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特別号外

すし博士が当社に来社
我
が
国
す
し
研
究
の
第
一
人
者

日
比
野
光
敏
先
生
が
当
社
代
表
と
対
談

達
市
に
初
め
て
来
ら
れ
、
当
社
中
井
英
策
商
店
工
場
に
立
寄
ら
れ
た
。

　
そ
の
際
、
当
社
念
願
だ
っ
た
先
生
と
当
社
及
川
代
表
と
の
対
談
が
実

現
、
日
比
野
先
生
の
永
年
に
わ
た
る「
す
し
」研
究
の
生
の
お
話
が
語
ら
れ

た
。

　
今
や
世
界
文
化
遺
産
と
も
な
っ
た
日
本
食
の
中
の
「
す
し
」
の
そ
も
そ
も

の
起
源
や
、
当
社
中
井
英
策
商
店
の
主
力
商
品
「
い
ず
し
」
と
の
関
係
な

ど
、
興
味
深
い
お
話
の
数
々
を
こ
の
紙
面
で
再
現
す
る
。

　
日
本
の
す
し
博
士
が
当
社
中
井

英
策
商
店
に
初
め
て
来
社
さ
れ
た
。

　
我
が
国
の
す
し
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
日
比
野
光
敏
先
生
に
対

し
て
当
社
は
、
か
ね
て
か
ら
面
談
を

お
願
い
し
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど
日
比

野
先
生
は
当
社
の
あ
る
北
海
道
伊

日比野光敏（ひびの・てるとし）
1960 年岐阜県大垣市に生まれる。

1985 年名古屋大学大学院文学研究科（人文地理学）修士課程修了
岐阜市歴史博物館学芸員をへて、前京都府立大学京都和食文化研究
センター特任教授。文化地理学、日本文化論、日本民俗学（生活民俗
学）日本国内における「すし」研究の第一人者。著書『ぎふのすし』

『すしの貌』『すしの歴史を訪ねる』『すしの事典』など。

　
先
生
が
寿
司
研
究
を
始
め
る
き
っ
か
け
は
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
私
は
、
大
学
の
専
攻
が
文
学
部
の
地
理
学
科

だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
科
目
で
「
ど
こ
で
も

好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
自
由
な
テ
ー
マ
で
そ
こ

の
地
域
の
独
自
の
研
究
を
し
な
さ
い
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
大
学
四
年
生
の

