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優
秀
賞

優
秀
賞

葛
飾
区
立
新
宿
中
学
校
　
一
年
　
　
　
小
川
　
由
晏

東
京
の
郷
土
料
理
を
守
る
た
め
に

　

み
な
さ
ん
は「
日
本
を
代
表
す
る
料
理
」
と
聞
い
て
、
ど
ん
な

食
べ
物
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
天
ぷ
ら
、
う
な
ぎ
の
蒲
焼
、
そ

ば
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
最
も
有
名
な
も
の
は
や
は
り
握
り
寿
司

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

東
京
の
郷
土
料
理
の
一
つ
に「
江
戸
前
寿
司
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
に
登
場
し
、
魚
を
酢
や
塩
で
し
め
た
り
、
煮
た

り
焼
い
た
り
す
る
な
ど
寿
司
だ
ね
に
一
手
間
加
え
る
こ
と
に
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
で
は
江
戸
前
寿
司
の「
江
戸
前
」
と
は
ど
の
よ
う

な
意
味
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
は「
江
戸
城
の
前
」。
江
戸
前
寿

司
と
は
、
現
在
の
羽
田
沖
か
ら
江
戸
川
の
あ
た
り
で
獲
れ
た
魚
介

類
を
使
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
そ
の
場
所
を
地
図
で
確
認
し
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
、

魚
が
獲
れ
た
場
所
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
土
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
現
在
の「
江
戸
前
」は
、
東
京
湾
全
域

を
指
す
こ
と
が
多
い
で
す
。

　

次
に
、
魚
が
育
つ
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
か
つ
て
の

江
戸
前
の
代
表
格
だ
っ
た
カ
レ
イ
類
、
ア
ナ
ゴ
な
ど
の
主
に
海
底

に
い
る
魚
は
、
近
年
、
獲
れ
る
量
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
原

因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
河
川
の
水
質
が
悪
化
し
た
こ
と
で

す
。
東
京
湾
に
は
数
多
く
の
川
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
江
戸
時

代
、
集
落
か
ら
流
れ
出
る
生
活
排
水
や
農
業
排
水
に
豊
富
に
含
ま

れ
て
い
る
栄
養
が
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
増
や
し
、
魚
を
大
き
く
美
味

し
く
育
て
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、
私
た
ち
の
生
活
か
ら
流
れ
出

る
生
活
排
水
の
量
は
、
江
戸
時
代
と
比
べ
格
段
に
多
く
、
海
に
流

れ
込
む
栄
養
量
は
増
え
す
ぎ
て
い
ま
す
。
結
果
、
東
京
湾
の
水
質

を
悪
化
さ
せ
、
魚
の
命
や
漁
獲
量
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
江
戸
前
寿
司
と
そ
の
魚
が
育
つ
東

京
湾
の
環
境
問
題
は
深
く
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
生
活
の
豊
か
さ
や
便
利
さ
の
た
め
に
湾
を
埋
め
立

て
、
東
京
湾
の
水
質
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
け
ば
、
魚
が
い
な
く

な
り
、
も
し
か
し
た
ら
江
戸
前
寿
司
が
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
東
京
湾

の
環
境
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
で
は
、
私
た
ち
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。
東
京
湾
の
汚
れ
の
原
因
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン

ト
が
生
活
排
水
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
生
活
排
水
の
四
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
台
所
か
ら
の
汚
れ
で
す
。
つ
ま
り
、
台
所
か
ら
の

汚
れ
を
減
ら
す
こ
と
が
大
切
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
食
器
洗
い
を

す
る
と
き
に
、
汚
れ
た
お
皿
を
そ
の
ま
ま
水
で
流
す
の
で
は
な

く
、
拭
き
取
っ
て
か
ら
洗
っ
た
り
、
料
理
で
残
っ
て
し
ま
っ
た
油

を
固
め
て
捨
て
た
り
す
る
こ
と
で
、
排
水
の
汚
れ
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
植
物
成
分
の
石
け
ん
や
無
リ
ン
洗
剤
を

