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「
本
場
の
エ
ビ
チ
リ
を
食
べ
て
み
た
い
ん
で
す
け
ど
ね
、
メ
ニ
ュ
ー

に
な
い
ん
だ
な
あ
。
ど
う
や
っ
て
頼
め
ば
い
い
か
、
教
え
て
も
ら
え

ま
せ
ん
か
」。
中
国
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
評
者
は
、
出
張
で
中
国
に
来

た
と
い
う
日
本
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
か
ら
こ
う
た
ず
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
ま
た
家
族
や
知
人
に
中
国
を
案
内
し
た
際
に
は
、
そ
れ
こ
そ
本
場

の
中
国
料
理
を
堪
能
し
て
も
ら
お
う
と
意
気
込
ん
で
名
店
や
人
気
店

に
連
れ
て
行
く
の
だ
が
、「
な
ん
か
い
ろ
い
ろ
香
辛
料
！？　

み
た
い
な

の
入
っ
て
る
よ
ね
。
ど
う
も
慣
れ
な
い
な
あ
」「
日
本
の
中
華
の
方
が

好
き
か
な
」「
日
本
の
中
華
っ
て
う
ま
い
や
ん
な
あ
」
な
ど
と
評
さ
れ
、

意
気
消
沈
し
た
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
裏

を
返
せ
ば
、
日
本
に
お
い
て
中
国
料
理
が
い
か
に
現
地
化
し
つ
つ
浸
透

し
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
も
い
る
の
だ
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
日
本
に
お
い
て
中
国
料
理
は
い
つ
か
ら
こ
れ
ほ
ど

中
国
／
中
華
料
理
研
究
の
記
念
碑
的
著
作
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頻
繁
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
背

景
と
経
緯
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
日
本
の
中
国
料
理
の
特
徴
と
は
い
か

な
る
も
の
で
、
中
国
の
中
国
料
理
と
は
ど
う
違
う
の
か
。
食
の
専
門
家

に
限
ら
ず
幅
広
い
関
心
を
集
め
る
で
あ
ろ
う
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
が
っ

ぷ
り
と
挑
ん
だ
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

編
著
者
の
岩
間
一
弘
氏
（
以
下
、
敬
称
略
）
は
上
海
の
社
会
史
を
専

門
と
す
る
東
洋
史
研
究
者
で
あ
り
、
特
に
こ
こ
数
年
は
中
国
の
食
に
関

す
る
文
化
史
研
究
の
取
り
組
み
に
非
常
に
精
力
的
で
、
日
本
に
お
け
る

こ
の
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
本
書
は
二
〇
一
六
―
一
七
年
度
に
か

け
て
実
施
さ
れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
中
国
料
理
と
近
現
代
日
本
」

の
成
果
で
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
文
化
人
類
学
等
を
専
門
と

す
る
若
手
か
ら
大
御
所
ま
で
の
研
究
者
に
よ
る
一
六
の
論
考
（「
序
章
」

を
入
れ
る
と
一
七
章
）
と
付
録
か
ら
成
る
、
ま
さ
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点

岩
間
一
弘
編
著

中
国
料
理
と
近
現
代
日
本

食
と
嗜
好
の
文
化
交
流
史

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4766426434&bookType=jp


35　　中国／中華料理研究の記念碑的著作

の
大
著
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
一
皿
ご
と
、
い
や
一
章
ご
と
に
み
な
趣

向
が
凝
ら
さ
れ
た
で
き
ば
え
で
、
コ
ー
ス
と
し
て
は
全
章
を
苦
も
な
く

平
ら
げ
た
が
、
本
評
で
は
さ
す
が
に
紙
幅
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
と

り
わ
け
特
徴
的
か
つ
意
義
深
い
と
思
わ
れ
た
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
い

（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
評
者
の
好
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
食
の
研
究
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
）。

　

