
モ
ン
ゴ
ル
料
理
に
は
過
去
に

二
つ
の
大
き
な
転
換
点
が
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
チ
ン

ギ
ス
ハ
ー
ン
が
世
界
史
上
最
大

の
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
を
つ
く
っ
た

１
２
０
０
年
代
で
、
二
度
目
は

現
代
の
モ
ン
ゴ
ル
国
が
ソ
連
と

の
社
会
主
義
の
道
を
選
ん
だ
１

９
２
０
年
代
で
す
。

モ
ン
ゴ
ル
で
出
土
す
る
石
器

時
代
の
壁
画
に
よ
る
と
、
当
時

は
自
然
に
生
え
る
穀
物
に
加
え
、

米
や
小
麦
の
栽
培
と
牧
畜
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在

モ
ン
ゴ
ル
料
理
は
「
白
い
食
べ
物
（
ツ
ァ
ガ
ー
ン
・
イ
デ

ー
）」
と
呼
ば
れ
る
乳
製
品
、「
赤
い
食
べ
物
（
ウ
ラ
ァ
ー

ン
・
イ
デ
ー
）」
と
呼
ば
れ
る
肉
製
品
、
そ
し
て
「
緑
の

食
べ
物
（
ノ
ゴ
ー
ン
・
イ
デ
ー
）」
と
呼
ば
れ
る
野
菜
や

果
物
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
人
は
こ
の

三
つ
を
季
節
に
よ
っ
て
食
べ
分
け
て
き
ま
し
た
。

の
「
モ
ン
ゴ
ル
＝
遊
牧
民
」
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
想
像
で
き
な

い
風
景
で
す
が
、
農
耕
が
牧
畜

と
同
居
し
て
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
の
料
理
は
遊
牧
と

い
う
生
活
様
式
に
深
く
か
か
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
家
畜
を
中
心

に
す
る
遊
牧
民
に
は
家
畜
が
食

べ
る
草
が
一
番
大
切
で
す
。
家

畜
は
動
く
食
材
で
あ
る
と
と
も

に
、
生
ま
れ
て
く
る
家
畜
の
子

ど
も
は
「
利
子
」
で
あ
り
、
財

産
が
増
え
る
こ
と
で
す
。

家
畜
の
恩
恵
は
、「
白
い
食
べ

物
」
で
あ
る
乳
製
品
（
乳
、
チ

ー
ズ
、
ク
リ
ー
ム
）
と
「
赤
い

食
べ
物
」
で
あ
る
肉
（
馬
、
牛
、

羊
、
ヤ
ギ
、
ラ
ク
ダ
の
五
畜
）

を
恒
久
的
に
も
た
ら
し
て
く
れ

ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
「
緑

の
食
べ
物
」
は
ほ
ん
の
短
い
夏

だ
け
楽
し
む
嗜
好
品
と
い
っ
て

も
い
い
く
ら
い
で
す
。

家
畜
と
と
も
に
移
動
を
繰
り

返
し
て
定
住
地
を
持
た
な
か
っ

た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
生
活
は
自
給

自
足
で
し
た
。
こ
の
遊
牧
生
活

か
ら
、
移
動
式
住
宅
「
ゲ
ル
」

も
生
ま
れ
ま
し
た
。

民
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

「
馬
乳
酒
」

世
界
史
上
最
大
の
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
を
作
り
上
げ
た
モ
ン
ゴ
ル

