ
あ
い
を
も
ち
、
安
心
し
て
、
健
康
な

暮
ら
し
が
維
持
で
き
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
つ
く
る
こ
と
が
、
緊
急
の
課
題
で
す
。

一
方
、
近
隣
と
ふ
れ
あ
っ
て
何
か
を
し
た
い
、
生
き
が
い
を
見
つ
け
た
い
と
思
っ
て

い

る
意
欲
の
あ
る
居
住
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
そ
の
場
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
課

題

の
一
つ
で
す
」
と
あ
り
、
こ
う
し
た
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
．
つ
と
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
茶
店
が
企
画
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
茶
店
の
開
店
は
、

十

時
三
十
分
で
あ
り
、
モ
ー
ニ
ン
グ
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

な
ど
ス
タ
ッ
フ
の
都
合
で
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
真
野
ふ
れ
あ
い
住
宅
の
モ
ー
ニ
ン
グ
喫
茶
と
同
様
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
事
例
1
1
　
愛
媛
県
松
山
市

　
松
山
市
の
市
街
地
で
も
モ
ー
ニ
ン
グ
は
さ
か
ん
で
あ
る
。
早
朝
か
ら
や
っ
て
く
る

老
夫

婦
、
六
十
代
く
ら
い
の
近
所
の
女
性
た
ち
が
嫁
の
悪
口
も
含
め
た
世
間
話
に
花

を
咲
か
せ
る
姿
、
別
の
テ
ー
ブ
ル
で
は
、
も
う
少
し
年
齢
層
の
若
い
主
婦
た
ち
が
人

の

噂
や
姑
の
悪
口
ら
し
き
会
話
を
し
て
い
る
様
子
な
ど
、
あ
ち
こ
ち
の
喫
茶
店
で
目

に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
松
山
に
も
モ
ー
ニ
ン
グ
発
祥
説
が
存
在
す
る
。
『
ビ
ジ
ネ
ス
え
ひ
め
』
（
S
P
C
出

版
）
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
に
よ
る
と
、
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
は
、

一
九
六
五
年
に
松
山
市
三
番
町
に
「
喫
茶
モ
ミ
の
木
」
を
オ
ー
プ
ン
し
、
そ
の
後
、

喫
茶
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
を
多
角
的
に
経
営
し
た
社
長
の
発
案
に
よ
る
も
の
と
い
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う
。
社
長
の
加
藤
智
子
氏
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
「
昭
和
四
十
一
年
こ
ろ

サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
朝
食
抜
き
が
多
い
と
い
う
新
聞
記
事
を
見
て
、
ト
ー
ス
ト
と
卵
を

付

け
た
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
ま
し
た
。
コ
ー
ヒ
ー
八
〇
円
に
ほ
と
ん
ど
原

価
の

二
〇

円
を
プ
ラ
ス
し
た
一
〇
〇
円
で
し
た
。
こ
れ
も
大
当
た
り
し
、
四
、
五
年

経
っ
て
か
ら
東
京
や
大
阪
な
ど
全
国
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ

て

い

る
。
モ
ー
ニ
ン
グ
「
モ
ミ
の
木
」
発
祥
説
は
、
こ
れ
ま
で
数
回
、
テ
レ
ビ
で
も

と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
松
山
市
内
で
は
こ
の
話
は
多
く
の
人
が
知
っ
て
い

る
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
筆
者
も
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
で
モ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
話

題
に
し
た
際
に
、
松
山
市
在
住
の
あ
る
方
か
ら
「
モ
ミ
の
木
と
い
う
喫
茶
店
の
女
主

人
が

日
本
で
は
じ
め
て
モ
ー
ニ
ン
グ
を
始
め
た
っ
て
い
う
話
で
す
。
証
拠
は
っ
て
い

わ
れ

る
と
困
る
け
ど
」
と
い
う
メ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
八
時
三
十
分
に
集
ま
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
N
H
K
の

連
続
ド
ラ
マ
が
あ
り
、
み
な
そ
れ
を
見
て
か
ら
モ
ー
ニ
ン
グ
に
や
っ
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。
話
題
は
、
喫
茶
店
で
の
モ
ー
ニ
ン
グ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
下
関
の
場

合
、
ポ
ッ
タ
リ
チ
ャ
ン
サ
と
い
っ
て
、
韓
国
釜
山
と
下
関
と
の
間
の
担
ぎ
屋
（
行

商
）
を
行
な
っ
て
い
る
女
性
が
多
く
、
こ
の
人
々
が
、
韓
国
で
仕
入
れ
て
来
た
話

（ど
こ
そ
こ
の
占
い
師
は
よ
く
当
た
る
と
か
、
釜
山
に
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
と
の

再
婚
を
望
ん
で
い
る
女
性
が
い
る
と
か
い
っ
た
内
容
）
を
語
る
こ
と
が
多
い
の
が
特

徴
で
あ
る
。

　
九

時
三
十
分
か
ら
十
時
こ
ろ
に
な
る
と
解
散
で
、
こ
の
あ
と
は
、
あ
る
人
は
パ
チ

ン

コ

屋
へ
、
あ
る
人
は
病
院
へ
、
と
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
行
く
べ
き
と
こ
ろ
へ
出
か
け

て
ゆ
く
。

　
事
例
1
2
　
高
知
県
高
知
市

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
常
光
徹
助
教
授
の
教
示
に
よ
る
と
、
高
知
市
内
に
は
至

る
と
こ
ろ
に
喫
茶
店
が
あ
り
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

客
は
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
を
片
手
に
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
を
食
べ
、
ま
た
客
同
士
で
世
間

話

に
興
じ
て
い
る
と
い
う
。
常
光
氏
の
ご
両
親
も
モ
ー
ニ
ン
グ
の
常
連
で
、
朝
食
は

自
宅
で
と
ら
ず
に
、
夫
婦
で
喫
茶
店
に
行
っ
て
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
を
食
べ
る
の
が

日
課
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
事
例
1
3
　
山
口
県
下
関
市

　
山
口
県
下
関
市
の
在
日
朝
鮮
半
島
系
住
民
集
住
地
域
で
は
、
朝
八
時
三
十
分
を
過

ぎ
る
と
、
長
屋
に
暮
ら
す
中
年
以
上
の
女
性
た
ち
が
、
気
の
合
っ
た
仲
間
同
士
、
持

ち
ま
わ
り
で
仲
間
の
う
ち
の
一
人
の
家
に
集
ま
り
、
そ
こ
で
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー

ヒ
ー
と
食
パ
ン
の
朝
食
を
と
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
こ
と
を
「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
と

称

し
て
い
る
。
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
あ
る
喫
茶
店
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
家

を
会
場
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
モ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
よ
う
に

　
以
上
は
、
日
本
列
島
内
の
事
例
で
あ
っ
た
が
、
モ
ー
ニ
ン
グ
に
相
当
す
る
習
慣
は
、

日
本
国
外
、
た
と
え
ば
ア
ジ
ア
各
地
な
ど
に
も
存
在
す
る
。
日
本
の
事
例
を
相
対
化

す
る
意
味
も
含
め
て
、
以
下
、
若
干
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
事
例
1
4
　
香
港

　
香
港
の
人
々
は
、
一
般
的
に
朝
食
を
外
食
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

実
際
、
香
港
の
街
を
歩
い
て
み
る
と
、
早
朝
、
六
時
こ
ろ
か
ら
屋
台
や
食
堂
が
開
い

て

お
り
、
客
が
お
か
ゆ
を
食
べ
た
り
、
飲
茶
（
茶
を
飲
み
つ
つ
、
二
、
三
点
の
点
心

〈
軽
い
お
か
ず
〉
を
食
べ
る
こ
と
。
中
国
広
東
地
方
の
食
習
慣
と
さ
れ
る
）
を
と
っ
て

い

る
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
香
港
生
ま
れ
香
港
育
ち
の
筆
者
の
知
人
は
、

「
香
港
で
は
家
で
朝
食
を
と
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
夫
婦
共
働
き
が
多
い
香
港

で

は
、
妻
が
朝
食
を
つ
く
る
時
間
が
な
い
た
め
、
皆
、
家
や
職
場
の
近
く
の
食
堂
や

屋
台
で
朝
食
を
と
る
。
一
人
で
行
く
人
も
い
れ
ば
、
家
族
や
同
僚
と
食
べ
る
人
も
い

る
。
出
勤
途
中
の
よ
う
な
忙
し
い
人
は
、
大
急
ぎ
で
食
べ
て
す
ぐ
に
席
を
立
つ
が
、

時
間
に
ゆ
と
り
の
あ
る
人
は
そ
こ
で
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ
る
こ
と
も
多
い
」
と
述
べ
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て

い
る
。

　

香
港
の
飲
茶
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
永
倉
百
合
子
は
、
本
来
、
飲
茶
は
早
朝
の
習

慣
で

あ
り
、
そ
れ
が
「
ど
ん
ど
ん
延
長
さ
れ
、
今
で
は
飲
茶
タ
イ
ム
は
昼
下
が
り
ま

で

及
ん
で
い
る
」
「
毎
日
朝
か
ら
賑
わ
う
飲
茶
だ
が
、
日
曜
祭
日
の
朝
は
と
り
わ
け

活
気
に
満
ち
た
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
休
み
の
朝
だ
か
ら
ま
だ
混
ん
で
い
な

い

だ

ろ
う
、
と
思
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
大
半
の
テ
ー
ブ
ル
は
先
着
の
人
達

に

占
有
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
テ
ー
プ
ル
に
お
ば
あ
さ
ん
一
人
が
ポ
ツ
ン
と
座
っ
て

い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
家
の
た
め
の
場
所
取
り
な
の
だ
。
早
起
き
の
老
人
が
一

