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青
島
水
族
館
は
全
く
名
ば
か
り
の
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
の

硝
子
の
水
槽
の
な
か
に
、
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
と
い
う
お
か
し
な
魚
が
一
匹
い
る
。

長
さ
二
十
セ
ン
チ
あ
ま
り
の
も
の
だ
が
、
長
め
の
菱
形
で
、
頭
が
見
よ
う
に

よ
っ
て
は
馬
の
横
顔
に
似
て
い
る
。
こ
い
つ
が
身
体
も
尾
鰭
も
し
ゃ
ち
こ
ば

ら
し
て
、
頭
を
上
に
尾
を
下
に
縦
に
浮
い
て
、
じ
っ
と
天
の
一
角
を
眺
め
て

い
る
。
い
つ
ま
で
も
じ
っ
と
し
て
大
真
面
目
で
い
る
の
で
、
見
て
い
る
と
こ

ち
ら
が
可
笑
し
く
な
る
。
北
京
の
中
央
公
園
で
飼
育
さ
れ
て
る
さ
ま
ざ
ま
の

奇
怪
豪
華
な
金
魚
も
、
こ
の
一
匹
の
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
の
姿
態
に
は
及
ば
な
い
。

　
北
京
の
北
海
公
園
に
は
、
栝
と
い
う
一
本
の
木
が
あ
る
。
山
東
の
山
に
い

く
ら
も
あ
る
木
だ
そ
う
だ
が
、
白
樺
の
幹
に
松
の
枝
葉
を
く
っ
つ
け
た
も
の
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で
、
如
何
に
も
ふ
ざ
け
て
い
る
。
白
い
幹
に
緑
の
針
葉
で
つ
っ
立
っ
て
威
張

っ
て
る
の
で
、
見
て
い
る
と
、
人
を
ば
か
に
す
る
な
と
云
っ
て
や
り
た
く
な

る
。
こ
の
木
の
下
に
ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ
を
泳
が
し
て
み
た
ら
、
面
白
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
青
島
の
救
済
院
に
は
多
く
の
孤
児
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
救
済
院
の

囲
壁
に
、
小
さ
な
穴
が
あ
い
て
い
て
、
夜
に
な
る
と
そ
こ
で
、
院
内
の
室
か

ら
往
来
へ
箱
の
口
が
開
か
れ
る
。
箱
の
中
に
子
供
の
泣
声
が
す
る
と
、
室
内

の
者
が
こ
れ
を
聞
き
つ
け
、
箱
を
ひ
っ
こ
め
、
中
か
ら
子
供
を
取
出
し
て
、

そ
れ
を
院
に
収
容
す
る
。
こ
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
捨
児
す
る
者
は
人
に
顔
を

見
ら
れ
る
こ
と
な
く
し
て
、
児
を
救
済
院
に
委
託
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人

情
を
加
味
し
た
合
理
的
な
処
置
で
あ
ろ
う
。
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モ
ダ
ー
ン
な
ハ
イ
カ
ラ
な
青
島
の
都
市
に
も
、
捨
児
を
す
る
者
や
貰
子
を

す
る
者
が
い
く
ら
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
支
那
の
一
般
大
衆
は
概
し
て
、
幼
時
に
は
相
貌
が
美
し
く
、
長
ず
る
に
従

っ
て
人
相
が
悪
く
な
る
、
と
い
う
定
評
で
あ
る
。
女
は
こ
れ
が
殊
に
甚
だ
し

く
、
十
七
八
歳
ま
で
の
美
人
は
頗
る
多
い
が
、
二
十
歳
を
越
す
頃
か
ら
と
た

ん
に
お
婆
さ
ん
に
な
り
、
所
謂
年
増
美
と
か
姥
桜
と
か
は
全
く
な
い
と
云
わ

れ
る
。
然
し
例
外
が
な
い
で
も
な
い
。

　
青
島
の
平
庚
五
里
は
遊
里
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
或
る
房
の
芸
妓
の
、
或
は

母
親
と
も
い
い
或
は
阿
媽
と
も
い
う
の
が
、
良
人
の
死
後
長
く
独
身
で
い
る

四
十
歳
を
す
ぎ
た
美
人
で
あ
る
。
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平
庚
五
里
は
特
殊
な
大
建
築
で
、
広
い
中
庭
を
か
こ
ん
で
廻
廊
が
あ
り
、