軍
の
強
さ
の
秘
密
の
一
つ
に
、

乳
製
品
の
馬
乳
酒
と
い
わ
れ
る

「
馬
の
乳
」
で
作
る
飲
み
物
が
あ

り
ま
し
た
。
軽
い
発
泡
性
の
あ

る
馬
の
乳
は
攪
拌
（
か
く
は
ん
）

と
発
酵
に
よ
っ
て
、
軽
い
ア
ル

コ
ー
ル
分
を
含
ん
だ
酒
に
な
り

ま
す
。
こ
の
馬
乳
酒
を
子
供
の

こ
ろ
か
ら
飲
み
続
け
て
い
る
こ

と
が
、
強
靭
で
柔
軟
な
筋
肉
を

作
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
世

界
最
大
の
帝
国

を
作
り
上
げ
た

歴
史
や
日
本
の

相
撲
界
で
の
モ

ン
ゴ
ル
人
力
士

の
活
躍
を
見
れ

ば
、
こ
の
こ
と

の
真
実
味
を
わ

か
っ
て
い
た
だ

け
る
の
で
は
な

転
勤
先
の
広
島
か
ら
東
京
に

戻
っ
た
と
き
、
駅
の
ホ
ー
ム
で

う
ど
ん
を
食
べ
た
。
醤
油
の
タ

レ
は
黒
っ
ぽ
く
塩
辛
か
っ
た
。

広
島
駅
で
食
べ
た
天
ぷ
ら
う
ど

ん
は
薄
味
で
、
う
ど
ん
の
味
が

よ
く
わ
か
っ
た
。

昔
、
山
に
住
む
人
た
ち
は
ひ

と
握
り
の
塩
で
一
年
間
暮
ら
し

た
、
と
民
俗
学
か
何
か
の
本
で

読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と

あ
っ
さ
り
と
食
べ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
突
き
詰

め
て
い
え
ば
、
塩
な
し
で
食
事

は
可
能
だ
ろ
う
か
。

私
は
塩
が
な
く
て
も
食
事
は

で
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
食
材
が
新
鮮
で
あ

れ
ば
塩
分
が
な
く
て
も
美
味
し

く
、
食
材
の
持
つ
味
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
納
豆
、
豆
腐
、
タ
マ

ゴ
、
大
根
お
ろ
し
、
キ
ャ
ベ
ツ
、

ニ
ン
ジ
ン
な
ど
は
、
塩
や
醤
油

を
使
わ
な
く
て
も
食
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。
サ
ン
マ
、
ア
サ
リ
、

ワ
カ
メ
の
よ
う
な
魚
貝
類
や
海

藻
は
、
塩
を
使
わ
な
く
て
も
食

材
自
体
に
塩
分
を
含
む
。
ま
た
、

減
塩
、
無
塩
を
食
習
慣
で
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
野
外
活
動