足
先
に

き
て
、
ま
も
な
く
や
っ
て
来
る
子
供
や
孫
の
た
め
に
席
を
確
保
し
て
い
る
の

だ
。
こ
こ
は
空
い
て
い
る
な
ど
と
思
っ
て
そ
の
テ
ー
ブ
ル
に
近
づ
こ
う
も
の
な
ら
、

私
達
は

「

こ
こ
は
、
も
う
い
る
よ
」
と
き
っ
ぱ
り
告
げ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
人
気

の
あ
る
酒
楼
だ
と
休
み
の
日
の
朝
の
席
取
り
は
か
な
り
大
変
だ
。
」
「
酒
楼
の
入
り
口

に

は

た
い
て
い
新
聞
や
雑
誌
を
売
る
露
店
が
あ
る
。
そ
こ
で
買
っ
て
来
た
、
多
量
の

広
告
面
を
も
つ
ぶ
厚
い
新
聞
を
パ
ラ
パ
ラ
め
く
る
人
が
い
る
。
食
べ
る
前
に
も
う
一

度
店
の
そ
な
え
つ
け
の
ポ
ッ
ト
の
お
湯
で
小
皿
や
碗
を
洗
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
そ

し
て
ま
わ
り
を
せ
わ
し
く
動
き
ま
わ
る
ワ
ゴ
ン
か
ら
自
分
の
好
き
な
物
を
選
び
、
そ

れ

を
食
べ
つ
つ
、
話
し
た
い
こ
と
を
話
し
、
片
づ
け
る
べ
き
用
事
を
片
づ
け
、
満
腹

に

な
っ
た
ら
こ
の
に
ぎ
や
か
な
場
所
を
後
に
す
る
」
と
い
っ
た
記
述
を
行
な
っ
て
い

る
〔
永
倉
二
〇
〇
二
、
四
八
ー
四
九
〕
。

　
朝
食

と
し
て
の
飲
茶
の
外
食
は
、
香
港
に
限
ら
ず
、
広
東
地
方
の
一
般
的
な
習
慣

の

よ
う
で
あ
る
。
頁
意
萱
氏
に
よ
れ
ば
、
「
広
東
の
人
は
、
朝
は
家
で
ご
は
ん
を
食

　
　
　
　
　
チ
　
ツ
ア
オ
チ
ャ
　

べ

な
い
で
、
『
吃
早
茶
』
と
い
っ
て
、
朝
食
は
外
で
」
〔
質
／
石
毛
二
〇
〇
〇
、
二
〇

六
〕
と
る
。
ま
た
、
朝
食
を
外
食
す
る
習
慣
は
、
広
東
以
外
の
中
国
各
地
に
も
存
在

す
る
よ
う
で
、
各
地
か
ら
の
詳
細
な
事
例
収
集
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
た
と
え
ば
、
湖
北
省
の
武
漢
市
で
は
、
朝
食
を
家
で
食
べ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お

ら
ず
、
皆
、
近
所
の
食
堂
で
と
る
。
家
族
一
緒
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
出
勤
の
時
間
に

あ
わ
せ
て
、
夫
と
妻
が
別
々
の
時
間
に
食
堂
に
行
き
、
子
は
学
校
の
時
間
に
あ
わ
せ

て
、
夫
か
妻
の
ど
ち
ら
か
に
連
れ
ら
れ
て
食
堂
に
行
く
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

外
食
す
る
の
は
、
夫
婦
共
働
き
が
ふ
つ
う
の
た
め
、
夫
婦
と
も
に
家
で
朝
食
を
準
備

す

る
時
間
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
炊
を
す
る
の
は
、
外
食
の
お
金
を
用
意
で
き
な

い

貧
し
い
老
人
く
ら
い
で
あ
る
と
い
う
（
武
漢
大
学
の
王
宣
埼
教
授
の
教
示
に
よ
る
）
。

　
事
例
1
5
　
ベ
ト
ナ
ム

　
ベ

ト
ナ
ム
で
は
多
く
の
人
が
朝
食
を
外
で
と
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
ホ
ー
チ
ミ
ン

市
と
ハ
ノ
イ
市
の
市
街
地
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
も
、
早
朝
五
時
こ

ろ
か
ら
、
路
上
の
屋
台
、
露
店
で
フ
ォ
ー
（
米
で
で
き
た
う
ど
ん
）
を
朝
食
と
し
て

と
る
大
勢
の
人
々
を
実
見
し
て
い
る
。
現
地
の
人
々
に
尋
ね
て
み
る
と
、
「
自
宅
で

調
理

し
て
朝
食
を
と
る
の
は
、
奥
さ
ん
が
外
で
働
か
な
く
て
よ
か
っ
た
り
、
メ
イ
ド

さ
ん
を
や
と
っ
て
い
る
政
府
の
高
官
の
家
や
富
裕
層
だ
け
で
、
庶
民
は
皆
、
家
の
外

で
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
社
会
心
理
学
者
で
、
ハ
ノ
イ
に
滞
在
し
当
地
の
路
地
の
生
活
世
界
を
調
査
し
た
伊

藤
哲
司
も
ベ
ト
ナ
ム
の
外
食
式
朝
食
に
注
目
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
朝
食
を
家
で
作
る
習
慣
の
あ
ま
り
な
い
ハ
ノ
イ
の
人
々
は
、
路
地
に
面
し
た

　
　
店

で
、
フ
ォ
ー
（
ベ
ト
ナ
ム
う
ど
ん
）
や
ソ
イ
（
蒸
し
た
餅
米
）
な
ど
を
食
べ

　
　

る
こ
と
が
多
い
。
人
気
の
あ
る
フ
ォ
ー
屋
で
は
、
席
が
す
っ
か
り
埋
ま
っ
て
い

　
　

て
、
回
転
も
速
い
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
に
小
さ
な
椅
子
。

　
　
路
地
に
面
し
た
店
先
で
、
お
ば
さ
ん
が
忙
し
く
フ
ォ
ー
・
ガ
ー
（
鶏
肉
入
り
う

　
　
ど
ん
）
や
フ
ォ
ー
・
ボ
ー
（
牛
肉
入
り
う
ど
ん
）
を
作
り
、
お
じ
さ
ん
や
娘
さ

　
　
ん
た
ち
が
、
忙
し
く
そ
れ
を
各
々
の
テ
ー
プ
ル
に
運
ん
だ
り
し
て
い
る
。
ハ
ノ

　
　
イ
の
学
校
は
二
部
制
が
基
本
で
、
朝
の
部
は
午
前
七
時
か
ら
始
ま
る
か
ら
、
早

　
　
く
か
ら
学
生
た
ち
や
子
ど
も
た
ち
の
姿
も
見
か
け
る
（
中
略
）
。
身
な
り
の

　
　
整
っ
た
大
人
の
姿
も
多
い
。
食
べ
終
わ
る
と
急
い
で
日
本
製
の
バ
イ
ク
に
ま
た

　
　
が

り
、
職
場
に
向
か
う
人
も
い
る
。
〔
伊
藤
二
〇
〇
一
、
八
〕

　
ま
た
、
商
社
マ
ン
と
し
て
現
地
に
滞
在
し
て
い
た
人
物
に
よ
る
エ
ッ
セ
ー
で
も
、
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朝
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
ほ
と
ん
ど
の
家
で
は
料
理
は
し
な
い
。
朝
食
は
外
食
。

　

ハ

ノ
イ
の
フ
ォ
ー
ガ
ー
（
鳥
肉
入
り
米
う
ど
ん
）
か
ら
始
ま
っ
て
、
雑
炊
、
ご

　
飯
、
饅
頭
、
そ
の
他
。
家
の
中
で
料
理
す
る
の
は
夕
食
だ
け
だ
。

　
　
「
毎
朝
、
家
族
で
朝
食
を
外
で
食
べ
る
と
な
る
と
、
家
計
は
大
変
だ
な
」
と
、

　
ベ

ト
ナ
ム
人
の
友
人
に
尋
ね
る
と
、

　
　
「
朝
食
の
費
用
は
結
構
か
か
り
ま
す
よ
。
前
は
す
ご
く
安
か
っ
た
ん
で
す
が
、

　
最
近
は
朝
食
と
い
っ
て
も
馬
鹿
に
で
き
な
い
金
額
で
す
。
家
で
作
る
方
が
安
い

　
に

決
ま
っ
て
い
ま
す
が
ね
、
家
で
は
ち
ょ
っ
と
…
…
」

　
　
彼
も
奥
さ
ん
の
労
働
を
増
や
す
こ
と
が
難
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
朝
食
は
外
で
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
家
の
中
で
調
理
を
す
る
と
、
調
理

　
用
の
練
炭
に
火
を
点
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
家
の
中
が
暑
く
な
る
（
中
略
）
。

　
　
五
時

半
に
朝
食
を
食
べ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
四
時
半
こ

　

ろ
か
ら
無
数
の
朝
食
屋
さ
ん
が
活
動
を
開
始
す
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
路
上
商

　
店
が
、
五
時
に
は
移
動
を
開
始
す
る
。
〔
樋
口
一
九
九
九
、
一
二
三
〕

と
い
う
レ
ポ
ー
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
事
例
1
6
　
プ
ノ
ン
ペ
ン

　
ベ

ト
ナ
ム
の
隣
国
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
都
市
に
も
、
朝
食
を
外
食
す
る
習
慣
が
あ
る
。

以
下
は
、
石
毛
直
道
と
ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

　
　
　
他
の
東
南
ア
ジ
ア
の
都
市
民
と
お
な
じ
よ
う
に
、
も
と
も
と
プ
ノ
ン
ペ
ン
市

　
　
民

は
、
忙
し
い
朝
は
外
食
で
す
ま
す
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
出
勤
前
に
近
く
の

　
　
店
に
立
寄
り
、
肉
や
魚
入
り
の
粥
か
、
コ
メ
で
つ
く
っ
た
ウ
ド
ン
を
一
杯
す
す

　
　

り
こ
む
の
が
、
勤
め
人
の
朝
食
で
あ
っ
た
。
イ
ン
フ
レ
と
は
い
え
、
露
店
で
の

　
　