廻
廊
に
面
し
て
小
房
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
二
階
か
ら
上
の
そ
れ
ら
の

小
房
が
遊
女
た
ち
の
室
で
あ
る
。
最
上
階
の
六
階
が
最
も
高
等
な
も
の
と
さ

れ
、
こ
こ
に
い
る
の
は
娼
妓
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
芸
妓
で
あ
ろ
う
。
客
が
あ

れ
ば
鈴
が
鳴
ら
さ
れ
、
そ
の
階
の
二
三
十
人
の
美
女
た
ち
が
、
料
亭
に
呼
ば

れ
て
少
数
を
除
い
た
全
部
、
客
の
前
に
立
並
ん
で
そ
の
選
択
を
待
つ
。
選
ば

れ
た
女
は
客
を
小
房
に
案
内
し
て
、
お
茶
を
供
し
談
笑
す
る
。
鈴
が
鳴
れ
ば

ま
た
駆
け
出
し
て
い
っ
て
、
新
た
な
客
を
他
の
房
に
案
内
す
る
。
客
は
茶
を

す
す
り
水
瓜
の
種
を
か
じ
り
な
が
ら
、
一
時
頃
ま
で
も
気
長
に
ぼ
ん
や
り
し

て
い
る
。
こ
の
小
房
の
一
つ
で
雑
役
を
し
て
い
る
前
記
の
女
が
、
四
十
す
ぎ

た
例
外
の
美
人
で
、
水
の
し
た
た
る
よ
う
な
そ
の
色
っ
ぽ
さ
は
、
そ
こ
の
年
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若
い
芸
妓
の
い
ず
れ
を
持
っ
て
き
て
も
足
許
に
も
及
ば
な
い
。

　
北
京
の
前
門
外
の
暢
園
茶
社
に
は
、
大
勢
の
客
が
茶
を
飲
み
に
行
く
。
正

面
に
小
さ
な
舞
台
が
あ
っ
て
、
若
い
女
た
ち
が
楽
器
を
鳴
ら
し
、
歌
を
う
た

っ
て
く
れ
る
。
合
唱
が
す
ん
だ
あ
と
、
客
の
名
指
し
の
女
が
独
唱
す
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
は
、
至
極
の
年
増
美
人
の
代
り
に
、
至
極
の
銘
茶
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
青
島
か
ら
少
し
離
れ
た
李
村
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
未
だ
に
時
々
匪
賊
の
出

没
す
る
危
険
が
去
ら
な
い
が
、
そ
こ
の
新
民
会
支
部
の
一
隅
に
、
李
村
医
療

所
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
三
四
人
の
日
本
人
が
農
民
の
診
療
に
当
っ
て
い
る
。

若
い
人
た
ち
で
、
女
性
も
一
人
い
る
。
こ
の
人
た
ち
は
金
光
教
の
信
者
で
、

感
ず
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
支
那
農
民
の
中
に
と
び
こ
み
、
殆
ん
ど
独
学
で
医
療
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の
知
識
を
修
め
、
乏
し
い
薬
剤
で
治
療
に
従
事
し
て
い
る
。
そ
の
献
身
的
努

力
に
は
涙
ぐ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

　
北
京
の
天
理
教
支
部
で
も
、
医
療
の
方
法
で
民
衆
に
近
づ
き
、
既
に
若
干

の
支
那
人
信
者
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
こ
の
李
村
医
療
所
の
人
た
ち
は
、
医

療
が
主
で
、
金
光
教
布
教
は
殆
ん
ど
や
っ
て
な
い
ら
し
く
、
そ
の
純
真
さ
に

ま
た
民
衆
の
信
望
の
濃
い
も
の
も
あ
る
。

　
布
教
に
よ
る
民
心
獲
得
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
医
療
は
先
ず
何
よ
り

も
当
面
の
必
要
事
で
あ
る
。
農
民
の
子
供
た
ち
が
に
こ
に
こ
し
て
、
李
村
医

療
所
で
治
療
を
受
け
て
る
光
景
は
、
将
来
へ
の
大
き
な
希
望
を
与
え
て
く
れ

る
。

　
　
　
　
　
　
＊
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済
南
に
は
紅
卍
字
会
の
母
院
が
あ
る
。
百
二
十
万
の
金
を
投
じ
て
近
年
出