時
に
、
和
歌
山
県
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
和
歌

山
の
郷
土
料
理
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
「
馴
れ
ず

し
」
と
言
う
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
ん

で
す
ね
。
寿
し
な
ら
私
も
大
好
き
だ
し
、
面
白

そ
う
だ
な
あ
と
思
っ
て
、
研
究
を
始
め
た
の
が
こ

の
世
界
に
入
る
き
っ
か
け
で
し
た
ね
。

　
そ
こ
で
、
私
は
生
ま
れ
て
初
め
て「
馴
れ
ず
し
」

と
言
う
も
の
を
目
に
し
た
ん
で
す
よ
。

　
先
生
の
ご
出
身
は
ど
ち
ら
で
す
か
？

　
私
は
、
岐
阜
県
の
大
垣
市
の
生
ま
れ
で
、
馴

れ
ず
し
と
言
う
文
化
は
全
く
な
い
土
地
柄
で
し

た
。
同
じ
岐
阜
県
で
も
北
部
の
山
間
部
に
行
き

ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る「
い
ず
し
」と
同
じ
よ
う
な
郷

土
料
理
は
一
部
有
る
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
一

時
間
ほ
ど
下
が
っ
て
東
海
道
沿
線
に
な
る
と
そ
の

よ
う
な
食
文
化
は
全
く
無
く
な
り
ま
す
。

　
初
め
て
触
れ
た
馴
れ
ず
し
は
如
何
で
し
た
か
？

　
色
々
な
意
味
で
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
ね
。
そ
こ
で
、

本
格
的
に
研
究
し
て
み
よ
う
！
と
思
い
、
当
時
の

様
々
な
文
献
な
ど
を
探
し
た
の
で
す
が
、
当
時

は
篠
田
統
先
生
の
「
す
し
の
本
」
だ
け
が
世
に
出

て
い
る
唯
一
の
文
献
で
、
な
ん
だ
・
・
・
こ
れ
だ
け

一
般
的
な
日
本
の
伝
統
食
で
あ
る
寿
し
の
研
究

が
殆
ど
さ
れ
て
い
な
い
ん
だ
・
・
と
い
う
こ
と
に
気

が
付
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
論
文
を
寿
司
を

テ
ー
マ
に
作
成
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
り
ま

し
た
ね
。

　　
そ
の
後
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
た
の
で
す
ね
？

　
実
は
、
私
は
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
普
通
に

就
職
し
て
い
ま
す
。
そ
の
就
職
先
だ
っ
た
の
が
岐

阜
市
の
博
物
館
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
岐
阜
市
に

は
、
鵜
飼
で
有
名
な
長
良
川
が
あ
り
、
そ
こ
で

獲
れ
る「
あ
ゆ
」を
使
っ
た「
あ
ゆ
の
馴
れ
ず
し
」と

い
う
の
が
郷
土
料
理
で
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
こ
で

ま
た
、
馴
れ
ず
し
に
「
再
会
」
し
た
訳
で
す
ね
。

そ
の
「
あ
ゆ
の
馴
れ
ず
し
」
と
い
う
の
は
、
と
て
も

原
始
的
な
馴
れ
ず
し
で
、
あ
ゆ
と
ご
飯
と
塩
だ

け
で
ひ
と
月
位
漬
け
込
ん
で
、
発
酵
さ
せ
る
も
の

で
す
が
、
こ
れ
を
調
べ
て
も
殆
ど
そ
の
資
料
文
献

な
ど
は
無
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
私
な
り
に

調
べ
て
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
を
、
チ
ョ
ッ
ト
し
た

と
こ
ろ
に
出
し
た
と
こ
ろ
、「
す
し
を
研
究
し
て
い

る
日
比
野
と
い
う
の
が
い
る
ら
し
い
」
と
言
う
話

が
広
ま
り
、
そ
れ
で
は
・
・
・
と
い
う
こ
と
で
本
格

的
な
研
究
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
当
時
は
、
す
し
研
究
を
さ
れ
て
い
る
研
究
者

は
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

　
殆
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
先
ほ
ど
の
篠
田

先
生
が
唯
一
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
は
直
接
篠

田
先
生
に
お
会
い
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お

会
い
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
既
に
そ
の
時

は
亡
く
な
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
篠
田
先
生

は
私
に
と
っ
て
は
雲
の
上
の
よ
う
な
方
で
し
た
し
、

研
究
当
初
の
私
の
基
礎
的
な
す
し
の
知
識
は
、

す
べ
て
篠
田
先
生
か
ら
受
け
継
い
だ
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
く
ら
い
偉
大
な
先
生
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
す
し
の
研
究
を
さ
れ
た
方
は
何
人

か
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
専
門
に
ま
と
め
て
い
る

の
は
私
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
静
岡
県
の
清
水
市
に
あ
る
寿
し
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
監
修
も
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
？

　
そ
う
で
す
。
あ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
開
館
か

ら
今
年
で
十
五
年
に
な
り
ま
す
が
、
清
水
港
は

マ
グ
ロ
の
水
揚
げ
日
本
一
で
、
寿
し
を
テ
ー
マ
に
、

市
制
施
行
百
年
を
記
念
し
て
寿
し
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
を
作
ろ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
ん
で
す
。

こ
れ
も
偶
然
な
ん
で
す
が
、
私
は
岐
阜
市
の
博

物
館
の
職
員
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
経

験
と
す
し
研
究
も
専
門
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
業
者
の
方
か
ら
要
請
を
受
け
て
監
修
を

お
手
伝
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。

　　
寿
し
の
本
題
に
入
っ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
寿
し
の
ル
ー
ツ
は
、
日
本
で
は
な
い
と