こ
の
よ
う
な
民
衆
の
食
事
は
、
手
の
と
ど
か
な
い
金
額
で
は
な
い
よ
う
だ
し
、

　
　
ガ

ス

や
電
気

の
供
給
が
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
は
家
庭
で
朝
食
の
準
備
を
す
る
の

　
　
も
た
い
へ
ん
だ
し
、
と
い
う
こ
と
で
、
早
朝
か
ら
露
店
の
食
べ
も
の
屋
は
に
ぎ

　
　
わ
っ
て
い
る
。
〔
石
毛
／
ラ
ド
ル
一
九
九
二
、
二
〇
〕
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事
例
1
7
　
バ
ン
コ
ク

　

タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
で
は
、
朝
食
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
食
事
を
外
食
で
す
ま
す

人
々
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。
中
に
は
台
所
を
持
た
な
い
家
も
あ
る
と
い
う
。
以
下
、

森
枝
卓
士
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
屋
台
や
食
べ
物
屋
で
食
べ
て
す
ま
す
か
、
あ
る
い
は
お
惣
菜
も
ご
飯
も
買
っ

　
　
て

き
て
、
そ
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
て
い
る
も
の
を
、
お
皿
に
盛
っ
て
準
備
は

　
　
お

し
ま
い
、
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
が
、
そ

　
　
れ
が

独
身
の
一
人
暮
し
に
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
台
所
も
あ
る
家
に

　
　
住

み
、
家
庭
を
持
っ
て
い
る
人
々
で
も
普
段
は
料
理
し
な
い
と
い
う
の
も
珍
し

　
　
く
な
い
と
い
う
。
嘘
み
た
い
な
話
だ
け
れ
ど
も
、
土
地
の
と
あ
る
料
理
の
先
生

　
　

に
、
家
庭
料
理
を
教
わ
っ
た
ら
、
教
え
る
時
に
は
や
る
け
れ
ど
も
、
家
で
は
あ

　
　
ん

ま
り
…
…
、
買
っ
て
く
る
こ
と
が
多
く
て
、
と
い
う
の
だ
。
最
初
は
呆
れ
た

　
　
が
、
事
情
を
知
る
に
つ
れ
、
あ
る
程
度
、
納
得
が
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
、

　
　
外
食
に
し
て
も
、
屋
台
な
ど
だ
っ
た
ら
、
家
庭
で
作
る
の
と
同
じ
く
ら
い
の
予

　
　
算
で
す
ん
で
し
ま
う
。
貧
富
の
差
が
ま
だ
ま
だ
激
し
い
か
ら
、
人
件
費
は
安
く
、

　
　
ま
と
め
て
材
料
も
仕
入
れ
て
い
る
の
で
、
普
通
に
市
場
や
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
て

　
　
き
て
作
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
馬
鹿
ら
し
い
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
ぽ
ど

　
　
の
人

数
の
家
庭
で
も
な
い
限
り
、
買
っ
て
き
た
方
が
安
い
と
い
っ
て
も
、
決
し

　
　
て
オ
ー
バ
ー
で
は
な
い
の
だ
。
ま
た
、
日
本
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
女
性

　
　
の
社
会
進
出
が
盛
ん
で
、
若
い
う
ち
だ
け
で
な
く
、
共
稼
ぎ
は
珍
し
く
な
い
。

　
　
い
き
お
い
、
外
食
で
す
ま
せ
る
か
、
お
惣
菜
を
買
っ
て
き
て
す
ま
せ
る
と
い
う

　
　
構
図
に
な
る
の
で
あ
る
。
〔
森
枝
一
九
九
七
、
一
〇
二
ー
一
〇
三
〕

　
事
例
1
8
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

　
か

つ
て

世
界
有
数
の
ス
ラ
ム
が
展
開
し
た
と
さ
れ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
一
九
六

〇
年
代
、
と
り
わ
け
一
九
六
五
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
建
国
以
降
の
近
代
化
政

策
に

よ
り
、
現
在
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
全
人
口
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
H
D
B

（国
8
ω
日
σ
q
芦
△
】
）
而
く
匹
8
日
6
コ
侍
切
o
胃
ユ
゜
住
宅
開
発
局
）
フ
ラ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
る
団

地
に

居
住

し
て
い
る
。
各
団
地
の
一
階
に
は
、
雑
貨
店
や
食
堂
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
店
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
で
、
ど
の
団
地
に
も
必
ず
と
い
っ
て
よ

い

ほ

ど
存
在
す
る
の
が
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
（
華
語
で
は
珈
腓
店
）
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
と
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
銀
座
と
い
わ
れ
る
オ
ー

チ
ャ

ー
ド
ロ
ー
ド
な
ど
に
あ
る
よ
う
な
ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
で
は
な
く
、
セ
ル
フ
サ
ー

ビ
ス
で
、
コ
ー
ヒ
ー
、
パ
ン
、
フ
ラ
イ
ド
ラ
イ
ス
、
や
き
そ
ば
、
肉
骨
茶
（
バ
ク

テ

ー
）
な
ど
を
購
入
し
て
席
で
食
べ
る
形
式
の
も
の
を
さ
す
。
こ
う
し
た
大
衆
的
な

コ

ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
は
、
か
つ
て
は
「
古
い
シ
ョ
ッ
プ
・
ハ
ウ
ス
の
街
の
角
に
」
あ

り
、
現
在
は
、
団
地
一
階
に
あ
る
「
二
面
開
け
放
し
の
店
で
冷
房
な
ど
あ
ろ
う
は
ず

も
な
く
、
す
す
け
た
天
井
か
ら
同
じ
く
ら
い
す
す
け
た
扇
風
機
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い

る
の
が
関
の
山
」
〔
田
中
一
九
八
四
、
＝
二
二
ー
；
一
三
〕
と
い
っ
た
体
の
店
の
こ
と

で
あ
る
。

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
テ
ー
プ
ル
と
椅
子
は
、
風
通
し
の
悪
い
店
内
に
は
ほ
と
ん
ど

置
か
れ
ず
、
店
の
前
の
歩
道
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
歩
道
上
の
席
は
風
が
吹
く
と
涼

し
く
快
適
で
あ
る
。
座
席
は
、
歩
道
上
の
ほ
う
か
ら
埋
ま
っ
て
ゆ
く
。
コ
ー
ヒ
ー

シ
ョ

ッ

プ
の
経
営
者
は
、
現
在
は
多
様
化
し
て
い
る
が
、
一
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、

海
南
島
や
福
州
出
身
者
が
多
か
っ
た
〔
山
下
一
九
八
七
、
五
五
〕
。

　

団
地
の
人
々
は
、
階
下
の
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
か
、
あ
る
い
は
勤
務
先
近
く
の

コ

ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
朝
食
を
と
る
の
が
ふ
つ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
毎
日

行

き
つ
け
の
店
で
あ
る
。
子
ど
も
達
に
は
、
母
親
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
っ
て
き
て
お

い

た
パ
ン
な
ど
を
家
で
食
べ
さ
せ
、
大
人
は
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
へ
と
い
う
パ
タ
ー

ン

が

多
い
。
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
へ
は
、
夫
婦
、
家
族
、
職
場
の
同
僚
、
そ
の
他
の

友
人
な
ど
と
行
く
。
一
人
で
来
て
い
る
人
も
い
る
が
、
多
く
は
連
れ
が
い
る
。
一
人

の
場
合
は
、
コ
ー
ヒ
ー
片
手
に
新
聞
を
読
む
人
が
多
い
が
、
連
れ
が
あ
る
場
合
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
お
し
ゃ
べ
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
そ

こ
で
の
話
の
内
容
は
、
他
愛
な
い
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
人
の
噂
、
競
馬
な
ど
の
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一

写真10 シンガポールのコーヒーショップにおけ

る朝食風景

ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
話
、
ダ
プ
ロ
イ
ド
版
新
聞
の
ネ
タ
に
な
り
そ
う
な
話
、
ち
ょ
っ
と
し

た
政
治
的
な
小
話
も
な
さ
れ
る
と
い
う
。
国
家
に
よ
る
国
民
管
理
が
厳
し
い
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
は
、
国
民
が
表
立
っ
た
政
府
批
判
を
す
る
こ
と
は
皆
無
と
さ
れ
て
い
る
が
、

コ

ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
は
謝
刺
的
な
政
治
批
判
の
語
り
も
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（他

に
、
政
治
批
判
の
語
り
と
し
て
は
、
タ
ク
シ
ー
の
車
内
で
運
転
手
が
客
に
語
る

も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
）
。
こ
の
場
合
、
「
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
は
客
に
ま

じ
っ
て
政
府
の
ス
パ
イ
が
い
る
」
と
い
う
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は

実
際
に
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
人
々
に
よ
る
政
治
批
判
に
関
す
る
自
己
規
制
の
心
理

の

あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
林
明
珠
教
授

に

よ
る
）
も
あ
る
。

　
朝
食
を
外
で
す
ま
せ
る
理
由
を
筆
者
が
現
地
の
人
々
に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
多

く
の
人
は
、
「
こ
れ
が
習
慣
だ
か
ら
」
「
朝
は
忙
し
く
て
家
で
つ
く
れ
な
い
」
「
外
で

食
べ
た
ほ
う
が
安
く
つ
く
」
と
い
っ
た
回
答
で
あ
っ
た
。
朝
食
に
限
ら
ず
、
シ
ン
ガ

写真11　シンガポールのコーヒーショップにおけ

　　　　る朝食風景

写真12 シンガポールのHDBフラット

にコーヒーショップがある。

1階部分

ポ
ー
ル
で
は
外
食
が
さ
か
ん
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は

中
国
沿
岸
部
か
ら
の
「
出
稼
ぎ
の
労
働
者
が
集
ま
っ
た
場
所
な
の
で
、
か
つ
て
は
女

性
の
人
口
が
す
く
な
く
、
い
き
お
い
外
食
が
発
達
し
た
都
市
と
な
っ
た
。
そ
の
歴
史

が
現
在
の
食
習
慣
に
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
［
石
毛
／
ラ
ド
ル
一
九
九