来
上
っ
た
豪
壮
な
堂
宇
で
、
種
々
の
室
内
の
什
器
も
、
或
は
簡
素
に
或
は
豪

華
に
そ
の
処
を
得
て
い
る
。

　
こ
の
紅
卍
字
会
は
、
現
在
三
百
万
の
会
員
を
有
す
る
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
大
抵
富
有
な
上
層
階
級
の
人
々
ば
か
り
で
あ
る
。
会
員
か
ら
の
寄
付

金
な
ど
は
如
何
程
で
も
集
め
得
る
ら
し
い
。
或
は
一
種
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン

的
結
社
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
が
、
実
践
と
し
て
は
、
道
院
に
於
け
る
個
人

々
々
の
修
業
と
、
会
と
し
て
の
社
会
的
救
済
事
業
と
を
立
前
と
す
る
。
こ
の

会
が
、
富
有
な
上
層
階
級
の
人
々
で
成
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
を
要
す
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
紅
卍
字
会
母
院
と
よ
い
対
照
を
な
し
て
、
呂
純
陽
の
廟
と
い
う
ご
く
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小
さ
な
堂
が
、
※
突
泉
の
隣
り
に
あ
る
。
民
衆
の
信
仰
あ
つ
く
、
参
詣
の
人

は
絶
え
ず
、
廟
前
に
は
小
店
が
櫛
比
し
て
、
浅
草
の
仲
見
世
の
観
が
あ
る
。

面
白
い
の
は
、
或
る
時
祈
願
の
道
士
に
呂
純
陽
の
姿
が
、
顕
現
し
た
と
い
う

こ
と
で
、
呂
祖
空
中
顕
像
と
い
う
写
真
版
が
売
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
北
支
の
鉄
道
は
華
北
交
通
会
社
の
経
営
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
鉄
道
に

つ
い
て
は
概
念
を
改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
現
在
、
鉄
道
沿
線
の
左
右
各
十
キ
ロ
内
の
村
落
は
、
鉄
路
愛
護
村
と
し
て

組
織
さ
れ
、
匪
賊
の
襲
来
に
対
し
て
村
民
が
自
警
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
列
車
内
や
所
々
に
は
、
会
社
に
属
す
る
一
種
の
警
備
兵
が
配
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
愛
護
村
に
対
し
て
は
、
不
足
物
資
の
配
給
や
穀
物
種
子
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の
分
配
な
ど
が
、
会
社
の
負
担
に
よ
る
安
価
で
な
さ
れ
て
い
る
し
、
其
他
種

々
の
工
作
も
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
鉄
道
は
、
単
な
る
交
通
運
輸
の
機

関
の
み
で
な
く
、
ま
た
治
安
工
作
の
幹
線
で
あ
っ
て
、
各
重
要
都
市
を
つ
な

ぐ
一
本
の
線
を
広
さ
の
あ
る
面
に
ま
で
拡
げ
る
の
を
、
主
眼
と
し
て
る
の
で

あ
る
。
時
々
の
犠
牲
者
も
相
当
に
多
い
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
膠
済
線
に
於
て
は
、
主
要
駅
を
列
車
が
通
過
す
る

毎
に
、
日
本
語
の
歌
と
支
那
語
の
歌
と
が
交
互
に
、
蓄
音
器
か
ら
放
送
さ
れ

る
。
眼
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
の
少
い
広
漠
た
る
平
原
の
中
の
車
中
で
、
そ
れ

ら
の
歌
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
の
は
、
日
支
人
に
と
っ
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
＊
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済
南
は
水
の
都
と
さ
れ
て
い
る
。
泰
山
山
脈
の
地
下
水
が
此
処
に
豊
富
に