ま
ず
は
、
料
理
は
政
治
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
言
う
と
、

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
序
章
「
日
本
の
中
国
料

理
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
で
岩
間
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
日

本
に
お
け
る
最
初
期
の
代
表
的
な
中
国
料
理
店
で
あ
っ
た
東
京
・
日

本
橋
の
「
偕
楽
園
」
は
、
中
国
料
理
を
通
じ
た
日
中
親
善
の
た
め
の
ク

ラ
ブ
と
し
て
渋
沢
栄
一
ら
財
閥
創
始
者
が
出
資
し
て
創
業
さ
れ
た
の
だ

し
、
そ
の
献
立
は
鎖
国
下
の
江
戸
時
代
に
中
国
人
が
唯
一
居
留
を
許
さ

れ
て
い
た
長
崎
で
花
開
い
た
卓し

っ
ぽ
く袱
料
理
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ

と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
一
章
・
川
島
真
の
「
戦

前
期
日
本
の
「
支
那
料
理
」」、
お
よ
び
第
二
章
・
草
野
美
保
「
日
本
に

お
け
る
中
国
料
理
の
受
容
：
歴
史
篇
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
に
お
い
て
中
国
料
理
店
が
林
立
し
て
い
た

の
は
中
国
人
留
学
生
の
多
か
っ
た
神
田
界
隈
で
あ
っ
た
し
、
終
戦
間
も

な
い
時
期
に
は
配
給
制
度
に
お
い
て
優
位
に
あ
っ
た
日
本
在
住
の
華
僑

ら
が
中
国
料
理
店
を
い
ち
早
く
復
興
さ
せ
、
戦
後
の
展
開
を
リ
ー
ド
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
第
九
章
の
周
永
河
「
チ
ャ
ジ
ャ
ン
麺
ロ
ー
ド
」、

お
よ
び
第
一
〇
章
の
林
史
樹
「
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
「
中
国
料
理
」
の

段
階
的
受
容
」
で
我
々
が
知
る
の
は
、
韓
国
で
の
中
国
料
理
の
ア
イ
コ

ン
的
存
在
と
な
る
チ
ャ
ジ
ャ
ン
麺
の
普
及
と
定
着
も
、
一
九
五
〇
年
代

の
ア
メ
リ
カ
で
余
剰
農
産
物
と
な
っ
た
小
麦
の
流
入
と
、
一
九
六
〇
年

代
の
米
不
足
対
策
と
し
て
朴
正
熙
政
府
が
進
め
た
粉
食
奨
励
が
重
要
な

契
機
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
戦
後
日
本

の
家
庭
に
お
け
る
「
中
国
料
理
」
の
普
及
を
牽
引
し
た
辛
永
清
と
傅
培

梅
が
と
も
に
台
湾
に
ゆ
か
り
を
も
ち
（
第
八
章
「
料
理
人
と
料
理
教
育
者
」

陳
玉
箴
）、
一
九
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
新
し
い
「
北
方
中
国
料
理
」

を
広
め
た
の
が
台
湾
出
身
者
で
あ
っ
た
（
第
一
一
章
「
グ
ロ
ー
バ
ル
政
治

に
お
け
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
汎
中
国
料
理
の
創
出
」
呉
燕
和
）
こ
と
も
、
日
本

に
よ
る
台
湾
の
植
民
地
化
、
国
共
内
戦
、
東
西
冷
戦
と
い
う
一
九
世
紀

末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
政
治
的
動
態
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
、
清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
『
申
報
』
の
調
査
を
元
に
西
澤

治
彦
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
第
一
三
章
「「
中
国
料
理
」
は
い
つ
生
ま
れ

た
の
か
」）、
中
国
に
お
け
る
国
民
料
理
と
し
て
の
「
中
国
料
理
」
か
ら

し
て
、外
国
料
理
、と
り
わ
け
西
洋
料
理
を
指
す「
番
菜
」「
外
国
菜
」「
西

菜
」「
洋
飯
」「
西
餐
」
等
の
語
彙
と
の
関
係
の
中
で
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
（
ち
な
み
に
日
本
に
お
け
る
「
日
本
料
理
」
も
同
様
で
あ
る
）、
料