二
、
七
九
　
八
〇
〕
、
「
移
民
た
ち
の
な
か
に
、
少
な
い
元
手
で
独
立
し
て
商
売
を
や

り
た
い
と
思
う
者
が
、
次
々
と
屋
台
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
」
［
前
川
一
九
八
八
、

四

〇
〕
か
ら
、
と
い
っ
た
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

③
若
干
の
検
討

　

こ
れ
ま
で
の
記
述
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
デ
ー
タ
の
追
加
も
行
な
い
な
が
ら
、

以
下
、
モ
ー
ニ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
。

340



島村恭則［モーニングの都市民俗学］

　
（
1
）
な
ぜ
モ
ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
る
の
か

　
筆
者
は
、
日
本
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
モ
ー
ニ
ン
グ
を
調
査
す
る
際
に
は
、

モ

ー
ニ
ン
グ
を
行
な
っ
て
い
る
人
々
に
、
な
ぜ
自
宅
で
朝
食
を
と
ら
ず
に
、
喫
茶
店

で

と
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
を
必
ず
行
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
回
答

は
、
「
習
慣
だ
か
ら
」
と
い
う
の
が
最
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
理
由
を
述
べ

て

い

る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
複
合
的
で
あ
る
場
合
も

多
い
が
、
あ
え
て
そ
の
内
容
を
整
理
し
て
み
る
と
、

　
①
労
力
の
軽
減

　
②
単
身
者
の
た
め

　
③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
必
要

の

三
点
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
①
に
含
ま
れ
る
回
答
と
し
て
は
、

　
「
夫
婦
共
働
き
で
朝
は
忙
し
く
、
家
で
朝
食
を
つ
く
る
時
間
が
な
い
」
「
家
内
工
場

の
仕
事
が
忙
し
く
、
朝
食
を
つ
く
る
暇
が
あ
っ
た
ら
一
つ
で
も
多
く
製
品
を
仕
上
げ

た
い
」
「
た
ま
の
日
曜
日
く
ら
い
母
親
に
楽
を
し
て
も
ら
い
た
い
」
「
女
は
一
日
中
、

誰
か
に
何
か
を
し
て
あ
げ
て
い
る
。
モ
ー
ニ
ン
グ
は
、
し
て
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、

店
の
人
に

し
て
も
ら
う
も
の
。
さ
さ
や
か
な
贅
沢
」
「
毎
朝
、
朝
食
を
つ
く
る
の
が

面
倒
。
楽
を
し
た
い
か
ら
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

　
労
働
に
追
わ
れ
る
都
市
の
労
働
者
に
と
っ
て
、
朝
食
を
外
食
で
す
ま
せ
る
こ
と
は
、

時

間
と
体
力
の
消
耗
を
軽
減
す
る
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
市
生

野
区

や

神
戸
市
長
田
区
に
お
け
る
ヘ
ッ
プ
サ
ン
ダ
ル
、
か
ば
ん
縫
製
な
ど
の
家
内

コ

ー
バ
（
工
場
）
で
働
い
て
い
る
人
の
場
合
、
近
年
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
最

盛
期
に

は

朝
七
時
か
ら
夜
中
の
一
時
、
二
時
ま
で
仕
事
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
て
も

仕
事
が
は

け
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
家
で
朝
食
を
準
備
す
る
時
間
も
惜

し
ん
で
働
い
た
の
で
あ
り
、
朝
食
は
喫
茶
店
モ
ー
ニ
ン
グ
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

場
合
、
昼
・
夕
食
も
外
食
で
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
行
き
つ
け
の

店
に
電
話
を
し
て
料
理
を
つ
く
っ
て
お
い
て
も
ら
い
、
店
に
入
る
と
す
ぐ
に
食
べ
ら

れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

な
お
、
都
市
労
働
者
と
外
食
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
神
戸
市
長
田
区
で
育
っ
た
森

栗
茂
一
が
自
身
の
幼
少
期
の
食
生
活
に
つ
い
て
記
し
た
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

「
農
村
の
出
身
で
あ
る
母
は
日
常
に
お
い
て
外
食
を
す
る
こ
と
は
全
く
な
く
、
そ
う

い

っ

た
外
食
を
『
テ
ン
ヤ
モ
ノ
』
と
い
っ
て
軽
蔑
し
て
い
た
が
、
労
働
者
と
し
て
の

疲
労
の

た
め
、
遠
足
・
運
動
会
と
い
う
非
日
常
の
と
き
に
は
こ
れ
ら
の
利
用
を
自
ら

と
子
供
に
許
し
て
、
い
く
ば
く
か
の
金
銭
と
ひ
き
か
え
に
、
た
ま
さ
か
の
休
息
を
得

た
の
で
あ
ろ
う
。
毎
日
の
朝
食
は
御
飯
と
汁
物
で
あ
っ
た
が
日
曜
だ
け
は
パ
ン
で

あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
せ
め
て
日
曜
ぐ
ら
い
は
御
飯
を
炊
か
な
く
て
す
ま
そ
う
と
い
う

母

の
知

恵
で
あ
ろ
う
。
こ
の
パ
ン
は
自
宅
の
南
一
〇
〇
m
の
所
の
パ
ン
屋
に
子
供
が

毎

日
曜
日
の
朝
買
い
に
行
っ
て
い
た
。
第
二
世
代
の
母
の
心
は
田
舎
風
な
の
に
、

徐
々
に
都
会
の
利
便
性
を
利
用
し
て
い
き
つ
つ
あ
っ
た
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
都
市

で

は
、
女
一
人
が
子
供
を
か
か
え
て
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
」
〔
森
栗
一
九
九
〇
、

六
五
〕
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
は
、
喫
茶
店
モ
ー
ニ
ン
グ
の
利
用
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら

く
、
こ
の
生
活
の
延
長
線
上
で
、
喫
茶
店
モ
ー
ニ
ン
グ
の
利
用
が
開
始
さ
れ
る
こ
と

に

な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
は
、
単
身
者
が
、
朝
食
を
自
炊
す
る
の
が
面
倒
、
あ
る
い
は
一
人
で
の
食
事
が

寂

し
い
と
い
う
こ
と
で
モ
ー
ニ
ン
グ
に
出
か
け
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
単
身
赴
任
の
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
や
、
韓
国
・
済
州
島
な
ど
か
ら
大
阪
・
生
野
区
の
町
工
場
な
ど
に
出
稼

ぎ
に
来
て
い
る
男
女
、
ま
た
独
居
老
人
な
ど
の
場
合
が
該
当
す
る
。
な
お
、
単
身
者

が

多
い
と
屋
台
外
食
が
さ
か
ん
に
な
る
こ
と
は
、
江
戸
に
お
い
て
も
該
当
す
る
〔
大

久
保
一
九
九
八
〕
。
ま
た
、
赤
松
啓
介
の
次
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦

前
の
大
阪
の
ス
ラ
ム
街
に
あ
っ
た
長
屋
な
ど
で
も
単
身
者
の
外
食
が
多
か
っ
た
。

（五
十
軒
長
屋
、
百
軒
長
屋
と
呼
ば
れ
た
長
屋
で
）
「
生
活
し
て
み
て
わ
か
る
の
は
便

所

と
炊
事
で
、
こ
れ
に
は
泣
か
さ
れ
る
。
便
所
も
炊
事
場
も
二
〇
戸
で
共
用
だ
か
ら
、

朝
は
満
員
騒
ぎ
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
独
身
者
は
排
便
も
外
で
す
る
し
、
外
食
す
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る
の
が
多
く
な
り
、
か
な
り
負
担
が
重
く
な
る
。
ド
ヤ
暮
ら
し
や
百
軒
長
屋
住
い
は

安

く
つ
く
だ
ろ
う
と
錯
覚
す
る
ら
し
い
が
、
か
え
っ
て
高
く
つ
く
」
〔
赤
松
一
九
九

一
、

　
四
〇
⊥
ハ
〕
。

　
③
は
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
に
来
な
い
と
情
報
が
入
ら
な
い
」
「
早
起
き
の
老
人
に
と
っ

て

は
、
モ
ー
ニ
ン
グ
で
の
世
間
話
が
何
よ
り
の
楽
し
み
」
「
モ
ー
ニ
ン
グ
に
顔
を
出

せ

へ
ん

と
、
『
都
会
』
の
情
報
か
ら
お
く
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
言
説
に
明
確
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
最
後
の
言
説
に
あ
る
「
都
会
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
言
説
の
話
者
は
、
都
市
部
の
、
し
か
も
喫
茶
店
か
ら
数
軒
先
に
居
住
し
て
お
り
、

決

し
て
「
田
舎
」
に
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う

「
都

会
」
と
は
、
人
々
が
集
ま
り
、
情
報
が
行
き
交
う
場
所
、
す
な
わ
ち
喫
茶
店
と

い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ー
ニ
ン
グ
は
、
単

な
る
飲
食
の
場
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
朝
食
だ
け
な
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
で
す
ま
せ
た
っ
て
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
、
コ

ン

ビ
ニ
弁
当
に
は
会
話
は
つ
い
て
こ
な
い
。
モ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、
会
話
と
ふ
れ
あ
い

が

あ
る
。
家
で
朝
食
を
食
べ
た
あ
と
に
、
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
飲
み
に
来
る
人
も
い
る
が
、

そ

う
い
う
人
は
、
常
連
客
や
マ
ス
タ
ー
と
の
井
戸
端
会
議
が
目
的
だ
」
と
は
、
大
阪

市
内
の
モ
ー
ニ
ン
グ
常
連
客
の
声
だ
が
、
こ
れ
な
ど
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
り
方
を
如
実
に
表
現
し
た
言
説
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以