い
う
説
が
有
力
だ
と
お
聞
き
し
て
い
る
の
で
す
が
。

　
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
も
そ
も
現
在
の
日
本
で

一
般
的
な
寿
し「
握
り
ず
し
」は
、
江
戸
時
代
か

ら
始
ま
る
僅
か
二
百
年
足
ら
ず
の
歴
史
な
ん
で

す
。
寿
し
の
中
で
最
も
歴
史
の
新
し
い
食
文
化

な
ん
で
す
。
と
同
時
に
、
寿
し
は
純
粋
な
「
和

食
」で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
寿
し
の
ル
ー
ツ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
先
ほ
ど
か
ら

お
話
し
て
い
ま
す
「
馴
れ
ず
し
」
の
源
流
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
ズ
バ
リ
東
南
ア
ジ
ア
が
発

祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
の
地
域
で
す

ね
。
こ
こ
で
の
共
通
点
は
ズ
バ
リ
「
お
米
の
世
界

的
な
生
産
地
」と
い
う
こ
と
で
す
。
冷
蔵
庫
な
ど

の
無
い
時
代
、
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
る
川
魚

を
発
酵
さ
せ
て
保
存
食
と
し
て
き
た
食
文
化
が

ズ
バ
リ
馴
れ
ず
し
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、
そ
れ
が
中

国
大
陸
に
北
上
し
、
や
が
て
海
を
渡
っ
て
日
本
に

入
っ
て
き
た
と
み
る
の
が
最
も
有
力
な
説
で
す
ね
。

　
今
で
も
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
馴
れ
ず
し
が
作

ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

　
タ
イ
で
は
「
プ
ラ
ー
ソ
ム
」、
ラ
オ
ス
は
「
ソ
ン

パ
」、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
「
プ
オ
ー
ク
」、
ミ
ャ
ン
マ
ー

で
「
ン
ガ
チ
ン
」
な
ど
と
呼
び
名
は
違
い
ま
す
が
、

今
で
も
盛
ん
に
馴
れ
ず
し
は
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

面
白
い
の
は
何
れ
も
現
地
語
で「
酸
っ
ぱ
い
魚
」と

言
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
分
か
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
よ
ね
。
原
料
と
な
る
魚
は
、
鯉
や

ナ
マ
ズ
な
ど
を
主
に
使
っ
て
い
ま
す
。
体
長
三
〜

四
メ
ー
ト
ル
に
な
る
よ
う
な
鯉
や
ナ
マ
ズ
を
使
っ

て
、
米
で
漬
け
込
み
、
発
酵
さ
せ
て
食
べ
て
い
ま

す
よ
。
ウ
ロ
コ
が
あ
る
方
が
好
き
だ
と
い
う
人
は

鯉
を
使
い
ま
す
が
、
ウ
ロ
コ
は
嫌
だ
と
い
う
人
が

ナ
マ
ズ
を
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
お
ろ
し
た
魚

の
切
身
に
お
米
を
混
ぜ
て
、
空
気
中
に
あ
る
雑

菌
だ
け
で
自
然
発
酵
さ
せ
ま
す（
裏
面
に
続
く
）

及川昌弘（おいかわ・まさひろ）
1957 年 12 月 23 日北海道釧路市生まれ。

北星学園大学経済学部卒業後、食品流通業界専門紙記者、観光

業界出版社共同代表 , 観光事業 NPO 理事長をへて、

義父の経営する珂中井英策商店入社、現在同社代表取締役社長。

当
紙「
き
ん
き
ん
新
聞
」は
、
当

社
中
井
英
策
商
店
が
編
集
発
行

す
る
お
得
意
先
様
対
象
の
当
社

近
況
報
告
通
信
で
す
。
ご
意
見
、

ご
要
望
等
も
承
っ
て
お
り
ま
す
。

握
り
ず
し
の
歴
史
は
僅
か

二

百

年

足

ら

ず

衝
撃
的
だ
っ
た「
馴
れ
ず
し
」

と

の

出

会

い
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い
ず
し
は偐
環
日
本
海
做文
化

き
ん
き
ん
新
聞
次
号（
第
一
九
号
）は
、

九
月
上
旬
に
通
常
版
で
発
行
予
定
で
す
。

お
め
で
た
い
時
、
人
生
の
節
目
、
あ
ら
ゆ
る
機
会

に
、
お
米
が
そ
ば
に
あ
り
ま
し
た
ね
。
い
ず
し
も

そ
ん
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
育
ま
れ
て
き
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
北
海
道
だ
け
で
は
な
い
で
す
。
青
森
か
ら
秋

