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本
書
は
、
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
「《
料
理
小
説
》
と
は
何
か
？
」
と
い

う
命
題
の
下
に
、《
食
》
の
描
写
の
歴
史
的
な
系
譜
を
詳
細
に
辿
り
つ
つ
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る
物
語
の
か
た
ち
と
《
食
》
と
の
関
係
性
を
総
合
的
に
論
じ
た
意

欲
作
で
あ
る
。「
近
現
代
文
学
史
」
と
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
が
、
従
来
の
文
学
史

的
な
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、《
食
》
と
い
う
観
点
か
ら
独
自
の
文

学
的
系
譜
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。
特
に
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
現
代

小
説
に
お
け
る
「
食
べ
る
」「
料
理
す
る
」
描
写
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
小
説
と
い
う
芸
術
表
現
に
お
け
る
物
語
の
あ
り
方
と
そ
の
構
造
の
変

容
を
、
現
代
社
会
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
性
の
問
題
と
も
関
連
さ
せ
て
論
じ

て
い
る
点
が
本
書
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
小
川
糸
の
「
食
堂
か
た
つ
む

り
」
の
分
析
を
契
機
と
し
て
、「
文
学
的
な
主
題
と
し
て
選
び
取
ら
れ
る
価
値

（
欠
損
・
欠
落
）
の
あ
る
も
の
」
が
次
第
に
消
失
し
「
物
語
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
化
」

が
進
行
し
つ
つ
あ
る
現
代
日
本
文
学
が
置
か
れ
た
状
況
に
お
い
て
「
料
理
が
物

語
を
物
語
と
し
て
成
立
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
な
」
る
可
能
性
を
提
起
し
て
お

り
、《
料
理
小
説
》
の
歴
史
的
系
譜
へ
の
洞
察
を
踏
ま
え
て
、
鋭
い
現
代
文
学
・

文
化
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
食
べ
る
文
学
史
」
に
登
場
す
る
作
品

は
、
谷
崎
潤
一
郎
や
芥
川
龍
之
介
、
村
上
春
樹
等
の
著
名
作
家
の
小
説
か
ら
、

小
川
や
吉
本
ば
な
な
、
川
上
弘
美
や
江
國
香
織
等
の
女
性
作
家
の
小
説
、
獅
子

文
六
の
グ
ル
メ
小
説
や
開
高
健
の
絶
筆
、
余
命
宣
告
後
の
向
田
邦
子
の
小
説
や

勝
見
洋
一
の
エ
ッ
セ
イ
と
、
そ
の
研
究
対
象
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
多
様
か
つ

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
発
掘
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
文
学
史

の
系
譜
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
本
書
の
核
心
は
、「《
食
》
を
テ
ー
マ
と
し
た
文
学
史
」
と
い
う
そ
の

枠
組
み
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
論
、
文
化
論
、
更
に
は
現
代
の
文
化

消
費
を
め
ぐ
る
社
会
論
と
し
て
の
側
面
を
も
多
様
に
併
せ
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
著
者
が
第
一
章
で
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
物

語
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
化
」
が
、
小
説
表
現
に
お
け
る
方
法
論
や
素
材
で
あ
る
と

い
う
段
階
を
越
え
て
、
も
は
や
そ
れ
自
体
が
文
化
消
費
に
お
け
る
自
己
目
的
と

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
現
代
日
本
の
状
況
に
お
い
て
は
、
小
説
は
も
は
や
そ
の

「
テ
ン
プ
レ
ー
ト
」
に
対
す
る
屈
折
し
た
自
意
識
さ
え
持
た
な
い
ま
ま
に
惰
性

的
に
反
復
さ
れ
る
行
為
に
な
り
、
時
に
は
「
近
代
文
学
」
自
体
を
そ
の
「
テ
ン

プ
レ
ー
ト
」
の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
献
上
す
る
よ
う
な
身
振
り
さ
え

示
す
よ
う
に
な
っ
た
。「
純
文
学
」
小
説
の
表
紙
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
擬
態
す

る
と
い
っ
た
表
象
レ
ベ
ル
の
変
容
の
み
な
ら
ず
、
文
学
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
化

と
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
消
費
に
よ
っ
て
、「
芸
術
の
創
造
」
と
い
う
行
為
自
体

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
00
年
代
以
降
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
必
然

的
状
況
と
し
て
思
想
界
を
中
心
と
し
た
批
評
言
説
の
中
で
半
ば
歓
迎
さ
れ
て

き
た
感
も
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、「
芸
術
の
創
造
」
と

い
う
側
面
に
お
い
て
は
、
感
性
の
鈍
感
さ
と
表
現
者
と
し
て
の
創
造
性
の
欠

落
を
隠
蔽
す
る
装
置
と
し
て
も
機
能
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
は
、

「
エ
ッ
セ
イ
」
と
い
う
形
態
を
採
り
つ
つ
も
、《
食
》
と
い
う
強
力
な
ア
ウ
ラ
の

源
泉
が
い
か
に
文
学
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
脈
動
し
て
き
た
の
か
を
語
り
尽
く
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
の
明
確
な
異
議
を
表
明
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
。
特
に
、
料
理
を
「
食
べ
る
」
側
と
「
作
る
」
側
と
い
う

存
在
が
小
説
テ
ク
ス
ト
内
で
果
た
し
て
い
る
機
能
、
そ
し
て
そ
の
関
係
構
造
の

変
遷
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
普
遍
的
な
文
学
論
、
芸
術
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
も