使
う
こ
と
も
、
海
に
流
れ
出
る
余
分
な
栄
養
を
減
ら
す
こ
と
に
繋

が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

郷
土
料
理
と
は
、
そ
の
地
域
に
根
付
い
た
産
物
を
使
っ
て
、
独

自
の
調
理
方
法
で
作
り
、
地
域
に
広
く
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
料

理
の
こ
と
で
す
。
江
戸
前
寿
司
以
外
に
も
東
京
に
は
数
多
く
の
郷

土
料
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
こ
こ「
東
京
」と
い
う

地
で
し
か
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な

郷
土
料
理
を
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
も
守
り
続
け
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
郷
土
料
理
を
守
る
こ
と
は
、
昔
か
ら

伝
わ
る
味
や
調
理
方
法
な
ど
を
受
け
継
ぎ
、
伝
統
や
歴
史
を
繋
い

で
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
自
然
環
境
も
守
っ

て
い
く
こ
と
に
繋
が
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。
私
は
、
自
然
環
境
を

守
る
た
め
に
自
分
に
何
が
で
き
る
の
か
、
環
境
問
題
を
少
し
で
も

改
善
で
き
る
た
め
に
今
す
べ
き
こ
と
は
何
か
を
日
常
の
中
で
考

え
、
東
京
の
郷
土
料
理
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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優
秀
賞

優
秀
賞

世
田
谷
区
立
砧
中
学
校
　
三
年
　
　
　
田
村
　
梨
佳

東
京
の
地
産
地
消
を
考
え
る

　

家
の
近
く
の
ス
ー
パ
ー
に
は「
農
家
さ
ん
家
か
ら
直
送
」
と

い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
母
は
買
い
物
の
時
に
は
必
ず
こ
こ
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。
野
菜
の
入
っ
て
い
る
袋
に
は
ラ
ベ
ル
が

貼
っ
て
あ
り
、
そ
こ
に
は
生
産
地
と
生
産
者
の
名
前
が
書
か
れ
、

売
り
場
に
は
生
産
者
の
写
真
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の

コ
ー
ナ
ー
以
外
で
も
同
じ
野
菜
は
売
っ
て
い
る
が
多
少
割
高
で

も
こ
こ
か
ら
野
菜
を
選
ぶ
理
由
を
母
に
聞
く
と
、
地
産
地
消
の
メ

リ
ッ
ト
っ
て
大
き
い
で
し
ょ
、
と
答
え
た
。

　

地
産
地
消
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
る
が
、
私
自
身
が
気
に
し

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
調
べ
て
み
る
と
確
か
に
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
。
鮮
度
の
良
い
食
品
が
手
に
入
り
、
そ
れ
を
誰
が

作
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
安
心
感
が
あ
る
。
安
心
感
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
大
き
さ
や
形
が
規
格
外
の
商
品
で
も
購
入
し
よ
う
と
い
う

気
に
な
り
、
廃
棄
食
料
を
減
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま

た
地
域
の
食
文
化
の
継
承
と
い
う
点
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
い
ざ
東
京
産
の
食
品
を
手
に
取
ろ
う
と
し
て
も
東
京

産
の
も
の
は
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
ス
ー
パ
ー
の
直
販
コ
ー

ナ
ー
で
も
数
々
の
旬
の
野
菜
が
並
ん
で
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
関

東
近
郊
の
県
産
で
東
京
産
の
野
菜
は
非
常
に
少
な
く
、
全
体
の
一

割
に
も
満
た
な
い
。
農
林
水
産
省
の
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
二
一

年
の
東
京
都
の
農
業
産
出
額
は
一
九
六
億
円
で
二
〇
一
五
年
以
降

は
特
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
数
字
は
全
国
四
十
七
位
、
つ
ま

り
最
下
位
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
の
野
菜
農
家
は
直
売
所
な
ど
に

向
け
た
少
量
多
品
目
の
形
態
が
多
く
、
東
京
都
で
生
産
さ
れ
る
農

作
物
の
八
割
は
直
売
や
庭
先
販
売
で
販
売
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

道
理
で
東
京
産
の
野
菜
を
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
わ
け
だ
。
こ

の
ま
ま
東
京
の
農
産
物
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
し
ま
う
の

か
。

　