田
、
新
潟
北
部
か
ら
北
陸
、
京
都
、
兵
庫
県
北

部
、
さ
ら
に
鳥
取
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
よ
。
特

に
、
石
川
県
の
ブ
リ
を
使
っ
た「
か
ぶ
ら
ず
し
」な

ど
は
有
名
で
す
よ
ね
。
日
本
で
の
そ
の
歴
史
は

様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
い
ず
し
も
「
漬

物
」
が
枝
分
か
れ
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
ま
す
。

野
菜
な
ど
を
糀
で
発
酵
さ
せ
て
漬
込
ん
だ
の
が
、

い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
「
漬
物
」
で
、
魚
を
同
じ
よ

う
に
漬
け
込
ん
だ
の
が「
い
ず
し
」と
考
え
て
い
ま

す
。
ど
ち
ら
も
「
漬
物
」
の
流
れ
と
し
て
見
た
方

が
私
は
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
青

森
県
津
軽
地
方
で
は
、
イ
カ
で
い
ず
し
を
漬
け

込
む
ん
で
す
が
、
ご
飯
を
入
れ
て
発
酵
さ
せ
る
と

酸
っ
ぱ
く
な
る
の
で
売
れ
な
い
か
ら
、
ご
飯
を
入

れ
な
い
で
、
糀
と
野
菜
だ
け
で
発
酵
さ
せ
て
作
る

「
イ
カ
の
て
っ
ぽ
う
漬
け
」
と
い
う
の
が
今
で
も
売

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ご
飯
を
入
れ
て
発
酵
さ

せ
た
す
し
が
好
き
な
人
は
ご
飯
を
入
れ
る
し
、

そ
れ
が
嫌
い
な
人
は
ご
飯
を
入
れ
な
い
。
作
り

方
、
食
べ
方
に
ル
ー
ル
な
ど
無
い
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
地
元
津
軽
の
人
に
言
わ
せ
る
と「
漬
物

も
す
し
も
同
じ
だ
」と
言
う
感
覚
だ
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
何
故
「
い
ず
し
」と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
魚
を
ご
飯
で
漬
け
込
み
発
酵
さ
せ
る
か
ら
、

ご
飯
で
発
酵
さ
せ
る
寿
し「
飯
寿
し
」と
な
っ
た
ん

だ
と
い
う
説
が
良
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、

魚
を
「
い
お
」
と
呼
び
ま
す
の
で
、
そ
の
「
い
お
ず

し
」
が
「
い
ず
し
」
に
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
説

も
有
力
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
北
海
道
で
こ
れ
だ
け
い
ず
し
が
定
着
し
、
現

在
で
も
一
般
的
に
食
さ
れ
て
い
る
理
由
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
？

　
こ
れ
が
難
し
い
ん
で
す
よ
。
い
ま
だ
に
明
確
な

答
え
は
導
き
出
せ
て
い
ま
せ
ん
。

　
た
だ
私
の
考
え
方
で
す
が
、
い
ず
し
と
い
う
の

は
、
原
始
的
な
「
馴
れ
ず
し
」
が
、「
な
ま
な
れ
」

　
そ
の
証
拠
に
、
北
海
道
の
先
住
民
族
の
ア
イ

ヌ
の
人
た
ち
は
「
米
食
」
の
文
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
然
、
い
ず
し
も
知
り
ま
せ
ん
ね
。
北
海
道
に

開
拓
で
入
植
し
た
日
本
人
（
和
人
）が
、
持
ち
込

ん
だ
当
時
の
最
新
の
流
行
食
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
ね
。
新
し
い
か
ら
流
行
し
た
、
そ
の
流