噴
出
し
て
、
黒
虎
泉
と
な
り
※
突
泉
と
な
る
。
※
突
泉
は
現
在
、
十
万
余
の

人
々
に
浄
水
を
供
給
し
て
い
る
。

　
こ
の
水
の
都
に
は
、
恐
ら
く
は
支
那
随
一
の
湯
屋
た
る
銘
新
池
が
あ
る
。

豊
富
に
硝
子
を
用
い
た
近
代
的
な
大
建
築
で
、
広
間
に
は
多
数
の
人
々
が
湯

に
ほ
て
っ
た
身
体
を
横
た
え
、
枕
を
並
べ
て
休
ら
っ
て
い
る
。
上
階
の
特
別

室
に
通
れ
ば
、
普
通
の
バ
ス
の
外
に
、
理
髪
、
美
容
術
、
手
足
の
爪
切
り
清

掃
、
耳
掃
除
、
按
摩
な
ど
、
凡
そ
人
体
に
関
す
る
一
切
の
も
の
が
完
備
し
て

い
る
。
湯
に
だ
け
浸
っ
て
帰
り
か
け
る
者
を
、
ボ
ー
イ
は
怪
訝
な
顔
で
見
送

る
。
此
処
に
来
る
支
那
人
は
、
大
抵
半
日
は
費
し
、
一
日
を
費
す
者
も
少
く

な
い
。
一
般
に
支
那
人
に
と
っ
て
は
時
間
は
金
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
そ
の
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一
つ
の
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
湯
屋
で
時
間
を
費
す
よ
り
も
、
旧
市
公
署
の
一
隅
に
佇
む
方
が
楽

し
い
。
韓
復
渠
に
よ
っ
て
建
物
は
自
爆
さ
れ
て
る
が
、
庭
園
は
旧
態
の
ま
ま

で
、
そ
の
池
の
一
つ
に
珍
珠
泉
と
い
う
の
が
あ
る
。
深
い
清
澄
な
池
の
底
か

ら
、
メ
タ
ン
瓦
斯
の
玉
が
幾
つ
も
、
昼
夜
間
断
な
く
湧
き
上
っ
て
い
る
。
旧

名
真
珠
泉
で
現
名
珍
珠
泉
だ
が
、
全
く
真
珠
の
さ
ま
ざ
ま
な
珍
珠
が
水
底
か

ら
湧
き
上
っ
て
く
る
よ
う
で
、
い
つ
ま
で
眺
め
て
い
て
も
倦
き
な
い
。
真
珠

を
砕
い
て
之
を
呑
め
ば
美
人
に
な
る
と
、
支
那
婦
人
の
間
に
は
古
く
か
ら
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
済
南
の
大
明
湖
ほ
ど
実
用
と
風
流
と
を
兼
ね
具
え
て
る
も
の
は
少
な
か
ろ
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う
。
こ
の
広
い
湖
沼
は
、
幾
つ
も
の
私
有
地
に
分
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
蓮

や
蒲
な
ど
の
収
益
を
相
当
に
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
私
有
地
の
間
に
、
舟

を
通
す
水
路
が
幾
筋
も
開
か
れ
て
い
て
、
或
は
狭
く
或
は
広
く
そ
し
て
屈
曲

し
て
、
両
側
に
は
蘆
荻
が
生
い
茂
っ
て
い
る
。
画
舫
に
身
を
托
し
て
こ
の
水

路
を
進
め
ば
、
俗
塵
は
剥
落
し
て
詩
趣
が
湧
く
。

　
一
般
に
支
那
の
都
市
に
あ
る
湖
水
は
、
底
浅
く
薄
濁
り
で
あ
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
に
趣
き
は
異
る
。
絶
勝
と
さ
れ
る
杭
州
の
西
湖
は
、
煙
雨
の
日
に
画
舫

を
浮
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
南
京
の
玄
武
湖
は
、
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
城
壁
を
眺

め
る
に
よ
く
、
北
京
郊
外
万
寿
山
の
昆
明
湖
は
、
モ
ー
タ
ボ
ー
ト
を
走
ら
せ

る
に
よ
く
、
北
京
市
内
の
北
海
・
中
海
・
南
海
は
、
そ
の
周
辺
を
そ
ぞ
ろ
歩

き
す
る
に
よ
い
が
、
済
南
の
大
明
湖
は
、
実
は
画
舫
よ
り
も
和
舟
で
も
浮
べ
、
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そ
の
中
に
寝
こ
ろ
ん
で
無
念
無
想
に
な
る
の
に
適
す
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
北
京
に
は
数
多
く
の
記
念
的
殿
堂
と
公
園
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
主
な
も