で
塩
な
し
で
自
然
食
材
を
美
味

し
く
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
北

海
道
の
奥
利
尻
、
紀
伊
半
島
、

新
潟
の
苗
場
山
で
の
体
験
だ
。

一
日
一
食
分
の
食
糧
を
持
ち
、

野
宿
し
な
が
ら
一
週
間
、
奥
利

尻
の
川
を
釣
り
歩
い
た
。
夏
の

た
め
川
は
空
き
家
で
小
さ
い
ヤ

マ
メ
数
匹
と
25
セ
ン
チ
の
イ
ワ

ナ
が
一
匹
釣
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。

空
腹
の
た
め
、
ス
ミ
レ
の
根
、

フ
キ
、
ア
イ
ヌ
ネ
ギ
（
別
名
・

ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
）
を
生
ま

で
食
べ
た
。
ス
ミ
レ
（
正
し
く

は
ス
ミ
レ
サ
イ
シ
ン
、
別
名
・

ト
ロ
ロ
ス
ミ
レ
）
の
根
の
形
は

ワ
サ
ビ
に
似
て
い
る
。
フ
キ
は

川
の
中
に
生
え
て
い
て
、
切
り

口
か
ら
は
冷
た
い
水
が
ほ
と
ば

し
っ
た
。

表
皮
を
む
い
て
食
べ
る
と
シ

ャ
キ
シ
ャ
キ
し
て
ほ
ろ
苦
か
っ

た
。
ま
た
ア
イ
ヌ
ネ
ギ
は
川
岸

に
生
え
て
い
て
、
ガ
ー
ゼ
状
の

繊
維
を
む
き
、
直
径
２
セ
ン
チ

は
あ
る
白
い
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
形
の

根
を
か
じ
っ
て
食
べ
た
。
甘
み

と
辛
味
が
あ
っ
た
。

磯
を
歩
い
て
い
る
と
き
は
、

海
中
に
ナ
マ
コ
を
見
つ
け
、
流

木
の
先
を
矢
の
穂
先
の
よ
う
に

削
っ
て
刺
し
て
獲
り
、
そ
の
場

で
ぶ
つ
切
り
に
し
て
食
べ
た
。

磯
の
香
り
の
す
る
コ
リ
コ
リ
と

し
た
赤
い
ナ
マ
コ
だ
っ
た
。

紀
伊
半
島
の
山
を
西
か
ら
東

に
三
分
の
二
歩
き
、
大
台
ケ
原

か
ら
谷
に
沿
っ
て
石
積
み
の
道

を
下
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ

の
と
き
も
川
岸
で
野
宿
し
た
。

そ
の
翌
朝
、
毛
ば
り
で
数
匹
の

ア
マ
ゴ
（
朱
点
の
あ
る
ヤ
マ
メ

に
似
た
魚
）
を
釣
っ
た
。
杉
の

枯
枝
で
焚
き
火
を
し
て
、
一
時

間
か
け
て
塩
な
し
の
、
素
焼
き

に
し
た
ア
マ
ゴ
は
、
煙
の
香
り

と
と
も
に
、
ホ
ク
ホ
ク
と
し
て

脂
が
の
っ
て
い
た
。

越
後
湯
沢
で
も
渓
流
釣
り
の

後
、
苗
場
山
に
登
っ
て
赤
湯
温

泉
で
泊
ま
っ
た
と
き
、
釣
っ
た

イ
ワ
ナ
を
炉
辺
で
焼
枯
ら
し
に

し
て
も
ら
っ
た
が
、
焦
げ
目
は

な
く
、
水
分
の
抜
け
た
身
は
固

く
し
ま
っ
て
淡
白
な
味
が
し
た
。

残
り
は
新
聞
紙
に
く
る
ん
で
横

浜
の
自
宅
へ
持
ち
帰
っ
た
。
塩

が
付
い
て
い
な
い
の
で
湿
気
を

含
ま
ず
、
イ
ワ
ナ
の
身
は
固
い

ま
ま
だ
っ
た
。

弘
前
大
学
医
学
部
の
元
教

授
・
佐
々
木
直
亮
氏
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
『
衛
生
の
旅
』
に
よ
る

と
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
原
住
民
ヤ
ノ

マ
モ
族
の
人
た
ち
は
、
一
日
１

グ
ラ
ム
以
下
と
い
う
「
塩
の
な

い
文
化
」
で
元
気
に
暮
ら
し
て

い
る
と
い
う
。
塩
分
の
採
り
す

ぎ
は
脳
卒
中
や
高
血
圧
を
引
き

起
こ
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
減

塩
の
た
め
に
も
食
べ
物
を
で
き

る
だ
け
素
の
ま
ま
味
わ
っ
て
み

て
は
い
か
が
だ
ろ
う
。

朝
青
龍
た
ち
の
国

肉
は
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の〝
コ
メ
〞

エ
ン
ヘ
バ
ト
・
タ
ン
サ
グ

マ
ツ
タ
ケ
か
ら
イ
ヌ
肉
ま
で

江
戸
の
長
屋
と
い
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

原
型
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
、
の
ど
か
さ
が
前
面

に
押
し
出
さ
れ
が
ち
だ
が
、
陽
も
さ
さ
ず
、
軒
も

低
い
、
押
入
れ
も
無
い
六
畳
一
間
の
棟
割
り
長
屋

だ
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ん
ぞ
望
む
べ
く
も
な
い
。

雨
露
を
凌
ぐ
だ
け
の
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
住
家

で
、
そ
こ
に
江
戸
庶
民
１
０
０
万
の
生
活
が
圧
縮

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
食
生
活
と
な
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
悲

惨
で
は
な
く
、
か
な
り
充
実
し
て
い
た
。
主
食
は

米
８
分
麦
２
分
、
あ
る
い
は
米
７
分
麦
３
分
で
、

江
戸
で
は
朝
に
炊
き
、
上
方
で
は
昼
に
炊
い
て
い

た
。
そ
の
ご
飯
も
季
節
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
具
を

炊
き
込
ん
で
い
た
。
ヨ
メ
ナ
、
セ
リ
な
ど
の
菜
飯
、

イ
ワ
シ
や
タ
イ
、
ア
ズ
キ
、
さ
ら
に
は
マ
ツ
タ
ケ

を
炊
き
込
む
こ
と
も
江
戸
の
秋
で
は
普
通
の
こ
と

だ
っ
た
。
マ
ツ
タ
ケ
が
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
こ
こ
三
、
四
十
年
く
ら
い
の
こ
と
だ
。