理
が
い
か
に
政
治
の
産
物
で
あ
る
か
が
分
か
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
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次
に
、
中
国
料
理
の
地
域
的
展
開
の
面
白
さ
で
あ
る
。
長
崎
発
祥
の

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
や
仙
台
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
冷
や
し
中
華
は
全
国
的
に

も
知
ら
れ
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
他
に
も
長
野
の
ロ
ー
メ
ン
、

山
口
の
バ
リ
そ
ば
、
大
分
の
と
り
天
な
ど
、
中
国
／
中
華
料
理
が
ル
ー

ツ
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
創
出
の

過
程
と
付
さ
れ
た
物
語
を
探
求
し
て
ゆ
く
著
者
ら
の
営
為
に
よ
っ
て
、

読
者
は
文
化
史
研
究
の
醍
醐
味
へ
と
誘
わ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
第
六
章

「
熊
本
の
「
郷
土
料
理
」
と
し
て
の
中
国
料
理
「
太
平
燕
」
か
ら
考
え
る
」

で
田
村
和
彦
が
扱
う
太
平
燕
は
ま
さ
に
中
国
発
祥
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
の

代
表
で
あ
る
。
太
平
燕
と
は
、
炒
め
た
肉
や
野
菜
を
入
れ
た
春
雨
ス
ー

プ
に
揚
げ
た
ゆ
で
卵
を
載
せ
た
一
品
で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
に
熊
本

で
創
業
さ
れ
た
三
軒
の
中
国
料
理
店
が
提
供
し
始
め
た
と
さ
れ
る
。
や

が
て
熊
本
で
は
「
当
た
り
前
」
に
食
さ
れ
る
料
理
と
な
っ
た
太
平
燕
で

あ
る
が
、
地
元
新
聞
の
記
事
検
索
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
ヒ
ッ
ト
せ
ず
、

急
増
す
る
の
は
二
〇
〇
三
年
、
折
し
も
九
州
新
幹
線
「
つ
ば
め
」
の
開

通
に
合
わ
せ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
が
始
め
ら
れ
た
時
期

で
あ
っ
た
。
地
域
の
「
当
た
り
前
」
が
再
発
見
さ
れ
、
観
光
開
発
と
絡

め
た
資
源
化
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
確
か
に
定
石
で
あ
る
が
、
著

者
は
慧
眼
に
も
、
三
軒
の
中
国
料
理
店
が
太
平
燕
の
ル
ー
ツ
を
あ
え
て

特
定
・
独
占
せ
ず
、
オ
ー
プ
ン
リ
ソ
ー
ス
と
し
た
と
こ
ろ
に
熊
本
に
暮

ら
す
中
国
系
の
人
々
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
性
を
看
取
し
て
い
る
。
こ
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
性
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
の
は
編
著
者
の
岩
間
に
よ
る

第
五
章
「
京
都
の
中
国
料
理
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
京
都
で
中
華
と
は

ミ
ス
マ
ッ
チ
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
は
「
お
座
敷
に

「
に
お
い
」
を
持
ち
こ
む
こ
と
が
嫌
わ
れ
る
祇
園
の
花
街
な
ど
で
育
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
に
ん
に
く
、
油
（
ラ
ー
ド
）、
強
い
香
辛
料
を
控
え

て
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
の
が
特
色
」
と
、
い
か
に
も
物
語
性
の
顕
著
な

特
色
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
鴨
川
河
畔
の
バ
ロ
ッ
ク
洋
館
が
ひ
と
き
わ
目

を
引
く
東
華
菜
館
は
本
格
的
北
京
料
理
を
掲
げ
つ
つ
店
側
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
実
は
山
東
料
理
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
「
中
華
と
言
え