の
を
、
遊
覧
バ
ス
で
大
急
ぎ
に
見
廻
る
の
に
も
、
一
日
を
要
す
る
ほ
ど
で
あ

る
。

　
そ
れ
ら
の
主
な
記
念
的
建
築
の
う
ち
、
最
も
有
名
な
万
寿
山
も
旧
紫
金
城

も
、
そ
の
風
趣
に
於
て
は
、
さ
ほ
ど
有
名
で
な
い
天
壇
に
及
ば
な
い
。
天
壇

の
う
ち
で
も
殊
に
そ
の
圜
丘
は
現
代
人
の
心
を
も
打
つ
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。

遠
く
か
ら
見
れ
ば
、
森
の
中
に
築
か
れ
た
白
大
理
石
の
段
丘
で
あ
り
、
三
段

に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
白
色
の
欄
干
の
み
が
目
に
つ
く
。
こ
こ
は
昔
、
毎
年
冬
至

の
未
明
に
、
天
子
斎
戒
し
て
昊
天
上
帝
を
祭
ら
れ
た
所
で
、
そ
の
壇
の
円
形
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は
天
円
地
方
の
義
に
則
り
、
壇
上
の
敷
石
や
欄
干
や
階
段
な
ど
は
天
数
に
応

じ
て
九
の
数
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
た
だ
圜
丘
の
み
で
他

に
何
の
建
造
物
も
な
い
こ
の
壇
上
で
、
お
の
ず
か
ら
感
ぜ
ら
る
る
ほ
ど
、
簡

素
な
豪
華
さ
を
具
え
て
る
の
で
あ
る
。

　
散
歩
場
所
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
有
名
な
中
央
公
園
や
北
海
公
園
や
中
南

海
公
園
な
ど
よ
り
も
、
更
に
す
ぐ
れ
た
所
が
あ
る
。
朝
廷
の
宗
廟
た
り
し
太

廟
の
後
ろ
で
、
多
少
の
時
間
を
持
つ
散
歩
者
は
、
一
度
は
必
ず
足
を
運
ん
で

み
る
が
よ
い
。
そ
こ
の
、
柏
樹
の
大
木
の
も
と
の
粗
末
な
卓
子
に
倚
っ
て
、

粗
末
な
茶
を
す
す
っ
て
い
る
と
、
精
神
の
疲
労
は
た
ち
ま
ち
癒
え
る
し
、
元

気
な
者
は
恋
を
語
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
鳩
の
羽
音
に
驚
い
て
立
上
れ
ば
、
低

い
石
塀
を
越
し
て
、
堀
の
向
う
、
旧
紫
金
城
の
城
壁
下
の
人
通
り
も
少
い
広
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場
に
は
、
看
相
を
業
と
す
る
老
人
が
机
を
据
え
て
お
り
、
そ
の
横
で
は
、
地

面
に
設
け
ら
れ
た
輪
投
遊
び
を
貧
し
げ
な
人
々
が
楽
し
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
前
門
外
と
い
う
言
葉
は
、
北
京
旅
行
者
に
は
た
だ
遊
里
と
響
く
こ
と
が
多

い
。
然
し
こ
こ
に
、
支
那
の
富
有
な
老
舗
は
軒
を
並
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
老

舗
の
奥
深
さ
と
商
品
の
豊
富
さ
と
は
驚
嘆
に
価
す
る
。
例
え
ば
毛
皮
商
の
店

を
訪
れ
て
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
の
毛
皮
が
あ
り
、
数
百
円
数
千
円
の
豪

華
品
が
、
幾
つ
も
の
広
間
の
四
壁
に
処
狭
き
ま
で
に
掛
け
並
べ
て
あ
る
。
ま

た
或
る
楽
屋
に
は
、
高
価
な
六
神
丸
が
一
杯
つ
ま
っ
て
る
箱
の
横
に
、
玉
容

丸
と
称
す
る
洗
顔
用
の
秘
法
練
薬
の
箱
が
あ
り
、
お
し
ゃ
れ
の
者
に
は
一
個

六
銭
で
売
っ
て
く
れ
る
。
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前
門
外
は
元
来
、
こ
う
し
た
老
舗
の
町
で
あ
る
。
そ
の
側
に
遊
里
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
固
よ
り
富
有
な
街
区
へ
の
付
属
物
で
あ
る
。
遊
里
が
付
属
し
て