行
が
現
在
も
続
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
自

然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
般
的
な
握
り
ず

し
の
歴
史
が
今
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
余
り
変
わ
ら
な
い
歴
史

の
新
し
い
食
文
化
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　「
い
ず
し
」は
、
古
い
伝
統
食
だ
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
ね
？

　
そ
う
で
す
。
し
か
も
、
北
海
道
の
い
ず
し
は
、

い
ず
し
が
生
ま
れ
た
当
時
の
原
型
を
忠
実
に

守
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
北
海
道
の
雨
竜
郡
と
言
う
地
域
が
あ
り
ま
す

よ
ね
？
そ
こ
に
富
山
県
か
ら
集
団
で
入
植
し
て

開
拓
に
入
っ
た
地
域
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で

は
、
北
海
道
で
唯
一
「
本
格
的
な
富
山
の
押
し

ず
し
」
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
、「
こ
れ
が
富
山
の
本
当
の
押
し
ず
し

だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
で
は
地
元
富

山
県
で
は
、「
あ
ん
な
押
し
寿
司
は
今
で
は
作
っ

て
い
な
い
」と
い
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
富
山
で

は
押
し
ず
し
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
北
海
道
雨
竜
郡
に
入
植

し
た
開
拓
農
民
の
末
裔
の
今
の
方
々
は
、
か
た

く
な
に
そ
の
伝
統
を
守
っ
て
「
富
山
風
押
し
ず

し
」
と
し
て
作
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
、
北
海
道
の
皆
さ
ん
は
、
い
ず
し
の

文
化
を
忠
実
に
守
り
続
け
て
い
る
と
も
い
え
る
の

で
す
。

　
そ
れ
は
驚
き
で
す
ね
。
意
外
で
す
。
我
々
北

　
発
酵
さ
せ
る
期
間
は
ど
れ
位
で
す
か
？

　
漬
け
込
ん
で
か
ら
三
〜
四
日
で
食
べ
ち
ゃ
い

ま
す
。
僅
か
三
〜
四
日
で
発
酵
し
て
し
ま
う
ん

で
す
よ
。
確
か
に
酸
っ
ぱ
い
で
す
か
ら
・
・
・
、
や

は
り
気
温
が
高
い
せ
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

　
た
だ
、
彼
ら
の
国
々
は
何
れ
も
多
民
族
国
家

で
、
こ
れ
ら
の
馴
れ
ず
し
を
全
く
食
べ
な
い
、
作

ら
な
い
民
族
も
い
ま
す
。
作
る
の
は
い
ず
れ
も
山

間
部
か
ら
来
た
民
族
な
ん
で
す
ね
。
聞
く
と

「
六
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
作
っ
て
い
る
」
と
言
う
ん
で

す
。
先
ほ
ど
の
ル
ー
ツ
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
中

国
山
間
部
で
馴
れ
ず
し
を
作
っ
て
い
る
民
族
に

取
材
す
る
と
「
紀
元
前
数
世
紀
か
ら
作
っ
て
い

る
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ル
ー
ツ
と

言
う
の
は
様
々
な
説
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
立
証

す
る
証
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は

言
っ
て
お
き
た
い
で
す
。

　
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
中
国
か
ら
と
言
う
こ
と

に
な
り
ま
す
か
？

　
そ
の
通
り
で
す
。
三
世
紀
頃
、
日
本
で
は
卑

弥
呼
の
時
代
で
す
。
そ
の
時
代
は
、
当
時
の
中

国
と
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で

す
の
で
、
そ
こ
で
民
間
交
流
の
中
か
ら
日
本
に
伝

わ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
朝
鮮
半
島
で
も
い
ず
し
に
似
た
よ
う
な
も
の

が
あ
る
と
聞
い
て
ま
す
が
・・・
。

　
韓
国
で
も
「
シ
ッ
ケ
」
と
言
い
ま
し
て
、
ス
ケ
ソ

ウ
ダ
ラ
を
原
料
に
し
た
い
ず
し
に
似
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。
糀
で
な
く
、
麦
芽
を
使
っ
て
米
を
混
ぜ