野
菜
の
流
通
と
い
う
点
に
目
を
付
け
た
、
農
家
と
消
費
者
を
つ

な
ぐ
農
業
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
取
り
組
み
が
あ
る
。
収
穫
し
た
野

菜
を
集
荷
場
に
持
ち
込
み
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
操
作
で
出
荷
先
と
価
格

を
選
択
す
る
こ
と
で
販
売
先
の
レ
ジ
に
対
応
し
た
バ
ー
コ
ー
ド
付

き
ラ
ベ
ル
が
出
来
上
が
る
。
そ
れ
を
袋
に
貼
れ
ば
ス
ー
パ
ー
の
直

売
場
に
届
け
て
く
れ
る
仕
組
み
で
、
農
家
側
は
販
路
の
拡
大
が
容

易
に
可
能
と
な
る
。
ま
た
飲
食
店
へ
産
地
直
送
野
菜
を
届
け
る
サ

イ
ト
や
ア
プ
リ
も
存
在
す
る
。
市
場
を
通
し
た
流
通
で
は
収
穫
か

ら
納
品
ま
で
三
〜
四
日
か
か
る
が
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
収
穫
翌
日

に
必
要
量
が
飲
食
店
に
届
く
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｔ

技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
鮮
度
の
良
い
食
材
が
届
く
と
い
う
消

費
者
の
満
足
と
、
農
家
の
収
益
確
保
の
両
方
を
実
現
す
る
仕
組
み

が
開
発
さ
れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
手
掛
け
る
企
業
が
増
え
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
東
京
の
農
業
を
衰
退
さ
せ
な
い
た
め
に
は
大
消
費

地
が
近
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、
農
家
が
儲
か
る
仕
組
み

を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
。

　

ま
た
、
東
京
産
農
作
物
の
地
産
地
消
を
推
進
す
る
た
め
の
取
り

組
み
と
し
て
、
東
京
都
は
事
業
者
に
対
し
て
補
助
金
交
付
を
行
っ

て
い
る（
東
京
産
農
産
物
消
費
拡
大
支
援
事
業
）。
こ
う
い
っ
た
行

政
の
サ
ポ
ー
ト
を
活
用
し
、
情
報
発
信
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど
を

通
し
て
、
東
京
産
農
産
物
の
消
費
拡
大
と
販
路
開
拓
の
取
組
み
が

よ
り
活
発
に
な
る
こ
と
に
期
待
す
る
。

　

東
京
に
は
お
い
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
日
本
中
、
世
界

中
の
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
料
理
が
楽
し
め
る
。
選
択
肢
が
多
い
中

で
も
、
江
戸
前
寿
司
や
も
ん
じ
ゃ
焼
き
、
深
川
め
し
と
い
っ
た
郷

土
料
理
や
、
佃
煮
や
べ
っ
た
ら
漬
け
と
い
っ
た
東
京
の
特
産
品
を

食
べ
、
他
府
県
の
友
人
や
親
戚
が
来
た
時
に
は
そ
れ
ら
を
紹
介
し

一
緒
に
食
べ
て
楽
し
む
。
そ
し
て
、
生
産
者
と
の
交
流
会
や
マ
ル

シ
ェ
等
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
り
、
直
売
所
に
足
を
運
び
東
京

産
の
食
材
を
購
入
し
食
し
た
り
す
る
こ
と
で
地
産
地
消
の
取
り
組

み
に
一
役
買
い
、
東
京
の
恵
み
を
こ
れ
か
ら
も
味
わ
い
続
け
て
い

き
た
い
。
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優
秀
賞

優
秀
賞

暁
星
中
学
校
　
二
年
　
　
　
野
村
　
勇
輝

駄
菓
子
の
世
界
に
見
る
東
京
食
文
化
の
魅
力

　

ネ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
や
ス
マ
ホ
の
急
速
な
普
及
、
さ
ら
に
は
コ
ロ
ナ

禍
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
等
の
影
響
に
よ
り
、
僕
た
ち

若
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
低
下
し
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　

し
か
し
、
僕
は
、
未
だ
に
ネ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
も
ス
マ
ホ
も
持
っ
て