上
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
三
点
に
分

け
て
指
摘
し
た
が
、
実
際
に
は
こ
う
し
た
理
由
が
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ー
ニ

ン

グ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
2
）
日
本
に
お
け
る
分
布

　
喫
茶
店
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
は
、

日
本
全
国
い
ず
れ
の
都
市
に
お
い
て
も
存
在
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
利
用
す
る
多
忙
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
O
L
も
、
お
そ
ら
く
は
広
く
存
在
す
る

も
の
と
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
単
な
る
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
、
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
で
は
な
く
、
ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
O
L
の
利
用
が

中
心
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
家
庭
の
主
婦
、
子
供
、
老
人
、
家
内
工
場
の
人
々

と
い
っ
た
、
よ
り
広
範
な
人
々
が
そ
の
居
住
地
域
に
お
け
る
日
常
生
活
の
一
部
と
し

て

喫
茶
店
で
朝
食
を
と
る
現
象
（
す
な
わ
ち
「
地
域
の
習
慣
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン

グ
」
）
と
な
る
と
、
そ
の
分
布
は
全
国
に
普
遍
的
と
は
い
い
が
た
い
。

　
筆
者
が

現
在
ま
で
に
確
認
し
え
た
デ
ー
タ
で
は
、
こ
の
習
慣
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン

グ
は
、
前
章
で
の
提
示
の
と
お
り
、
豊
橋
市
以
西
、
中
京
圏
、
阪
神
圏
、
中
四
国
に

事
例

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
も
都
市
部
の
、
お
そ
ら
く
は
下
町
的
な
地
域
で

さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
分
布
の
問
題

は
、
精
密
な
悉
皆
調
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
時

点
で
は
、
筆
者
の
も
と
に
そ
う
し
た
精
密
な
調
査
に
も
と
つ
い
た
デ
ー
タ
が
存
在
す

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
断
定
は
も
ち
ろ
ん
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
時
点

で

の

限
ら
れ
た
情
報
か
ら
の
予
測
と
し
て
は
、
叙
上
の
よ
う
な
分
布
傾
向
を
見
と
お

し
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
東
京
や
そ
の
近
郊
な
ど
で
は
「
地
域
の
習
慣
と
し
て
の

モ

ー
ニ
ン
グ
」
は
一
般
的
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

中
京
圏
に
し
ろ
、
阪
神
圏
に
し
ろ
、
中
四
国
に
し
ろ
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
こ
と

ば
が
、
喫
茶
店
で
の
朝
食
習
慣
を
さ
す
こ
と
は
、
現
地
の
多
く
の
人
が
知
っ
て
お
り
、

大
阪
に
は
、
中
学
校
の
英
語
の
試
験
で
、
日
o
日
日
゜
q
を
「
朝
食
」
と
訳
す
生
徒
が
い

る
、
と
い
う
笑
い
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
で
は
、

大

田
区
や
荒
川
区
の
、
下
町
的
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
「
モ
ー
ニ
ン
グ

…
…
何
そ
れ
？
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
喫
茶
店
で
の
朝

食
習
慣
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
東
京
や
そ
の
近
郊
で
育
ち
、
現
在
も
そ
こ
で
暮
ら
す
大
学
生
な
ど
は
、

筆
者
が
民
俗
学
の
講
義
で
阪
神
圏
の
モ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
話
題
に
し
た
の
を
受
け
、

次
の
よ
う
な
興
味
深
い
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。

　
「
前
に
テ
レ
ビ
で
あ
る
芸
能
人
が
、
『
わ
た
し
の
実
家
の
ほ
う
（
関
西
）
は
、
み
ん
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な
朝
ご
飯
を
喫
茶
店
に
食
べ
に
行
き
ま
す
』
と
い
う
の
を
見
て
、
面
白
い
と
こ
ろ
も

あ
る
ん
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」
（
武

蔵
大
学
学
生
、
東
京
都
出
身
）
。

　
「
わ
た
し
の
祖
母
は
尼
崎
に
在
住
し
て
い
ま
す
が
、
わ
た
し
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
、

遊
び
に

行
く
と
、
毎
朝
な
ぜ
か
、
『
ア
メ
リ
カ
ン
』
と
い
う
喫
茶
店
に
連
れ
て
行
か
れ

ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
祖
母
が
た
だ
単
に
朝
食
を
作
る
の
を
め
ん
ど
う
く
さ
が
っ
て

い

る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
先
生
が
い
う
よ
う
に
も
っ
と
深
い
意
味
が
あ
る

の
か

も
し
れ
な
い
。
埼
玉
に
は
「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
武
蔵
大
学
学

生
、
埼
玉
県
出
身
）
。

　

こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
、
東
京
と
そ
の
近
郊
の
人
々
に
と
っ
て
、
モ
ー
ニ
ン

グ
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
他
、
た
と
え

ば
、
筆
者
の
生
活
す
る
東
北
地
方
の
一
都
市
で
あ
る
秋
田
市
に
お
い
て
は
、
秋
田
駅

近

く
の
商
業
地
域
の
喫
茶
店
に
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
の
メ
ニ
ュ
ー
は
存
在
す
る
も
の

の
、
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
人
は
き
わ
め
て
少
数
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
限
ら
れ
て
お

り
、
「
地
域
の
習
慣
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
」
な
ど
は
全
く
存
在
し
て
い
な
い
。

　
そ

れ
で

は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
モ
ー
ニ
ン
グ
は
豊
橋
以
西
に
お
い
て
盛
ん
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
明
確
な
答
え
を
筆
者
は
用
意
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

筆
者
は
い
ま
の
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ニ

ン

グ
が
盛
ん
な
阪
神
圏
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
大
阪
に
は
、
米
飯
を
昼
に
炊
き
、
朝

は

前
の
晩
に
炊
い
た
飯
を
お
茶
漬
け
に
し
て
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
時
間

を
節
約
す
る
商
家
の
生
活
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
説
〔
前
垣
二
〇
〇
〇
、
一
五

五
〕
も
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
阪
神
地
域
は
パ
ン
食
の
盛
ん
な
地
域
で
も
あ
っ
た
。

総
務
庁
「
全
国
消
費
実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
一
ヶ
月
の
パ
ン
需
要
は
、
兵
庫
県
が

全

国
一
位
（
三
〇
〇
一
円
）
で
、
大
阪
は
二
位
（
二
八
六
六
円
）
、
次
い
で
、
和
歌
山

県
、
奈
良
県
、
京
都
府
の
順
と
な
り
、
東
京
都
は
八
位
で
あ
る
〔
前
垣
二
〇
〇
〇
、

一
〇

二
〕
。
こ
れ
は
、
「
合
理
的
」
な
〈
大
阪
人
〉
に
お
け
る
時
間
の
や
り
く
り
⊥
手

の
反
映
で

あ
り
、
お
茶
漬
け
の
伝
統
が
ト
ー
ス
ト
に
ス
イ
ッ
チ
し
た
も
の
だ
と
の
説

も
あ
る
〔
前
垣
二
〇
〇
〇
、
一
五
七
〕
。
こ
う
し
た
歴
史
的
蓄
積
に
、
工
業
地
域
に
お

け

る
家
内
工
業
に
従
事
す
る
人
々
の
時
間
節
約
や
、
下
町
的
な
情
報
交
換
の
場
と
し

て

の
機
能
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
が
複
合
し
て
、
モ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
習

慣
が
成
立

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
仮
説
か
ら
す
れ
ば
、

中
京
圏
を
は
じ
め
と
す
る
、
大
阪
以
外
の
モ
ー
ニ
ン
グ
盛
行
地
も
、
大
阪
同
様
の
食

生
活
の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
を
論

じ
る
た
め
の
正
確
な
デ
ー
タ
を
現
在
の
筆
者
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
今
後
の
調

査
を
待
ち
た
い
。

　

な
お
、
モ
ー
ニ
ン
グ
の
分
布
が
濃
厚
な
地
方
で
も
、
地
域
や
階
層
に
よ
っ
て
は
、

モ

ー
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た

い
。
た
と
え
ば
、
阪
神
圏
に
お
い
て
も
、
「
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
は
阪
急
雲
雀
丘

花
屋
敷
駅
、
大
学
は
阪
急
門
戸
厄
神
駅
、
大
学
院
は
阪
急
六
甲
駅
、
買
い
物
は
阪
急

梅

田
駅
の
阪
急
百
貨
店
と
い
う
よ
う
に
、
阪
急
沿
線
の
中
で
育
ち
、
梅
田
よ
り
南
に

は

行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
（
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
い
ず
れ
も
下
町
的
な
生
活
様
式
と

は

異

な
る
暮
ら
し
方
が
展
開
さ
れ
て
い
る
生
活
圏
で
あ
る
）
と
い
う
あ
る
三
十
代
の

女
性
は
、
「
家
族
に
モ
ー
ニ
ン
グ
に
出
か
け
る
人
は
皆
無
で
あ
っ
た
し
、
モ
ー
ニ
ン

グ
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

前
章
で
の
記
述
内
容
や
、
こ
の
女
性
の
発
言
内
容
な
ど
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、

モ

ー
ニ
ン
グ
は
、
都
市
部
の
う
ち
の
工
業
地
帯
、
と
り
わ
け
家
内
工
場
な
ど
が
密
集

し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
と
く
に
盛
ん
な
習
慣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。　

（
3
）
モ
ー
ニ
ン
グ
の
歴
史

　
喫
茶
店
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
は
、

一
九

六
〇
年
代
後
半
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
発
祥
の
地
と
し
て
は
、
前
章
で
紹

介
し
て
い
る
よ
う
に
、
豊
橋
説
と
松
山
説
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
発
祥
の
地
と
さ
れ

る
場
所
に
お
い
て
も
、
発
祥
の
店
に
つ
い
て
は
異
見
を
述
べ
る
人
も
お
り
、
ま
た
、
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こ
う
し
た
メ
ニ
ュ
ー
は
、
同
時
期
に
複
数
の
地
で
発
生
す
る
可
能
性
も
十
分
あ
り
、

