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鹿
嶋
館
前
後
の
西
洋
料
理
屋

目リ

坊

洋

一
体
西
洋
の
食
物
で
色
の
い
斗
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
あ
れ
ば
サ
ラ
ド
と
赤
大
根
位
な
も
の
だ
。
滋
養
の
点
か
ら
云
っ
た
ら
ど
う
か
知

ら

ん

が

、

画

家

か

ら

見

る

と

頗

る

発

達

せ

ん

料

理

で

あ

る

。

｜

｜

激

石

ー

ー

ー

西
洋
の
肉
売
る
店
の
前
を
過
ぎ
て
見
る
か
ら
恐
し
い
真
赤
な
生
血
の
滴
り
に
胆
を
消
し
た
私
は
、
全
く
其
の
反
対
、
こ
の
冷
い
色
の
さ

め
た
魚
肉
が
多
数
の
国
民
の
血
を
養
ふ
唯
一
の
原
料
で
あ
る
の
か
と
思
ふ
と
、
一
種
云
は
れ
ぬ
悲
愁
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

｜
｜
荷
風
｜
｜

は
な
や
か
な
秋
の
演
奏
会
の
あ
と
、

い
ろ
い
ろ
と
気
に
か
か
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
新
橋
芸
者
の
駒
代
が
待
合
の
浜
崎
に
挨
拶
か
た

が
た
で
か
け
よ
う
と
い
う
と
き
、
女
中
に
用
意
さ
せ
た
の
は
風
月
堂
の
商
品
切
手
だ
っ
た
。
尾
花
屋
は
金
春
通
り
に
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
風
月
堂
は
南
鍋
町
の
米
津
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
総
本
店
の
大
住
風
月
堂
や
ら
、

い
く
つ
か
の
米
津
の
支
店
や
ら
が
共
通
の
商
品
券

を
発
行
し
て
い
た
の
だ
。

土
蔵
づ
く
り
の
米
津
風
月
堂
は
、
階
下
で
和
洋
菓
子
を
あ
き
な
い
、
奥
の
階
段
を
あ
が
る
と
フ
ラ
ン
ス
料
理
だ
っ
た
。
角
帯
、
白

97 
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足
袋
に
草
履
と
い
う
い
で
た
ち
で
、
縞
の
着
物
の
片
袖
に
ナ
フ
キ

γ
を
か
け
て
き
び
き
び
と
た
ち
ま
わ
る
給
仕
人
の
し
つ
け
の
よ
さ

と
と
も
に
、
料
理
の
味
も
き
わ
め
っ
き
で
、
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
デ
ザ
ー
ト
の
西
洋
菓
子
が
評
判
を
と
っ
て
い
た
。

米
津
松
造
が
「
洋
人
の
良
工
」
を
つ
か
っ
て
「
西
洋
摸
製
」
の
ケ
l
キ
を
つ
く
り
は
じ
め
た
の
は
明
治
十
年
の
こ
と
で
、
店
は
両

98 

国
若
松
町
に
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
つ
マ
つ
い
て
い
る
南
伝
馬
町
二
丁
目
の
「
本
舗
」
風
月
堂
も
お
な
じ
菓
子
を
う
っ
た
け
れ
ど
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
「
支
店
」

そ
の
八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
上
野
公
園
で
ひ
ら
か
れ
た
内
国
勧
業

の
松
造
、
が
と
っ
た
も
の
ら
し
い
。

博
覧
会
を
ね
ら
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
み
ご
と
に
あ
た
っ
て
鳳
紋
賞
牌
を
え
た
。

翌
年
夏
に
は
、
ミ
ル
ク
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
コ
ー
ヒ
ー
三
種
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
五
十
銭
か
ら
う
り
だ
し
、
同
時
に
切
手
販
売

も
は
じ
め
た
。
年
末
に
な
る
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
そ
の
も
の
も
う
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
猪
口
令
糖
」
・
「
貯
古
齢
糖
」

な
ど
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

「
洋
人
の
良
工
」
が
「
仏
人
の
教
師
」

に
か
わ
っ
た
の
が
い
つ
の
こ
と
か
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
、
十
三
年
末
に
は
「
仏
国
摸

製
」
の
菓
子
い
ろ
い
ろ
が
店
頭
に
あ
ら
わ
れ
、
英
国
か
ら
機
械
を
輸
入
し
て
つ
く
っ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
ブ
リ
キ
箱
に
つ
め
ら
れ
て
販

売
さ
れ
、
同
時
に
、
米
津
恒
次
郎
が
南
鍋
町
に
「
両
国
分
店
」
を
ひ
ら
い
た
。
翌
年
三
月
開
会
の
第
二
回
内
国
勧
業
博
で
、
松
造
は

欧
洲
風
菓
子
で
有
功
一
等
賞
牌
を
、
恒
次
郎
は
ビ
ス
ケ
ッ
ト
で
進
歩
二
等
賞
牌
を
、

そ
れ
ぞ
れ
獲
得
し
た
。

十
七
年
の
米
津
風
月
堂
の
製
品
の
主
な
も
の
は
、

ケ
ー
キ
・
キ
ャ
ン
デ
ー
・
デ
セ

l
ル
・
カ
ス
テ
ラ
・
ゴ

I
フ
ル
・
ビ
ス
ケ
ッ
ト
・

ボ
ン
ボ
ン
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
ま
か
く
か
ぞ
え
あ
げ
れ
ば
百
種
を
こ
え
て
い
た
が
、
こ
れ
に
桑
港
留
学
「
三
年
」

に
な
る
息
子

の
か
き
お
く
つ
て
き
た
製
法
に
し
た
が
っ
て
つ
く
ら
れ
た
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
・
エ
ク
レ
ア
な
ど
計
七
種
が
あ
た
ら
し
く
つ
け
く
わ
え

ら
れ
た
。
こ
の
「
新
製
」

の
方
は
週
末
に
し
か
つ
く
ら
れ
ず
、
あ
と
は
註
文
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

レ
パ

l
ト
リ

ー
を
ふ
や
す
こ
と
に
貢
献
し
た
息
子
は
た
ぶ
ん
恒
次
郎
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
京
橋
に
店
を
も
っ
て
一
年
ほ
ど
で
旅
に
で
た
こ



と
に
な
る
。

十
八
年
の
夏
に
は
、
「
ミ
ル
ク
入
」

の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
「
ワ
ニ

I
ル」

に
か
わ
り
、

ま
た
、

ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
や
グ
ズ
ベ
リ

l

の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
で
き
た
し
、
ゴ
一
時
間
保
証
つ
き
の
「
桶
詰
」
も
で
き
た
け
れ
ど
、
最
大
の
話
題
は
、
店
の
模
様
が
え
を
し
て
、

六
月
十
三
日
か
ら
「
弊
舗
楼
室
一
一
於
テ
御
食
用
」
可
能
と
な
っ
た
こ
と
だ
。
十
銭
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
三
銭
の
シ
ロ
ッ
プ
な
ど
あ

ま
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
シ
エ
リ
ー
や
リ
キ
ュ
ー
ル
も
メ
ニ
ュ
ー
に
い
れ
て
、
こ
こ
に
風
月
堂
は
西
洋
料
理
屋

へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
十
二
月
十
九
日
に
は
、

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
な
ど
の
軽
食
、

コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
飲
物
を
な
ら

ベ
て
、

四
銭
の
ミ
ル
グ
以
外
は
す
べ
て
六
銭
の
メ
ニ
ュ
ー
が
で
き
あ
が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

ほ
か
に
菓
子
も
酒
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
「
小
食
」
が
評
判
を
と
っ
た
の
で
、
翌
年
の
春
に
は
、
「
小
食
」

に
ふ
さ
わ
し
い
従
来
の
淡
味
の
メ
ニ
ュ
ー
に
、

日
が
わ
り

の

「
濃
味
」

一
品
が
く
わ
え
ら
れ
て
、

五
、
六
種
と
コ
ー
ヒ
ー
・
紅
茶
・
洋
酒
、
そ
れ
に
菓
子
が
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
十

ゴ
一
年
四
月
に
三
回
め
の
内
国
勧
業
博
が
も
よ
お
さ
れ
た
と
き
、
風
月
堂
が
だ
し
た
「
軽
便
西
洋
料
理
出
張
店
」
も
、

お
そ
ら
く
こ
の

「
欧
洲
風
小
食
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

鹿鳴館前後の西洋料理屋

し
か
し
、
西
洋
料
理
は
あ
く
ま
で
も
「
兼
業
」
で
、
風
月
堂
は
菓
子
の
方
面
を
わ
す
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
十
年
七
月
に

は
三
宅
秀
の
ド
イ
ツ
土
産
と
助
言
と
に
よ
っ
て
カ
ル
、
ス
泉
煎
餅
を
つ
く
り
、
十
二
枚
四
銭
で
発
売
、
三
宅
の
帰
朝
は
二
十
年
三
月

だ
か
ら
、
「
摸
製
」

に
か
な
り
の
時
間
を
か
け
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
翌
月
に
は
、
夏
に
ふ
さ
わ
し
い
「
携
帯
用
レ
モ
ネ
ー
ド
」

が
で
き
た
。
「
携
帯
用
」
と
い
っ
て
も
パ
ウ
ダ
ー
で
は
な
く
、
箱
入
り
の
白
砂
糖
と
瓶
入
り
の
「
レ
モ
ン
汁
」
と
を
セ
ッ
ト
に
し
て

憶
に
お
さ
め
、
二
十
五
杯
以
上
の
レ
モ
ネ
ー
ド
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
あ
た
ら
し
ず
き
の
客
層
の
贈
答
需
要
を
ね
ら
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
年
末
に
は
「
ク
リ
ス
ト
マ
ス
用
」

の
菓
子
を
つ
く
っ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な
ね
ら
い
は
「
新
年
ノ
御
進
贈
用
」

J

－つ
n

－au

争
J

J

j
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二
十
二
年
正
月
の
「
つ
れ
／
＼
糖
」
な
ど
は
ま
さ
し
く
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
も
の
で
、
包
装
に
も
特
に
意
を
も
ち
い
た
の
だ
が
、

100 

こ
れ
は
滞
仏
中
の
息
子
が
お
く
つ
て
き
た
、
か
の
地
流
行
の
タ
バ
コ
様
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
菓
子
を
ま
ね
た
も
の
だ
っ
た
。
機
を
み
る
に

敏
な
風
月
堂
の
特
性
は
、
翌
月
の
「
国
家
宝
」
（
一
名
憲
法
起
）
の
「
発
布
」
に
、
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

家
伝
の

「五

穀
宝
」
を
再
興
し
、
あ
た
ら
し
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
ほ
ど
こ
し
た
こ
の
米
・
一
旦
・
マ
ル
ツ
エ
キ
ス
水
飴
製
の
菓
子
は
、
そ
し
て
、
風
月

堂
が
「
和
洋
菓
子
」
舗
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
を
も
十
分
に
説
明
し
て
い
る
。

二
十
五
年
七
月
に
「
真
珠
磨
」

の
新
聞
広
告
が
だ
さ
れ
た
。
欧
洲
の
都
会
に
流
行
中
の
マ
シ
ュ
マ
ロ
の
原
料
・
製
法
に
関
す
る
情

報
を
入
手
し
て
数
ヶ
月
の
苦
心
の
末
に
つ
く
り
だ
し
た
、
「
原
品
に
劣
ら
ざ
る
珍
菓
」
だ
と
い
う
の
だ
が
、
広
告
主
は
、
「
総
本
舗
」

南
伝
馬
町
の
大
住
喜
右
衛
門
を
筆
頭
と
し
て
、
「
欧
洲
菓
子
製
造
本
舗
」
両
国
若
松
町
の
米
津
松
造
、
「
米
津
分
店
」
南
鍋
町
の
米
津

恒
次
郎
、
そ
し
て
、
三
つ
の
「
米
津
支
店
」
、
す
な
わ
ち
、
神
田
淡
路
町
、
麻
布
飯
倉
、
横
浜
本
町
の
風
月
堂
と
つ
づ
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
支
店
」

の
な
ら
ベ
か
た
は
開
業
順
で
は
な
く
、
実
際
に
は
飯
倉
の
店
が
一
番
あ
た
ら
し
い
。
広
告
の
最
後
に
は

「
偽
名
の
風
月
堂
」

へ
の
注
意
を
う
っ
た
え
て
い
る
か
ら
、
各
地
に
「
風
月
堂
」
が
族
生
し
た
の
だ
ろ
う
。

大
住
と
米
津
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
が
、
十
八
年
の
夏
に
、
「
惣
本
家
」
大
住
が
単
独
で
例
の
一
扇
面
の
マ

l
ク
を
「
登
録
商
標
」

と
し
て
広
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

か
な
ら
ず
し
も
し
っ
く
り
ゆ
か
な
い
時
期
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

二
回
の
内
国
勧
業
博
の
賞
牌
は
風
月
堂
と
し
て
獲
得
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
れ
も
内
情
は
大
住
が
米
津
に
お
ん
ぶ
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
マ
シ
ュ
マ
ロ
の
広
告
で
も
、
米
津
両
店
は
す
で
に
電
話
を
ひ
い
て
い
る
の
に
、
大
住
の
方
は
ま
だ
「
架
設
中
」
で
番
号
を
の
せ

て
い
な
い
。
米
津
の
進
取
の
気
象
は
、
こ
れ
ま
で
な
が
め
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
き
ら
か
だ
が
、
十
一
年
に
は
着
色
料
の
毒
性
の

有
無
の
試
験
を
府
庁
に
依
頼
し
、
ま
た
、
十
九
年
に
は
洋
酒
問
屋
と
提
携
し
て
、
そ
の
「
洋
酒
切
手
」
の
ひ
き
か
え
先
と
な
り
、
し

か
も
、
「
洋
酒
切
手
」
で
菓
子
が
う
け
と
れ
る
よ
う
に
も
し
て
い
る



そ
し
て
、
精
華
は
息
子
の
洋
行
だ
ろ
う
。
恒
次
郎
は
、
桑
港
に
二
年
半
、

一ュ

1
ヨ

l
ク
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
一
年
、
そ
れ

か
ら
英
国
に
わ
た
り
、
ま
た
フ
ラ

γ
ス
へ
お
も
む
き
、
製
菓
・
料
理
を
実
地
に
ま
な
ぶ
こ
と
計
六
年
、
二
十
二
年
の
七
月
二
十
六
日

（

5
）
 

に
帰
朝
し
た
の
だ
。
「
南
鍋
町
の
菓
子
店
の
向
ふ
に
仏
国
風
の
カ
ツ
フ
ヰ

I
料
理
店
を
開
く
の
計
画
」
は
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
だ

か
ら
、
帰
国
後
最
初
の
お
お
き
な
仕
事
は
、
博
覧
会
場
に
だ
し
た
「
出
張
店
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
「
洋
食
一
品
一
一
テ
モ

蜘
排
一
杯
一
一
テ
モ
廉
価
一
一
調
進
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
わ
か
い
新
帰
朝
者
の
姿
勢
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

米
津
風
月
堂
の
隆
盛
は
、
東
京
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
南
鍋
町
・
淡
路
町
・
飯
倉
と
い
う
分
店
・
支
店
網
を
つ
く
ら
せ
、
し
か
も
、

お
そ
ら
く
両
国
若
松
町
自
身
が
南
伝
馬
町
の
分
店
、
あ
る
い
は
支
店
と
し
て
出
発
し
た
と
お
も
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
ロ
ケ
l
シ
ョ

y
に
は
ど
う
い
う
根
拠
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
米
津
風
月
堂
は
、
「
西
洋
摸
製
」

の
菓
子
を
つ
く
り
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
「
廉
価
」

に
配
慮
し
た
が
、
西
洋
料
理
屋
一
般
の
値
段
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
と
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
九
年
の
春
か
ら
メ
ニ
ュ
ー
に
く
わ
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
滋
養
分
あ
る
濃
味
」
は
、
風
月
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、

ほ
か
の
西
洋
料

理
屋
の
献
立
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
店
頭
に
な
ら
ぶ
「
和
洋
菓
子
」
は
、
そ
れ
自
体
み
ご
と
な
折
衷
の
あ
り
か
た
だ

が
、
「
洋
人
の
良
工
を
雇
ひ
」
、
「
仏
人
の
教
師
を
一
居
ひ
」
、
息
子
を
米
欧
で
修
業
さ
せ
て
、
「
滋
養
且
美
味
」

の
も
の
を
「
摸
製
」
す

鹿鳴館前後の西洋料理屋

る
思
想
は
、
そ
れ
は
時
代
の
思
想
だ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、
数
あ
る
西
洋
料
理
屋
で
は
ど
ん
な
あ
ら
わ
れ
か
た
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
．

米
津
風
月
堂
の
新
聞
広
告
は
質
量
と
も
に
圧
倒
的
だ
が
、
西
洋
料
理
屋
広
告
の
推
移
は
量
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
広
告
量
の
変
化
が
、
新
聞
の
性
格
、
あ
る
い
は
、
そ
の
盛
衰
を
う
つ
し
だ
す
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
題
材
に
は
少
々
な
じ
み
に
く
い
よ
う
な
方
法
で
、
明
治
の
西
洋
料
理
屋
を
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

101 

明
治
の
、
と
は
い
っ
て
も
二
十
年
代
の
な
か
ば
こ
ろ
ま
で
、
だ
か
ら
、
尾
花
屋
の
駒
代
が
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
て
か
ら
の
話
は
こ
こ
に
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は
で
て
こ
な
い
。

102 

あ
の
大
雪
の
あ
と
の
憲
法
発
布
か
ら
上
野
の
開
府
三
百
年
祭
、
内
国
勧
業
博
、
そ
し
て
、
第
一
議
会
の
召
集
へ
と
、
明
治
二
十

二
、
三
年
の
東
京
に
は
「
盛
事
」
が
つ
づ
い
て
、
そ
の
結
果
、

回
臭
が
帝
都
を
み
た
す
こ
と
と
お
も
わ
れ
た
。
こ
と
に
二
十
三
年
は
、

そ
う
い
う
人
々
を
あ
て
こ
ん
で
東
京
案
内
の
た
ぐ
い
が
続
々
と
あ
ら
わ
れ
た
年
で
、
新
聞
の
連
載
や
ら
和
本
や
ら
洋
装
本
や
ら
が
、

さ
か
ん
に
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
地
図
を
つ
け
た
り
、
携
帯
に
便
利
な
体
裁
に
し
た
で
た
り
、
さ
し
絵
を
い
れ
た
り
と
い
っ
た
工
夫

が
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
ら
さ
れ
た
が
、
見
物
を
す
れ
ば
腹
の
皮
が
た
る
む
し
、
そ
れ
に
な
に
よ
り
も
、
そ
れ
自
体
が
都
の
風
俗
で
も
あ
っ

た
の
で
、
飲
食
店
の
案
内
は
、
こ
の
手
の
、
時
流
に
の
ろ
う
と
す
る
出
版
に
格
好
の
項
目
だ
っ
た
。

（

8
）
 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
み
ち
び
か
れ
て
、
こ
の
年
の
東
京
の
西
洋
料
理
屋
を
た
づ
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
書

ま
づ
、

物
に
よ
っ
て
出
入
り
が
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
と
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
出
入
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
も
遺
漏

が
お
お
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
し
、
そ
れ
に
管
見
と
い
う
事
情
も
手
つ
だ
う
の
だ
け
れ
ど
、

な
お

一
番
あ
た
ら
し
い
も
の
が
七
月
九
日
の
刊
行
だ
か
ら
、

一
応
の
見
取
図
は
え
が
け
る
だ
ろ
う
．

（

9
）
 

た
と
え
ば
、
十
一
月
二
十
日
開
業
式
の
帝
国
ホ
テ
ル
な
ど
は
こ
こ
に

は
登
場
し
な
い
。

明
治
二
十
三
年
と
い
え
ば
一
八
九

O
年
で
、
万
延
元
年
の
玉
虫
左
太
夫
が
、
は
じ
め
て
の
外
国
、
米
国
桑
港
で
、
「
飲
食
ニ
苦
ム
」

体
験
の
末
に
、
「
有
志
ノ
士
ハ
必
ズ
此
等
一
一
因
ス
ル
コ
ト
ナ
ケ
ン
」
と
無
理
な
大
見
得
を
き
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
と
い
う
意