い
な
い
。
休
日
に
は
友
人
と
近
所
の
川
や
東
京
近
郊
の
海
で
釣
り

を
し
た
り
、
緑
の
多
い
場
所
で
生
き
物
を
捕
獲
し
た
り
す
る
と

い
っ
た
リ
ア
ル
な
遊
び
を
全
身
で
楽
し
ん
で
お
り
、
バ
ー
チ
ャ
ル

ツ
ー
ル
に
は
な
い
醍
醐
味
を
堪
能
し
、
対
面
に
よ
り
分
か
ち
合
う

喜
び
に
勝
る
も
の
は
な
い
と
実
感
し
て
い
る
。

　

僕
の
生
ま
れ
育
つ
東
京
に
も
、
食
文
化
を
通
じ
た
素
晴
ら
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
昔
な
が

ら
の
駄
菓
子
屋
の
世
界
だ
。

　

我
が
家
は
代
々
東
京
に
住
ん
で
い
る
が
、
と
り
わ
け
母
の
実
家

の
あ
る
地
域
で
は
、
曾
祖
父
の
代
か
ら
続
く
駄
菓
子
屋
が
今
も
数

軒
営
業
し
て
い
る
。

　

両
親
は
、
駄
菓
子
屋
に
入
る
と
今
で
も
、
ド
キ
ド
キ
ワ
ク
ワ
ク

と
い
っ
た
、
複
雑
で
懐
か
し
い
感
情
が
湧
き
上
が
り
、
一
瞬
に
し

て
童
心
に
返
る
と
い
う
。
僕
も
そ
れ
が
よ
く
分
か
る
。
僕
も
幼
い

頃
か
ら
弟
達
と
駄
菓
子
屋
に
通
っ
て
お
り
、
昔
な
が
ら
の
素
朴
な

菓
子
や
カ
ラ
フ
ル
な
菓
子
が
雑
多
に
所
狭
し
と
並
ぶ
様
子
は
壮
観

で
、
僕
の
好
奇
心
を
大
い
に
か
き
立
て
る
。

　

駄
菓
子
屋
は
、
主
な
顧
客
を
子
供
と
す
る
、
他
に
類
を
見
な
い

商
業
形
式
の
店
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
駄
菓
子
と
い
う
食
文
化
を
通

じ
た
子
供
同
士
の
社
交
の
場
で
あ
り
、
小
遣
い
の
範
囲
で
大
人
と

経
済
取
引
が
で
き
る
貴
重
な
場
で
も
あ
る
。
ま
た
、
家
や
学
校
と

は
隔
離
さ
れ
た
子
供
だ
け
の
秘
密
基
地
と
も
い
え
る
。

　

駄
菓
子
の
食
文
化
を
通
し
て
駄
菓
子
屋
で
学
べ
る
こ
と
は
数
多

い
。
昔
な
が
ら
の
伝
統
菓
子
自
体
の
魅
力
、
小
遣
い
の
範
囲
で
好

き
な
物
を
購
入
す
る
た
め
の
計
算
力
の
ほ
か
、
雑
然
と
並
ぶ
駄
菓

子
の
無
秩
序
な
面
白
さ
に
触
れ
ら
れ
る
一
方
、
異
年
齢
同
士
で
の

譲
り
合
い
や
店
主
と
の
や
り
取
り
を
通
じ
た
約
束
事
や
礼
儀
作
法

な
ど
の
秩
序
を
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
魅
力
的
な
食
文
化
等
を
伝
え
る
駄
菓
子
屋
が
僕
の

地
元
に
は
今
も
点
在
す
る
が
、
両
親
の
子
供
時
代
と
比
べ
る
と
明

ら
か
に
減
少
し
て
お
り
、
僕
は
、
伝
統
菓
子
と
文
化
の
絶
滅
を
危

惧
し
て
い
る
。

　

こ
の
絶
滅
の
危
機
を
打
破
し
、
駄
菓
子
を
通
じ
た
東
京
の
食
文

化
の
魅
力
を
広
め
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
学
校
給
食
の
デ
ザ
ー
ト

に
駄
菓
子
を
提
供
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
駄
菓
子
の
素
朴
な