起
源
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
豊
橋
に
し
ろ
松
山
に
し
ろ
、
モ
ー
ニ
ン
グ

サ

ー
ビ
ス
の
開
始
が
、
ど
ち
ら
も
一
九
六
〇
年
代
中
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
（
豊
橋
の

「
仔
馬
」
は
一
九
六
四
年
か
一
九
六
五
年
に
、
松
山
の
「
モ
ミ
の
木
」
は
一
九
六
六
年

こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
モ
ー
ニ
ン
グ
を
開
始
し
た
と
さ
れ
る
）
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
「
出

勤
前
の
お
客
」
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
で

あ
る
。

　
発
祥
の
地
や
店
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
生
活
の
中
に
入
り
こ
ん

で

き
た
こ
ろ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
語
り
が
存
在
す
る
。

　
「
（
話
者
の
住
む
東
大
阪
市
衣
摺
周
辺
で
）
モ
ー
ニ
ン
グ
が
流
行
り
は
じ
め
た
の
は

昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
生
ま
れ
の
娘
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
か
ら
。
街
（
大
阪
市

内
を
さ
す
）
で
は
も
っ
と
早
く
か
ら
や
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
各
家
に
水
道
が

引
か
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
。
以
前
は
、
洗
濯
や
炊
事
は
共
同
水
道
で
行
な
っ
て
い
た

が
、
共
同
水
道
の
前
で
は
、
近
所
の
奥
さ
ん
た
ち
が
い
つ
も
井
戸
端
会
議
を
行
な
っ

て

い

た
。
そ
れ
が
、
各
戸
給
水
に
な
っ
て
か
ら
は
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
共
同
水
道
の
井

戸
端
会
議
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
」
。
事
例
4
の
話
者
の
語
り
で
あ
る
。
共
同
井
戸
や

共

同
水
道
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
と
モ
ー
ニ
ン
グ
が
盛
ん
に
な
り
は
じ
め
た

時
期
と
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
記
憶
は
、
各
地
で
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
各
戸
給
水
の
実
現
に
よ
っ
て
共
同
井
戸
・
共
同
水
道
に
お
け
る
文
字
通

り
の
井
戸
端
会
議
が
消
滅
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
下
に
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
登
場
し
、
こ

れ
が
井
戸
端
会
議
の
機
能
を
肩
代
わ
り
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
モ

ー
ニ
ン
グ
は
、
当
初
、
喫
茶
店
経
営
者
側
に
と
っ
て
は
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」

「
出
勤
前
の
お
客
」
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
地
域

の
生

活
者
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
に
は
、
井
戸
端
会
議
の
場
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
供
給
側
の
意
図
と
は
異
な
る
受
容
の
実
態
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

　

な
お
、
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
の
モ
ー
ニ
ン
グ
、
お
よ
び
モ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
朝
食
外

食
の
習
慣
自
体
は
、
お
そ
ら
く
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

都
市
住
民
と
喫
茶
店
と
の
日
常
的
な
関
わ
り
の
歴
史
は
、
モ
ー
ニ
ン
グ
以
前
か
ら

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
は
、

「今
の
高
齢
者
が
若
い
頃
に
、
（
神
戸
）
長
田
に
よ
う
あ
っ
た
喫
茶
店
」
で
、
「
入
り
口

に

白
い
暖
簾
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
羊
糞
を
挟
ん
だ
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
と
醤
油
せ
ん

べ

い
。
壁
に
は
蜜
豆
・
ぜ
ん
ざ
い
・
ミ
ル
ク
コ
ー
ヒ
ー
と
品
書
き
が
あ
」
っ
た
。
こ

の

ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
が
「
長
屋
住
民
の
応
接
間
で
あ
っ
た
」
と
い
う
〔
森
栗
一
九
九
九

a
〕
。
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
で
の
喫
茶
は
、
朝
食
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

よ
う
だ
が
、
神
戸
（
長
田
）
な
ど
で
の
モ
ー
ニ
ン
グ
盛
行
の
背
景
に
は
、
こ
の
ミ
ル
ク

ホ

ー
ル
に
お
け
る
住
民
と
喫
茶
店
と
の
関
わ
り
の
歴
史
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
よ
う
。

　
（
4
）
ア
ジ
ア
の
中
の
モ
ー
一
一
ン
グ

　

日
本
社
会
に
お
け
る
モ
ー
ニ
ン
グ
の
分
布
は
、
（
2
）
で
検
討
し
た
と
お
り
だ
が
、

視
野
を
広
げ
て
、
朝
食
を
外
食
す
る
習
慣
を
ア
ジ
ア
に
求
め
る
と
、
そ
の
事
例
が
広

く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
現
段
階
で
は
、
香
港
、
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
タ
イ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ

も
都
市
部
の
暮
ら
し
に
根
付
い
た
習
慣
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
事
例
か
ら

は
、
朝
食
の
外
食
が
行
な
わ
れ
る
理
由
と
し
て
、
①
女
性
の
社
会
進
出
1
1
男
女
共
働

き
に
と
も
な
う
家
事
の
省
力
化
、
②
電
気
・
ガ
ス
な
ど
近
代
的
イ
ン
フ
ラ
の
未
整
備

が

も
た
ら
す
朝
食
準
備
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
、
③
安
い
人
件
費
な
ど
を
背
景

に
、
外
食
の
ほ
う
が
安
く
つ
く
と
い
う
実
態
が
あ
る
か
ら
、
④
単
身
出
稼
ぎ
者
が
面

倒

な
自
炊
を
避
け
た
伝
統
、
⑤
熱
帯
気
候
下
に
お
い
て
屋
内
で
調
理
を
す
る
と
室
内

温
度
が
高
く
な
る
の
で
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
⑥
な
じ
み
の
仲
間
と
の
談
話
が
可
能
、

と
い
っ
た
理
由
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
、
④
、
⑥
な
ど
は
、
日
本
の
モ
ー
ニ
ン
グ
に
も
通
じ
る
も
の

と
い
え
る
。
ア
ジ
ア
的
視
野
の
中
で
眺
め
た
場
合
、
む
し
ろ
都
市
社
会
に
お
い
て
は
、
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朝
食
を
外
食
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
一
般
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
で
あ
り
、
日
本

の
モ

ー
ニ
ン
グ
に
は
、
ア
ジ
ア
都
市
社
会
に
共
通
す
る
生
活
文
化
と
し
て
の
性
格
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ア

ジ
ア
の
外
食
朝
食
の
分
布
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
地
域
以
外
に
も
よ
り
広
く
存
在

す
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
事
例
の
収
集
と
検
討
を
進
め
た
い
。
た
だ
、
注

意

し
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
ジ
ア
の
都
市
社
会
に
お
い
て
も
外
食
朝
食
の
行
な
わ
れ

な
い
地
域
が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
オ
ス
の
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ

ン

の
街
に

は

屋
台
が
少
な
く
、
隣
接
す
る
タ
イ
の
状
況
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の

差
異

に
つ
い
て
、
森
枝
卓
士
は
、
「
都
市
と
そ
の
周
辺
の
流
通
、
交
通
網
が
ネ
ッ
ト

ワ

ー
ク
化
さ
れ
て
い
る
タ
イ
の
場
合
と
、
そ
れ
が
遅
れ
た
ラ
オ
ス
の
差
」
〔
森
枝
↓

九
九

七
、
一
〇
三
〕
な
ど
が
そ
の
原
因
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
韓
国
社
会
で
は
、
朝
食
を
外
食
す
る
習
慣
は
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
な
ど

が

技
師
食
堂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
食
堂
を
利
用
し
た
り
、
二
日
酔
い
に
よ
く
効
く
と
さ

れ

る
ヘ
ジ
ャ
ン
グ
ク
（
牛
の
血
を
固
め
た
も
の
な
ど
を
入
れ
た
ス
ー
プ
）
屋
が
早
朝
か

ら
営
業
し
た
り
し
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
「
儒
教
」
「
農
本
主
義
」
、
商
業
観
、
女
性
の
社
会
的
位

置
な
ど
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
た
考
察
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本

の
モ

ー
ニ
ン
グ
も
含
め
た
ア
ジ
ア
の
外
食
朝
食
の
分
布
と
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
の

背
景
と
の
関
わ
り
の
中
で
木
目
細
か
く
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
5
）
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
と
し
て
の
モ
ー
一
一
ン
グ

　
モ

ー
ニ
ン
グ
の
場
は
、
一
つ
の
公
共
圏
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

公
共
圏
と
は
、
最
大
公
約
数
的
な
説
明
と
し
て
、
「
他
者
と
共
有
す
る
（
あ
る
い
は
共

有
で
き
る
）
事
柄
に
関
す
る
発
話
空
問
」
〔
大
貫
二
〇
〇
一
、
八
二
〕
と
規
定
さ
れ
る

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
公
共
圏
に
つ
い
て
は
、
ユ
リ
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
公
共

性
の
構
造
転
換

1
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
1
』
を
は
じ
め
、

多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
が
指
し
示
す
も
の
の
内
実
は
本
来
一

元
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

　

し
か
し
、
従
来
、
公
共
圏
と
い
う
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
初
期
の
議
論
が

そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
市
民
層
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
の
公
共
圏
に
限
定
し
て
理

解

さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
市
民
層
の
公
共
圏
と
は
、
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
新
聞

に

よ
る
文
芸
共
同
体
や
カ
フ
ェ
な
ど
に
お
け
る
対
等
な
市
民
の
対
話
を
成
立
さ
せ
る

場
や
空
間
」
〔
上
野
二
〇
〇
二
、
↓
二
一
〕
、
「
言
語
に
よ
っ
て
相
互
理
解
す
る
市
民
た

ち
の
共
同
性
」
に
支
え
ら
れ
た
空
間
〔
上
野
／
毛
利
二
〇
〇
〇
、
一
九
六
〕
、
「
論
争
・

論
証
型
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
〔
大
貫
二
〇
〇
一
、
一
〇
〇
〕
に
よ
っ
て
成
立
す
る
空
間