味
あ
い
も
あ
る
。



1
香
取
軒

O
麹
町
区
（
十
一
店
）

飯
田
町
三
丁
目
九
番
地
で
営
業
し
て
い
た
が
、
二
十
年
十
一
月
二
目
、
同
五
番
地
に
新
築
落
成
、
九
番
地
は
玉
突
店
と

2
紀
尾
井
亭

3
三
橋
亭

4
青
陽
楼

5
宝
亭

6
東
京
ホ
テ
ル

7
東
陽
軒

8
日
進
亭

9
福
寿

叩
富
士
見
軒

鹿鳴館前後の西洋料理屋

日
理
玉
安

O
神
田
区
（
八
店
）

ロ
三
橋
亭

日
松
静
亭

日
生
養
軒

す
る
。
九
番
地
当
時
の
外
観
が
『
東
京
商
工
博
覧
絵
』

に
あ
る

十
七
年
十
二
月
二
十
日
、
紀
尾
井
町
三
番
地
に
開
業
。

上
野
三
橋
亭
の
第
四
支
店
と
し
て
、
二
十
年
十
月
二
十
三
日
、
上
二
番
町
二
番
地
字
五
味
坂
に
開
業
。

南
伝
馬
町
青
陽
楼
の
第
二
支
店
と
し
て
、
十
九
年
二
月
十
九
日
、
雑
子
橋
通
附
属
公
園
前
に
開
業
。

平
河
町
三
丁
目
ω

二
十
年
六
月
二
十
二
日
、
「
横
浜
の
汽
船
問
屋
鹿
島
屋
の
発
起
に
て
」
有
楽
町
日
比
谷
大
神
宮
前
に
開
業
．

一
番
町
十
四
番
地
に
開
業
。
紀
尾
井
亭
が
移
転
改
称
し
た
も
の
と
も
い
う
。

二
十
年
九
月
、

三
番
町
。

麹
町
十
二
丁
目
。
牛
肉
・
し
ゃ
も
兼
業
。

（国｝

富
士
見
町
一
丁
目
。
「
府
下
洋
食
店
を
評
す
る
者
第
一
に
指
を
屈
す
る
は
精
養
軒
に
し
て
第
二
は
此
富
士
見
軒
な
り
」

と
い
う
。
解
散
後
の
旧
明
六
社
員
の
会
合
場
所
と
し
て
、
と
き
ど
き
も
ち
い
ら
れ
た
。

富
士
見
町
。

上
野
三
橋
亭
の
第
一
支
店
と
し
て
、
十
九
年
九
月
三
目
、
小
川
町
二
番
地
に
開
業
．

JI I 
町

103 

錦
町
一
丁
目
。
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日
青
陽
楼

104 

南
伝
馬
町
青
陽
楼
の
第
三
支
店
と
し
て
、
十
九
年
十
一
月
二
目
、
表
神
保
町
に
開
業
。

日
東
陽
軒

JI[ 
町

げ
万
代
軒

淡
路
町
二
丁
目
。

（

川

崎

）

へ

ω）

慶
応
三
年
七
月
、
横
浜
の
牛
肉
屋
・
西
洋
料
理
屋
三
河
屋
久
兵
衛
が
、
江
戸
神
田
佐
久
間
町
一
丁
目
に
で
て
開
業
。
そ

の
後
、
順
序
は
不
明
な
が
ら
、
神
田
永
富
町
坂
新
道
、
多
町
一
丁
目
、
三
河
町
一
丁
目
と
移
転
し
て
、
美
土
代
町
一
丁
目
八
番

地
に
お
ち
つ
く
。
こ
の
間
、
「
向
島
長
命
寺
境
内
ヘ
休
息
所
を
設
け
」
、
ま
た
、
三
十
間
堀
一
丁
目
七
番
地
角
に
支
店
を
だ
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
柳
河
春
三
の
板
下
に
よ
る
い
く
つ
か
の
引
札
、
解
散
後
の
旧
明
六
社
員
の
主
な
集
会
場
所
と
な
っ
た
こ
と
、

交
詞
社
創
立
の
た
め
の
は
じ
め
て
の
あ
つ
ま
り
が
、
十
二
年
九
月
二
日
に
こ
こ
で
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
、
二
十
年
代
の
徳
富
蘇
峰

が
「
文
学
会
の
本
陣
」
と
し
た
こ
と
な
ど
で
も
し
ら
れ
る
。
閉
店
は
大
正
七
年
一
月
、
当
時
は
神
田
錦
町
三
丁
目
に
あ
っ
た
。

日
三
河
屋

四
養
遊
軒

錦
町
一
丁
目
。
九
年
八
月
、
神
田
美
土
代
町
一
丁
目
四
十
二
番
地
に
謀
光
亭
と
し
て
開
業
、
直
後
養
遊
軒
と
改
称
し
た

店
だ
ろ
う
。

。
日
本
橋
区
（
九
店
）

初
吾
妻
亭

十
二
年
十
一
月
、
小
網
町
四
丁
目
四
番
地
に
開
業
。
十
七
年
、
旧
地
改
正
に
よ
っ
て
四
丁
目
五
番
地
。
長
谷
川
時
雨
『
旧

聞
日
本
橋
』
に
、
少
女
時
代
の
時
雨
が
こ
の
店
へ
い
っ
た
と
き
の
様
子
が
え
が
か
れ
て
い
る
。

幻
今
用

十
九
年
十
月
十
八
日
、
南
茅
場
町
三
十
八
番
地
に
開
業
。
牛
肉
兼
業
。
今
用
各
店
の
う
ち
最
初
の
店
は
、
六
年
こ
ろ
海
運

橋
に
ひ
ら
か
れ
た
鶏
肉
店
だ
っ
た
。

幻
快
々
亭

両
国
元
柳
町
二
十
九
番
地
。
三
十
間
堀
求
友
亭
の
「
分
店
」
。

幻
新
吾
妻

吾
妻
亭
の
支
店
と
し
て
、
二
十
年
三
月
二
十
六
日
、
本
町
一
丁
目
五
番
地
に
開
業
。



川

A

寵
栄
館

お
巴
亭

お
蓬
莱
軒

幻
八
洲
亭

m
A
蒲
生
軒

鴫
殻
町
一
丁
目
。

日
本
料
理
兼
業
。

二
十
年
十
月
五
目
、
通
四
丁
目
四
番
地
に
開
業
。

日
本
料
理
兼
業
．

横
山
町
一
丁
目
。

十
八
年
五
月
、
数
寄
屋
町
二
番
地
に
開
業
。

十
九
年
五
月
一
目
、
南
茅
場
町
薬
師
境
内
に
開
業
。

。
京
橋
区
（
十
七
店
）

鎗
屋
町
（
一
番
地
？
）
。

八
年
四
月
二
十
日
、
京
橋
弓
町
二
十
九
番
地
に
開
業
．

mu
相
生
亭

ω荒
岡

訂
一
品
亭

犯
今
用

お
求
友
亭

鹿鳴館前後の西洋料理畳

は
共
楽
亭

お
公
店
楼

お
三
橋
亭

幻
三
楽
亭

お
清
新
軒

ω精
養
軒

南
金
六
町
。
牛
肉
兼
業
。

銀
座
二
丁
目
。

出
雲
町
。
鶏
肉
・
牛
肉
兼
業
。

十
七
年
四
月
六
日
、
宗
十
郎
町
一
番
地
に
矢
野
み
つ
が
日
本
料
理
兼
業
の
店
と
し
て
開
業
。
尾
張
町
玉
泉
楼
の
出
。
二

十
年
四
月
一
目
、
三
十
問
堀
町
三
丁
目
九
番
地
に
移
転
。

弥
左
ヱ
門
町

尾
張
町
。

上
野
三
橋
亭
の
第
二
支
店
と
し
て
、
十
九
年
十
一
月
三
目
、
南
鍋
町
一
丁
目
三
番
地
角
に
開
業
。

十
八
年
十
一
月
、
三
十
問
堀
一
丁
目
七
番
地
角
の
コ
一
河
屋
支
店
を
「
譲
受
」
け
て
改
称
。

十
二
年
七
月
十
三
日
、
鎗
屋
町
十
四
番
地
に
開
業
。
朝
野
新
聞
社
の
横
通
り
。

105 

六
年
四
月
、
岩
倉
具
視
の
用
人
北
村
重
威
が
木
挽
町
四
丁
目
（
の
も
の
采
女
町
三
十
三
番
地
）
に
開
業
。
な
お
、
五
年
一
月
、



近代日本研究

馬
場
先
門
に
新
築
、
開
業
予
定
の
二
月
二
十
六
日
に
類
焼
し
て
い
る
。
明
六
社
の
公
開
演
説
会
場
と
な
っ
た
が
、
『
東
京
盛
閣

図
録
』
の
銅
版
画
に
よ
っ
て
、
十
七
年
こ
ろ
の
盛
業
ぶ
り
も
し
ら
れ
る
。

106 

十
五
年
五
月
八
日
、
横
浜
滋
養
亭
「
同
店
」
と
し
て
南
伝
馬
町
コ
一
丁
目
に
開
業
。
十
七
年
十
一
月
四
日
初
版
で
十
九
年

日
本

七
月
一
一
一
版
、
す
く
な
く
と
も
二
十
年
十
一
月
ま
で
は
版
を
か
さ
ね
た
吉
田
正
太
郎
『
支
那
料
理
独
案
内
』
は
、
「
青
陽
楼
主
人
校

西
洋

ω青
陽
楼

閲
」
と
な
っ
て
い
る
。

H
U

知
時
亭

八
官
町

必
日
本
亭

八
年
十
二
月
二
十
五
日
に
南
金
六
町
七
番
地
に
開
業
し
た
日
本
亭
だ
ろ
う
．

南
鍋
町
二
丁
目
。
二
階
は
二
十
人
の
小
レ
ス
ト
ラ
ン
。

出
雲
町
。

幻
風
月
堂

叫
三
国
軒

二
十
一
年
四
月
二
十
三
日
、
銀
座
一
丁
目
（
十
？
）
三
番
地
に
開
業
。

お
山
口

総
十
郎
町
。

。
芝
区
（
十
四
店
）

M
W

太
田
楼

芝
口
一
丁
目
。
「
御
一
新
の
際
衆
に
先
立
て
開
業
」
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
．

特
命
全
権
公
使
鮫
島
尚
信
に
し
た
が
っ
て
渡
欧
、
パ
リ
で
料
理
を
ま
な
ん
だ
小
城
久
次
郎
が
、
十
三
年
に
帰
国
し
て
、

翌
年
十
一
月
、
芝
山
内
東
照
宮
桐
前
に
開
業
。

幻
三
縁
亭

二
十
年
六
月
二
十
一
日
、
芝
公
園
地
丸
山
下
回
十
九
号
に
新
築
開
業
。
同
年
十

月
三
日
に
は
、
後
藤
象
二
郎
が
大
同
団
結
運
動
に
発
展
す
る
あ
つ
ま
り
を
ひ
ら
き
、
二
十
三
年
一
月
二
十
日
に
は
、
『
国
民
新

聞
』
創
刊
を
目
前
に
ひ
か
え
た
徳
富
蘇
峰
が
、
そ
の
「
披
露
」

の
会
を
ひ
ら
い
た
。
も
っ
と
も
、
蘇
峰
自
身
は
新
島
裏
危
篤
の

（
山
崎
）

い
う
文
句
も
あ
っ
た
と
い
う
。

た
め
不
参
。
そ
の
た
め
不
評
を
か
っ
た
が
、
「
中
に
は
又
た
洋
食
に
酒
を
出
さ
な
か
っ
た
と
」

必
三
橋
亭

上
野
三
橋
亭
の
第
三
支
店
と
し
て
、
二
十
年
六
月
三
目
、
桜
田
本
郷
町
に
開
業
。



川
崎
昇
栄
楼

日
精
風
軒

日
千
新
軒

臼
鮮
養
亭

日
東
京
亭

日
長
山
軒

日
売
茶
亭

日
売
稲
亭

貯
万
勝
軒

鹿鳴館前後の西洋料理屋

回
陽
輝
亭

日
養
遊
亭

O
麻
布
区
（
三
店
）

印
飯
倉
亭

臼
花
月
亭

位
三
養
軒

烏
森
町

二
十
二
年
八
月
六
日
、
二
葉
町
五
番
地
に
開
業
。

南
佐
久
間
町
。

琴
平
町

二
葉
町
。

十
八
年
十
月
十
七
日
、
芝
口
一
丁
目
二
番
地
鉄
道
局
前
に
開
業
。

日
本
料
理
兼
業
。
馬
場
辰
渚
の
二
度
め
の
米
国
ゆ
き
に

際
し
て
共
存
同
衆
が
ひ
ら
い
た
八
年
四
月
三
日
の
送
別
会
場
は
こ
こ
だ
っ
た
。
「
宴
会
悉
く
欧
式
を
用
ひ
」
た
と
い
う
か
ら
、

は
や
く
か
ら
兼
業
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

桜
田
久
保
町
。
十
三
l
十
六
年
こ
ろ
は
桜
田
本
郷
町
七
番
地
。

桜
田
久
保
町
。
も
と
、
梅
茶
楼
。

日
吉
町
五
番
地
翁
屋
イ
ナ
と
合
併
、
二
葉
町
五
番
地
東
京
亭
跡
に
移
転
、
二
十
年
十

一
一
月
十
日
開
業
。

日
本
料
理
兼
業
。

栄
町
（
十
三
番
地
？
）
。
十
六
年
十
二
月
十
五
日
、
芝
公
園
地
紅
葉
館
西
隣
に
開
業
。

三
田
一
丁
目
。

芝
山
内
。

飯
倉
町
四
丁
目
。

飯
倉
町
コ
一
丁
目
。
「
洋
食
」
と
も
「
和
洋
料
理
」
と
も
。
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二
十
三
年
三
月
二
十
一
日
、
三
河
台
町
十
三
番
地
に
開
業
。
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O
赤
坂
区
（
三
店
）

臼
欧
米
軒

臼
福
寿
軒

白
吉
池

O
四
谷
区
（
一
店
）

日
広
し
ま

O
牛
込
区
（
一
店
）

mw
青
陽
楼

二
十
一
年
四
月
十
三
日
、
青
山
南
町
五
丁
目
七
十
六
番
地
に
開
業
．
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十
三
年
三
月
十
五
日
、
新
町
三
丁
目
二
番
地
に
開
業
。

田
町
四
丁
目
。

坂
町
。
「
和
洋
料
理
」
．

元
黒
門
町
青
陽
楼
の
支
店
と
し
て
、
二
十
年
六
月
二
十
四
日
、
通
寺
町
勧
業
場
裏
に
開
業
。

O
小
石
川
区
（
な
し
）

O
本
郷
区
（
七
店
）

間

ω
旭
軒

ω
一
進
軒

m
N
江
知
勝

九
江
知
勝

η
開
盛
楼

ね
西
洋
軒

江
富
士
見
亭

O
下
谷
区
（
六
店
）

十
九
年
一
月
十
九
日
、
弓
町
一
丁
目
に
開
業
．

森
川
町
。

湯
島
切
通
坂
町
。
牛
肉
兼
業
。

湯
島
六
丁
目
。
牛
肉
兼
業
。

十
八
年
七
月
十
一
日
、
湯
島
天
神
町
一
丁
目
に
開
業
＠

森
Jll 
町

真
砂
町
。



百
衛
生
館

均
三
橋
亭

竹
精
養
軒

河
青
陽
楼

内
無
極
庵

的
明
光
軒

。
浅
草
区
（
四
店
）

別
今
松

位
快
々
亭

幻
三
橋
亭

鹿鳴館前後の西洋料理星

制
万
里
軒

。
本
所
区
（
一
店
）

お
吾
妻
軒

O
深
川
区
（
二
店
）

部
永
代
楼

二
十
一
年
九
月
十
八
日
、
西
黒
門
町
五
番
地
に
開
業

十
九
年
四
月
三
目
、
北
広
小
路
三
橋
ぎ
わ
に
開
業
。

上
野
公
園
開
圏
直
前
の
九
年
四
月
十
四
日
、
京
橋
店
の
支
店
と
し
て
、
公
園
地
内
鐘
撞
堂
ち
か
く
に
開
業
。
旧
明
六
社

員
が
勝
海
舟
を
招
待
し
た
と
き
、
「
他
の
処
な
ら
ひ
ど
い
か
ら
、
上
野
の
精
養
軒
に
す
る
と
云
ふ
事
に
な
ヅ
）
」
た
の
は
い
つ
の

こ
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
十
四
年
九
月
二
十
三
日
に
、
上
京
中
の
板
垣
退
助
を
ま
ね
い
て
各
派
が
会
合
を
も
よ
お
し
た
の
は
こ

と
叩
出
席
者
の
ひ
と
り
末
広
鉄
腸
の
『
雪
中
梅
』
に
で
成
。
ま
た
、
『
東
京
盛
閣
図
録
』
に
銅
版
画
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
・

南
伝
馬
町
青
陽
楼
の
第
一
支
店
と
し
て
、
十
七
年
二
月
三
目
、
元
黒
門
町
に
開
業
。

広
小
路

R

－r
－、

』

j
争
J

，L

日
本
料
理
屋
か
。

元
黒
門
町
。

瓦
町
。

し
ゃ
も
兼
業
。

吉
原
堤
。

上
野
三
橋
亭
の
第
五
支
店
と
し
て
、
二
十
一
年
六
月
八
日
、
新
吉
原
角
町
四
番
地
に
開
業
．

茅
町
一
丁
目
。

北
二
葉
町
。

二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
、
小
松
町
七
番
地
に
開
業
。
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第 1表豆＋音順店名一覧

店番号 a b c d e f g h 

29 相生亭 。 。
68 旭事F ＊＊  。 。
85 吾妻肝 。＊ 

20 吾妻亭 。。＊本 。
30 荒岡 。
60 飯倉亭 。
69 一遂事F 。
31 一品亭 。 。
81 今松 。
21 今用 。
32 今用 。
75 衛生館 。 。
86 I永代機 。
70 江知勝 ＊＊  。
71 江知勝 * 0 
63 欧米軒 。。
46 太田機 。 。
22 快々亭 。
82 快々 王子 。。
72 開盛機 * 0 

。
88 海老若手 。 。
61 花月亭 。 当ド

1 香取粁 。。
2 紀尾井亭 。 。

33 求友亭 。i「所々 にありJ問。

89 求友亭 。註43参照。

34 共楽亭 。
35 公1訂後 。
47 三縁亭 。。 。。
76 三橋亭 。 。。
12 ニ橋亭 。 。
36 三橋亭 。。 。
48 三橋，手 。。。 。
3 三橋亭 開業広告による。したがってお年の存否不明。

83 三橋苦手 。
62 三養軒 。
37 三楽亭 。 。。 。
49 昇栄楼 。 。
13 松静亭 。。
23 新吾妻 。。 。
38 清新軒 ＊ 。* 0 

。 。
50 精風軒 。
14 生養草子 。 。
73 西洋事F 。
39 精養軒 。。 。。。 。

店番号

77 精養事F

40 青陽楼

78 青陽楼

4 青陽楼

90 青陽楼

15 育協楼

67 青陽楼

51 千新軒

52 鮮養亭

5 宝亭

41 知時亭

24 高E栄館

53 東京亭

6 東京ホテル

7 東陽軒

16 東陽軒

25 巴亭

54 長山軒

87 浪花

8 日進亭

42 日本亭

55 売茶亭

56 売稲亭

57 万勝軒

17 万代事F

84 万里軒

66 広しま

43 風月堂

9 福寿

64 福寿軒

10 宮士見軒

74 市士見亭

26 蓬莱軒

18 三河屋

44 三国軒

79 無極1¥

80 日月光軒

27 八洲亭

45 山口

28 調生軒

58 F島輝亭

19 養遊事F

59 養遊事

65 古池

11 理玉安

近代日本研究

＊店名に疑問のあるもの

a b c d e f g h 。。 。。。 。。 。。 。。* 0 
。。 ＊ 

！ 開業広告…約一

。 。
* 0 

。 。。。。。。 。。 。。 。。 。。。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。。 。。
0 。。。。 。。。。。。。。。。。。。。 。。。 。。 。。。 。 。。。。。。。* 0 