江
戸
末
期
の
『
年
中
番
菜
録
』
に
よ
れ
ば
、
動

物
食
も
か
な
り
食
べ
て
い
た
よ
う
だ
。
野
鳥
の
ウ

ズ
ラ
、
カ
モ
、
キ
ジ
、
サ
ギ
、
シ
ギ
、
ス
ズ
メ
、

ツ
グ
ミ
、
ヒ
バ
リ
、
さ
ら
に
は
ツ
ル
や
ハ
ト
も
食

膳
に
上
が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ワ
ト
リ
も
。
獣
肉

で
は
イ
ノ
シ
シ
、
キ
ツ
ネ
、
シ
カ
、
ウ
サ
ギ
、
さ

ら
に
は
イ
ヌ
の
肉
も
食
材
だ
っ
た
し
、
ブ
タ
も
ち

ゃ
ん
と
当
時
か
ら
食
べ
て
い
た
。

い
で
し
ょ
う
か
。

「
ボ
ル
ツ
」
と
い
う乾

燥
肉

ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
が
長
い

行
軍
を
成
し
遂
げ
る
も
と
に
な

っ
た
理
由
の
一
つ
に
「
ボ
ル
ツ
」

と
呼
ぶ
ビ
ー
フ
ジ
ャ
ー
キ
ー
の

よ
う
な
乾
燥
肉
が
あ
り
ま
す
。

ボ
ル
ツ
は
日
本
の
カ
ツ
オ
ブ
シ

の
よ
う
に
料
理
に
独
特
の
味
と

香
り
を
加
え
ま
す
。
そ
し
て
、

ボ
ル
ツ
の
特
長
は
保
存
が
利
く

こ
と
で
す
。
こ
の
ボ
ル
ツ
に
よ
っ

て
、
モ
ン
ゴ
ル
人
は
故
郷
の
草

原
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
国
で
も

勇
敢
に
戦
え
た
と
も
い
え
ま
す
。

ま
た
、
文
献
に
よ
る
と
、
こ

挑戦！新メニュー

長野県・伊那のカツどん

米国産牛肉、輸入中止

「ジョージ、せっかく再会までこぎつけたのに！」
「ジュンイチロー、こっちはそれを食ってんだぜ！」

編集協力　東京編集バザール　　タイトル・山口明子

塩
な
し

「
素
食
」の
す
す
め田中

　
望

の
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
料
理
に
は

塩
を
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
内

陸
部
に
位
置
す
る
モ
ン
ゴ
ル
で

は
塩
が
貴
重
だ
っ
た
だ
け
で
は

な
く
、
塩
を
摂
取
す
る
と
疲
労

し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
軍
隊
に
と
っ

て
は
好
ま
し
く
な
い
調
味
料
で

あ
っ
た
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
付
け
加
え
ま
す
と
、
あ

の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
兵
士
た
ち
は

肉
そ
の
も
の
を
ほ
と
ん
ど
摂
取

せ
ず
、
主
食
は
乳
製
品
だ
っ
た

と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。

独
特
の

「
チ
ャ
ナ
ス
ン
・
マ
ハ
」

近
代
に
入
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル

料
理
は
他
民
族
の
料
理
の
影
響

を
受
け
て
少
し
ず
つ
変
化
し
ま

し
た
。
そ
の
代
表
が
「
ボ
ー
ズ
」

と
呼
ぶ
肉
餃
子
風
の
食
べ
物
で

す
。
ボ
ー
ズ
は
中
国
語
の
「
包

子
＝
パ
オ
ズ
」
に
由
来
し
ま
す
。

小
麦
粉
の
皮
に
ヒ
ツ
ジ
や
ウ
シ

な
ど
生
活
環
境
に
即
し
た
お
肉

を
使
い
ま
す
。
野
生
の
ネ
ギ
が

あ
る
季
節
に
は
香
り
付
け
に
加

え
て
蒸
し
あ
げ
ま
す
。

こ
の
ボ
ー
ズ
を
平
た
く
し
て

油
で
揚
げ
た
も
の
が
「
ホ
ー
シ

ョ
ル
」
と
い
い
、
ボ
ー
ズ
と
と

も
に
モ
ン
ゴ
ル
を
代
表
す
る
料

理
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
解
体
し
た
て
の

ヒ
ツ
ジ
な
ど
の
お
肉
や
内
臓
を

ゆ
で
上
げ
、
塩
だ
け
で
味
付
け

し
た
「
チ
ャ
ナ
ス
ン
・
マ
ハ
」

は
他
民
族
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど

受
け
て
い
な
い
、
モ
ン
ゴ
ル
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
料
理
と
い
え
る
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
ツ
ジ
や