の

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
市
民
層
の
公
共
圏
に
つ
い
て
は
、
「
絶
対
主
義
の
公
権
力
と
宮
廷
・
教
会
等

の

文
化
的
権
威
に
対
抗
す
る
一
方
で
、
よ
り
劣
位
の
公
共
圏
ー
地
方
や
都
市
下
層
の

『
人
民
的
公
共
圏
』
な
ど
ー
を
抑
圧
す
る
関
係
に
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
」
点
や
、
「
近

代
家
父
長
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
深
く
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
女
性
の
排
除
（
女
性
の

『
主
婦
化
』
）
は
こ
の
公
共
圏
の
存
立
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
」
点
、

そ

う
し
た
「
『
公
共
性
の
他
者
』
を
排
除
す
る
市
民
的
公
共
性
は
、
対
内
的
に
は
等
質

の
一
元
的
な
空
間
で
あ
っ
た
」
点
、
な
ど
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
斎
藤

二
〇
〇
〇
、
三
〇
〕
。

　
そ

し
て
、
市
民
的
公
共
圏
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
「
対
抗
的
な
公

共
圏
」
（
8
§
吟
①
「
習
9
0
ω
）
、
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
公
共
圏
」
（
書
Φ
日
①
亘
く
①
盲
ひ
需
ψ
・
）

と
い
っ
た
用
語
で
把
握
さ
れ
る
公
共
圏
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
至
っ

　
　
（
6
）

て

い

る
〔
斎
藤
二
〇
〇
〇
、
一
四
〕
。
こ
こ
で
は
、
上
野
俊
哉
や
毛
利
嘉
孝
ら
に
な

ら
っ
て
、
こ
う
し
た
公
共
圏
の
こ
と
を
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

こ
の
「
も
う
↓
つ
の
公
共
圏
」
と
は
、
市
民
的
公
共
圏
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
が

成
立
さ
せ
て
き
た
公
共
圏
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
特
色
は
、
「
優
勢
な
公
共
圏
と
は

異
な
っ
た
言
説
の
モ
ー
ド
ー
た
と
え
ば
一
人
称
の
物
語
り
ー
や
多
彩
な
レ
ト
リ
ッ
ク

が
重
ん

じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
逆
に
、
経
験
の
形
跡
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
言
葉
や
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あ
ま
り
に
も
理
路
整
然
と
し
た
物
言
い
は
信
頼
を
か
ち
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と

い

っ

た
特
性
や
、
「
自
分
が
語
る
意
見
に
耳
が
傾
け
ら
れ
る
と
い
う
経
験
、
少
な
く

と
も
自
分
の
存
在
が
無
視
さ
れ
な
い
と
い
う
経
験
が
可
能
と
な
る
」
と
い
う
特
性
、

こ
の
公
共
圏
を
「
形
成
す
る
人
々
の
具
体
的
な
生
／
生
命
に
配
慮
す
る
と
い
う
『
親

密
圏
』
と
し
て
の
側
面
も
そ
な
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
特
性
が
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

に

あ
る
〔
斎
藤
二
〇
〇
〇
、
一
五
〕
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
具
体
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
奴
隷
と
し
て
故
地

を
離
れ
た
地
に
生
活
さ
せ
ら
れ
て
き
た
黒
人
た
ち
に
よ
る
非
合
法
の
自
由
ラ
ジ
オ
、

ダ
ン
ス
音
楽
や
口
承
の
物
語
、
ラ
ッ
プ
や
ト
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
語
り
、
レ
コ
ー

ド
シ
ョ
ッ
プ
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
カ
ー
ニ
バ
ル
〔
上
野
二
〇
〇
二
、
二
一
二
ー
二
一

三
、
毛
利
二
〇
〇
二
、
一
九
九
〕
、
あ
る
い
は
、
黒
人
に
限
定
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
労

働
組
合
〔
ア
ー
ノ
ウ
ィ
ッ
ツ
ニ
○
〇
二
〕
、
自
家
用
車
の
中
、
日
本
の
公
衆
浴
場
〔
毛

利
二
〇
〇
二
、
二
〇
九
－
二
一
七
〕
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
モ
ー
ニ
ン
グ
の
場
は
、
あ
き
ら
か
に
、
こ
の
「
も
う
一
つ
の
公
共

圏
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
モ
ー
ニ
ン
グ
の
時
間
と
空
間
は
、
他

者
と
他
者
と
が
場
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
交
わ
す
公
共
圏

で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
、
語
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
明

晰

な
言
葉
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
論
理
的
な
言
葉
で
形
成
さ
れ
る
市
民
的

公
共

圏
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
言
説
あ
る
い
は
人
々
が
交
流
す
る
場
と
し
て
こ
の
場
は

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
経
験
の
形
跡
に
裏
付
け
ら
れ
た
言
葉
や
物
語
が
歓
迎
さ
れ
、
ま

た
、
他
者
と
の
交
流
と
同
時
に
、
地
縁
を
中
心
と
し
た
「
親
密
圏
」
と
し
て
の
側
面

も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
叙
上
の
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
が
も
っ
て
い
る
特
性

そ

の
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
同
じ
コ
ー
ヒ
ー
と
語
り
の
世
界
で
も
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の

カ
フ
ェ
が
近
代
市
民
社
会
成
立
の
基
盤
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と

〔小
林

一
九

八

四
、
臼
井
一
九
九
二
〕
と
、
日
本
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
特
性
と
は
、
異

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
前
者
は
、
市
民
的
公
共
圏
そ
の
も
の
で

あ
り
、
後
者
は
、
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
市

民
的
公
共
圏
の
限
界
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
今
日
、
公
共
性

の

あ
り
方
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
こ
の
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
の
あ
り
方

を
凝
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
が
〔
斎
藤
二
〇
〇
〇
、
九
五
－
九
七
〕
、
こ
の

種
の
議
論
は
、
抽
象
的
な
言
葉
の
空
中
戦
に
留
ま
る
き
ら
い
が
あ
る
。
「
も
う
一
つ

の
公
共

圏
」
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
践
の
中
で

吟
味
す
る
必
要
が
あ
り
、
モ
ー
ニ
ン
グ
の
現
場
を
見
つ
め
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
議

論
を
生
産
的
に
展
開
す
る
上
で
資
す
る
と
こ
ろ
大
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
モ
ー
ニ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
記
述
と
問
題
点
の
整
理
を
行
な
っ
て
き
た
。
今

後
は
、
分
布
に
つ
い
て
の
よ
り
広
範
な
調
査
、
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
と
し
て
の

モ

ー
ニ
ン
グ
に
お
け
る
語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
分
析
な
ど
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

註（
1
）
　
団
地
ア
パ
ー
ト
に
関
す
る
都
市
民
俗
学
的
研
究
と
し
て
は
、
倉
石
〔
一
九
九
〇
〕
が
あ
る
。

（
2
）
　
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
と
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
は
、
区
別
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
モ
ー
ニ
ン

　

グ
サ
ー
ビ
ス
は
、
通
常
の
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
の
値
段
で
パ
ン
そ
の
他
の
料
理
を
無
料
で
つ
け
る
も

　
　
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
は
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
の
値
段
に
パ
ン
そ
の
他
の
料

　

理
の
値
段
を
加
え
て
セ
ッ
ト
料
金
を
と
る
も
の
、
と
い
う
区
別
を
す
る
店
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

　
　
こ
の
場
合
の
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
も
、
料
理
の
代
金
を
安
く
設
定
し
て
結
果
的
に
安
い
料
金
で

　
　
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
語
を
用
い

　

て
い
る
店
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
法
は
、
店
に
よ
っ
て
異
な
る
。

（
3
）
　
本
事
例
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
事
例
中
の
女
性
の
孫
に
あ
た
る
武
蔵
大
学
人
文
学
部
学
生

　
　
の
中
西
美
津
奈
さ
ん
の
協
力
を
得
た
。
明
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
4
）
　
筆
者
は
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
三
十
日
、
森
栗
茂
一
氏
の
ご
案
内
で
神
戸
市
長
田
区
の
コ
レ

　

ク
テ
ィ
ブ
住
宅
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
明
記
し
て
森
栗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
森
栗
茂
一
が
、
モ
ー
ニ
ン
グ
が
さ
か
ん
な
神
戸
市
長
田
区

　
　
の
下
町
と
「
ア
ジ
ア
」
と
の
共
通
性
、
長
田
に
お
け
る
「
内
な
る
ア
ジ
ア
」
性
を
看
破
し
て
い

　

る
。
す
な
わ
ち
、
長
屋
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
、
長
屋
の
一
角
の
地
蔵
と
タ
イ
の

　

土
地

神
の
祠
、
喫
茶
店
モ
ー
ニ
ン
グ
と
中
国
・
イ
ン
ド
の
屋
台
朝
食
を
並
べ
て
示
し
、
「
高
度

　

経
済
成
長
ま
で
は
、
長
田
に
は
『
内
な
る
ア
ジ
ア
』
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
森
栗
一
九
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九
九
b
〕
。

（
6
）
　
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
論
を
敷
術

　
　
し
な
が
ら
問
題
を
提
起
す
る
上
野
／
毛
利
〔
二
〇
〇
〇
〕
、
上
野
〔
二
〇
〇
二
〕
、
毛
利
〔
二
〇

　
　
〇
二
〕
な
ど
の
論
考
や
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
的
公
共
圏
を
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
女
性
、

　
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
発
話
空
間
か
ら
検
討
し
た
大
貫
〔
二
〇
〇
こ
な
ど
を
参
照
。