。。＊ 。 。＊ 。。。。＊ 。。 。。。。。＊ 。。 。。。。 ＊＊ 。。 。
a.東都指南車 b.東京市中案内大会 c.東京独案内（改題出版） d.新編東京独案内

e，東京名勝独案内 f.新撰来京独案内図会 g.雅俗類編来京名所指南 h.東京百事便
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鹿鳴館前後の西洋料理量

明治23年の西洋料理屋分布

『控 日本都市地図集成』（1986年， 柏書房）

所収の 「東京実測図』によった．

111 
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幻
浪
花

112 

仲
大
工
町
。
牛
肉
・
し
ゃ
も
兼
業
。

。
郡
部
（
三
店
）

m
∞
海
老
亭

王
子

的
求
友
亭

十
八
年
、
墨
堤
最
初
の
西
洋
料
理
屋
と
し
て
、
「
新
橋
宗
十
郎
町
の
求
友
亭
よ
り
花
時
を
卜
し
て
」
開
業
。
十
九
年
は

に
開
業
。
二
十
年
四
月
に
は
、
「
向
島
牛
御
前
向
」
に
存
在
。

四
月
七
日
、
「
向
島
堤
東
側
」

ω青
陽
楼

元
黒
門
町
青
陽
楼
の
「
出
店
」
と
し
て
、
十
九
年
四
月
、
向
島
言
問
団
子
隣
に
開
業
。
花
の
こ
ろ
の
み
か
。

第
一
表
の
各
店
の
う
ち
郡
部
の
三
店
以
外
を
、
『
東
京
実
測
図
』
（
明
治
十
九
l
二
十
一
年
、
内
務
省
地
理
局
）
の
必
要
部
分
に
よ
っ
て

表
示
し
て
み
よ
う
。

日
な
ら
び
に
印
は
、
位
置
の
特
定
が
で
き
な
い
た
め
、
や
む
を
え
ず
省
略
す
る
。
ま
た
、

丁
目
以
下

R

－J

－J
、

中
j
J
J
T
L

不
明
の
店
に
つ
い
て
は
、

お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
し
め
す
こ
と
に
し
、
相
対
的
位
置
関
係
の
あ
や
し
い
も
の
も
省
略
は
し
な
い
。
な

お
、
お
・

ω
・
幻
ち
か
く
の
黒
丸
印
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
米
津
風
月
堂
・
大
住
風
月
堂
・
米
津
分
店
で
、
米
津
の
神
田
支
店
は
幻
と
、

麻
布
支
店
は

ωと
、
ほ
ぼ
か
さ
な
る
だ
ろ
う
。

西
洋
料
理
屋
は
、
料
理
の
値
段
を
「
上
・
中
・
並
」
で
あ
ら
わ
す
の
が
普
通
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
け
な
い

で
、
た
だ
「
御
一
人
前
金
五
十
銭
」
と
い
う
ば
あ
い
も
あ
っ
た
し
、

ま
た
、
「
上
」

の
う
え
に
「
特
等
」
を
も
う
け
た
り
、
「
並
」
の

し
た
に
「
常
食
」
を
お
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
「
上
・
中
・
並
」

の
三
分
制
、
あ
る
い
は
、
「
上
」
と
「
並
」
、
「
並
」

だ
け
と
い
っ
た
か
た
ち
で
表
示
さ
れ
る
そ
の
省
略
型
が
、
や
は
り
一
般
的
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
洋
食
一
品
売
」
と
か
「
御
好
一
品
」

と
か
と
い
う
こ
と
ば
が
、

そ
し
て
、
ず
ば
り
「
一
品
亭
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
、
一
畏
が
わ
か
ら
し
め
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
五
品
」



鹿鳴館前後の西洋料理屋

時 聞こ月五牟三智治明
直面画

三
一
即
日
の
績

S｝

。

東

京

袋

内

日曜金

y
m偽
物

園

E
h
k
・・4
a

－

一
是
3
／
、
太
郎
兵
衛
ぎ
の
留

b
l
b待
ち
あ
お
M
H
共
様
に
ス

E

一
ア
の
艇
を
慨
が
に
－

mへ
て
は
あ
れ
／
、
入
が
m
m
V居
る
、
な
ん

一
度
乎
が
ニ
ク
め
る
芭
て
左
の
手
の
ア
チ
E
ク
＆
刈

ν
の
以

t
r

一
芭
は
宜
じ
〈
志
川
是
だ
か
ら
ウ
ツ
カ
？
西
洋
料
理

aλ
る
可
か

4

事
A
t
h
v
L々

か

口

λ
戸、．

一
ら
占
F
T」
此
案
内
者
が
制
球
々
由
申

L
て
置
た
で
は
な
い
か
守
ア
／
、

一
山
内
町
を
お
町
ゆ
聞
け
な
苫
れ
猷
μ
町
駅
芭
お
話
一
宇
し
献
炉
制
航

V
駅

一

・

4

b

E
、
車
や
す
い
ザ
医
hvaFHhF

一
の
上
に
て
上
等
の
西
梓
料
理
屈
へ
書
A
9
I
心
身
〈
一
杯
働
け
ゃ
う

一

E

X

一
マ
ば
御
座
’
D
向
か

と
か
「
七
品
」
と
か
の
コ
！
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
る
西
洋
料
理
が
幅

を
き
か
せ
て
い
た
の
だ
。

ア
ラ
カ
ル
ト
を
前
面
に
お
し
だ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は

一面、

受
容
の
姿
勢
に
か
か
わ
る
と
と
も
に
、
他
面
、
会
席
の
影
響
も
あ
る

の
だ
ろ
う

よ
り
正
確
に
は
、
会
席
風
に
受
容
し
よ
う
と
し
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
「
上
・
中
・
並
」

と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
「
雪
・
月
・
花
」
と
か
、
「
松
・
竹
・
梅
」
と

か
と
は
い
わ
ず
に
。
こ
と
に
よ
る
と
、
「
近
代
」
ら
し
く
簡
明
直
哉

を
と
う
と
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
並
」

の
か
わ
り
に
「
下
」
と

か
い
た
店
も
あ
る
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
。

第
二
表
に
ま
と
め
た
値
段
の
異
同
を
な
が
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
十
年
十
月
の
巴
亭
が
、
「
特
等
」
六
十
銭
、
「
上
等
」
三
十
五
銭
と

い
う
組
み
あ
わ
せ
を
、

八
ヶ
月
ば
か
り
た
っ
て
一
ラ

γ
ク
お
と
し

さ
ら
に
、
「
並
等
」
二
十
五
銭
を
新
設
し
た
こ
と
か
ら
も
し
ら
れ
る

よ
う
に
、
値
段
の
区
分
設
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
店
の
主
観
に
依
存
し
て

い
る
か
ら
、
三
橋
亭
に
対
し
て
、
「
料
理
は
下
等
な
れ
ど
も
価
の
安

（
斜
）

き
を
以
て
人
に
知
ら
る
」
と
い
っ
た
批
評
も
う
ま
れ
る
わ
け
で
、
甲
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の
「
上
」
は
乙
の
「
並
」

の
よ
う
な
事
態
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
け
れ



第2表西洋料理定価の変遷

司広告直掲T百載 「売出し」 店番号 特 上 中並 常広告掲載 「売出し」

広告 年月 日広告

8 4 15 29 相生亭 ～100 62.5 訂.5～ 19 4 3 

8 8 19 東花楼 65 35 19 10 1 

9 8 22 孫光亭 70 50 30 19 10 22 

9 8 24 19 養遊粁 70 50 30 19 10 29 0 

10 4 14 18 三河屋 75 50 30 19 11 2 

10 8 14 柳届 50 25 19 11 4 

12 6 6 龍門亭 40 30 19 11 22 

12 7 13 38 清新粁 70 45 30 19 12 18 

13 10 1 29 相生亭 40 25 20 3 2 

14' 10 13 滋養亭 40 20 3 17 

15 1 4 滋養亭 35(1月中） 20 6 2 

15 8 30 消臭亭 75 55 35 20 6 23 

16 :i 1 。 治真亭 75 50 35 20 7 15 

16 11 17 古勝 90 60 37.5 20 10 5 

17 4 17 0 80 日月光軒 70 45 35 20 10 23 

17 5 18 養老軒 90 70 45 20 11 1 

17 10 21 38 清新軒 65 45 35 20 11 2 。
17 10 27 29 相生亭 80 I 21 1 22 

181 3 19 64 福寿軒 60 40 30 21 2 23 

18 5 30 27 八洲苦手 75 45 35 6 16 

18 7 10 72 開盛機 60 40 30 21 9 18 

18 8 10 57 万勝軒 55 45 35 21 12 28 

19 3 13 0 松の家 75 50 35 22 5 9 

凡例：

店番号

76 三橋亭

80 時j光粁

錦軒

18 三i"J/il

36 三橋与

15 背F別委

キi~I！瓜粁

滋薬事f

36 三橋苦手

76・12 三械，iι

48 三橋苦手

6 
東三京係ホ予テル

36 

25 巴J予

3 三橋与

1 T号取事「

36 三橋与

36 三備中

松育館

25 巴亭

75 衛生館

76 三橋亭

40 青陽楼
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単位：銭

特上 中立主常

25 17 

60 40 30 

35 25 

60 40 30 

25 17 

45 30 20 

60 45 35 25 

60 35 20 

25 17 

25 17 

25 17 

75 50 40 

25 17 

60 35 

25 17 

70 50 30 

50 25 17 

50 25 17 

50 30 25 18 

60 35 25 

50 35 25 

25 17 

30 

・第 6表にまとめた新聞広告のなかから、上中並の区別のある定価、もし〈はそれ

と推定される定価のみをひろった。

• 10年の三河屋のみは「東京日日新聞」（マイクロフィルム）によった0

・広告は初出をとった。掲載日が開業以前のばあいもある。

第 3表 明治23年西洋料理屋定価一覧

単位：銭 「東京百事便」による

店番号 上 中 並店番号 上 中 並

7 東洋軒 75 50 35 43 風月堂 100 75 50 

10 官士見軒 ～l帥 -40 47 三縁亭 ～65 50 35 

17 万代軒 ～40 50 精）武軒 75 50 35 

20 吾妻亭 75 50 35 58 F必輝亭 75 50 35 

23 新吾妻 75 50 35 78 青陽軒（楼） 60 35 20 

37 三楽苧 75 50 35 84 万県軒 75 50 35 

38 清新車f 60 40 35 
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ど
、
そ
こ
は
一
応
店
の
が
わ
の
称
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
よ
り
い
た
し
か
た
が
な
い
。た

か
い
方
で
は
、
十
六
年
十
一
月
の
吉
勝
と
十

七
年
五
月
の
養
老
軒
と
が
目
に
た
つ
け
れ
ど
、
吉
勝
は
一
二
ヶ
月
ほ
ど
で
休
業
に
お
い
こ
ま
れ
て
い
る
し
、
養
老
軒
は
長
崎
の
料
理
屋

こ
の
三
橋
亭
チ
ェ
ー
ン
を
の
ぞ
け
ば
、
値
段
は
意
外
な
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

の
出
店
だ
か
ら
、

や
や
特
殊
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
バ
ラ
ツ
キ
の
す
く
な
い
値
段
を
変
遷
の
視
点
か
ら
あ
え
て
よ
み
と
れ

ば
、
低
落
傾
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

よ
り
厳
密
に
は
、
個
々
の
店
に
つ
い
て
も
検
討
を
く
わ
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
十
二
年
七
月
と
十
七
年
十
月
の
清

新
軒
、
そ
れ
に
十
年
四
月
と
十
九
年
十
月
の
三
河
屋
く
ら
い
の
も
の
で
、
適
当
な
サ
ン
プ
ル
が
き
わ
め
て
不
足
し
て
い
る
。
清
新
軒

は
「
並
等
」
を
五
銭
あ
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
「
上
等
」
は
五
銭
さ
げ
、
三
河
屋
は
「
上
等
」
と
「
中
等
」
と
を
か
な
り
値
さ
事
け
し
て

い
る
。
清
新
軒
の
か
か
げ
て
い
る
「
近
来
諸
物
価
下
落
に
付
」
と
い
う
松
方
デ
フ
レ
の
不
景
気
が
、
「
西
洋
割
烹
の
元
祖
」
三
河
屋

久
兵
衛
を
も
お
そ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
あ
と
の
方
の
三
河
屋
は
「
売
出
シ
広
告
」
中
の
値
段
だ
か
ら
、
売
り
だ
し
日
両
日
中

の
み
の
特
別
価
格
の
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
当
日
食
景
奉
差
上
侠
」
と
も
あ
る
か
ら
、
「
売
出
シ
」
は
「
免
景
」
の
み
が
に
な

っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
老
舗
が
「
売
出
シ
」

の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
な
の
だ
。

鹿鳴館前後の西洋料理屋

全
体
の
低
落
傾
向
も
こ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
廉
価
元
祖
」
三
橋
亭
の
出
現
す
る
余
地
も
う
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
二
十
年
六
月
開
業
の
東
京
ホ
テ
ル
な
ど
は
十
年
の
三
河
屋
の
水
準
で
は
じ
め
て
い
る
か
ら
、
不
景
気
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

の
三
極
分
解
が
は
じ
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、

料
理
屋
自
身
に
も
「
上
・
中
・
並
」

た
と
え
ば
、
精
養
軒
あ
た
り
の

定
価
の
う
つ
り
か
わ
り
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
第
三
表
に
ま
と
め
た
二
十
三
年
、
富
士

見
軒
・
風
月
堂
の
一
円
と
い
う
値
段
、

ま
た
、
清
新
軒
は
い
よ
い
よ
さ
げ
て
、
青
陽
楼
は
値
あ
や
け
し
て
、
と
も
に
六
十
銭
に
収
飲
し
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た
こ
と
な
ど
か
ん
が
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
あ
な
が
ち
的
は
づ
れ
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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比
較
の
た
め
に
二
十
三
年
の
西
洋
料
理
以
外
の
値
段
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
会
席
茶
屋
と
い
え
ば
、
ま
づ
指
を
屈
す
る
の
は
山
谷
の

八
百
善
だ
っ
た
が
、
こ
こ
の
「
中
酒
」
が
六
品
で
一
円
二
十
五
銭
、
二
品
す
く
な
い
「
会
席
」
が
七
十
五
封
。
い
わ
ゆ
る
「
支
那
料

理
」
の
方
で
は
借
楽
園
、
こ
れ
は
七
十
五
銭
か
ら
十
円
ま
で
の
幅
が
あ
っ
た
が
、
一
円
で
十
一
品
だ
に
問
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
支

那
料
理
元
祖
」
は
、
十
九
年
十
月
に
は
「
御
一
人
前
金
二
十
五
銭
以
上
」
と
い
う
広
告
を
だ
し
て
い
泊
。
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竹
葉
や
ら
神
田
川
や
ら
の
蒲
焼
は
、
二
十
三
年
の
こ
ろ
で
五
十
銭
く
ら
い
が
ひ
と
り
の
量
と
し
て
適
当
だ
っ
た
が
、
も
う
少
し
ラ

（日）

γ
グ
の
ひ
く
い
き
つ
ね
鰻
と
奴
う
な
ぎ
と
が
、
し
ば
ら
く
ま
え
に
う
な
ぎ
飯
を
広
告
し
て
い
る
。
き
つ
ね
の
方
は
「
重
箱
詰
」
で
十

二
銭
五
厘
か
ら
、
奴
は
な
に
も
か
い
て
な
い
か
ら
た
ぶ
ん
井
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
七
銭
五
厘
と
あ
る
。
十
二
年
十
二
月
と
十
九
年
三

（臼）

月
の
値
だ
か
ら
、
西
洋
料
理
に
つ
い
て
み
た
低
落
傾
向
が
こ
こ
で
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
十
三
年
に
な
る
と
、

（臼）

そ
の
う
な
ぎ
飯
も
十
銭
か
ら
二
十
五
銭
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
奴
う
な
ぎ
も
定
価
を
あ
げ
た
も
の
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。

精
養
軒
の
値
段
も
二
十
三
年
に
つ
い
て
は
し
ら
れ
て
い
る
。
精
養
軒
は
「
上
・
中
・
並
」
と
い
う
分
け
か
た
で
は
な
く
、
「
朝
食
・

の
別
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
十
銭
以
上
・
五
十
銭
以
上
・
七
十
銭
以
上
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
両
店
共
通
だ
っ
た
。

午
食
・
晩
食
」

朝
食
が
あ
る
の
は
、
『
東
京
盛
閣
図
録
』
の
固
に
題
さ
れ
て
い
る
と
お
り
∞
出
回
同
O
阿
国

Z
同
O
J門出
F

だ
っ
た
か
ら
だ
。
上
野
の
支
店

は
二
十
二
年
秋
か
ら
翌
春
に
か
け
て
休
業
し
た
が
、
「
外
国
貴
家
ノ
御
止
宿
一
一
充
ツ
ベ
キ
客
房
」
新
築
も
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
だ

っ
た
。
二
十
一
年
に
鴎
外
を
お
っ
て
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た
女
性
が
と
ま
っ
た
の
が
采
女
町
の
本
店
だ
っ
た
こ
と
は
、
後
年
の

「
普
請
中
」
と
と
も
に

よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
朝
食
は
と
も
か
く
も
、
思
一
と
晩
に
つ
い
て
は
標
準
的
な
献
立
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



デ

l
ジ
ヨ
ネ
（
午
餐
）

デ

l
ネ
ル
（
晩
餐
）

一
人
前

五
十
銭

一
人
前

七
十
銭

ノ、
γ 

． ，、
、

ア
ー
ト
ヲ
プ
ル

（
冷
肉
）

アポポ
γ ワタ

トソア
レ γ ジ

l ユ
ー 〆’ー旬、、
；民煮蒸
肉 魚 焼
煮肉又

込3
糞
汁

ポ
ワ
ソ
ン

（
魚
肉
揚
物
）

添菜野芋

ヲ
ロ
ヂ

ア

γ
ト
レ

l

（
鳥
肉
煮
込
）

物添

同

（
獣
肉
煮
込
）

同

（
獣
肉
煮
込
）

同

シ
ヤ
ト
プ

リ
ヤ
ン

リ
ギ

I
ム

（
野
菜
類
）

（
牛
焼
肉
）

上

外
に
菓
子
、
果
物
、
蜘
排
、
ボ

外

菓
子（
又鳥
は獣

氷C裏
？焼

菓： '-" 

ノレ

フ
ロ
マ

1
ジ
等

鹿鳴館前後の西洋料理墨

し
か
し
、
献
立
を
の
こ
し
て
く
れ
た
店
は
絶
望
的
に
す
く
な
い
。
そ
れ
は
、
二
十
三
年
な
ど
と
い
う
こ
と
に
執
着
し
な
く
と
も
そ

（日）

う
な
の
だ
。
東
京
の
西
洋
料
理
屋
と
い
う
枠
も
は
づ
し
て
し
ま
っ
て
、
延
遼
館
の
献
立
と
か
、
七
年
に
大
久
保
利
通
が
北
京
か
ら
か

（

訂

）

（

臼

）

え
っ
て
き
た
と
き
の
横
浜
で
の
献
立
と
か
に
ま
で
手
を
ひ
ろ
げ
て
み
て
も
、
状
況
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
。
唯
一
、
十
八
年
か
ら

十
九
年
に
か
け
て
、

八
丁
堀
北
島
町
一
丁
目
三
十
六
番
地
松
の
家
欽
二
郎
が
、

日
が
わ
り
献
立
百
三
十
九
日
分
を
の
こ
し
て
く
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
だ
け
を
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