深
く
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
視
点
は
本
質
的
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

筆
者
は
村
上
春
樹
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
が
、
村
上
テ
ク
ス
ト
の
本
質
と
そ

の
魅
力
の
核
心
を
、
料
理
を
「
作
る
」
こ
と
と
「
書
く
こ
と
」
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
お
い
て
論
じ
た
そ
の
観
点
に
も
、
改
め
て
深
く
首
肯
さ
せ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、「
食
べ
る
」
表
象
を
メ
イ
ン
と
し
て
き
た
近
代
日
本
文
学
の
本
質
的

な
男
性
性
へ
の
指
摘
と
と
も
に
、
女
性
作
家
に
お
け
る
《
食
》
の
表
象
が
多
く

扱
わ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
芸
術
の
ア
ウ
ラ
が
喪

失
し
つ
つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
あ
え
て
提
起
さ
れ
た
、
正
統
的
な
「
芸
術
家
」

論
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
血
族
」「
家
族
」「
男
女
」
と
い
っ
た
関
係
性
の
物
語
と
《
食
》
と

の
本
質
的
な
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
自
身
の
体
験

を
め
ぐ
る
軽
妙
な
自
分
語
り
を
交
え
つ
つ
、
作
家
と
料
理
研
究
家
に
お
け
る
才

能
の
遺
伝
の
形
態
に
ま
で
言
及
す
る
な
ど
、
そ
の
視
点
は
文
学
の
領
域
に
留
ま

ら
な
い
自
在
さ
を
示
す
。
現
在
の
テ
レ
ビ
の
グ
ル
メ
番
組
や
雑
誌
記
事
の
中
に

も
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
、《
食
》
も
ま
た
、
自
己
目
的
化
さ
れ
た
「
閉
じ
ら
れ

た
」
営
為
と
し
て
矮
小
化
さ
れ
た
上
で
惰
性
的
に
消
費
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
時

に
は
「
便
所
飯
」
や
「
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
」
な
ど
の
社
会
的
表
象
に
お
い
て
、
社

会
の
中
で
孤
絶
し
た
個
人
と
結
び
付
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
流
布
さ
れ
る
こ
と

も
最
近
は
多
い
が
、
本
書
は
そ
の
よ
う
な
《
食
》
が
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中

で
「
開
か
れ
た
」
営
為
と
し
て
再
生
し
、
新
た
な
創
造
を
生
み
出
す
文
化
領
域

と
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

文
学
研
究
と
し
て
十
分
な
批
評
性
を
持
つ
本
書
で
あ
る
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト

を
「
読
む
」
上
で
の
方
法
論
を
学
ぶ
入
門
書
と
し
て
も
非
常
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

「
純
文
学
」「
大
衆
文
学
」「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
ボ
ー
ダ
ー

が
ほ
ぼ
無
意
味
化
し
、
芸
術
的
価
値
を
め
ぐ
る
階
層
構
造
も
あ
い
ま
い
に
な
っ

た
現
代
日
本
文
化
の
傾
向
は
、「
文
学
」
を
特
権
化
し
て
そ
の
価
値
を
自
明
化

す
る
よ
う
な
排
除
的
意
識
を
失
効
さ
せ
た
と
い
う
部
分
で
は
プ
ラ
ス
面
も
見

出
せ
る
の
だ
が
、
同
時
に
そ
の
傾
向
は
、「
で
は
、
い
っ
た
い
何
を
読
め
ば
い

い
の
か
？
」
と
い
う
読
者
（
予
備
軍
）
と
し
て
の
学
生
か
ら
の
単
純
な
問
い
に

対
し
て
返
答
す
る
こ
と
を
困
難
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
面
も
あ
る
。
近
代
文
学
の

正
典
（
カ
ノ
ン
）
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
現
代
で
も
な
お
そ
の
魅
力
を
失
う
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
や
評

価
、
感
性
の
枠
組
み
も
大
き
く
変
容
し
た
状
況
の
中
で
、
学
生
を
い
か
に
そ
の

テ
ク
ス
ト
の
言
葉
に
向
き
合
わ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
簡
単
に
答
え
の
出

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
読
む
こ
と
」
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
希
求
す
る

感
性
の
渇
き
に
対
し
、
本
書
の
示
し
た
《
食
》
と
（
し
て
の
）
文
学
、
と
い
う

テ
ー
マ
は
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
の
表
層
に
漂
流

す
る
《
食
》
の
か
す
か
な
ア
ウ
ラ
を
断
片
的
か
つ
受
動
的
に
消
費
す
る
よ
う
な

状
況
に
す
っ
か
り
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、《
料
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理
小
説
》
の
中
で
表
現
さ
れ
た
そ
の
ア
ウ
ラ
を
賞
翫
す
る
の
み
な
ら
ず
、
文
学

テ
ク
ス
ト
を
「
読
む
」
と
い
う
行
為
自
体
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
回
復
さ
せ

る
触
媒
と
し
て
、《
食
》
を
め
ぐ
る
文
学
的
想
像
力
を
再
発
見
で
き
る
の
か
も

し
れ
な
い
、
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

 

（
平
野
芳
信
『
食
べ
る
日
本
近
現
代
文
学
史
』、
光
文
社
新
書
６
２
９
、

 

二
〇
一
三
年
二
月
刊
、
七
四
〇
円
）

 

（
そ
え
だ
・
け
ん
じ
）
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