ヤ
ギ
の
肉
を
鍋
に
入
れ
、
懐
石

で
調
理
す
る
、
日
本
の
「
わ
っ

ぱ
」
が
モ
ン
ゴ
ル
に
も
あ
り
ま

す
。

（
原
文
は
筆
者
）

１
９
８
２
年
生
ま
れ
。
モ
ン

ゴ
ル
・
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
出
身
。

モ
ン
ゴ
ル
経
済
大
学
経
営
学
部

卒
。
そ
の
後
来
日
、
亜
細
亜
大

学
に
別
科
生
留
学
、
別
科
長
賞

で
修
了
。
現
在
、
ウ
ラ
ン
バ
ー

ト
ル
の
ホ
テ
ル
「
サ
ロ
ー
ラ
ホ

テ
ル
」
副
社
長

エ
ン
ヘ
バ
ト
・
タ
ン
サ
グ

絵・西田叔子

§言葉
きさらぎ（如月）
睦月、如月、弥生、と古い言い方を覚

えたころ、取り付く島がなかったのが

「きさらぎ」だった。漢字からは何も感じ

取れず、それだけに強く印象に残った記

憶がある。

その「きさらぎ」。

古代日本語では「き」は稲のことで、

「さら」は今でも「まっさら」と使ってい

るように「新しい」という意味。そこで

「稲を新しくする」、つまり農耕を始める

ことから生まれたという説がある。陰暦

２月はいまの３月半ば過ぎ。そして、や

がて「いやさかに生萌え出る」弥生3月

へと時は引き継がれていく。

もちろん他にも説はある。

2月はまだまだ寒さが厳しい。そこで

「着る、さらに着る」から「着更着」とい

う説。いかにも分かりはいいが、俗説の

ようだ。

§名著の小窓
『北越雪譜』

鈴木牧志著

岩波文庫　1936年

（＝鮭）は・・・江戸は利根川にあ

りといへども稀なるゆゑ、初 は初鰹の

価に比すとぞ。我国（＝新潟・魚沼）に

ては毎年七月二十七日、所々にある諏訪

の祭りの次の日より （＝鮭）の漁をは

じめ、十二月寒のあけるを漁の終りとす。

古志（＝越、新潟）の長岡魚沼の川口あ

たりにて漁したる一番の初 を漁師長岡

（藩主）へたてまつれば、例として 一

頭に（略）米七俵の価を賜う。（略）

初 の貴き事おして知るべし。

＜注＞ 鈴木牧志（1770～1842 スズキ

ボクシ）は江戸中期の文人。新潟大地震、

この冬は豪雪に閉ざされている山峡の地、

新潟県・塩沢町生まれ。本書は日本指折

りの風土記。

§データ
食物アレルギーの子供たち　
食物アレルギーの児童が増えている。

『児童生徒の健康状態サーベイランス事業

報告』によると、男子、女子ともに４％

を超え、女子の方が少し多い傾向だ。学

校給食の栄養職員の苦労のタネになって

いる。その原因食物の内訳では鶏卵、乳

製品が目立つ。

①　鶏卵　　２９％

②　乳製品　２３％

③　小麦　　１０％

④　そば　　　６％

⑤　魚類　　　５％

果物　　　５％

以下、エビ、肉類、ピーナツ、ダイ

ズ・・・。

（旧厚生省・食物アレルギー対策検討

委員会調べ）

「東京のカツ丼は奇妙だ、タマゴでとじたりして」

と伊那の人は言う。では、「奇妙でないカツ丼」は、

と聞くと◆トンカツは２００グラムに決まっている⇒

それに千切りキャベツを山盛りにのせ　⇒ ウス

ターソース、ケチャップ、みりん、醤油で専用ソース

を作って、キャベツにかける◆ハイカラな家では

「専用ソースにカレー粉を加える」とか。 食山人

の
ト
ッ
ピ
ン
グ
も
あ
る
と
か
。

売
っ
て
い
る
の
は
ウ
ォ
ー

ド
の
「
マ
ル
カ
イ
」
で
、
土

日
だ
け
し
か