松
の
家
が
『
時
事
新
報
』
紙
上
で
「
西
洋
料
理
献
立
日
々
予
報
」
と
い
う
奇
抜
な
こ
と
を
は
じ
め
た
の
は
十
八
年
九
月
二
十
六
日
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で
、
最
初
は
翌
日
の
「
予
報
」
を
し
た
の
だ
が
、
す
ぐ
に
「
今
日
の
献
立
」

に
か
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
正
月
と
普
請
期
間
の
数
日
を
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の
ぞ
い
て
翌
年
三
月
十
三
日
ま
で
、
「
松
の
家
洋
食
上
等
献
立
」
を
広
告
し
つ
づ
け
た
の
だ
。
十
八
年
中
が
八
十
三
日
、
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7
7
1
 

十
月
十
二
日
だ
け
は
一
品
料
理
の
広
告
な
の
で
こ
れ
を
は
ぶ
い
て
八
十
二
因
。
十
九
年
は
休
み
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
五
十
七
回
。
こ

れ
を
、
素
材
と
調
理
法
と
を
便
宜
的
に
く
み
あ
わ
せ
た
分
類
法
に
よ
っ
て
一
覧
表
に
し
て
み
よ
う
。
料
理
の
名
前
は
初
出
に
し
た
が

い
、
配
列
は
掲
載
順
と
す
る
。
ま
た
、

た
だ
の
サ
ラ
ダ
、
菓
子
（
と
き
に
、
「
カ
l
シ
」
）
、
水
菓
子
、
「
コ
ヒ
l
」
、
「
コ
ヒ
l
」

の
か
わ

り
の
南
京
茶
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
よ
う

三
月
九
日
、
十
日
に
南
京
茶
が
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
松
の
家
は
い
い
加
減
な
、

ま
た
は
意
欲
的
な
料
理
屋

で
、
そ
も
そ
も
の
出
自
は
会
席
・
即
席
と
も
に
こ
な
す
割
烹
店
だ
っ
た
が
、
十
七
年
四
月
、
中
国
人
王
履
安
に
「
出
張
調
進
」
さ
せ

て
中
国
料
理
兼
業
と
な
り
、
翌
年
八
月
に
西
洋
料
理
を
は
じ
め
た
の
だ
。

日
が
わ
り
献
立
の
ア
イ
デ
ア
を
実
行
し
た
と
き
に
は
、
「
仏

国
風
英
国
風
料
理
人
各
一
名
宛
」
が
い
た
と
い
う
が
、

主
厨
師
の
方
は
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

た
し
か
に
、

こ
の
い
い
加
減
さ
の
な
か
に
、

お
の
づ
か
ら
な
に
が
し
か
の
お
も
し
ろ
み
も
匪
胎
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

ま
づ
気
の
つ
く
こ
と
は
、

ス
ー
プ
の
多
様
さ
と
、
魚
フ
ラ
イ
・
ビ
フ
テ
キ
・
チ
キ
ン
ロ
l
ス
・
ロ
ー
ス
ピ
フ
の
頻
度
の
た
か
さ
だ

ろ
う
。
ポ
l
ク
と
野
菜
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
、
西
洋
料
理
は

ス
ー
プ
と
魚
の
フ
ラ
イ
と
牛
肉
、
そ
れ
に
チ
キ
ン
と
し
て
受
容
さ

れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
だ

ハ
ト
や
ア
ヒ
ル
も
あ
る
か
ら
、

ト
リ
を
ボ
ウ
ル
ト
リ
と
く
く
れ
ば
、
文
久
二
年
の
遣
欧
使
節
団

の
行
動
に
つ
い
て
評
さ
れ
た
、

J30吋

E
g－
－
可
門
目
立
ロ
｝
内
ロ
宮

2
3
9ロ
円
目
立

g
d司巳
2
u
oロ円四

9
m
g
m
p
E
m
r
a
p
o吋
買
え
2

（日）

Z
口
包
旬
。
己
可
吋
・
と
い
う
一
節
が
お
も
い
だ
さ
れ
る
。
場
所
は
リ
ヨ
ン
だ
か
ら
、
彼
ら
は
リ
ヨ
ン
風
の
佳
品
を
あ
ぢ
わ
っ
た
の
だ

（印）

ろ
う
け
れ
ど
、
チ
キ

γ
や
魚
の
料
理
は
素
材
か
ら
い
え
ば
も
と
も
と
伝
統
に
な
じ
む
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
一
般
に
、
人
は
、
醤
油
の

（日）

か
お
り
の
し
な
い
あ
つ
も
の
と
、
ボ
ー
ト
ル
く
さ
い
牛
肉
料
理
の
う
ち
に
、
も
っ
と
も
ふ
か
く
「
西
洋
」
を
感
じ
と
っ
た
か
も
し
れ

：
、
。

え
し
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第4衰松の家洋食献立・

車ヰ 理 掲 餓 月 日
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ツレプパテ う｛； % 

ビーフコロッケイ %！考1潟う{o
ライスコロッケイ 先
ヱピコヒツケ %シ？%
グラムスコロッヶ う4

魚介

魚フライ %う{o~'3'~~~%%%% 児%！広%！箔滋
泥沼！括%% % %' % %，り！＇1%%%%%%1ぷ
1ぷ%%%~~労死%＇~% % % % % % % 1匁
先！写；%~I~名泥沼鬼%~弘% Ys Ys う~~Xa;{g
X1 Xa Xs ~ ;{a ~ Xう{o% %う(sう{o% Us Yi Xoうh

コールフヰシ % 
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第4表つづき

ホイルフヘヱシ XXs){s%う＇Ys~ 
フラヰ老：毎 ~ 
ヱピフニラ Xi 
ヱピコールマイナイス % 
ヱピライスカレイ 九；

フラヰアイストス 広：J~%%%%~J?ox；ズ x6 x 
アイストスレモン i% 

クラムスフライ だ1

一
たまご

ヲムレツ ！話

ビーフ・タン

デイブルピフ う五 ;{g~%%~ ？~~% 
ハヤシビフ % l万%！）込先~· ~ 
コールビフ %%%~； χ 
ロールビーフ %リ~%Xi?J'

ヒピフテフマキカロニ〔ソース） I I益~－~辺~笠，－~ ~ % % % ；五反応兇！おおlfXz＿）益

ボイルビーフ %~広t ~Xi 
ヒーフテキプリン '2'1 う~
フイレツトヒーフクリーンピース

！！！おおXs】？イ%%~玄叉ラニオンヒーフテキ

ヒープキャベツ

ヒーレビーフ % )0 x 
ヒレ化イ7サンビニヨーンソウス お%~%
ビーフチモレツ

グレルビーフ % 

タングマカロニソウス ~吉νg ~{z 
コールタン %%%~%~！ぷ% % 
タンデープル ~%%%x4Yz 
タンゼリ

ヴィール

小牛チヤツプ %%~%~うf；う(s
ビールカツレツ % 
ビールベテポワソウス ?22 

ポーク

ポークキャップ % ;{g Ya うる
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第4表つづき

コールハム x ;{s Ys Xi 

チキン・シギ

デイプルチキン %%  %：話%弱 7;x;う{sう{s
チキンカツレツ ~ % % % Xz ;{s Xz 
ライスチキン 労！む！花%%う－；； xx 
ガランデー ~1ぷ
チキンダフ '3' x Yi 
ボイルチキン ~1お% % Xs ~ 
コールチキン ~ 
チキンチヤツフ ！足先~ %：包括
チキンマコロニ（ソウス） %弘~千% Ysう{oう{i
グレルチキン %%1ぶ %%;7;%~名；~ ;<s x x x3 
チ；（－ンゼリー % 
チキンハヤシ ！広治犯~
チキンキャベツ（ソウス） ~ % ~ % ){g 
チキンライスカレー %%%う~ Xo 
チキンスチス ！！込
ボイルチキンベコロスソース ！ゑ；
コールカランデン %う4
チキンボーフ ~ Ys 
シギベテポワソウス Xi 

野菜

ロールキャベツ '3' % % % ~ Ys う~ ~ % Xz 

サラダ

チキンサラダ 労7 1ぷ 1ぷ Ys?2; う~ Yz 
（コール）ビーフサラダ お ){g
エヒサラダ % 
ハムサラダ Xo 
ゼリミイサラダ うる

シチュー・ロースト・メンチ

小牛スチユウ %~先 %~:S%%%X Xs%;{s 
魚ヒチウ う{s% ~ ~ 
スチユウケンネン ~~i ~； 泌 Xs

E月三仁子1i!鰐 Xs ?2; %お！？〈う{s% Ys 
%%XsYs;{sYs 

シチウダツグフウカセン 潟 1お%
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第 4表つづき

「王手百五ーヲ % 
ビーフスチウ ！右1Xz x 
シギスチウ ！右3Xo 
ヘヤアシチユウ 》~ ;{s 
コカモスチウ

rう4も~ プレンススチユウ

スチユウパーテ

スチユウツレツプ

ピフロース ~＂ %う{o~ 
チキンロース ~8 ~g % % ~ % ~活文1 % % % x Xi x6 Yz % 

ビールロース Fう~！ x 
ビシヨンロース

死芳！う~ゼ~二；む主厄J, x 
フライロース

ロースピフ

！主 ~ % iおY.~也k監~-2,;五%叉~~お己%主J見亙 ~品1 Z店 '.7; P也% ！）詩文。 71' !1 x )¥3 
~ Xs Ys x 

ロースフヘヱシ '.% % ~右5 x ;{a》五 Yz% % x 
ロースダク ;%9 
カモロース Ys 
ローステール % 
シギロース )23う(oう{s
クラブスロース うく

メンチトマト %~左。
メンチプレッド う~g ~弘治
チキンメンチ ~0%~% ）泊予；；；
メンチビーフ リIs'.7; 
ポテイトメンチ

~ マコロニメンチ

ヱピメンチ X2 Xs う~ xg  

テンテンメンチ Xo 
メンチプリン う~7
メンテアイストス うイ5
ヲニヲンメンチ う4
プラムスメンチ う4

不明

ルイザトウ ！泊先 ；{g
ソデソンイーピナー % 
リデソンライス 町
ソデソン 1だ！考3YsXsYs%
ツレプ う(s
チンネンポヲイト % 
ゼリミイ う合
ツレプパイ う{z
カランプリン Xo 
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マ
カ
ロ
ニ
ソ

I
ス
や
サ

γ
ピ
ニ
ヨ

I
γ

ソ
ウ
ス
や
ベ
テ
ポ
ワ
ソ
ウ
ス
や
ベ
コ
ロ
ス
ソ
l
ス
に
は
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
。
六
年
あ
ま
り

の
輸
入
が
と
だ
え
て
「
ト
レ
フ
ェ
ー
ス
」
で
代
用
す
る
と
い
う
雑
報
記
事
が
あ
っ
た
。
「
一
鐸
二
十
粒

（臼）

詰
に
て
代
価
ハ
我
金
二
円
七
十
銭
位
」
だ
と
い
う
ト
リ
ュ
フ
も
ト
リ
ュ
フ
だ
け
れ
ど
、
シ
ャ
ン
ピ
ニ
オ
ン
も
相
当
は
や
く
か
ら
輸
入

（臼）

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
丸
善
の
唐
物
店
が
食
料
品
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
の
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
し
、
香
取
軒
の
銅
版
を
み

ま
え
に
、
「
サ

γ
ピ
ン
ヨ
」

て
も
、
「
西
洋
御
料
理
」

の
招
牌
の
か
か
っ
た
入
口
右
が
わ
の
店
に
は
、
「
西
洋
食
用
品
売
捌
」
と
よ
み
と
れ
る
。
ソ
ー
ス
で
、
あ
る

。

ソ
l
ス
を
た
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
「
西
洋
」
そ
の
ま
ま
を
味
得
し
よ
う
と
す
る

い
は
、
も
っ
と
つ
よ
い
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、

こ
と
な
の
だ
。

け
れ
ど
、

チ
キ

γ
カ
ツ
レ
ツ
も
あ
る
。
ビ
ー
フ
ス
チ
ウ
も
あ
る
。

わ
づ
か
一
日
な
が
ら
、
ピ

l
ル
カ
ツ
レ
ツ
も
あ
る
。
二

ま
た
、

十
三
年
の
東
京
案
内
の
ひ
と
つ
に
、
「
大
抵
の
料
理
屋
に
あ
る
品
数
の
注
釈
」
が
で
て
い
る
が
、

そ
こ
に
も
、

ブ
ラ
イ
ド
フ
イ
ツ

シ
・
ロ
ー
ス
ト
ピ
l
フ
・
ロ
ー
ス
ト
チ
ツ
ケ
ン
・
ビ
ー
フ
ス
テ
ー
キ
な
ど
と
な
ら
ん
で
、

や
は
り
、

ヰ
l
ル
カ
ト
レ
ツ
ト
が
あ
り
、
そ
し
て
、

ス
チ
ウ
ド
ピ

l
フ
が
あ
り
、
ヴ

（臼）

チ
キ
ン
カ
ツ
レ
ツ
の
か
わ
り
に
ポ
l
ク
カ
ト
レ
ツ
ト
が
登
場
し
て
い
る
。
す
で
に
、
十
分

に
「
洋
食
の
誕
生
」
を
納
得
さ
せ
る
道
程
で
は
な
い
か
。

鹿鳴館前後の西洋料理屋

明
治
二
十
三
年
の
第
三
田
内
国
勧
業
博
覧
会
は
、
開
会
式
を
三
月
二
十
六
日
に
お
こ
な
っ
て
、

四
月
一
日
か
ら
一
般
公
開
の
は
こ

び
と
な
っ
た
。
前
年
十
月
十
四
日
か
ら
増
改
築
の
た
め
に
休
業
し
て
い
た
上
野
精
養
軒
は
、
「
博
覧
会
の
開
場
も
近
き
に
有
り
春
風

飴
蕩
桜
花
欄
慢
の
好
時
節
に
向
」

っ
て
、
三
月
二
十
三
日
に
め
で
た
く
閉
店
し
た
の
だ
が
、
面
白
を
あ
ら
た
め
た
の
は
建
物
ば
か
り

123 

で
は
な
か
っ
た
。
「
従
来
雇
使
し
た
る
外
国
人
」

に
く
わ
え
て
、
「
仏
国
人
「
レ
ヨ
ン
、

レ

l
ジ
ヤ

γ
デ

i
ル
」
氏
を
一
雇
鳴
し
」
た
の
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だ。
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な
ん
と
い
っ
て
も
、
目
玉
は
〈
正
統
〉
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
精
養
軒
の
よ
う
に
某
々
氏
の
姓
名
を
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

き
わ
め
て
め
ぐ
ま
れ
た
例
外
だ
っ
た
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
料
理
人
自
身
が
「
巴
里
」

に
ゆ
き
、
「
同
地
一
一
於
テ
西
洋
料
理
ヲ
学
」

ん
で
店
を
ひ
ら
き
、
あ
る
い
は
、
「
仏
蘭
西
伝
習
の
料
理
人
を
雇
」

っ
て
開
業
し
た

め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
「
仏
国
料
理
ヲ
其
佳
ニ
調

進
」
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
「
数
年
仏
国
人
に
附
料
理
法
研
究
」
す
る
こ
と
も
も
ど
か
し
け
れ
ば
、
「
割
烹
に
熟
練
の
清
国
人
を
一
雇
入
」

（臼）

れ
る
と
い
う
手
も
あ
っ
た
。
三
万
を
ほ
こ
る
中
国
人
の
能
力
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
権
威
の
余
光
へ
の
お
も
い
い
れ
も
あ
っ
た
し
、

異
国
情
緒
の
効
用
も
か
ん
が
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
間
接
的
効
果
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
「
仏
蘭
西
製
の
名
器
を
以
て
他
に
比
類
な
き

西
洋
菓
子
を
調
製
」
す
る
菓
子
屋
の
つ
く
る
「
西
洋
常
食
」
も
〈
正
統
〉
の
味
が
し
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
き
わ
め
て
残
念
な
こ
と
に
、
〈
正
統
〉
は
〈
美
味
〉
を
保
証
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
な
に
も
の
も
〈
美
味
〉
を
保

証
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、

た
だ
、
料
理
を
こ
こ
ろ
み
る
お
の
お
の
の
体
験
に
よ
っ
て
実
感
さ
れ
る
の
み
だ
か
ら
、
店
と
し
て
は
、

「
精
々
相
働
一
品
に
で
も
念
入
調
進
仕
候
間
偏
に
御
来
臨
の
程
奉
伏
希
候
也
」
と
、

ひ
た
す
ら
な
希
望
を
表
明
す
る
以
外
に
な
い
。

こ
う
し
て
、
「
美
味
」
と
い
う
こ
と
ば
す
ら
、
〈
美
味
〉
の
内
実
を
担
保
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
「
風
味
」
・
「
甘
味
」
・

た
と
え
ば
、
第
一
表
に
よ
っ
て
も
し
ら
れ
る
と
お
り
、
〈
美
味
〉

「
滋
味
」
な
ど
が
そ
の
意
味
論
的
空
間
を
か
た
ち
づ
く
り
つ
つ
も
、

を
冠
し
た
店
が
あ
ら
わ
れ
る
に
は
い
た
ら
な
い
と
い
う
現
象
は
、

理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
は
、

ほ
か
の
背
景
も
あ
る
。
店
名
の
な
か
に
「
養
」

ま
た
、

の
字
の
な
ん
と
お
お
い
こ
と
か
。
二
十
三
年
の
精

養
軒
も
、
仏
人
コ
雇
聴
」

の
こ
と
を
い
っ
た
の
ち
、
「
専
ら
御
滋
養
品
を
精
選
し
甘
味
を
旨
と
し
調
進
仕
候
問
倍
旧
の
御
愛
顧
あ
ら

ん
こ
と
を
奉
希
望
候
」
と
し
め
く
く
っ
て
、
〈
滋
養
〉
を
先
頭
に
お
し
た
て
た
。
過
去
に
は
、
堺
町
に
滋
養
亭
、
三
十
間
掘
に
滋
養

軒
も
あ
っ
た
。
生
体
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
欲
求
は
生
命
の
維
持
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
国
の
先
達
が
肉
食
と
い
う
異
文
化
を
受
容
す



る
に
際
し
て
、
八
美
味
〉
に
よ
り
も
〈
滋
養
〉
に
緩
衝
器
の
役
割
を
期
待
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
か
も
、
『
養

（叩）

生
訓
』
が
「
其
要
訣
は
少
の
一
宇
な
り
」
と
明
快
に
い
い
き
る
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
養
生
」
の
意
士
山
は
、

し
た
が
っ
て
、
積
極
的
に
〈
滋
養
〉
の
と
か
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
主

（礼）

人
公
の
西
洋
料
理
と
あ
い
ま
っ
て
、
開
化
の
雰
囲
気
を
つ
よ
く
か
も
し
だ
し
た
の
だ
。
ま
こ
と
に
、
「
西
洋
料
理
は
衛
生
滋
養
の
親

（

η）
 

一
切
が
「
文
明
輸
入
の
土
産
」
、
そ
う
い
え
ば
、

伝
統
に
お
い
て
、
消
極
の
方
向
に
つ
よ
く
う
ご
い
て
い
た
。

玉

コ
レ
ラ
さ
わ
ぎ
に
便
乗
し
た
か
、
衛
生
館
と
い
う
店
も
あ
っ
た

「
品
は
上
野
に
価
ひ
ハ
下
谷
お
客
ハ
絶
へ
ず
黒
門
町
お
最
良
下
さ
る
御
身
体
ハ
何
時
も
健
康
に
衛
生
館
」
。
こ
こ
の
「
一
品
売
五
銭

よ
り
」
は
た
し
か
に
や
す
か
っ
た
け
れ
ど
、
多
分
に
、

目
と
鼻
の
先
の
「
廉
価
元
祖
」
一
二
橋
亭
の
本
店
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
ち
ら
は
、