美
味
し
さ
を
次
世
代
の
子
供
達
に
実
際
に
味
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と

は
、
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
る
一
番
の
近
道
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
ソ
ラ
マ
チ
等
の
観
光
エ
リ
ア
や
深
川
江
戸
資
料
館
等
の
施

設
に
駄
菓
子
屋
を
再
現
し
伝
統
菓
子
を
販
売
す
る
の
も
良
い
と
思

う
。
実
際
に
店
内
の
独
特
な
空
間
を
体
感
し
て
は
じ
め
て
醍
醐
味

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、
駄
菓
子
も
一
層
美
味
し
く
感
じ
ら
れ
る

も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
東
京
都
を
挙
げ
て
駄
菓
子

屋（
駄
菓
子
文
化
）
の
復
活
を
支
援
す
る
と
共
に
、
教
育
機
関
に

対
し
て
、
駄
菓
子
屋
の
存
在
は
文
頭
に
挙
げ
た
課
題（
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
低
下
）の
解
決
を
も
期
待
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
伝
え
る
と
い
う
の
も
有
効
だ
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
東
京
都
職
員
の
方
々
が
、
駄
菓
子
屋
と
い
う

空
間
の
持
っ
て
い
る
機
能
や
役
割
を
再
認
識
し
て
く
だ
さ
る
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
僕
自
身
も
、
遠
方
に
住
む
友
人
が
遊
び
に
来
る
た
び

に
地
元
の
駄
菓
子
屋
を
紹
介
し
て
お
り
、「
無
秩
序
の
中
の
秩
序
」

の
面
白
さ
や
、
昔
な
が
ら
の
駄
菓
子
の
素
朴
な
美
味
し
さ
を
伝
え

て
い
る
。
友
人
達
も
、
秘
密
基
地
の
よ
う
な
独
特
の
空
間
や
飾
ら

な
い
菓
子
の
良
さ
を
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
る
し
、
そ
の
様
子
を
見

る
と
僕
も
と
て
も
嬉
し
い
。
こ
れ
か
ら
も
、
古
く
か
ら
の
伝
統
菓

子
で
あ
る
駄
菓
子
を
通
じ
て
、
東
京
の
食
文
化
の
素
晴
ら
し
い
魅

力
を
友
人
や
年
少
者
へ
全
力
で
伝
承
し
て
い
き
た
い
。

　

子
供
が
メ
イ
ン
の
顧
客
と
し
て
社
会
の
縮
図
を
実
体
験
し
得
る

貴
重
な
場
で
あ
り
、
対
面
方
式
に
よ
る
販
売
を
通
じ
て
バ
ー
チ
ャ

ル
で
は
な
く
リ
ア
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
文
化
や
伝

統
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
社
交
の
場
で
も
あ
る
駄
菓
子
屋
。
そ
の

魅
力
が
再
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
場
が
復
活
し
、

又
は
創
設
さ
れ
、
そ
れ
に
付
随
す
る
効
果
と
し
て
、
現
代
に
お
け

る
課
題
も
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
、
僕
は
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
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新
宿
区
立
牛
込
第
三
中
学
校
　
一
年
　
　
　
廣
瀬
　
晃
久

江
戸
東
京
野
菜「
内
藤
と
う
が
ら
し
」

　

今
後
、
東
京
の「
食
」は
、
江
戸
東
京
野
菜
を
取
り
入
れ
た
食
材

で
彩
ら
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

江
戸
東
京
野
菜
と
は
、「
江
戸
期
か
ら
始
ま
る
東
京
の
野
菜
文

化
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
種
苗
の
大
半
が
自
給
ま
た
は
近
隣
の

種
苗
商
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
た
昭
和
中
期
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
在

来
種
、
ま
た
は
在
来
の
栽
培
法
等
に
由
来
す
る
野
菜
の
こ
と
」と

説
明
さ
れ
て
い
る（
Ｊ
Ａ
東
京
中
央
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）。
現
在
、

四
九
品
目
の
野
菜
が
、Ｊ
Ａ
東
京
中
央
会
の
江
戸
東
京
野
菜
推
進

委
員
会
に
よ
り
、
江
戸
東
京
野
菜
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
登