て
発
酵
さ
せ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
韓
国
ら
し
く

唐
辛
子
を
大
量
に
入
れ
て
い
ま
す
、
で
す
か
ら

見
た
目
は
真
っ
赤
な
ん
で
す
よ
。

　
考
え
て
み
れ
ば
、
韓
国
で
は
キ
ム
チ
で
も
白

菜
と
白
菜
の
間
に
イ
カ
の
塩
辛
を
入
れ
て
漬
け

込
む
人
も
い
ま
す
。「
こ
の
方
が
出
汁
が
良
く
出

る
」
と
言
っ
て
で
す
ね
。
魚
も
野
菜
も
一
緒
に
普

通
に
漬
け
込
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
野
菜
の

割
合
が
高
い
の
を「
キ
ム
チ
」と
呼
ん
で
、
逆
に
魚

の
割
合
が
多
い
の
を
「
シ
ッ
ケ
」
と
呼
ん
で
い
る
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、
漬
物
と
寿
し
と
分
け
て
考

え
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
最
近
は
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
い
よ
い
よ
日
本
に
伝
わ
っ
て
来
る
わ
け

で
す
が
、
当
初
は
西
日
本
中
心
で
そ
の
後
、
北

海
道
に
伝
わ
っ
て
来
る
わ
け
で
す
ね
？

　
日
本
に
入
っ
て
き
た
当
初
は
、
や
は
り
九
州
か

ら
関
西
に
か
け
て
西
日
本
中
心
だ
っ
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
最
初
は
民
間
交
流
か
ら
入
っ
て
き

た
馴
れ
ず
し
が
、
や
が
て
当
時
の
朝
廷
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
租
税
の
一
部
と
し
て
朝
廷
に
貢
物

と
し
て
当
時
伝
わ
っ
た
ば
か
り
の
馴
れ
ず
し
が
使

わ
れ
た
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
九
州
で

は
「
ふ
な
ず
し
」
を
朝
廷
に
差
し
出
せ
と
い
う
命

令
が
出
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
九
州
か
ら
や
が
て
関
西
へ
、

そ
し
て
時
代
と
と
も
に
日
本
海
沿
い
に
北
上
し

て
、
北
海
道
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
古
代
の
馴
れ

ず
し
の
名
残
は
、
全
国
各
地
で
僅
か
に
残
っ
て
い

ま
す
が
、
ほ
ぼ
衰
退
の
一
途
で
す
。
現
在
で
も

残
っ
て
い
る
の
は
、
滋
賀
県
を
中
心
と
し
た
「
ふ

な
ず
し
」
石
川
県
の
「
か
ぶ
ら
ず
し
」
秋
田
県
の

「
ハ
タ
ハ
タ
ず
し
」
青
森
県
津
軽
地
方
の「
鮭
い
ず

し
」
な
ど
が
今
で
も
作
ら
れ
、
郷
土
料
理
と
し
て

残
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
韓
国
の
「
シ
ッ
ケ
」
も

韓
国
で
も
日
本
海
側
の
文
化
で
す
。
東
シ
ナ
海

沿
い
の
西
海
岸
地
域
で
は
全
く
そ
の
様
な
食
文

化
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
私
が
良
く

言
う
い
ず
し
は
「
環
日
本
海
文
化
」
と
言
え
る
の

で
す
。
先
の
韓
国
の「
シ
ッ
ケ
」も
、
日
本
海
を
挟

ん
で
日
本
か
ら
韓
国
に
伝
わ
っ
た
食
文
化
で
は

な
い
か
と
言
う
の
が
私
の
持
論
な
ん
で
す
。

　
そ
の
中
で
も
、
北
海
道
で
の
い
ず
し
の
存
在
は

傑
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
。

　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
北
海
道
で
の
い
ず

し
文
化
の
定
着
と
現
在
で
の
健
在
ぶ
り
は
、
馴

れ
ず
し
文
化
が
衰
退
す
る
全
国
的
な
傾
向
の
中

で
は
異
端
的
な
存
在
で
す
し
、
私
の
よ
う
な
寿

し
研
究
者
に
と
っ
て
も
頼
も
し
い
地
域
で
、
研
究

の
し
甲
斐
の
あ
る
地
域
な
ん
で
す
よ
。

　
糀
を
使
っ
て
魚
を
発
酵
さ
せ
て
食
す
る
「
い
ず

し
」は
、
北
海
道
独
特
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
よ
う
に
、
本
州
方
面
で
は
割
と
自
由
な
形