一
品
六
銭
、

五
品
十
七
銭
、
六
日
間
二
十
五
銭
で

の
な

コ
ー
ス
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

一
品
売
り
も
、
「
よ
り
」

い
分
、
「
元
祖
」

し
か
し
、
〈
廉
価
〉
と
い
う
こ
と
に
徹
す
れ
ば
、
「
洋
酒
大
コ
ッ
プ
一

の
名
に
そ
む
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

盃
二
銭
ヨ
リ
洋
食
一
人
前
四
品
十
銭
其
外
な
ん
で
も
一
品
四
銭
」

の
「
ど
ゑ
ら
い
安
売
」
も
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
ひ
ら
き
な
お

れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
み
ご
と
な
見
識
だ
け
れ
ど
、
三
橋
亭
に
し
て
か
ら
が
、

な
か
な
か
そ
う
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

ひ
と
つ
に
は
、
「
滋
養
ト
美
味
ト
ニ
尤
モ
注
意
」
し
つ
つ
、
「
価
ハ
精
々
康
一
一
」
と
心
が
け
た
明
光
軒
が
い
み
じ
く
も
喝
破
し
た
よ

う
に
、

お
の
づ
か
ら
、
「
精
良
ノ
品
ヲ
相
用
候
一
ア
ハ
実
一
一
ギ
リ
人
＼
決
着
ノ
処
」
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、

よ

り

そ
の
限
界
を
、

鹿鳴館前後の西洋料理屋

一
一
層
の
企
業
努
力
に
よ
っ
て
ひ
き
さ
げ
た
に
し
て
も
、
例
の
、
「
料
理
は
下
等
な
れ
ど
も
価
の
安
き
を
以
て
人
に
知
ら
る
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
問
題
が
依
然
厄
介
だ
。
「
廉
価
元
祖
」
が
〈
高
級
〉
イ
メ
ー
ジ
に
拘
泥
す
る
と
い
う
の
も
妙
な
話
だ
け
れ
ど
、
十
九
年

十
一
月
に
、
上
野
の
本
店
や
、

の
ち
に
開
業
す
る
こ
と
に
な
る
各
支
店
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
価
格
構
成
で
出
発
し
た
三
橋
亭
の
「
第

の
献
立
を
開
発
し
、
そ
れ
を
こ
の
「
売
出
シ
」
期
間
終
了
後

二
分
店
」
が
、
開
業
一
周
年
に
あ
た
っ
て
「
特
別
上
等

金
五
十
銭
」

125 

も
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
う
ち
に
と
ど
め
た
の
は
、
「
南
鍋
町
一
丁
目
三
番
地
角
」
と
い
う
立
地
条
件
の
も
と
で
、
〈
高
級
〉
へ
の
圧
力
が
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い
か
に
強
烈
だ
っ
た
か
を
証
拠
だ
て
る
だ
ろ
う
。

126 

こ
の
店
は
開
業
四
ヶ
月
の
段
階
で
、
す
で
に
、
「
此
外
御
好
み
に
随
ひ
最
上
等
の
御
料
理
も
可
仕
候
」
の
一
行
を
但
し
が
き
と
し

て
つ
け
く
わ
え
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
、
十
年
ほ
ど
ま
え
の
三
河
屋
の
引
札
に
も
、
「
本
文
質
素
を
主
と
す
る
の
義
御
披
露
申
上
候

得
共
御
用
の
次
第
に
由
り
何
程
盛
大
の
御
料
理
に
で
も
被
仰
付
度
回
よ
り
奉
願
候
」
と
あ
っ
た
。
「
本
文
」
と
い
う
の
は
「
或
る
御

得
意
様
よ
り
御
送
致
被
下
候
」
文
面
で
、
そ
こ
に
は
、
三
河
屋
の
料
理
が
、
「
者
修
」
と
は
対
際
的
な
実
質
本
位
の
も
の
と
い
う
意

味
の
こ
と
が
か
き
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
た
。
お
く
ら
れ
た
久
兵
衛
の
周
章
狼
狽
、
同
情
に
あ
た
い
す
る
。
「
廉
価
元
祖
」
な
ら
ぬ
「
西

洋
料
理
の
元
祖
」
と
し
て
は
、
こ
の
追
っ
て
が
き
で
、
か
ら
く
も
〈
高
級
〉
の
陣
営
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
、
衿
侍
の
崩
壊
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
西
洋
料
理
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
「
廿
五
銭
に
て
十
分
」
と
広
告
し
た
あ
の
松
の
家
で
す
ら
、
「
御
客

様
方
の
内
或
ハ
廿
五
銭
を
最
上
等
と
思
召
劣
等
の
料
理
と
御
冷
笑
を
蒙
り
実
に
吻
恕
に
不
堪
」
と
、
直
後
の
「
再
広
告
」
を
余
儀
な

〈
さ
れ
た
の
だ
か
ら

こ
う
い
う
店
に
く
ら
べ
る
と
、
風
月
堂
な
ど
は
ど
う
か
ん
が
え
て
も
〈
正
統
〉
・
〈
高
級
〉
の
方
に
し
た
し
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る

け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
南
鍋
町
の
店
が
食
事
を
供
し
は
じ
め
た
と
き
、
「
西
洋
料
理
杯
と
ハ
御
披
露
申
上
候
程
の
儀
に
あ
ら
ね
ど
一
寸

御
空
腹
凌
ぎ
に
二
三
品
の
洋
食
調
理
し
本
業
の
傍
ら
に
諸
君
の
御
需
め
に
応
じ
候
」
と
低
姿
勢
に
で
か
け
た
。
箱
根
湯
本
の
名
店
福

住
が
西
洋
料
理
を
は
じ
め
た
と
き
に
も
、
「
西
洋
料
理
な
ど
斗
御
披
露
申
上
候
程
の
儀
は
無
御
座
候
ヘ
ど
も
一
寸
御
慰
み
且
は
御
養

生
の
為
め
二
三
品
の
洋
食
を
調
理
い
た
し
本
業
の
傍
ら
諸
君
の
御
需
に
応
じ
候
」
と
、
行
文
措
辞
、
ほ
と
ん
ど
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
が
な

い
。
風
月
堂
は
十
八
年
の
暮
、
福
住
は
翌
年
夏
だ
か
ら
、
ま
ね
た
と
す
れ
ば
二
宮
翁
の
高
弟
の
方
、
あ
る
い
は
、
共
通
の
黒
幕
の
手

に
な
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
は
一
応
お
く
と
し
て
、
西
洋
料
理
は
れ
っ
き
と
し
た
権
威
な
の
だ
か
ら
「
本
業
の
傍
ら
」
の
一
品
料
理
な

ど
そ
れ
を
名
の
る
も
お
こ
が
ま
し
い
、
「
洋
食
」
が
身
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
、
と
い
っ
た
構
造
が
み
え
て
く
る
。



し
か
し
、

西
洋
料
理
に
対
し
て
、

い
わ
ば
晴
れ
う
で
す
る
と
い
う
、
権
威
主
義
的
情
緒
に
さ
さ
え
ら
れ
た
謙
遜
を
捨
象
し
て
し
ま

え
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
洋
食
」

に
は
、
そ
れ
な
り
の
長
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
〈
手
軽
〉
と
い
う
こ
と
だ
。
「
美
味
と
廉
価
」
を
売
り

も
の
に
す
る
の
と
、
「
御
風
味
と
御
手
軽
」
大
事
と
こ
こ
ろ
え
る
の
と
で
は
、
「
御
」

の
字
の
有
無
以
上
の
相
違
が
あ
る
。

一
方
は

橋
亭
が
吉
原
に
店
を
ひ
ら
い
た
と
き
、
も
う
一
方
は
青
陽
楼
の
牛
込
支
店
開
業
の
と
き
の
も
の
だ
が
、
こ
の
支
店
網
づ
く
り
の
両
雄

が
、
八
廉
価
〉
に
よ
っ
て
権
威
に
正
面
か
ら
反
逆
を
こ
こ
ろ
み
る
や
り
か
た
と
、
〈
手
軽
〉
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
し
く
ず
し
に
懐
柔
し

て
し
ま
う
ゆ
き
か
た
と
に
わ
か
れ
た
の
は
お
も
し
ろ
い
。

博
覧
会
場
内
の
「
軽
便
西
洋
料
理
出
張
店
」
が
、
「
御
好
ミ
ニ
応
シ
洋
食
一
品
ニ
テ
モ
蜘
排
一
杯
－
一
テ
モ
廉
価
ニ
調
進
仕
候
」
と

宣
伝
さ
れ
る
と
き
、
八
廉
価
〉
は
も
ち
ろ
ん
八
手
軽
〉
の
必
要
条
件
だ
け
れ
ど
、
〈
手
軽
〉
は
〈
廉
価
〉
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、

店
の
姿
勢
の
全
体
を
ふ
く
ん
だ
、
気
の
お
け
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
集
約
と
で
も
い
う
よ
り
仕
方
の
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

お
な
じ

み
の
お
も
い
き
っ
た
店
名
の
一
品
亭
の
評
判
、
「
何
で
も
一
品
金
八
銭
か
ら
な
れ
ば
出
前
に
で
も
来
客
に
で
も
引
受
く
る
と
云
ふ
至

極
便
利
の
家
な
り
」
が
、

一
品
料
理
の
う
け
い
れ
ら
れ
か
た
は
、
決
し
て
〈
廉
価
〉
の
み
を
ね
ら
い
目
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

（

η）
 

こ
と
を
し
め
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

鹿鳴館前後の西洋料理屋

采
女
町
の
精
養
軒
が
、
「
表
掛
り
の
い
か
め
し
い
の
で
常
並
の
客
が
這
入
悪
い
」
こ
と
に
気
づ
い
て
、
「
手
軽
い
客
を
別
し
て
大
切

に
便
利
よ
く
取
扱
ふ
規
則
を
立
」
て
た
の
は
十
一
年
の
三
月
だ
っ
た
が
、
二
十
三
年
の
上
野
の
精
養
軒
、
そ
こ
に
は
「
桜
花
欄
爆
の

好
時
節
」
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
偶
然
、
と
い
う
よ
り
も
勧
業
博
そ
の
も
の
が
、
開
会
を
「
好
時
節
」

に
照
準
し
た
の
だ
ろ
う
け
れ

ど
、
勧
業
博
を
ね
ら
っ
た
建
築
が
花
を
め
で
る
人
々
を
よ
び
ょ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
。
風
月
堂
と
お
な
じ
く
会
場
内
に
出
店

し
た
万
代
軒
も
、
「
大
樹
四
方
を
囲
眺
望
極
て
佳
く
実
に
場
中
閑
雅
の
一
勝
地
」
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
〈
眺
望
〉
と
い
う
伝
統
的
価
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に
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と
ら
れ
て
き
た
向
き
に
と
っ
て
、
新
鮮
な
価
値
と
な
る
。
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桜
と
い
え
ば
墨
堤
も
人
を
あ
つ
め
た
。
求
友
亭
が
そ
こ
に
支
店
を
も
う
け
た
の
も
十
八
年
の
花
の
こ
ろ
お
い
、
そ
し
て
、
十
九
年
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も
や
は
り
「
桜
花
の
好
時
節
」
だ
っ
た
。
「
呑
雲
洞
を
為
す
の
地
」
が
え
ら
ば
れ
た
の
は
当
然
と
し
て
も
、
髭
の
そ
り
ぐ
ひ
も
た
ぬ

女
主
人
の
ゆ
え
か
、
「
馬
厩
を
も
用
意
し
た
」
と
い
う
の
は
、

な
ん
と
も
ゆ
か
し
い
心
く
ば
り
だ
。

お
な
じ
春
に
青
陽
楼
も
向
島
ヘ

店
を
だ
し
た
け
れ
ど
、
向
島
は
新
緑
晩
鴬
の
こ
ろ
も
よ
か
っ
た
し
、
帯
ま
で
ぬ
ら
す
壮
烈
な
時
節
も
、

日
脚
さ
え
か
た
む
け
ば
川
面

を
わ
た
る
風
が
あ
り
、
残
暑
の
の
ち
は
野
の
花
、
揚
げ
羽
の
あ
ざ
や
か
さ
、
年
あ
け
て
す
べ
て
の
追
憶
が
白
く
封
じ
こ
め
ら
れ
る
ま

で
、
い
わ
ば
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
眺
め
を
用
意
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
品
海
富
岳
の
眺
望
」

に
よ
っ
て
も
、
人
は
四
季
の
微
妙
な
う

つ
ろ
い
を
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
東
京
案
内
が
、
西
洋
料
理
屋
の
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
不
忍
や
ら
、
本
郷
台

や
ら
煉
瓦
通
り
や
ら
の
〈
眺
望
〉
を
評
価
し
た
の
は
、
そ
れ
を
亭
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
が
存
在
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
よ
く
あ

ら
わ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
西
洋
料
理
屋
は
、
景
勝
の
地
を
卜
す
る
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
二
十
年
こ
ろ
か
ら
天
に
む
か
つ
て
の
び
、

〈
眺
望
〉
の
独
占
を
は
か
る
こ
と
に
熱
中
し
は
じ
め
た
の
だ
。
上
野
の
三
橋
亭
ま
で
も
が
、
「
三
階
作
り
に
改
造
新
築
し
従
前
の
廉
価

と
美
味
に
清
潔
と
風
景
を
加
ヘ
」
て
み
せ
た
の
は
、
二
十
二
年
の
正
月
早
々
の
こ
と
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
〈
手
軽
〉
か
ら
〈
眺
望
〉
へ
と
〈
快
適
〉
の
領
域
が
拡
大
し
て
く
る
と
、
お
も
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
万
延
元
年
の
遣

（印）

米
副
使
、
正
伎
の
九
名
の
従
臣
中
の
ひ
と
り
だ
っ
た
玉
虫
と
は
ち
が
っ
た
意
味
で
の
こ
の
も
し
い
人
格
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た
村
垣

淡
路
守
、
玉
虫
の
い
わ
ゆ
る
「
外
邦
一
一
来
リ
飲
食
一
一
苦
」
し
ん
だ
典
型
的
な
人
物
の
、
「
古
郷
に
帰
り
て
の
楽
し
み
は
味
噌
汁
と
香

（位）

物
に
て
心
地
能
食
せ
ん
こ
と
を
」
と
い
う
願
い
だ
。

十
八
年
十
一
月
、
す
な
わ
ち
、
「
向
索
、
の
頃
」

に
、
日
本
料
理
兼
業
の
太
田
楼
が
「
日
本
座
敷
ヘ
す
わ
り
テ
ー
ブ
ル
を
据
へ
た
る

所
も
志
つ
ら
ヘ
」

る
こ
と
を
は
じ
め
た
。
こ
の
〈
折
衷
〉
の
ひ
と
つ
の
様
式
は
、

お
な
じ
く
兼
業
の
売
茶
亭
も
や
っ
て
い
て
、
十
年

の
種
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
「
坐
シ
テ
西
洋
料
理
ヲ
食
フ
者
（
但
コ
レ
ハ
売
茶
ト
太
田
楼
ニ
限
ル
）
」
。
し

十
一
月
に
は
「
不
都
合
尽
シ
」



か
し
、
万
延
か
ら
た
か
だ
か
三
十
年
の
範
囲
の
こ
と
な
ら
ば
、
「
心
地
能
」

の
戸
が
〈
折
衷
〉
に
具
象
化
さ
れ
た
と
し
て
、

な
ん
の

不
思
議
も
な
い
だ
ろ
う

作
法
を
除
外
し
て
、
料
理
の
な
か
だ
け
で
か
ん
が
え
て
も
、
〈
折
衷
〉
に
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
も
っ
と
も
高
等
な
の

は
い
わ
ゆ
る
日
本
化
で
、
〈
折
衷
〉
に
即
し
て
い
え
ば
、
微
細
な
〈
折
衷
〉
の
反
復
・
複
合
・
総
合
だ
。
十
七
年
五
月
に
長
崎
の
養

老
軒
が
両
国
吉
川
町
に
店
を
だ
し
た
と
き
、
長
崎
の
「
洋
食
」
史
の
な
が
さ
を
ほ
こ
っ
て
、
「
御
国
人
の
口
味
に
適
当
候
儀
ハ
各
位

（
山
田
）

御
了
知
の
通
」
と
い
っ
た
の
な
ど
は
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
さ
し
て
い
る
。

こ
れ
を
構
成
す
る
の
が
、
単
発
の
日
本
化
、
単
発
の
〈
折
衷
〉
だ
が
、
調
理
法
を
か
り
る
方
式
と
素
材
を
か
り
る
方
式
と
が
か
ん

が
え
ら
れ
る
。
十
年
八
月
に
柳
橋
の
柳
屋
が
い
み
じ
く
も
「
や
ば
い
川
西
洋
料
理
」
と
称
し
て
は
じ
め
た
の
は
、
「
御
国
の
品
の
み
に
て

に
し
た
も
の
で
、
「
方
今
流
行
致
候
西
洋
料
理
ハ
各
種
共
肉
類
多
く
御
嫌
之
御
方
も
御
座
候
由
」
と
い
う
認
識

（

お

）

は
じ
め
の
や
り
か
た
の
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
と
の
方
に
つ
い
て
は
牛
鍋
を
あ
げ
れ
ば
こ
と
た
り

西
洋
風
の
烹
か
た
」

が
動
機
と
な
っ
た
の
だ
が
、

法

よ
ザっ

て
決た
定だ
さし
れ
るこ
とれ
し、』ま

え西
る洋
か料
も理
しと
れも
な（洋
し哩食
。と

も
よ
~jく
れ
な

の
だ
カミ

ら

料
理
の
国
籍
t土
素
材

よ
ペコ

て
で
は．
な
く
調
理

る
け
れ
ど
、

鹿鳴館前後の西洋料理屋

そ
し
て
、
も
っ
と
も
単
純
な
の
が
並
列
方
式
で
、
新
富
町
の
新
宮
楼
、
十
九
年
十
一
月
六
日
の
売
り
だ
し
、
「
抑
耕
御
料
理
」
な
ど

は
、
「
洋
食
御
好
み
な
き
御
方
へ
ハ
日
本
料
理
の
み
日
本
食
御
好
み
な
き
御
方
ヘ
ハ
西
洋
料
理
の
み
差
上
可
申
候
」
と
但
し
が
き
が

つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
折
衷
」
と
は
「
和
、
洋
」

ア
ラ
カ
ル
ト
の
集
合
に
相
違
な
く
、
「
パ

γ
並
に
御
酒
一
本
付
」
も
す
さ
ま
じ
い
。

た
と
え
ば
、
「
御
酒
一
本
付
」
の
〈
折
衷
〉
が
「
心
地
能
」
さ
を
効
率
よ
く
演
出
で
き
た

こ
と
は
事
実
で
、
上
野
の
精
養
軒
で
す
ら
、
勧
業
博
終
了
後
の
二
十
三
年
十
一
月
、
こ
ん
ど
は
宴
会
需
要
に
ね
ら
い
を
さ
だ
め
て
、

「
酒
類
ハ
和
洋
御
好
ニ
応
シ
調
進
可
仕
候
」
と
し
た
く
ら
い
な
の
だ
。

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
完
壁
で
な
く
と
も
、

129 
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西
洋
料
理
屋
は
き
そ
っ
て
新
聞
に
広
告
を
だ
し
た
。

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
は
じ
め
た
と
い
っ
て
は
だ
し
、
改
築
が
完
成
し
た
と
い

つ
て
は
だ
し
、
近
火
御
見
舞
御
礼
と
い
っ
て
は
だ
し
、
売
り
だ
し
だ
と
い
っ
て
は
だ
し
た
。

ひ
と
つ
に
は
、
新
聞
自
体
が
文
明
開
化

の
所
産
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
の
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
西
洋
料
理
屋
の
も
ち
た
い
と
ね
が
う
イ
メ
ー
ジ
に
み
あ
う
も
の
だ
と
い
う

事
情
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
新
聞
に
は
、

だ
か
ら
、
広
告
さ
れ
る
内
容
と
は

八
百
善
も
梅
若
六
郎
も
広
告
を
だ
し
た
。

た
と
え
ば
、

無
関
係
に
、
広
告
主
の
士
気
の
た
か
さ
を
反
映
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
西
洋
料
理
広
告
は
開
業
を
そ
の
過
半
の