参
考
文
献

赤
松
啓
介
　
一
九
九
一
　
『
非
常
民
の
性
民
俗
』
明
石
書
店
。

石
毛
直
道
／

ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
　
↓
九
九
二
　
『
ア
ジ
ア
の
市
場
－
歴
史
と
文
化
と
食
の
旅
ー
』
く

　
も
ん
出
版
。

伊
藤
哲

司
　
二
〇
〇
一
　
『
ハ
ノ
イ
の
路
地
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
ー
関
わ
り
な
が
ら
識
る
異
文
化

　
の
生
活
世
界
ー
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。

岩
本
通
弥
　
一
九
八
三
　
「
風
呂
屋
と
床
屋
ー
失
わ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空
間
－
」
『
歴
史
公
論
』
7

　
（
都
市
の
民
俗
）
。

岩
本
通
弥
　
一
九
八
五
　
「
他
界
と
し
て
の
風
呂
屋
ー
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
転
換
ー
」
『
歴
史
手
帖
』

　
13

－
5
（
他
界
と
し
て
の
江
戸
・
東
京
ー
東
京
論
そ
の
ー
ー
）
。

岩
本
通
弥
　
一
九
八
六
　
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
風
景
」
『
都
市
鼓
動
　
ま
ち
』
（
日
本
人
の
原
風
景

　
4
）
、
宮
田
登
他
編
、
旺
文
社
。

上
野
俊
哉
　
二
〇
〇
二
　
『
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
理
論
に
お
け
る
歴
史
の
文
体
ー
「
も
う
一
つ
の
公
共
圏
」

　
か

ら
「
様
様
な
キ
ャ
ン
プ
」
へ
ー
』
『
歴
史
と
空
間
』
（
歴
史
を
問
う
3
）
、
岩
波
書
店
。

上
野
俊
哉
／
毛
利
嘉
孝
　
二
〇
〇
〇
　
『
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
入
門
』
筑
摩
書
房
。

臼
井
隆
一
郎
一
九
九
二
『
コ
ー
ヒ
ー
が
廻
り
世
界
史
が
廻
る
ー
近
代
市
民
社
会
の
黒
い
血
液
ー
』

　
中
央
公
論
社
。

大
久
保
洋
子
　
一
九
九
八
　
『
江
戸
の
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
ー
町
人
の
食
卓
、
将
軍
の
食
卓
ー
』
講

　
談
社
。

大
貫
敦
子
　
二
〇
〇
一
　
「
排
除
さ
れ
た
〈
私
〉
の
言
葉
ー
ド
イ
ツ
市
民
社
会
に
お
け
る
公
共
圏
形
成

　
の
言
語
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ー
」
『
思
想
』
肥
。

買
　
意
萱
／
石
毛
直
道
　
二
〇
〇
〇
　
『
食
を
も
っ
て
天
と
な
す
1
現
代
中
国
の
食
ー
』
平
凡
社
。

神
崎
宣
武
　
一
九
九
九

倉
石
忠
彦
　
一
九
九
〇

小
林
章
夫
　
一
九
八
四

斎
藤
純
一
　
二
〇
〇
〇

高
岡
弘
幸
／
村
上
和
弘

　
小
松
和
彦
編
）
、

高
桑
守
史
　
一
九
八
九

　
幻
想
1
」

　
　

小
学
館
。

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

「喫
茶
店
」
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
上
、
吉
川
弘
文
館
。

『
都
市
民
俗
論
序
説
』
雄
山
閣
出
版
。

『
コ

ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
』
鰻
々
堂
。

『
公
共
性
』
岩
波
書
店
。

一
九
九

七
　
「
コ
ン
ビ
ニ
の
民
俗
」
『
祭
り
と
イ
ベ
ン
ト
』
（
現
代
の
世
相
5
、

「
路
地
裏
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ー
橋
本
五
郎
「
地
図
に
な
い
街
」
に
み
る
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4
。

田
中
恭
子
　
一
九
八
四
　
『
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
奇
跡
』
中
公
新
書
。

永
倉
百
合
子
　
二
〇
〇
二
　
「
飲
茶
点
描
」
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
3
6
、
勉
誠
出
版
。

中
澤
天
童
　
二
〇
〇
〇
　
『
摩
詞
不
思
議
シ
テ
ィ
名
古
屋
の
本
』
P
H
P
研
究
所
。

樋

口
健
夫
　
一
九
九
九
　
『
ベ
ト
ナ
ム
の
微
笑
み
ー
ハ
ノ
イ
暮
ら
し
は
こ
ん
な
に
面
白
い
ー
』
平
凡

　
社
新
書
。

前
垣
和
義
　
二
〇
〇
〇
　
『
大
阪
く
い
だ
お
れ
学
』
葉
文
館
出
版
。

前
川
健
一
　
一
九
八
八
　
『
東
南
ア
ジ
ア
の
日
常
茶
飯
』
弘
文
堂
。

毛
利
嘉
孝
　
二
〇
〇
二
　
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
公
共
圏
を
つ
く
り
だ
す
ー
」

　
『
現
代
思
想
』
3
0
－
6
。

森
枝
卓
士
　
↓
九
九
七
　
『
図
説
東
南
ア
ジ
ア
の
食
』
河
出
書
房
新
社
。

森
栗
茂
一
　
一
九
九
〇
　
『
河
原
町
の
民
俗
地
理
論
』
弘
文
堂
。

森
栗
茂
一
　
一
九
九
四
　
「
試
み
と
し
て
の
ロ
ー
ソ
ン
の
民
俗
誌
」
『
京
都
民
俗
』
1
2
。

森
栗
茂
一
　
一
九
九
八
　
『
し
あ
わ
せ
の
都
市
は
あ
り
ま
す
か
ー
震
災
神
戸
と
都
市
民
俗
学
ー
』
鹿

　
砦
社
。

森
栗
茂
一
　
一
九
九
九
a
　
「
随
想
　
長
屋
の
復
興
」
『
神
戸
新
聞
』
一
九
九
九
年
一
月
二
十
二
日
。

森
栗
茂
一
　
↓
九
九
九
b
　
「
随
想
　
ア
ジ
ア
タ
ウ
ン
」
『
神
戸
新
聞
』
一
九
九
九
年
三
月
九
日
。

山
下
清
海
　
一
九
八
七
　
『
東
南
ア
ジ
ア
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
』
古
今
書
院
。

S
・
ア
ー
ノ
ウ
ィ
ッ
ツ
　
ニ
○
〇
二
　
「
対
抗
的
公
共
圏
と
し
て
の
労
働
組
合
」
『
現
代
思
想
』
3
0
－
6
。

ユ
リ
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
　
一
九
九
四
　
『
公
共
性
の
構
造
転
換
ー
市
民
社
会
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
に

つ
い

て
の
研
究
1
』
（
細
谷
貞
雄
・
山
田
正
行
訳
）
、
未
来
社
。

　
　
　
　
　
　
（
秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
、
元
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
二
年
五
月
八
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
一
日
審
査
終
了
）

347



Bulletin　of　the　National　Museum　of　Japanese　History

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vol．103　March　2003

The　Urban　Folldore　of　the“Morning　Set”

SHIMAMuRA　Takanori

In　the　study　of　fblklore，　i．e．，　in　the　study　of　urban　fblklore，　there　is　a　growing　accumulation　of　studies　on　various

types　of　living　space　that　exist　in　the　city．　However，　there　have　not　yet　been　any　folklore　studies　made　on　the

subject　of　the　coffee　house．　The　coffee　house　is，　needless　to　say，　a　place　to　eat　and　drink，　but　from　the　point　of

view　of　folklore　studies，　it　can　be　pointed　out　that　there　is　more　to　the　coffee　house　than　its　role　in　providing　a

Place　for　ea廿ng　and　drinking．

　　This　paper　focuses　on　the　coffee　house，　especially　on　the　phenomenon　of　the“morning　set”（the　habit　of

eating　the“morning　set”at　a　coffee　house　instead　of　having　breakfast　at　home），　de五ning　the　phenomenon　and

arranging　the　issues．　The　comments　made　in　the　paper　are　as　follows．

　　1）The　reasons　that　people　have　a“morning　set”are　one　or　more　of　the　following：a）to　save　effort，　b）because

　　it　is　convenient　for　single　people，　and　c）for　communication．

　　2）The“morning　set”in　Japan　can　be　seen　in　urban　areas　west　of　Toyohashi，　i．e．，　in　cities　in　the　Chukyo

　　（Nagoya），Hanshin（Osaka　and　Kobe），or　Chushikoku（Chugoku　and　Shikoku）regions，　particularly　in　the　old

　　downto㎜areas　of　industdal　zones．

　3）The“morning　set”is　thought　to　have　come　into　existence　in　the　late　1960s．　At　that　time，　the　cof允e　house

　　owners　had　begun　providing　the“morning　set”or“morning　service”for　salaried　workers　who　stopped　by　on

　their　way　to　work；howeveちas　the　idea　was　accepted　into　the　community　it　began　to　serve　as　a　meeting　place

　五）rthe　people，　especially　women，　of　the　community　to　get　together　and　talk．

　4）If　we　look　at　the　whole　of　Asia，　in　urban　society　it　is　almost　more　widespread　to　take　breakfast　outside　the

　home，　and　it　can　be　said　that　the　Japanese“morning　set”contains　an　aspect　of　life　and　culture　that　is　universal

　all　across　Asian　urban　communities．

　5）The　venue　of　the“morning　set”is　a　communal　space　where　strangers　share　the　same　space　and　exchange

　words　with　each　other，　but　the　words　that　are　exchanged　there　are　never　theoretically　sound，　clearly　defined

　logical　arguments．　Rather，　in　the　case　of　the“morning”，　the　coffee　house　exists　as　a　place　to　meet　people　and

　exchange　opinions　that　are　excluded丘om　the“citizens’communal　space”which　is　made　up　of　logical

　arguments．　Therefore，　one　might　regard　the“morning　set”venue　as“another　communal　space”as　compared

　to　the‘‘citizen’s　space”．
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