ば
広
東
料
理
」
×
「
京
都
と
言
え
ば
日
本
料
理
」
と
い
う
二
重
の
マ
イ

ナ
ー
性
を
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
中
で
、
常
に
「
伝
統
」
を
守
り
な
が

ら
の
京
都
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
。
結
論
部
に
お

い
て
岩
間
が
的
確
に
ま
と
め
る
よ
う
に
、
現
地
化
し
た
ご
当
地
路
線
を

洗
練
さ
せ
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
本
場
の
味
を
追
究
し
て
い
く
か
は
、

ど
こ
に
お
い
て
も
難
し
い
問
い
で
、
よ
っ
て
研
究
す
る
側
と
し
て
は
非

常
に
興
味
深
い
主
題
で
あ
ろ
う
。

　

三
点
目
は
、
資
料
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
付
録
と
し
て
付
け

ら
れ
て
い
る
資
料
①
「
東
京
（
都
心
）
有
名
中
国
料
理
店
地
図
」
は
、

一
九
三
〇
年
代
、
一
九
六
一
年
、
一
九
六
七
年
、
一
九
九
二
年
、

二
〇
一
七
年
と
い
う
五
つ
の
時
代
に
お
け
る
都
内
の
中
華
料
理
店
の
所

在
地
を
可
視
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
文
系
、
特
に
歴
史
系
の
研
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究
書
で
は
、
視
覚
的
に
訴
え
か
け
る
資
料
が
物
足
り
な
い
と
感
じ
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
が
、
本
資
料
に
関
し
て
は
巻
末
の
デ
ザ
ー
ト
の
よ
う

な
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
本
書
の
中
央
、
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ

に
組
み
込
ま
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
面
白
さ
だ
（
中
国
料
理
に

お
い
て
デ
ザ
ー
ト
は
あ
ま
り
充
実
し
て
い
な
い
）。
飽
き
る
こ
と
な
く
五
枚

の
地
図
を
眺
め
て
い
る
と
、
有
楽
町
・
銀
座
周
辺
は
い
つ
の
時
代
も
有

力
店
が
集
中
し
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
の
勢
力
の
中
心
は
神
保
町
か
ら

新
宿
方
面
へ
移
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
う
し
た
八
〇
有
余

年
の
栄
枯
盛
衰
の
中
で
、
五
枚
の
地
図
に
唯
一
登
場
し
続
け
る
雅
叙
園

に
は
さ
す
が
の
貫
禄
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。（
序
章
で
岩
間
が
そ

の
実
体
は
定
か
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
）
回
転
テ
ー
ブ
ル
を
発
明
し
た
、

ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
の
油
屋
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
等
の
逸
話
を
持
つ
こ
の
総
合
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
企
業
の
物
語

を
、
北
京
全
聚
徳
（
第
一
六
章
「
北
京
老
字
号
飲
食
店
の
興
亡
」
山
本
英
史
）

と
の
比
較
の
上
で
読
ん
で
み
た
か
っ
た
。

　

付
録
の
資
料
②
は
文
献
目
録
で
あ
る
。
大
部
に
渡
る
た
め
に
本
編
は

慶
應
義
塾
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
本
書
に
は
そ

の
簡
潔
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
目
録
は
三
つ
の
パ
ー
ト
、
す
な
わ

ち
、「『
料
理
の
友
』（
一
九
一
三
年
～
一
九
六
二
年
）
の
中
国
料
理
関
連

記
事
目
録
」、「『
栄
養
と
料
理
』（
一
九
三
五
～
六
四
年
）
の
中
国
料
理

関
連
記
事
目
録
」、「
日
本
に
お
け
る
中
国
食
文
化
に
関
す
る
研
究
文
献

目
録
（
戦
後
～
現
在
）」
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
利
用
価
値

の
高
い
資
料
で
、
今
後
は
こ
れ
ら
か
ら
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
な
恩