主
題
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

開
業
広
告
は
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
の
、
や
は
り
、
閉
店
広
告
と
い
う
も
の
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
左
の
年
表
に
名

を
つ
ら
ね
た
店
々
の
い
く
つ
か
が
、
二
十
三
年
の
西
洋
料
理
屋
一
覧
に
名
を
の
こ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
そ
の

一
覧
の
不
備
を
さ
し
ひ
い
て
も
な
お
、
競
争
の
激
甚
を
も
の
が
た
る
。
閉
店
広
告
で
は
な
い
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
広
告
が
、
開

化
の
裏
が
わ
、
守
成
以
前
の
困
難
を
垣
間
み
せ
て
く
れ
る

新
橋
竹
川
町
拾
四
番
地
西
洋
割
烹
店
万
国
亭
至
急
雑
作
下
直
に
売
払
度
候
間
御
望
の
諸
君
ハ
当
月
廿
八
日
迄
に
右
同
所
ヘ
御
来
事

を
乞
（
『
朝
野
新
聞
』
九
年
十
月
二
十
六
日
）
。

京
橋
区
銀
坐
一
丁
目
十
三
番
地
一
等
煉
瓦
井
三
二
階
家
共
（
旧
玉
寿
し
跡
）
当
時
西
洋
料
理
店
今
般
都
合
ニ
ヨ
リ
至
急
売
却
致
シ
候

問
御
望
ノ
諸
君
ハ
同
所
へ
御
来
説
ヲ
乞
フ
（
『
時
事
新
報
』
二
十
一
年
一
月
二
十
一
日
）
。

こ
と
に
あ
と
の
方
の
小
吾
妻
は
小
網
町
吾
妻
亭
の
支
店
、

レ
ン
ガ
守
つ
く
り
に
な
っ
た
と
き
も
、
三
階
が
落
成
し
た
と
き
に
も
、
白

ぬ
き
や
ら
二
段
ね
き
や
ら
の
派
手
な
広
告
を
だ
し
た
店
で
、
そ
れ
が
わ
づ
か
一
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
す
で
に
、
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第5衰 開 業年表

店番号 区 年 月日 店番号 区 年月 日
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18 三河屋 神田 慶応 3 7 12 三橋亭 神田 19 9 3 

46 太田楼 芝 明治 1ころ 牛弘合 麹町 19 10 10 

39 精養軒 京橋 6 4 21 今用 日本僑 19 10 18 

29 相生亭 京橋 8 4 20 錦軒 神田 19 10 23 

東花楼 日本橋 8 8 18 15 青陽楼 神田 19 11 2 

42 日本亭 京橋 8 12 25 36 三橋亭 京橋 19 11 3 

77 精養軒 下谷 9 4 14 滋養軒 京橋 19 12 19 

19 養遊軒 神田 9 8 小吾妻 京橋 20 1 22 

38 清新軒 京橋 12 7 13 光明楼 郡 部 20 3 12 

20 吾妻亭 日本橋 12 11 23 新吾妻 日本橋 20 3 26 

64 福寿軒 赤坂 13 3 15 48 三橋亭 芝 20 6 3 

鏑木勝蔵 麹町 13 5 壷屋 京橋 20 6 14 

ま寿井西洋料理店 芝 14 2 18 47 三縁亭 芝 14 11 

青柳楼支店 本所 15 5 1 6 東京ホテル 麹町 20 6 22 

40 青陽楼 京橋 15 5 8 67 青陽楼 牛込 20 6 24 

清真亭 日本橋 15 9 1 7 東陽軒 麹町 20 9 

57 万勝軒 芝 16 12 15 25 巴亭 日本橋 20 10 5 

78 青陽楼 下谷 17 2 3 3 三橋亭 麹町 20 10 23 

33 求友亭 京橋 17 4 6 青柳楼 本所 20 10 

養老軒 日本橋 17 5 20 56 売稲亭 芝 20 12 10 

2 紀尾井亭 麹町 17 12 20 松青館 神田 21 2 

27 八洲亭 日本橋 18 5 63 欧米軒 赤 坂 21 4 13 

72 関盛楼 本郷 18 7 11 44 三国軒 尽橋 21 4 23 

松の家 日本橋 18 8 83 三橋亭 浅草 21 6 8 

54 長山軒 芝 18 10 17 75 衛生館 下谷 21 9 18 

37 三楽亭 尽橋 18 11 86 永代楼 深川 21 12 28 

43 風月堂 尽橋 18 12 19 50 精風軒 芝 22 8 6 

68 旭軒 本郷 19 1 19 今用 神田 22 8 13 

4 青陽楼 麹田I 19 2 19 米国亭 神田 23 1 7 

76 三橋亭 下谷 19 4 3 62 三養軒 麻布 23 3 21 

89 求友亭 郡部 18 4ころ 麻布軒 麻布 23 5 

90 青陽楼 郡部 19 4 梅源亭 本所 23 6 17 

28 調生軒 日本橋 19 5 1 長栄亭 芝 23 6 18 

新宮楼 京橋 19 7 東陽軒分店 京橋 23 10 20 

凡例：

・区について、明治23年の東京案内に掲載されている店はそのときの所在地

をもちい、のっていないものは開業地によった。ただし、三新法以前の後

者は15区制の区によってしめした。

・移転開業、経営者の交替、新装開業はとらなかった。ただし、横浜から移

転開業したもの、経営者の交替にともなって店名を変更したものはとった。

．既存の店があらたに西洋料理部門をひらいたばあいは採用した。

・不志競馬・内国勧業博への出店はとらなかった。
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生
き
馬
の
目
を
ぬ
く
東
京
の
感
は
い
な
み
が
た
い
。

132 

そ
し
て
、
問
題
は
媒
体
の
が
わ
に
と
っ
て
も
同
様
だ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
二
十
三
年
の
三
月
に
、
『
め
さ
ま
し
新
聞
』
を
買
収
・
改

題
し
て
ま
だ
二
年
に
も
な
ら
な
い
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
急
伸
に
対
抗
し
て
、
在
京
の
十
六
新
聞
社
が
五
大
新
聞
売
捌
店
に
不
売
同

盟
結
成
を
は
た
ら
き
か
け
て
失
敗
に
お
わ
る
と
い
う
椿
事
が
出
来
し
た
が
、
あ
の
旭
日
昇
天
の
い
き
お
い
だ
っ
た
『
日
新
真
事
誌
』

が
急
転
没
落
し
て
い
っ
た
草
創
の
時
代
か
ら
、
競
争
は
日
常
の
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
十
五
年
三
月
に
『
時
事
新
報
』
が
参
入
し

て
、
十
七
年
十
一
月
に
刊
行
日
数
の
増
加
、
す
な
わ
ち
、
「
日
曜
日
ヲ
除
グ
ノ
外
ハ
祭
日
ニ
テ
モ
元
日
ニ
テ
モ
大
晦
日
ニ
テ
モ
一
向

に
、
し
か
も
、
「
予
約
購
読
定
価
ハ
従
前
ノ
通
」
と
い
う
条
件
で
ふ
み
き
る
と
、
間
髪
を
い
れ
ず
、
『
朝

ニ
頓
着
ナ
グ
毎
日
刊
行
」

野
新
聞
』
・
『
郵
便
報
知
新
聞
』
・
『
東
京
日
日
新
聞
』
な
ど
も
そ
れ
に
追
随
し
た
。
特
に
『
東
京
日
日
』
は
「
朝
夕
発
免
休
日
な
し
」

の
大
奮
発
だ
っ
た
し
、
い
わ
ゆ
る
小
新
聞
の
撞
頭
も
め
ざ
ま
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
老
舗
の
『
朝
野
』
に
対
す
る
に
新
興
『
時
事
』
の

競
争
も
餓
烈
だ
っ
た
。

御
貝
期
展
筋
の
興
奮
ぶ
り
も
ま
た
相
当
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
十
八
年
の
一
月
十
八
日
に
上
野
公
園
で
ひ
ら
か
れ
た
大
井
憲
太
郎

ら
の
「
大
日
本
有
志
運
動
会
」
参
加
者
は
、
大
小
の
旗
峨
を
ひ
る
が
え
し
た
午
後
の
デ
モ
行
進
で
、
ま
づ
通
三
丁
目
の
時
事
新
報
社

に
む
か
つ
て
万
歳
を
連
呼
、
つ
づ
い
て
銀
座
四
丁
目
の
朝
野
新
聞
社
で
末
広
重
恭
に
面
会
を
要
求
し
て
は
た
せ
ず
、
投
石
し
て
窓
ガ

ラ
ス
を
こ
わ
し
、
巡
査
を
な
ぐ
り
尾
張
町
派
出
所
を
破
壊
し
た
。
『
朝
野
』
は
、
「
主
戦
論
一
一
反
対
シ
感
情
ノ
為
メ
ニ
支
配
セ
ラ
ル
t
A

（

%

）

（

幻

）

勿
レ
ト
云
フ
論
説
」
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
酒
も
は
い
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
う
い
う
跳
ね
あ
が
り
は
別
と
し
て
、
『
時
事
』
の
読
者
層
は
、
お
そ
ら
く
、
交
詞
社
員
を
そ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
ふ
く
む
だ

ろ
う
。
そ
の
社
員
の
職
業
別
の
構
成
を
み
て
目
に
つ
く
こ
と
は
、
商
業
・
会
社
・
銀
行
関
係
者
の
比
率
の
た
か
さ
だ
。
十
四
年
が
二

四
・
ニ
パ

I
セ
γ
ト
、
二
十
三
年
が
二
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

ち
な
み
に
三
十
四
年
が
四

0
・
0
パ
l
セ
γ
ト
で
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独



順
に
商
、
商
、
会
社
と
な
る
。

一
位
を
圧
倒
し
て
い
る
。
そ
の
単
独
一
位
は
、
十
四
年
が
官
吏
、
二
十
三
、
三
十
四
年
が
「
記
載
な
し
」
で
、
単
独
二
位
を
み
る
と
、

野
』
の
府
外
購
読
者
数
の
激
減
し
た
年
に
あ
た
り
、

ま
た
翌
年
、
『
時
事
』
は
、

（的）

後
発
の
『
時
事
』
が
『
朝
野
』
を
ぬ
い
た
の
は
、
発
行
部
数
・
販
売
収
入
と
も
に
成
島
柳
北
残
後
の
十
八
年
で
、
こ
の
年
は
『
朝

た
ぶ
ん
は
じ
め
て
府
外
購
読
者
数
が
府
内
の
そ
れ

を
う
わ
ま
わ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
『
朝
野
』
を
さ
さ
え
て
、

（問）

自
由
民
権
家
層
と
は
別
の
に
な
い
手
が
、
『
時
事
』
の
が
わ
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

つ
い
に
松
方
財
政
の
波
を
か
ぶ
っ
て
郵
送
購
読
に
た
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

た
だ
し
、
『
時
事
』

に
関
し

て
、
府
内
・
外
の
比
率
が
逆
転
し
た
の
は
、
二
十
三
年
ま
で
に
つ
い
て
い
え
ば
、
企
業
プ
l
ム
以
前
、
十
九
、
二
十
の
両
年
の
み
だ

か
ら
、
こ
の
時
期
の
『
時
事
』
を
府
外
型
の
新
聞
と
類
型
化
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
府
内
・
外
均
衡
型
と
い
っ
た
位
置
づ
け

（川）

に
な
る
だ
ろ
う
か
。

鹿鳴館前後の西洋料理壁
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II手事折半民
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判官新聞

件
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25 

20 

15 

10 

23 （年）

西洋料理屋年間広告件数の新聞別推移
（第6表による）

新
聞
社
の
経
営
は
購
読
料
収
入
と
広
告
料
仇
～

と
に
依
存
す
る
。
新
聞
の
競
争
は
、
経
営
の
面
か

ら
い
え
ば
、
読
者
・
広
告
獲
得
競
争
と
な
る
わ
け

だ
け
れ
ど
、
広
告
主
の
競
争
は
、
顧
客
予
備
軍
と

し
て
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
読
者
層
の
有
無
を

広
告
掲
載
に
際
し
て
の
選
好
基
準
と
す
る
か
ら
、

西
洋
料
理
屋
と
『
時
事
』
と
そ
の
読
者
と
に
つ
い

て
い
え
ば
、
『
時
事
』
が
読
者
と
し
た
府
内
・
外

133 

の
商
人
等
は
、
西
洋
料
理
屋
が
も
っ
と
も
期
待
し
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た
層
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
新
聞
が
経
営
の
側
面
を
も
つ
か
ぎ
り
、
『
時
事
』
は
、
そ
の
紙
面
づ
く
り
に
お
い
て
、
こ
の
、

134 

西
洋
料
理
屋
を
ふ
く
む
府
内
・
外
の
商
人
等
を
重
視
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
の
、
『
時
事
』

0

0

0

0

 

の
ひ
と
つ
の
特
徴
だ
っ
た
「
主
戦
論
一
一
反
対
」
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
論
調
も
、
西
洋
料
理
屋
へ
足
を
は
こ
び
そ

う
な
、
府
内
・
外
の
商
業
・
会
社
・
銀
行
関
係
者
の
哲
学
と
趣
味
と
利
害
と
に
み
あ
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

十
九
年
九
月
十
六
日
、
『
郵
便
報
知
』
に
発
表
さ
れ
た
「
改
良
意
見
書
」
に
端
を
発
し
た
購
読
料
引
き
さ
げ
競
争
で
、
『
時
事
』
は

二
十
八
日
に
き
わ
め
て
散
文
的
な
「
時
事
新
報
値
下
げ
社
告
」
を
だ
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
『
朝
野
』
の
方
は
、
お
な
じ
日
の
「
新
聞

直
下
げ
」
社
告
で
、
「
や
た
ら
無
性
に
価
を
下
げ
よ
下
げ
よ
と
求
め
」

る
「
玉
石
混
清
の
看
客
」
を
あ
げ
つ
ら
い
つ
つ
、
あ
え
な
く

も
そ
の
軍
門
に
く
だ
っ
た
。
小
吾
妻
は
、
二
十
年
一
月
二
十
日
の
「
西
洋
料
理
革
面
売
出
し
」
広
告
を
『
時
事
』
に
は
だ
さ
な
か
っ

た
が
、
お
な
じ
年
六
月
十
五
日
の
「
紅
器
撤
西
洋
料
理
大
売
出
し
」
の
広
告
を
『
時
事
』
に
も
『
朝
野
』
に
も
だ
し
て
、
翌
年
一
月

二
十
一
日
の
売
家
広
告
を
『
朝
野
』
に
は
だ
さ
な
か
っ
た
。
『
朝
野
』
は
、
「
玉
石
混
清
の
」
広
告
主
の
心
が
わ
り
を
せ
め
、
そ
の
哀

運
を
わ
ら
う
よ
り
も
、
二
十
年
な
か
ば
の
段
階
で
み
づ
か
ら
を
み
す
て
な
か
っ
た
そ
の
恩
に
謝
す
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
も
な
く
、
「
一
年
三
百
六
十
五
日
毎
日
刊
行
の
新
聞
紙
ハ
日
本
国
中
に
唯
時
事
新
報
あ
る
の
み
」
と
い
う
事
態
が
、
定
価
据
え
お

（防）

き
の
ま
ま
に
現
実
の
も
の
と
な
り
、
『
朝
野
』
が
か
ら
く
も
「
年
中
休
刊
な
し
」
に
た
ど
り
つ
く
の
は
、
明
治
二
十
三
年
を
ま
た
な

（附）

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

駒
代
の
い
る
尾
花
屋
の
呉
山
老
人
の
耳
に
表
通
り
の
新
聞
社
の
号
外
の
鈴
が
ひ
び
い
た
の
は
、
時
事
新
聞
社
が
南
鍋
町
二
丁
目
十

二
番
地
ヘ
移
転
し
て
二
十
五
年
以
上
も
の
ち
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
雑
録
の
朝
野
」
は
と
う
の
む
か
し
に
な
か
っ
た
。
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第6表西洋料理屋広告年褒

年月 日店番号 朝野新聞 店番号 郵便報知新聞 年局 日｜店‘z朝野新聞 店番号 時事新報

8 4 15 29 相生亭 17 5 17 40 青陽楼

8 8 19 東花楼 17 5 18 養老粁

8 12 20 万国亭 17 6 13 杉浦

8 12 23 42 日本亭 17 6 14 40 青陽棲 40 青陽楼

9 4 12 77 精養軒出店 17 6 20 養老軒

9 8 孫光亭 17 7 9 78 青真亭・青陽楼

9 8 i 24 i 19 養遊軒 17 7 11 78 資真亭・青陽楼

9 10 28' 19 養遊粁 17 7 24 57 万勝軒 57 万勝軒

IO 8 14 柳屡 17 9 3 杉i甫

12 6 6 龍門亭 17 9 11 40 青陽楼

12 7 13 38 清新軒 17 9 17 青真亭 青真亭

12 11 16 i 20 吾妻事大蒜六次郎 17 10 21 38 清新粁

13 5 9 鏑木勝蔵 17 IO 21 18 三河屋

13 10 1 29 相生亭 17川27 29 相生亭

14 2 16 家寿井西洋料理店 17 11 29 20 吾妻亭

14 10 13 滋養亭 17 12 10 40・78青陽楼・青陽楼

14 i 10 14 20 吾妻亭 17 12 14 2 紀尾井亭

14 10 15 20 吾妻亭 17 12 15 2 紀尾井亭

14 10 15 滋養亭 l号 2 28 杉葉亭

15 I I 4 滋養亭 18 3 19' 64 福寿軒

時事新報 18 4 30 78 育協楼

15 4 29 青柳楼支店 18 5 30 27 八洲亭

15 5 4 40 青陽楼 18 6 20 青真亭

15 8 30 清真亭 72 開盛楼

15 I 11 6 青柳楼支店 18 7 13 40・78青陽楼・青陽楼

15 11 11 青柳楼支店 18 8 10 57 万勝軒

16 1 15 青柳楼支店 18 8 18 松の家欽二郎

16 3 清真亭 18 8 22 松の家欽次郎

16 I 3 IO 40 青陽楼 18 8 25 松の家欽次郎 松乃家欽二郎

16 5 23 40 青陽楼・青真亭 18 8 25 40 青陽楼

16 6 15 青真亭 18 8 I 26 40 育協楼

16 6 21 40 青陽楼 18 9 16 40 I青磁楼

16 I 6 24 40 青陽楼・青真亭 18 9 i 26 松の家欽三郎

16 9 27 40 青陽楼・青真亭 18 9 30 松の家欽二郎

16 11 17 吉勝 18 10 16 54 長山軒

16 12 9 57 万勝軒 18 11 21 37 二楽亭

16 12 9 20 吾妻亭 18 I 11 29 46 太田楼

16 12 13 57 万勝軒 18 12 16 40・78 青陽楼・同支店

16 12 25 29 相生亭 191 1 16 40 青陽楼

16 12 26 29 相生亭 19 1 19 68 旭軒

17 2 2 78 青陽楼 19 2 9 40 青陽楼

17 4 6 33 求友亭矢野みつ 19 2 I 18 4 青陽楼

17 4 明光軒 78 青陽楼 松の家

17 5 3 賀川田・堀越 19 3 16 4 青陽楼

17 5 16 40 青陽楼 19 4 3 76 三橋亭
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第 6表つづき