録
野
菜
に
は
、
練
馬
ダ
イ
コ
ン
や
、
ア
シ
タ
バ
、
の
ら
ぼ
う
菜
、
内

藤
カ
ボ
チ
ャ
、
内
藤
と
う
が
ら
し
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
、
政
府
は
、
食
育
を
国
民
運
動
と
し
て
推
進
し
て
お
り
、

令
和
七
年
度
ま
で
に
は
、
国
民
の
食
育
へ
の
関
心
度
を
九
〇
％
以

上
に
す
る
方
針
を
公
表
し
て
い
る（
農
林
水
産
省
令
和
三
年
三
月

第
４
次
食
育
推
進
基
本
計
画
）。

　

僕
は
、
小
学
校
の
食
育
の
授
業
で
、
内
藤
と
う
が
ら
し
に
つ
い

て
学
ん
だ
。
内
藤
と
う
が
ら
し
と
は
、
江
戸
時
代
に
江
戸
の
内
藤

新
宿
で
育
て
ら
れ
た
唐
辛
子
で
、
当
時
、
江
戸
の
町
は
、
蕎
麦
が

流
行
し
て
い
た
た
め
、
内
藤
と
う
が
ら
し
は
薬
味
と
し
て
重
宝
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
、
江
戸
で
は
栽
培
農
家
が
い
な
く

な
り
、
や
が
て
絶
滅
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
〇
年
に
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
い
し
い
水
大
使
館
と
い
う
市
民
グ
ル
ー

プ
が
、
内
藤
と
う
が
ら
し
の
古
い
種
を
見
つ
け
出
し
、
そ
の
栽
培

に
取
り
組
み
、
二
〇
一
六
年
に
は
、
江
戸
東
京
野
菜
に
認
定
さ
れ

た
。
こ
の
市
民
グ
ル
ー
プ
は
、
内
藤
と
う
が
ら
し
を
全
国
に
広
め
、

新
宿
の
名
物
と
い
っ
た
ら
内
藤
と
う
が
ら
し
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

の
復
活
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
る
。

　

僕
た
ち
は
、
小
学
校
で
、
こ
の
市
民
グ
ル
ー
プ
の
方
か
ら
内
藤

と
う
が
ら
し
に
関
す
る
講
演
を
聞
き
、
そ
の
歴
史
な
ど
を
学
ん

だ
。
そ
し
て
、
僕
た
ち
で
内
藤
と
う
が
ら
し
を
育
て
、
収
穫
し
て
、

給
食
で
食
べ
た
。
内
藤
と
う
が
ら
し
は
、
ち
ょ
っ
と
ピ
リ
ッ
と
し

て
い
た
が
、
は
ち
み
つ
な
ど
で
甘
く
調
理
さ
れ
て
い
た
の
で
、
子

供
で
も
お
い
し
く
味
わ
え
た
。
ま
た
、
僕
た
ち
は
、
内
藤
と
う
が

ら
し
に
関
す
る
紙
芝
居
や
、
発
表
資
料
を
作
っ
て
同
学
年
で
発
表

し
合
っ
た
。
さ
ら
に
、
校
外
活
動
と
し
て
、
近
所
の
お
寺
や
神
社

で
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
。
会
場
に
は
、
来
場
者
に
、
内
藤
と
う
が

ら
し
を
知
り
、
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
、
内
藤
と
う
が
ら
し

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ラ
ン
タ
ン
を
作
り
、
ま
た
、
歴
史
や
栽
培
法
、

育
て
た
感
想
を
ま
と
め
た
看
板
も
作
成
し
た
。
当
日
、
こ
れ
ら
を

会
場
に
飾
っ
た
と
こ
ろ
、
来
場
者
の
中
に
は
、
立
て
看
板
の
前
で

立
ち
止
ま
っ
て
読
ん
で
く
れ
る
姿
も
あ
り
、
内
藤
と
う
が
ら
し
に

つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え
た
と
思
う
。

　

僕
は
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
、
他
の
江
戸
東
京
野
菜
の
普
及
に

も
活
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
都
の

学
校
に
江
戸
東
京
野
菜
の
普
及
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
を
呼