入
荷
し
な
い
の

だ
が
、
な
か
な
か
の
人
気
で

午
前
中
に
は
ソ
ー
ル
ド
・
ア

ウ
ト
し
て
し
ま
う
そ
う
だ
。

日
系
人
が
多
い
ハ
ワ
イ
ら
し

い
新
製
品
だ
。
し
か
し
、
大

福
と
い
え
ば
や
っ
ぱ
り
日
本

茶
だ
ろ
う
が
、
ア
ン
パ
ン
と

な
る
と
、
そ
こ
ら
辺
は
ど
う

な
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
ハ
ワ
イ
は
日

本
人
に
は
た
だ
の
外
国
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
い
ま
や
、

二
十
回
以
上
と
い
う
リ
ピ
ー

タ
ー
も
め
ず
ら
し
く
は
な
い
。

と
な
れ
ば
、
ハ
ワ
イ
で
手
に

入
ら
な
い
日
本
食
は
な
い
、

と
い
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
ハ
ワ
イ
在
住
の
年

配
の
日
系
人
へ
の
日
本
か
ら

の
お
土
産
で
、
一
番
喜
ば
れ

る
は
タ
ク
ア
ン
だ
そ
う
だ
。

ハ
ワ
イ
に
も
タ
ク
ア
ン
は

あ
る
。
し
か
し
、「
や
っ
ぱ
り

違
う
」
ら
し
い
。
食
は
風
土

の
産
物
な
の
で
す
ね
。

（
あ
）

ハ
ワ
イ
に

大
福
ア
ン
パ
ン

今
に
な
っ
て
み
れ
ば
す
っ

か
り
定
着
し
て
し
ま
っ
た
イ

チ
ゴ
大
福
だ
が
、
登
場
し
た

当
時
は
そ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
ぶ

り
か
ら
、「
何
事
か
！
」
と
ち

ょ
っ
と
し
た
騒
ぎ
だ
っ
た
。

こ
れ
も
、
そ
ん
な
一
つ
。

と
こ
ろ
は
ハ
ワ
イ
で
あ
る
。

情
報
に
よ
れ
ば
、
和
菓
子
の

大
福
を
そ
っ
く
り
パ
ン
生
地

に
包
ん
だ
ア
ン
パ
ン
が
登
場

し
て
い
る
と
い
う
。
名
前
は

「
大
福
ア
ン
パ
ン
」。
パ
ン
と

大
福
、
こ
れ
も
初
め
て
聞
け

ば
、
か
な
り
の
ミ
ス
・
マ
ッ

チ
で
、
ナ
ヌ
！
と
な
る
。
し

か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
大
福

の
中
身
は
ア
ン
コ
。
ア
ン
パ

ン
の
中
身
も
ア
ン
コ
。

な
〜
ん
だ
、
ア
ン
パ
ン
の

傍
流
と
思
え
ば
驚
き
も
や
が

て
お
さ
ま
っ
て
く
る
。
そ
し

て
だ
、
聞
け
ば
、
ア
ン
パ
ン
の

天
辺
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
ゴ
マ

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。
１
９
５
１

年
、
北
海
道
生
ま
れ
。
室
蘭
工

業
大
卒
。
富
士
通
を
経
て
、
現

在
、
フ
ィ
ル
企
画
代
表
。
年
間

１
０
０
日
以
上
、
魚
を
追
い
か

け
て
い
る
。

た
な
か
　
の
ぞ
む

文化文化