19 4 I 1 33' 求友亭・求友亭支店 お関 求友亭・求友亭支店 20 9 26 15 育協楼

18・ro青陽楼・同出店 20 10 5 25 巴亭

19 4 I 2~ 28 指生軒 20 10 15 青柳楼

19 4 f 2 2 紀尾井亭 20 10 20 25 巴亭

28 靖生粁 20 10 23 3 三橋亭第四分店

'19 s I 4 40 青陽楼 20 11 1 1 斉取軒 1 香取軒

19 ! 5 i 211 78 育協楼 20 11 2 36 三概亭

19 7 ! 24: 青柳楼 20 111 3 40 育協楼

19 9 I 1 112・76：三橋守分府・竺橋亭元店 青柳楼塗 20 12 8 56 売稲亭

19 10 i 1 i so 明光軒 20 i 12 24 6 東京ホテyレ

牛弘合 20 ・ 12 i 2s 17 万代軒

二~：l~山0: 21 今用 21 1 22 36 三橋亭

22 斜1章子 21 2 f 23 松w・館

19110 i 27 荒井 21 2 ; 26 23 新吾妻

---R*1＋~ 出61三三耐久兵衛
21 4 i 14 63 欧米軒

3 4橋字分店 21 4 23 44 三［五l軒

I 19 i 111 4 15 青陽楼 21 6 8 83 i三橋亭第五分応

19:1115 ~：引 三河恒久兵衛
新；長後 21 6 16 44 三Lnl’ff

j19;11l 6 三橋与第二分店｜ 21 6 16 25 巴，ヂ

凶lト1町ー川1十1布：I一ト－~：而1十I ：一：→1~1→i "'""" 
21 6 19 25 i巴苧

松l風軒 21 8 3 40 7守防楼

松！民事「 21 8 9 7 東陽軒 7 ＊防宇F

相の1毛本m 21 8 19 32 今JIJ

19 f 12: 17 I 斜1事F 21 9 18 75 ！衛生長官 75 衛生館

I 19 12118 ! 1滋発車「 治安軒： 21 11 2 36 三和（r,.•；＼ニ

i 2011 止主＇iiし！；；到7司：土三石俗竺市子五付竺~. 飢

Jill.好 21 11 17 "JiJ子t茶色＇ti

i 20 1 ! .!tヂ 21 12 17 1 喬取軒

i 20 I 3 : i 36 三橋亭 21 12, 28 
十：一：一十：一三一永一一橋代一一，楼一j子一一一一一ーーーーー－

i 20 3 I 光明機 22 1 3 

120 3 I 分！万｜ 22 1 6 nrル5ι

H:20 
3 I 24 I I 初・23子千支亭・新子f妻 22 1 ! 8 ｜質成予

20 3 I 3o 72 i開盛楼 72 JJIJ盛楼 22 1 26 86 ！永代楼

I 20 I 4 I 4 I J3~＇ 1 f本i,＇々，1；平ボ；・反主干）,Ii・．分求I友・＇＇亭 22 2 44 ?Jhf刺：

I 20 6 I 2 I 48 I三橋与第三分店 22 5 9 40 if防様粁

i 1J、古美 小吾妻 22 8 4 50 干l'i風

20 6 ! 22 47 小城久次郎 22 8 11 今)jJ 今！日

120 I 6 i 23 6 東京ホテlレ 22 8 ;.;1;-i：見楼

20 6 i 24 67 支店庁防楼 67 支店青防機 22 10 10 J9・ii粉祭事干・精去を粁

I 20 I 7 I 6 6 束王子、ホテル 22 111 1 第七支店今用

20 7 ! 15 36 三矯亭 22 i 12 20 78 育協楼

〕到 7i 23 近江亭 22 i2 27 17 万代粁

20 7 i 30 15 w陽楼 22 12 29 米国亭

20 9 1 I 47 三絞亭小城久次郎 23 1 6 米国手

20 9 I 2 I I 7 東陽粁i架沢為二!!ii 23 3 18 39'77 精養事i二．平1111芸事f

20 i 9 I 3 i 12 三橋亭第一分店 23 3 20 39・77精養軒・精養軒 62 三養軒

20 I 9 I 19 17 万代軒 23 3 29 17 万代軒 上野機
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第6表つづき

23 3 29 

23 5 17 

23 6 2 

23 6 14 

23 6 17 

一
岡
市
一
時
一
時

東陽事F分店

771精養軒

枕流館

枕流館

有楽軒

凡例：

・明治8～23年の「朝野新開」、 8～15年 2月の「郵便報知新聞」、 15年3月～23年

の「時事新報」、それぞれにのっている東京の西洋料理屋の広告を、その初出によっ

てふるいものから順に、同一紙の同日分については掲載順によって、ならべた。

・広告採集の基準を、見だし、もしくは文中に、「西洋料理」、もし〈は「洋食」の

読のもちいられているものとしたが、西洋料理を供しようとすることのあきらか

なばあいには、かならずしもこの基準にこだわらなかった。

・つぎのものはとらなかった。

。休業広告（原則として）、夏期休業終了広告、近火見舞御礼広告。

o第4表にまとめた松の家の献立。

o東京以外への出店広告。

o「商洋風お料理」広告。

o商洋料理もあきなう西洋菓子屋の広告。

．広告主について

oその名称は、所在地名のみ省略して、広告文にしたがった。

o西洋料理屋ではない共同広告主の名称は省略した。

o支店についての広告を、本支店共同広告あつかいとしたばあいもある。

．「朝野新聞」の縮刷版は改称時から明治26年6月までをおさめているが、本表が対

象とした時期以外の西洋料理屋の広告は、 25年7月9日、泰明軒の「西洋御料理

開店御披露」のみ。

第7表中国料理屋広告一覧

年月日 広 告主 住所・所在地 掲載紙 備 考

17 I 9 王履安 築地入船町4丁目 3番地永和斎方 朝野 出張料理。「六人以下御断申候」。

17 4 5 割lj~支店松の家 八丁場北島町1丁目薬師前通り 時事 王履安、松の家へ出張。

18 7 21 豪E童図i筒漢酒館 築地入船町5丁目 1番地（南新富橋東角） 朝野 王履安が共同広告主のひとり、23日；現業。

19 10 18 借楽園 日本僑区亀島町1丁目29番地 時事 「支那料理元祖」。

20 12 3 川長 浅草代地 時事 会席兼業。「支部本邦折中」も。

21 2 20 川長 浅草代地 時事 会席兼業。「支部本邦折中」も。

21 10 4 川長 浅草代地 時事 会席兼業。
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第8表風月堂広告年表

年月 日朝野 報知 大住 米 l:tt 風月堂以外の共同広告主

両国 京橋 神田 麻布 横浜

10 10 24 。 。
10 10 28 0 。
10 12 25 。 。
10 12 27 0 。
11 2 23 0 。
11 2 27 0 。
11 6 28 。 。
11 12 24 0 。
11 12 25 。 。
12 。 。
13 。 。。。 翁尚治f!ll兵衛

14 12 15 I 。 。。。 翁kli台f!IWI草｝

14 12 27 0 。。。 翁1-tlif;郎兵衛

P.J ・Jも
17 n 112 。 。。。
17 ll 14 。 。。。
18 6 13 。 。
18 6 14 0 。
18 8 16 0 。
18 12 18 0 。 。
19 3 27 。 。。 。
19 4 5 。｜ 。
19 5 20 。 。。。 打lfJ武三・翁lilJi村i大良兵衛

19 5 26 0 。 。
19 9 30 。 。。
20 6 5 0 。
20 6 6 。 。
20 7 2 0 。 。。 凡例：

トーー一一トー一一一

20 7 21 。 。 －第6表とおなじ範悶で、風月堂の広

20 8 8 。 。。 告を採集した。

20 8 13 0 。。 －近火見舞御礼広告・休業広告・帰朝

20 8 18 。 。 出迎御礼広告はとらなかった。

20 12 21 。 。 －広告主について

21 5 21 。 。 。米i事の神田店は、 14年まで佐柄木

21 12 ! 21 。 。 町、 17年から淡路町。

22 1 3 。 。。 0 19年 5月20日の「西洋酒類元価限

定販売広告」は、室町3丁目の洋酒
221 2 10 。 。。。

問屋打図式三が主。
22 3 23 。 。

0 20年7月2日の両国・京橋は両紙
22 6 1 。 。

ともおなじ。
22 6 2 。 。 ．「朝野新聞」縮刷版所載の風月堂広告

22 10 30 。 。 で本表にもれているものは、 25年7

23 4 5 。 。 月6目、六店共同の「新製菓子広告」

23 4 6 0 。 のみ。
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註
（1
）
仲
固
定
之
助
『
明
治
商
売
往
来
』
（
昭
和
四
十
四
年
、
青
蛙
房
）
一
九
八
l
二
0
0ペ
ー
ジ
。

（2
）
末
尾
の
第
六
・
七
・
八
表
に
ま
と
め
た
新
聞
広
告
を
資
料
と
し
た
ば
あ
い
に
は
、
註
記
を
省
略
す
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
字
体
を
通
行
の
も
の
に
あ

ら
た
め
、
振
仮
名
・
圏
点
を
原
則
と
し
て
は
ぶ
く
c

（3
）
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
年
一
二
月
四
目
。
な
お
、
『
時
事
新
報
』
は
覆
刻
版
（
龍
渓
書
舎
）
に
よ
る
。

（4
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
一
年
六
月
十
八
日
。
な
お
、
『
朝
野
新
聞
』
は
縮
刷
版
（
ベ
り
か
ん
社
）
に
よ
る
．

（5
）
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
二
年
七
月
二
十
八
・
二
十
九
日
。

（6
）
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
二
年
七
月
二
十
九
日
。

（7
）
淡
路
町
店
は
、
十
四
年
末
の
広
告
ま
で
は
「
佐
柄
木
町
」
。

（8
）
参
看
し
た
単
行
本
の
刊
行
月
と
書
名
等
は
つ
ぎ
の
と
お
り
・

二
月
、
東
京
名
所
図
絵
（
原
田
真
一
）

日
東
京
名
所
案
内

東
京
名
所
図
絵
（
中
野
了
随
）

東
京
名
所
図
絵

東
都
指
南
車

東
京
名
所
独
案
内

東
京
市
中
案
内
大
全

東
京
見
物
独
案
内

一
肌
独
案
内
（
「
改
題
出
版
」
・
元
版
は
二
十
二
年
四
月
刊
の
献
猷
独
案
内
）

嗣
東
京
独
案
内

東
京
名
勝
独
案
内

東
京
横
浜
独
案
内

東
京
案
内

側
東
京
独
案
内
図
会
（
「
緒
一
吉
」
に
よ
っ
て
四
月
刊
と
推
定
）

雅
俗
東
京
名
所
指
南

類
編
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七
月
、
東
京
百
事
便

（9
）
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
．
た
だ
し
、
こ
の
「
食
堂
は
一
切
仏
蘭
西
式
に
て
献
立
を
記
し
た
る
料
紙
も
又
仏
一
古
川
」
の
「
西
洋
九
出
し

の
ホ
テ
ル
」
は
、
開
業
式
以
前
か
ら
営
業
を
は
じ
め
て
い
た
。
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日
。

（
叩
）
玉
虫
「
航
米
目
録
ヘ
日
本
思
想
大
系
白
五
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
議
書
類
に
つ
い
て
は
、
刊
年
・
版
元
の
註
記
を
省
略
す
る
。

（
日
）
二
十
三
年
は
、
ま
た
、
パ
ン
が
「
下
層
階
級
の
聞
に
流
行
し
た
」
年
だ
っ
た
。

B
・
H
・
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
『
日
本
事
物
誌
』
一
（
東
洋
文
庫
）
二
二
八
ペ
ー
ジ
．

（
臼
）
『
時
事
新
報
』
連
載
の
「
東
京
案
内
」
明
治
二
十
三
年
五
月
四
日
に
、
「
一
ニ
橋
亭
と
云
ふ
西
洋
料
理
屋
、
東
京
に
五
軒
（
上
野
広
小
路
、
小
川
町
、
南
鍋
町
、
芝

久
保
町
、
吉
原
）
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
第
四
支
店
を
あ
げ
な
い
。

（
臼
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
年
六
月
二
十
四
日
。

（
日
）
永
井
良
知
『
東
京
百
事
便
』
（
明
治
二
十
三
年
、
三
三
文
房
）
六
九
四
l
六
九
五
ペ
ー
ジ
．

（
日
）
前
掲
『
東
京
百
事
便
』
六
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
時
）
清
水
連
郎
「
瑞
穂
屋
卯
三
郎
の
こ
と
」
、
『
新
旧
時
代
』
大
正
十
四
年
十
二
月
四
五
ペ
ー
ジ
＠

（
口
）
『
維
新
史
料
綱
要
』

7
二
0
0ペ
ー
ジ
。

（
日
）
舌
水
子
「
西
洋
料
理
の
元
祖
三
河
屋
久
兵
衛
＼
『
新
旧
時
代
』
大
正
十
四
年
九
月
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
叩
）
国
内
に
お
け
る
西
洋
料
理
の
伝
播
を
か
ん
が
え
る
と
き
、
一
般
に
、
「
東
京
に
近
い
地
方
に
早
」
く
店
が
で
き
た
面
が
あ
る
と
同
時
に
、
開
港
場
か
ら
の
ち
か

き
も
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
箱
根
富
士
屋
ホ
テ
ル
の
「
西
洋
料
理
ハ
横
浜
よ
り
来
」
た
。
明
治
十
一
年
、
イ
サ
ベ
ラ
・
パ

l
ド
が
激
賞
し
た
久

保
田
、
す
な
わ
ち
、
秋
田
の
例
な
ど
は
、
後
者
の
方
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
明
治
文
化
史
』
臼
二
一
一
ペ
ー
ジ
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
一
年
七
月
三
十
一
日
。
バ
ー

ド
『
日
本
奥
地
紀
行
』
（
東
洋
文
庫
）
一
七
五
・
一
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
初
）
前
掲
「
西
洋
料
理
の
元
祖
三
河
屋
久
兵
衛
」
、
二
九
l
三
0
ペ
ー
ジ
。

（
乱
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
一
年
四
月
二
目
。

（
辺
）
前
掲
「
西
洋
料
理
の
元
祖
三
河
屋
久
兵
衛
」
、
二
九
l
三
一
ペ
ー
ジ
．
な
お
、
江
戸
に
で
て
き
た
と
き
の
も
の
が
、
『
明
治
文
化
』
昭
和
五
年
一
月
の
口
絵
に
あ
る
．

（
幻
）
前
掲
「
瑞
穂
屋
卯
三
郎
の
こ
と
ヘ
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
担
）
早
矢
仕
有
的
宛
小
幡
篤
次
郎
書
翰
‘
明
治
十
二
年
八
月
二
十
九
日
、
『
交
詞
社
百
年
史
』
（
昭
和
五
十
八
年
、
交
詞
社
）
一
六
ペ
ー
ジ
。
「
交
詞
社
創
立
事
務
委

員
報
告
」
、
『
六
人
詞
雑
誌
』
明
治
十
ゴ
一
年
二
月
五
日
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
『
交
詞
雑
誌
』
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
お
）
前
掲
「
西
洋
料
理
の
元
祖
三
河
屋
久
兵
衛
＼
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
お
）
前
掲
「
西
洋
料
理
の
元
祖
三
河
屋
久
兵
衛
ヘ
二
九
・
三
一
ペ
ー
ジ
。
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（
幻
）
長
谷
川
『
旧
聞
日
本
橋
』
（
岩
波
文
庫
）
二
三
五
i
二
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
活
）
『
京
橋
区
史
』
下
（
昭
和
十
七
年
、
京
橋
区
役
所
）
一
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

（mm
）
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
八
年
二
月
六
日
、
『
明
治
文
学
全
集
』

3
四
O
八
J
四
O
九
ペ
ー
ジ
。

（
初
）
大
久
保
利
謙
「
新
修
明
六
社
考
」
、
『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
』

6
（
昭
和
六
十
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
二
ハ
四
l
一
六
五
頁
に
も
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
．

（
訂
）
前
掲
『
東
京
百
事
便
』
六
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
詑
）
『
風
俗
画
報
』
明
治
三
十
年
六
月
二
十
五
日
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
お
）
『
自
由
党
史
』
下
（
岩
波
文
庫
）
二
八
五
l
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
出
）
『
蘇
峰
自
伝
』
（
昭
和
十
年
、
中
央
公
論
社
）
一
一
六
一
・
二
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
お
）
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
八
年
四
月
七
日
、
『
馬
場
辰
猪
全
集
』
四
（
一
九
八
八
年
、
岩
波
書
店
）
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
お
）
七
年
八
月
「
刻
成
」
の
服
部
誠
一
『
東
京
新
繁
昌
記
』
一
二
編
に
も
、
「
兼
ね
て
西
洋
料
理
を
為
す
」
と
あ
る
。
明
治
文
学
全
集
4
一
九
四
ペ
ー
ジ
．

（
訂
）
瓜
生
熊
三
郎
『
服
独
案
内
』
（
明
治
二
十
三
年
、
喋
川
出
版
）
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
沼
）
菅
復
一
ニ
『
棚
酬
東
京
名
所
指
南
』
（
明
治
二
十
三
年
、
小
杉
賢
治
）
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
ぬ
）
前
掲
『
鵡
独
案
内
』
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
ω）
杉
亨
二
「
故
海
舟
勝
伯
の
行
状
」
、
厳
本
善
治
編
『
海
舟
座
談
』
（
岩
波
文
庫
）
附
録
二
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
4
）
『
自
由
党
史
』
中
（
岩
波
文
庫
）
六
五
l
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
必
）
明
治
文
学
全
集
6
一
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
必
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
九
年
四
月
七
日
。
求
友
亭
は
『
嗣
東
京
独
案
内
』
に
で
る
の
み
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
「
所
々
に
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
所
在
地
を
明
示
し
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
十
三
年
に
も
こ
こ
で
営
業
し
た
か
は
、
お
求
友
一
判
？
と
と
も
に
、
不
明
。
野
口
竹
次
郎
『
耐
東
京
独
案
内
』
（
明
治
二
十
三
年
、
博
文
館
）

一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（M
H
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
五
月
四
目
。

（
羽
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
七
年
二
月
二
十
八
日
。

（
必
）
十
年
四
月
十
四
日
の
も
の
は
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
つ
け
ら
れ
た
引
札
。
江
戸
の
名
残
で
、
「
明
治
時
代
も
名
家
の
執
筆
を
乞
う
た
引
札
が
、
割
烹
店
や
諸
商

店
の
手
拭
に
添
え
て
配
ら
れ
た
」
。
山
本
笑
月
『
明
治
世
相
百
話
』
（
中
公
文
庫
）
四
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
幻
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
四
年
三
月
十
五
日
。
成
島
柳
北
の
こ
と
ば
。

〈
川
崎
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
四
月
二
十
一
日
。
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（
崎
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
五
月
八
日
。

（
印
）
惜
楽
園
の
開
業
は
十
六
年
。
ち
な
み
に
、
「
支
那
料
理
が
や
や
繁
昌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
‘
大
正
も
中
期
を
す
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
の
こ
と
」
と
い
う
．
た
だ

し
、
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
六
年
九
月
二
十
五
日
に
は
、
「
近
頃
貴
顕
方
の
中
に
も
支
那
料
理
を
好
ま
る
L
人
在
る
や
に
聞
」
く
と
あ
る
。
活
躍
し
た
の
は
、
築
地
入

船
町
四
丁
目
三
番
地
永
和
斎
主
人
王
悌
斎
と
、
そ
こ
の
清
客
王
履
安
で
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
中
国
料
理
を
体
験
し
た
末
広
重
恭
は
、
「
西
洋
食
よ
り
ハ
梢
や
淡
泊
に

し
て
能
く
日
本
人
の
口
に
適
す
る
を
覚
え
ぬ
之
れ
に
就
い
て
も
我
が
邦
の
料
理
の
粗
悪
に
し
て
滋
養
に
乏
し
き
ハ
誠
に
歎
息
す
る
に
足
れ
り
と
」
い
う
感
想
を
の
ベ

た
。
『
明
治
文
化
史
』
臼
六
六
頁
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
六
年
五
月
二
十
日
・
十
七
年
一
月
十
九
日
。

（
日
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
四
月
二
十
六
日
。

（
臼
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
二
年
十
一
月
三
十
日
・
十
九
年
三
月
十
七
日
。