び
掛
け
、
参
加
希
望
校
に
は
、
江
戸
東
京
野
菜
に
関
す
る
チ
ラ
シ

や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
作
成
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
協
力
し
て
も
ら

う
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
、
都
民
に
江
戸
東
京
野
菜
を
広
め

て
い
く
と
い
う
考
え
だ
。

　

ま
た
、
江
戸
東
京
野
菜
を
家
庭
の
料
理
に
使
用
し
て
も
ら
う
た

め
に
は
、
生
産
量
を
増
や
し
、
入
手
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
現
在
、
東
京
都
心
部
に
は
畑
と
な
る
土
地
が
少
な
い
が
、

近
年
、
建
物
の
屋
上
や
室
内
で
、
野
菜
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
恵
比
寿
駅
の
屋
上
に
は
、
ソ
ラ
ド

フ
ァ
ー
ム
恵
比
寿
と
い
う
貸
し
農
園
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
野
菜
が

栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
株
式
会
社
伊
東
屋
の
ビ
ル
の
十
一
階

で
は
レ
タ
ス
や
ル
ッ
コ
ラ
な
ど
の
栽
培
が
行
わ
れ
、
収
穫
さ
れ
た

野
菜
は
十
二
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

事
例
を
参
考
に
、
建
物
の
屋
上
や
室
内
を
活
用
す
れ
ば
、
東
京
都

心
部
で
も
江
戸
東
京
野
菜
が
よ
り
簡
単
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
う
し
て
、
東
京
の
食
卓
に
江
戸
東
京
野
菜
を
使
っ
た
料
理
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
江
戸
東
京
野
菜
の
継
承
が
期
待
で
き

る
だ
ろ
う
。
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渋
谷
区
立
原
宿
外
苑
中
学
校
　
一
年
　
　
　
松
友
　
佑
莉
子

「
捨
て
る
」を
変
え
る
ま
ち
へ

　

東
京
が
世
界
中
の
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
理
由
の
一
つ
は
、
渋
谷

や
秋
葉
原
な
ど
の
近
代
的
な
町
並
み
と
、
浅
草
や
歌
舞
伎
座
の
よ

う
な
伝
統
的
な
建
物
と
い
う
対
照
的
な
も
の
が
共
存
し
て
い
る
点

だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

東
京
の「
食
」
の
魅
力
も
同
様
に
、
寿
司
や
天
ぷ
ら
な
ど
の
高

級
と
い
わ
れ
る
料
理
と
、
ラ
ー
メ
ン
や
焼
き
鳥
と
い
っ
た
庶
民
的

な
食
事
の
双
方
を
味
わ
え
る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な「
食
」
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
東
京
だ
が
、
毎
朝
通
学
路
で

見
か
け
る
飲
食
店
前
の
道
路
に
並
ん
だ
ご
み
の
量
に
は
目
を
見
張

る
。
調
理
過
程
で
出
る
生
ご
み
だ
け
で
な
く
食
べ
残
し
の
廃
棄
も

多
く
、
カ
ラ
ス
が
ゴ
ミ
袋
を
破
る
光
景
は
日
常
的
だ
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
日
本
に
お
け
る
食
品
ロ
ス
の
年
間
総
量
は
約

六
四
三
万
ト
ン
、
そ
の
う
ち
外
食
産
業
や
小
売
業
と
い
っ
た
業
者

か
ら
は
約
三
五
二
万
ト
ン
、
家
庭
か
ら
は
約
二
九
一
万
ト
ン
に
も

な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

日
本
だ
け
で
な
く
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）で
も

世
界
的
な
目
標
と
な
っ
て
い
る
こ
の
問
題
の
解
決
に
少
し
で
も
近

づ
け
れ
ば
、
東
京
の「
食
」
の
魅
力
は
も
っ
と
高
ま
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
私
が
で
き
る
こ
と
は
な
ん

だ
ろ
う
か
。
私
は
身
近
な
体
験
を
ヒ
ン
ト
に
、
二
つ
の
案
を
考
え

て
み
た
。

　

一
つ
目
の
案
は
地
域
に
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ

る
。

　