恵
を
受
け
た
良
質
な
研
究
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
制
作
者
の

草
野
氏
に
よ
る
地
道
な
作
業
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

料
理
は
畢
竟
、
お
い
し
い
か
お
い
し
く
な
い
か
で
、
味
覚
は
多
く
の
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部
分
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
術
研
究
で
は
扱
い
が
実
は
難

し
く
、
特
に
人
類
学
で
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど

の
観
点
で
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
。
す
る
と
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
儀
礼
や
服

飾
、
あ
る
い
は
言
語
な
ど
で
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
話
に

な
っ
て
し
ま
う
の
は
否
め
ず
、
料
理
な
ら
で
は
の
魅
力
に
欠
け
、
研
究

と
し
て
は
味
気
な
く
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
で
、

文
書
と
い
う
資
料
に
依
拠
し
た
文
化
史
を
方
法
と
し
て
採
用
し
た
本

書
は
、
料
理
と
食
の
面
白
さ
を
存
分
に
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。

　

他
方
で
、
こ
れ
は
文
書
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
書
き

づ
ら
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
第
二
章
で
草
野
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
戦
前
の
東
京
で
中
華
料
理
店
数
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
の
は

一
九
三
〇
年
で
、
な
ん
と
二
、二
二
四
軒
も
あ
る
の
だ
が
（
西
洋
料
理
店

の
六
、〇
〇
九
軒
と
い
う
多
さ
に
も
驚
か
さ
れ
る
）、
東
京
は
あ
ら
ゆ
る
意
味

で
例
外
で
あ
り
、
神
戸
・
大
阪
等
の
華
僑
社
会
（
第
四
章
「
日
本
の
華
僑

社
会
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
中
国
料
理
定
着
の
流
れ
」
陳
來
幸
）
や
第
五
章

で
扱
わ
れ
た
京
都
も
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
評
者

が
暮
ら
す
東
北
地
方
で
六
〇
代
後
半
の
シ
ニ
ア
世
代
に
話
を
聞
い
て
い

る
と
、「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
祭
り
の
後
に
だ
け
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
ら
れ

て
、
そ
れ
が
楽
し
み
だ
っ
た
」「
中
華
は
ず
っ
と
高
級
な
も
の
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
、
地
元
に
は
な
く
、
大
学
で
仙
台
に
出
て
き
て
レ
ス
ト
ラ

ン
を
見
た
が
、
気
軽
に
入
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
」「
よ
く
食

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
」

と
口
々
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
都
市
圏
や
中
国
系
の
人
々
の
集
住
地

域
以
外
の
日
本
各
地
で
中
国
料
理
が
ご
く
ご
く
身
近
に
な
っ
た
の
は
比

較
的
最
近
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
「
近

現
代
日
本
」
が
中
国
料
理
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
日

本
の
食
文
化
を
相
対
化
し
、
よ
り
豊
か
な
も
の
と
し
て
描
く
た
め
に
有

効
な
視
点
だ
と
思
う
。
た
だ
し
そ
の
実
行
に
あ
た
っ
て
は
、
資
料
が
少

な
い
こ
と
や
、
さ
ら
に
言
う
と
今
日
的
な
話
題
に
つ
い
て
は
、
ル
ポ
や

エ
ッ
セ
イ
は
書
け
て
も
、
い
か
に
学
術
研
究
を
な
し
得
る
だ
ろ
う
か
と

い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
は
、
今
後
、
当
分
野
の
大
き

な
参
照
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
本
書
を
読
み
終
え
た
評
者
が
抱
か
さ
れ
た

課
題
で
あ
り
、
同
書
へ
の
賛
辞
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
ご
ち
そ
う
さ
ま

で
し
た
！

（
か
わ
ぐ
ち
・
ゆ
き
ひ
ろ　

東
北
大
学
）