（
臼
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
四
月
二
十
六
日
。

（
日
）
前
掲
『
東
京
百
事
便
』
六
九
五
・
六
九
七
ペ
ー
ジ
．

（
日
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
五
月
四
日
。

日
本

（
日
）
吉
田
正
太
郎
『
支
那
料
理
独
案
内
』
（
明
治
十
七
年
、
秩
山
堂
支
店
）
七
二
l
七
三
ペ
ー
ジ
．

西
洋

（
貯
）
『
大
久
保
利
通
文
書
』
六
、
二
一
五
l
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
問
）
わ
づ
か
に
、
芝
離
宮
や
鹿
鳴
館
の
献
立
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
『
モ

1
ス
の
見
た
日
本
』
（
一
九
八
八
年
、
小
学
館
）
九
七
ペ
ー
ジ
・
栗
林
惇
蔵
『
報
鯨
筆
写

真
』
（
明
治
二
十
一
年
、
無
分
別
楼
）
四
二
l
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
開
）
ヨ
戸

O
E
g
g－
〉
胃
己
目
。
・
H

∞O
N
・
た
だ
し
、
リ
ヨ
ン
紙
の
記
事
の
紹
介
。
な
お
、
叶
，
Y
0
1
2
5
2
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
印
）
ケ
ン
ベ
ル
は
、
江
戸
の
作
事
奉
行
の
と
こ
ろ
で
「
素
焼
き
の
小
鉢
に
入
れ
た
ガ
チ
ョ
ウ
の
肉
の
暖
か
い
一
口
揚
げ
二
個
」
を
た
べ
た
と
か
い
て
い
る
。
ケ
ン
d

ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』
（
東
洋
文
庫
）
二
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
鴎
外
が
「
舞
姫
」
を
発
表
し
た
こ
ろ
、
「
牛
肉
く
さ
い
小
説
」
と
の
評
が
あ
っ
た
と
い
う
．
田
山
花
袋
『
東
京
の
三
十
年
』
（
岩
波
文
庫
）
入
六
ペ
ー
ジ
。

（
位
）
『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
十
二
年
五
月
二
十
九
日
。
な
お
、
『
郵
便
報
知
新
聞
』
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

（
臼
）
『
丸
善
百
年
史
』
上
（
昭
和
五
十
五
年
、
丸
善
）
二
五
七
・
二
六
七
ペ
ー
ジ
。
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
十
四
年
九
月
二
十
五
日
発
行
の
『
和
洋
諸
物
品
直
段

書
』
二
十
八
号
の
「
写
し
」
を
み
る
と
、
洋
酒
の
ほ
か
に
、
鮭
耀
・
食
塩
・
芥
子
な
ど
が
あ
っ
か
わ
れ
、
「
シ
カ
」
の
惟
詰
と
い
う
の
も
あ
る
。
な
お
、
「
写
し
」
は

複
写
に
よ
る
。

（
臼
）
前
掲
「
東
京
案
内
」
五
月
四
目
。

（
白
）
た
と
え
ば
、
井
上
馨
は
十
七
年
当
時
、
二
名
の
中
国
人
料
理
人
を
や
と
っ
て
い
た
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
七
年
九
月
三
日
．
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（
侃
）
文
明
開
化
の
時
節
に
漢
語
が
流
行
し
た
こ
と
は
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。
わ
か
り
に
く
い
文
章
は
、
「
御
布
告
ノ
ヤ
ウ
ダ
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
『
朝
野
新
聞
』

明
治
十
九
年
五
月
十
八
日
。

（
訂
）
長
谷
川
時
雨
が
、
「
吉
原
大
躍
の
遊
女
も
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
、
十
八
世
紀
風
の
ひ
だ
の
多
い
洋
服
を
着
て
椅
子
に
党
り
か
か
っ
て
張
店
を
し
た
」
時
代
の

清
楽
流
行
に
つ
い
て
、
「
異
国
情
緒
」
と
い
う
こ
と
ば
で
か
た
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
清
楽
の
流
行
は
日
清
戦
争
に
よ
っ
て
そ
の
命
脈
を
た
た
れ
た
。
前
掲
『
旧

聞
日
本
橋
』
一
七
五
l
一
七
七
・
一
八

0
ペ
ー
ジ
。
井
田
駄
天
「
明
治
年
間
「
明
清
楽
」
の
流
行
」
、
『
新
旧
時
代
』
大
正
十
四
年
四
月
四
四
ペ
ー
ジ
．

（
印
）
松
の
家
の
料
理
人
の
例
に
よ
っ
て
し
ら
れ
る
と
お
り
・
も
ち
ろ
ん
、
完
全
に
フ
ラ
ン
ス
一
辺
倒
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
料
理
ハ
欧
米
各
国
ノ
正
式
ニ
拠
リ
献

立
」
す
る
よ
う
な
店
も
あ
っ
た
。

（
伺
）
シ
l
ボ
ル
ト
は
、
日
本
人
に
コ
ー
ヒ
ー
を
の
ま
せ
る
「
い
ち
ば
ん
よ
い
方
法
は
、
コ
ー
ヒ
ー
は
長
寿
に
き
く
と
宣
伝
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
か
い
て
い
る
．

ジ
I
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
（
東
洋
文
庫
）
一

O
九
ペ
ー
ジ
。

（
初
）
貝
原
益
軒
『
養
生
訓
・
和
俗
童
子
訓
』
（
岩
波
文
庫
）
五
七
ペ
ー
ジ
。
ち
な
み
に
、
竹
固
定
直
編
『
願
生
輯
要
』
は
『
養
生
訓
』
の
漢
籍
典
拠
集
一
だ
が
、
そ
こ

に
採
集
さ
れ
た
文
章
に
は
、
「
滋
味
」
に
対
す
る
一
貫
し
た
敵
意
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
王
陽
明
は
「
務
須
下
絶
ニ
飲
酒
一
薄
中
滋
味
ヘ
則
気
自
清
」

と
い
っ
た
と
い
う
。
『
益
軒
全
集
』
七
（
明
治
四
十
四
年
、
益
軒
全
集
刊
行
部
）
七
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
冗
）
「
滋
養
」
は
お
そ
ら
く
蘭
学
畑
の
か
ん
が
え
か
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
桂
川
甫
周
『
和
蘭
宇
葉
』
に
は
さ
包

g
の
用
例
が
い
く
つ
か
か
か
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
〈

S
E
E沼
恒
目
立
な
・
に
は
、
「
ヨ
ク
養
ヒ
ニ
ナ
ル
食
物
」
と
い
う
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
『
和
蘭
字
裳
』
（
昭
和
四
十
九
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
三
三
九

一
ペ
ー
ジ
。

（
η
）
長
与
専
斎
の
回
想
に
あ
る
こ
と
ば
。
米
欧
巡
排
中
の
長
与
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
、
公
衆
衛
生
学
を
「
本
邦
に
賢
ら
し
て
文
明
輸
入
の
土
産
と
な
す
べ
し
」
と
決
意

し
た
と
い
う
。
長
与
『
松
呑
私
志
』
、
『
松
本
順
自
伝
・
長
与
専
斎
自
伝
』
（
東
洋
文
庫
）
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
．

（
ね
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
一
年
三
月
二
十
七
日
。

（
九
）
『
時
事
新
報
』
明
治
十
九
年
八
月
十
六
日
。

（
百
）
「
お
手
軽
主
義
」
は
、
「
世
の
不
景
気
」
ぬ
き
に
は
か
た
れ
な
い
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
九
年
六
月
二
十
七
日
。

（
祁
）
前
掲
『
東
京
百
事
便
』
六
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
竹
）
明
治
十
五
年
上
州
沼
田
う
ま
れ
で
、
戦
間
期
に
明
治
学
院
の
学
生
だ
っ
た
生
方
敏
郎
は
、
「
誰
も
洋
食
の
卓
に
向
う
こ
と
を
多
少
億
劫
が
る
傾
き
が
あ
っ
た
』

と
回
想
し
て
、
量
の
お
お
す
ぎ
る
「
定
食
」
し
か
し
ら
ず
、
作
法
に
も
気
を
つ
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
客
が
、
「
堂
々
と
し
た
」
西
洋
料
理
屋
で
食
事
す
る
こ
と

の
苦
痛
を
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
大
学
か
ら
一
旦
『
下
宿
へ
帰
る
の
も
め
ん
ど
う
だ
か
ら
、
途
中
で
一
品
料
理
の
腹
を
こ
し
ら
え
て
、
美
調

子
の
家
へ
行
」
く
男
が
あ
ら
わ
れ
る
。
尾
花
匿
の
花
助
が
「
洋
食
に
し
よ
う
、
世
話
が
な
い
か
ら
」
と
い
う
の
は
出
前
の
相
談
だ
。
一
品
亭
の
き
り
ひ
ら
い
た
道
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が
、
や
が
て
王
道
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
生
方
『
明
治
大
正
見
聞
史
』
（
中
公
文
庫
）
八
五

t
八
六
ペ
ー
ジ
。
夏
目
激
石
『
三
四
郎
』
（
岩
波

文
庫
）
一
八
四
ペ
ー
ジ
。
永
井
荷
風
『
腕
く
ら
べ
』
（
同
）
一
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
市
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
一
年
三
月
二
十
九
日
。

（
乃
）
「
御
待
遇
其
他
万
事
町
時
懇
切
－
一
注
意
仕
」
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
も
包
括
的
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
「
室
中
の
景
容
悉
グ
整
頓
シ
」
は
、
当
世
風
に
い
え
ば
イ
ン

テ
リ
ア
、
ま
た
、
「
夏
季
ハ
風
入
至
極
宜
シ
ク
」
と
い
う
の
も
あ
る
。

（
的
）
前
掲
「
航
米
目
録
」
、
日
本
思
想
大
系
白
二
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
凱
）
前
掲
「
航
米
日
録
」
、
日
本
思
想
大
系
白
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
位
）
村
垣
「
遣
米
使
日
記
」
、
『
遣
外
使
節
目
記
纂
輯
』
一
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
．

（
幻
）
『
明
野
新
聞
』
明
治
十
年
十
一
月
十
一
日
。

（
担
）
長
崎
に
は
卓
祇
の
経
験
も
あ
る
。
長
崎
の
料
理
史
を
限
界
に
お
さ
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
の
お
も
し
ろ
さ
は
い
わ
ず
も
が
な
、
た
と
え
ば
、
「
儒
学
か
ら
洋
学

へ
」
と
い
っ
た
陳
腐
で
砂
を
か
む
よ
う
な
問
題
意
識
を
、
よ
り
た
の
し
い
も
の
に
か
え
る
だ
ろ
う
。

（
出
）
明
治
十
四
年
八
月
三
日
の
『
庭
訓
雑
誌
』
五
号
に
「
豚
肉
を
柔
に
煮
る
方
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
て
、
調
味
料
に
味
淋
と
醤
油
を
つ
か
っ
て
い
る
。
豚
肉
の
普

及
は
牛
肉
よ
り
も
お
く
れ
た
か
。
ち
な
み
に
、
十
五
年
一
月
十
九
日
の
『
朝
野
新
聞
』
に
は
、
「
豚
肉
売
弘
所
」
の
広
告
が
の
っ
て
い
る
。

（
前
）
出
前
や
〈
眺
望
〉
を
西
洋
料
理
屋
に
略
奪
さ
れ
た
日
本
料
理
屋
の
対
応
は
、
た
と
え
ば
、
「
日
本
料
理
ノ
改
良
ヲ
企
図
シ
守
旧
ノ
体
裁
ヲ
除
キ
滋
養
品
ヲ
撰
」

ん
だ
「
衛
生
料
理
」
だ
っ
た
。
「
い
た
っ
て
手
軽
き
会
席
御
料
理
」
も
あ
ら
わ
れ
た
。
何
某
様
よ
り
の
御
下
命
に
よ
っ
て
、
新
橋
竹
川
町
の
花
月
楼
が
調
進
し
た
二

十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
の
園
遊
会
「
日
本
料
理
の
立
食
」
は
、
「
外
国
人
の
御
賞
賛
を
蒙
」
っ
た
と
い
う
が
、
二
十
三
年
六
月
に
、
日
吉
町
の
「
西
洋
常
食
」
兼

業
の
和
洋
菓
子
舗
査
屋
支
店
が
「
雌
立
食
料
理
」
を
は
じ
め
た
と
き
、
「
西
洋
風
の
軽
便
立
食
」
と
宣
伝
し
て
い
る
か
ら
、
た
ぶ
ん
花
月
も
「
西
洋
風
」
の
つ
も
り

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
立
食
」
は
屋
台
の
伝
統
の
う
ち
に
あ
る
。
匡
台
の
立
チ
食
ヒ
は
、
「
西
洋
」
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ナ
を
抹
消
し
な
け
れ

ば
、
園
遊
会
の
漢
語
に
な
り
あ
が
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
八
年
十
月
二
十
三
日
・
二
十
一
年
十

一
月
二
十
七
日
・
二
十
三
年
六
月
六
日
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
程
度
の
工
夫
す
ら
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
こ
ろ
、
『
朝
野
新
聞
』
の
雑
録
子
は
、
「
断
然
割
烹
ノ
法
ヲ
一
新
シ
古
来
慣
習
ノ
会
席
料
理
ニ
参
ス

ル
ニ
牛
羊
猪
鹿
及
ピ
今
日
迄
用
ヒ
ザ
ル
所
ノ
諸
烏
諸
此
ニ
就
テ
最
モ
旨
ク
且
ツ
滋
養
多
キ
物
ヲ
以
テ
セ
」
よ
と
、
〈
折
衷
〉
へ
の
搬
を
と
ば
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
慧
眼
は
、
「
世
ノ
儒
家
文
人
諸
先
輩
ノ
中
ニ
モ
往
々
此
ノ
会
席
者
流
ニ
類
ス
ル
人
無
キ
ニ
非
ズ
何
ゾ
独
リ
区
々
ノ
料
理
番
ヲ
之
レ
各
メ
ン
ヤ
」
と
、
領
域
を
こ

え
て
共
通
の
課
題
の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
す
れ
ば
、
観
察
者
の
方
と
し
て
も
、
領
域
を
こ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
三
年
六

月
十
七
日
・
十
四
年
二
月
二
十
日
。
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（
幻
）
こ
の
博
覧
会
は
、
観
客
動
員
の
面
で
は
失
敗
に
お
わ
っ
た
。
一
日
三
万
人
を
み
こ
ん
だ
け
れ
ど
、
実
際
は
一
万
か
ら
二
万
の
あ
い
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
七

月
初
旬
に
は
二
、
三
千
人
に
お
ち
こ
ん
だ
の
だ
。
会
期
延
長
が
検
討
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
は
予
定
，
と
お
り
七
月
末
で
終
了
と
な
っ
た
の
も
、
こ
う
い
う
理
由
か
ら
だ

ろ
う
。
当
然
、
周
辺
へ
の
影
響
も
甚
大
で
、
そ
の
後
、
国
会
景
気
も
期
待
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
十
月
下
旬
に
は
、
「
博
覧
会
に
外
れ
て
又
た
国
会
に
外

れ
り
と
各
割
烹
店
は
泣
」
い
た
と
い
う
。
『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
七
月
六
日
・
十
月
二
十
五
日
。

（
部
）
正
岡
子
規
の
高
筈
中
学
時
代
、
試
験
の
前
日
に
友
人
と
、
「
い
つ
も
行
く
神
保
町
の
洋
酒
屋
へ
往
っ
て
、
ラ
ッ
キ
ョ
を
肴
で
正
宗
を
飲
ん
だ
」
と
、
「
酒
」
で
回

想
し
て
い
る
。
「
一
つ
橋
外
の
学
校
の
寄
宿
舎
に
居
」
た
と
い
う
か
ら
、
二
十
年
か
二
十
一
年
の
こ
と
だ
。
阿
部
昭
編
『
飯
待
つ
間
』
（
岩
波
文
庫
）
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
約
）
『
草
枕
』
の
認
識
に
し
た
が
え
ば
、
色
彩
感
ゆ
た
か
な
西
洋
料
理
と
い
う
の
も
〈
折
衷
〉
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
い
ま
、
例
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
叩
）
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
社
史
編
修
室
『
村
山
龍
平
伝
』
（
昭
和
二
十
八
年
、
朝
日
新
聞
社
）
二
一
ニ
六
l
二
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
引
）
『
時
事
新
報
』
明
治
十
七
年
十
一
月
十
二
日
。

（
位
）
わ
づ
か
に
、
「
土
曜
日
の
午
後
と
日
曜
日
の
午
前
を
発
先
せ
ざ
る
而
巳
」
だ
っ
た
。
『
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
。

（
幻
）
『
時
事
新
報
』
明
治
十
八
年
一
月
十
六
日
。

（
叫
）
『
時
事
新
報
』
明
治
十
八
年
一
月
十
九
日
。

（
釘
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
八
年
二
月
三
目
。

（
何
）
『
朝
野
新
聞
』
は
、
た
と
え
ば
、
十
一
年
の
飢
位
の
際
の
救
他
運
動
．
十
三
年
の
興
亜
会
、
十
七
年
の
亜
細
亜
学
館
な
ど
に
よ
っ
て
中
国
と
か
か
わ
っ
た
。

（
貯
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
十
八
年
二
月
十
七
日
。

（
兜
）
以
下
、
交
詞
社
員
の
職
業
別
構
成
は
、
前
掲
『
交
詞
社
百
年
史
』
二

O
五
・
二

O
九
・
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
の
「
職
業
別
人
員
」
表
に
よ
る
。

（
的
）
以
下
、
両
紙
の
発
行
部
数
・
販
売
収
入
・
購
読
者
数
の
比
較
は
、
山
本
武
利
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
（
一
九
八
一
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）
の
「
別
表
」

に
よ
る
。

（
問
）
前
掲
『
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
』
七
八
ペ
ー
ジ
に
く
わ
し
い
。

（
削
）
・
交
詞
社
員
の
地
域
別
構
成
を
み
る
と
、
全
社
員
の
う
ち
東
京
の
社
員
の
し
め
る
比
率
は
、
十
三
年
の
三
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
五
年
の
一
四
・
九
パ

I
セ

ン
ト
ま
で
さ
が
り
、
そ
れ
か
ら
二
十
六
年
の
三
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
一
貫
し
て
上
昇
し
て
い
る
。
前
掲
『
交
詞
社
百
年
史
』

五
四
七
i
五
四
九
ペ
ー
ジ
の
「
地
域
別
社
員
分
布
表
」
に
よ
る
。

（
問
）
た
だ
し
．
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
福
地
源
一
郎
は
、
「
当
初
は
広
告
の
依
頼
太
だ
少
な
」
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
福
地
「
新
聞
紙
実
歴
」
、
明
治
文
学
全
集

日
三
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
問
）
明
治
文
学
全
集
引
一
1
五
ペ
ー
ジ
＠
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（
削
）
『
時
事
新
報
」
明
治
二
十
年
十
一
月
一
日
・

（
問
）
『
朝
野
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
一
月
五
目
。

（
附
）
二
十
三
年
九
月
二
十
九
日
に
、
「
年
中
休
み
な
し
」
の
文
字
は
、
ふ
た
た
び
『
朝
野
』
の
紙
面
か
ら
き
え
き
っ
た
．
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
は
、
無
休
刊

と
低
廉
の
み
を
う
り
こ
も
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
記
事
・
紙
幅
・
附
録
・
活
字
と
い
っ
た
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
紙
面
の
体
裁
、
ま
た
、
記
者
の
出
入
り
、

配
達
の
効
率
な
ど
が
き
そ
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
『
朝
野
』
も
そ
れ
な
り
の
注
意
と
稿
力
を
お
こ
た
・
ら
な
か
っ
た
し
、
二
十
三
年
一
月
七

日
の
社
告
に
は
、
「
本
社
新
聞
の
発
行
高
近
来
非
常
に
増
加
い
た
し
候
」
の
一
行
も
み
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
二
年
三
月
五
日
の
「
末
広
重
恭
退
社
」

と
二
十
三
年
十
二
月
二
日
の
「
故
柳
北
翁
の
七
週
忌
」
、
こ
の
ふ
た
つ
の
あ
ま
り
に
さ
さ
や
か
な
雑
報
記
事
が
、
時
代
の
お
わ
り
を
つ
た
え
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が

な
L
。
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