私
の
通
う
中
学
校
で
は
地
域
の
方
々
・
保
護
者
・
生
徒
か
ら
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し
て「
土
」づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
給
食
の
野
菜
く
ず
や
、
近
隣
の
お
店
か
ら

頂
く
コ
ー
ヒ
ー
か
す
な
ど
を
コ
ン
ポ
ス
タ
ー
に
入
れ
て
混
ぜ
、
土

に
し
て
い
く
。
言
葉
通
り
泥
臭
い
作
業
な
の
だ
が
、
友
人
と
一
緒

に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
、
土
い
じ
り
を
す
る
の
が
楽
し
く
て

参
加
し
て
い
る
。
で
き
た
良
質
な
土
は
学
校
で
の
野
菜
栽
培
や
緑

化
活
動
に
利
用
さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
、
地
域
で
設
置
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
各
家
庭

や
お
店
で
出
た
生
ご
み
を
集
め
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
管

理
し
て
土
に
し
、
ま
た
野
菜
や
草
花
が
育
つ
。
自
然
の
循
環
だ
け

で
な
く
、
土
を
通
し
て
産
ま
れ
る
世
代
や
職
業
を
超
え
た
循
環
つ

ま
り
交
流
が
生
ま
れ
、
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
も
役
立
つ
は
ず

だ
。

　

二
つ
目
の
案
は
幼
い
頃
大
好
き
だ
っ
た「
ど
う
ぞ
の
い
す
」と

い
う
絵
本
を
ヒ
ン
ト
に
思
い
つ
い
た「
ど
う
ぞ
の
い
す
」活
動
だ
。

　

そ
の
絵
本
は
、「
ど
う
ぞ
の
い
す
」と
書
い
た
立
て
札
の
そ
ば
に

う
さ
ぎ
が
置
い
た
椅
子
を
通
し
て
、
動
物
た
ち
の
間
で
食
べ
物
が

取
り
換
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
お
話
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
各
家

庭
や
お
店
で
賞
味
期
限
の
近
い
食
品
や
規
格
外
の
食
品
等
を「
ど

う
ぞ
の
い
す
」に
置
い
て
お
く
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
あ
る
人
は
店

先
に
置
か
れ
た
売
り
物
と
し
て
は
規
格
外
の
ト
マ
ト
を
サ
ラ
ダ
用

に
と
も
ら
っ
て
い
く
。
あ
る
人
は
個
人
宅
の
前
に
置
か
れ
た
賞
味

期
限
が
近
い
パ
ン
を
朝
ご
は
ん
に
と
持
ち
帰
る
。
直
接
互
い
が
会

う
こ
と
が
な
く
て
も
、
広
が
る
の
は
絵
本
同
様「
ど
う
ぞ
」
と
い

う
思
い
や
り
に
あ
ふ
れ
た
、
や
さ
し
い
世
界
だ
。

　

東
京
都
で
実
施
さ
れ
て
い
る
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
や
フ
ー
ド
バ
ン

ク
も
あ
る
が
、
個
人
で
参
加
し
づ
ら
い
点
を
解
決
す
る
方
法
と
し

て
も
有
効
だ
と
思
う
。

　

私
達
の
ま
ち
東
京
は
経
済
や
政
治
の
中
心
と
し
て
栄
え
、
多
く

の
人
々
が
活
動
す
る
。
だ
か
ら「
捨
て
る
」食
品
も
多
い
。
け
れ
ど

「
捨
て
る
」
に
少
し
工
夫
や
思
い
や
り
が
加
わ
れ
ば
、
人
や
命
を

「
つ
な
ぐ
」に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
東
京
に
今
あ
る
発

展
と
は
対
照
的
で
、
食
文
化
だ
け
で
な
く
都
市
と
し
て
の
魅
力
を

増
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
自
分
事
と
し
て
食
品
ロ
ス
の
よ
う
な
問
題
を
受
け
止

め
、
改
善
の
た
め
に
考
え
、
学
校
や
地
域
の
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。
東
京
、
日
本
、
世
界
、
そ
し
て
未
来
を

変
え
て
い
く
の
は
私
達
自
身
だ
か
ら
。