態
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一

方
で
、
北
海
道
は
頑
固
に
い
わ
ゆ
る
、
魚
と
米
、

糀
、
野
菜
で
発
酵
さ
せ
る
と
い
う「
い
ず
し
」の
製

造
工
程
を
守
っ
て
来
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

に
進
化
し
て
、
そ
れ
に
野
菜
や
糀
を
入
れ
て
短

期
間
で
発
酵
さ
せ
る
「
い
ず
し
」
へ
と
発
展
し
て

い
っ
た
こ
の
い
ず
し
へ
進
化
し
た
時
期
と
言
う
の

は
、
一
五
世
紀
頃
と
見
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
比
較
的
食
文
化
的
に
は
新
し
い
文
化
な
ん

で
す
よ
。
北
海
道
は
、
本
州
な
ど
に
比
べ
る
と

比
較
的
歴
史
が
浅
い
地
域
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
地
域
と
言
う
の
は
新
し
い
文
化
も
容
易
に
受

け
入
れ
て
、
根
付
い
て
し
ま
う
の
も
早
い
の
か

な
？
と
言
う
推
論
を
立
て
て
い
ま
す
。

海
道
民
は
い
ず
し
は
、
古
い
伝

統
食
と
言
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

の
で
す
が
、
寿
し
全
体
の
歴
史

と
し
て
は
新
し
い
文
化
だ
っ
た
ん

で
す
ね
？

　
そ
う
で
す
。
古
い
と
思
っ
て

い
た
も
の
が
実
は
新
し
い
、
新

し
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
逆
に

古
い
・
・
・
な
ん
て
こ
と
が
食
文

化
に
は
有
り
得
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
と
、
弥
生
時
代
か
ら
日
本

人
は
伝
統
的
に
「
米
」
中
心
の

文
化
を
形
成
し
て
来
ま
し
た
ね
。

食べ方にルール無し
自由な発想で楽しもう

馴
れ
ず
し
日
本
伝
来
は

偐
卑
弥
呼
做
の
時
代
か

古
く
て
新
し
い
食
文
化
に
誇
り
を

飯
寿
し
は
魚
の

『

漬

け

物

』

魚（
い
お
）ず
し
が
変
化

し
て
「
い
ず
し
」
に

韓
国
日
本
海
側
に
も
韓
流

い
ず
し
『
シ
ッ
ヶ
』
が

　
た
だ
私
が
懸
念
し
て
い
る
の
が
、
北
海
道
で
も

若
い
人
の
間
で
い
ず
し
の
文
化
が
廃
れ
て
行
っ
て

し
ま
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
。
親
が
い
ず

し
を
食
べ
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
子
供
も
食

べ
な
く
な
る
、
そ
の
連
鎖
が
心
配
な
の
で
す
が
。

　
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
て
い
る
よ
う
に
、
北
海
道

は
全
国
的
に
は
珍
し
い
い
ず
し
の
文
化
が
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
る
地
域
で
す
。
こ
の
文
化
は
大
切
に

守
っ
て
も
ら
い
た
い
と
私
も
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

為
に
は
、
あ
ま
り
堅
く
考
え
ず
に
、
自
由
な
発

想
で
現
代
人
の
嗜
好
に
合
っ
た
い
ず
し
を
創
造

し
て
行
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

伝
統
的
な
製
法
に
こ
だ
わ
っ
た
い
ず
し
も
き
ち
ん

と
伝
承
し
、
新
し
い
形
の
い
ず
し
も
同
時
に
食
べ

ら
れ
る
・
・
・
そ
ん
な
自
由
な
土
地
柄
で
あ
っ
て
も

良
い
と
思
う
の
で
す
。
良
く
私
は
、「
回
転
寿
司

の
台
頭
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？
」
と
質
問
さ
れ

る
の
で
す
が
、
決
し
て
回
転
ず
し
が
悪
い
と
は
思

い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、「
本
当
の
す
し
」っ
て
何

な
の
か
？
誰
も
そ
の
答
え
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
小
う
る
さ
い
文
化
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
大