る
ば
か
り
で
は
な
い
。
前
門
外
を
少
し
出
れ
ば
、
日
本
人
か
ら
俗
に
盗
坊
市

場
と
云
わ
れ
て
る
安
物
市
場
の
あ
る
、
天
橋
一
帯
の
貧
民
街
が
あ
り
、
更
に

他
方
に
は
、
琉
璃
廠
一
帯
の
骨
董
街
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
北
京
に
は
高
級
な
支
那
料
理
屋
が
多
く
、
支
那
各
地
の
料
理
法
ま
で
味
わ

る
る
こ
と
、
上
海
と
好
敵
手
で
あ
る
。
そ
の
料
理
屋
を
一
々
訪
れ
て
歩
く
に

は
、
な
ま
な
か
の
財
布
で
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
料
理

屋
は
、
上
海
の
そ
れ
よ
り
綺
麗
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
が
多
く
て
も
比

較
的
静
か
な
の
が
特
長
で
あ
る
。
無
遠
慮
な
外
国
人
の
客
が
少
い
故
で
あ
ろ
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う
か
、
或
は
北
京
人
が
物
静
か
な
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
雑
沓
を
極
め
た
東
安
市
場
の
中
の
小
酒
家
な
ど
で
も
、
珍
味
が
味
わ
え
る

謂
わ
ば
高
級
小
料
理
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
は
わ
り
に
静
か
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
ま
た
紹
興
老
酒
の
高
級
品
が
あ
り
、
左
党
の
喜
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
い
て
喧
騒
な
人
声
は
少
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
輔
仁
大
学
は
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
属
す
る
大
学
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
女
学
生

は
幸
福
そ
う
で
あ
る
。
恭
親
王
邸
趾
の
美
し
い
錦
華
園
を
持
ち
、
教
室
に
も

宿
舎
に
も
王
邸
の
建
物
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
。
男
の
学
生
は
と
に

か
く
、
女
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
勉
強
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
一
種
の
心
情
の
豊
か
さ
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
学
校
校
舎
に
贅
沢
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な
建
物
は
不
要
だ
と
の
説
が
あ
る
。
た
と
え
バ
ラ
ッ
ク
の
中
に
於
て
も
、
精

神
さ
え
確
固
た
ら
ば
、
勉
強
は
立
派
に
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
そ

れ
は
、
例
え
ば
日
本
内
地
に
於
て
云
い
得
る
こ
と
で
、
支
那
の
現
状
に
は
通

用
し
な
い
。
閉
鎖
放
置
さ
れ
て
る
蘇
州
の
東
呉
大
学
や
済
南
の
済
魯
大
学
な

ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
頭
に
深
く
刻
ま
れ
て
る
支
那
イ
ン
テ
リ
青
年
は
多
か
ろ

う
。
北
京
の
青
年
も
、
北
京
大
学
よ
り
も
燕
京
大
学
や
輔
仁
大
学
に
心
惹
か

れ
る
者
が
多
い
。
建
築
の
完
備
そ
の
も
の
は
一
種
の
魅
力
を
持
つ
し
、
且
つ

は
諸
設
備
や
学
識
に
対
す
る
予
感
を
左
右
す
る
。

　
輔
仁
大
学
に
は
八
ヶ
国
人
の
教
授
が
お
り
、
日
本
人
も
一
人
い
る
。
新
教

授
で
支
那
語
の
出
来
な
い
者
に
は
、
教
授
俸
給
を
支
給
し
な
が
ら
、
支
那
語

の
教
師
を
つ
け
、
二
ヶ
年
間
語
学
を
修
練
さ
せ
た
後
、
は
じ
め
て
教
壇
に
立
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つ
こ
と
が
許
さ
る
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
慎
重
な
準
備
は
、
単
に
教
師
に
つ

い
て
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
考
え
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
学

校
の
建
物
と
て
も
、
準
備
の
中
の
一
つ
と
見
て
よ
い
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
豊
島
与
志
雄
著
作
集
　
第
六
巻
（
随
筆
・
評
論
・
他
）
」
未
来
社

　
　
　1967
（
昭
和42

）
年11

月10

日
第1

刷
発
行

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2006

年4

月26

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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