事
な
こ
と
は
、
伝
統
的
な
馴
れ
ず
し
か
ら
、
い
ず

し
、
握
り
ず
し
な
ど
の
そ
の
時
代
、
時
代
の
形
態

の
寿
し
を
残
し
、
い
つ
で
も
そ
れ
ら
の
「
す
し
」
を

楽
し
め
る
環
境
を
守
っ
て
行
く
こ
と
こ
そ
大
切
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
し
の
新
し
い
食
べ
方
の
提
案
も
大
切
に

な
っ
て
来
ま
す
ね
？

　
そ
の
と
お
り
で
す
。
何
度
も
言
い
ま
す
が
、

す
し
の
食
べ
方
に「
決
ま
り
」な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。

自
由
な
発
想
で
、
す
し
を
楽
し
む
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
現
地
の
馴
れ

ず
し
を
フ
ラ
イ
に
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。
油
で
揚

げ
る
こ
と
で
酸
味
が
ま
ろ
や
か
に
な
る
ん
で
す
ね
。

今
で
は
、
生
で
食
べ
る
人
は
い
な
い
そ
う
で
す
。

必
ず
火
を
通
す
そ
う
で
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、

玉
ね
ぎ
や
唐
辛
子
な
ど
の
野
菜
を
薄
く
切
っ
て

そ
れ
に
す
し
を
乗
せ
て
食
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
な

ん
か
、
北
海
道
の
い
ず
し
で
試
し
て
み
て
も
面
白

い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
日
本
国
内
で
も
秋
田

県
で
は
、
ハ
タ
ハ
タ
ず
し
を
焼
い
て
食
べ
る
習
慣

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
福
島
県
の
会
津
地
方
で
は
、

堅
い
身
欠
き
に
し
ん
を
い
ず
し
に
漬
け
る
習
慣

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
身
欠
き
に
し
ん
の
い
ず

し
を
焼
い
て
柔
ら
か
く
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。
と

て
も
美
味
し
い
で
す
よ
。

　
ま
た
、
握
り
ず
し
で
す
が
、
四
国
の
高
知
県

の
山
の
中
で
は
、
ナ
ス
や
大
根
な
ど
の
野
菜
を

使
っ
た
握
り
ず
し
を
大
晦
日
に
大
量
に
作
っ
て
、

食
べ
残
し
て
堅
く
な
っ
た
そ
れ
ら
の
握
り
ず
し
を

焼
い
て
柔
ら
か
く
し
て
食
べ
る
地
方
も
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
い
ず
し
や
馴
れ
ず
し
を
焼
い
て
食
べ

る
と
い
う
の
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
実
際
の
製
造
方
法
も
色
々
と
工

夫
さ
れ
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

前
述
の
津
軽
の
鉄
砲
漬
け
で
は
な
い
で
す
が
、

思
い
切
っ
て
ご
飯
の
量
を
少
な
く
し
、
さ
ら
に
は

魚
と
糀
だ
け
で
漬
け
て
み
る
と
か
、
そ
う
な
る
と

従
来
の
「
い
ず
し
」
と
は
違
っ
た
方
向
へ
行
く
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
じ
ゃ
な
い

で
す
か
、
前
述
の
と
お
り
い
ず
し
作
り
に
決
ま
り

な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
自
由
な
発
想
で
、
新
し
い
い

ず
し
文
化
を
作
っ
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
日
は
本
当
に
、
遠
路
お
越
し
頂
き
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
聞
き
手
は
当
社
及
川
代
表
）

『
飯
寿
し
の
原
型
』を
守
り

続
け
る
北
海
道
の
食
文
化

誰
も
知
ら
な
い

『
本
当
の
す
し
』

い
ず
し
の
新
し
い
食
べ

方
を
皆
で
考
え
よ
う

特別号外


