
飯
店
の
一
日 

中
根
辰
榮 

雨
景
色
の
迫
る
や
ふ
な
匂
ひ
が
す
る
。
道
理
で
客
足
は
伸
び
ぬ

は
ず
だ
。 

「
御
父
さ
ん
、
醤
油
が
切
れ
さ
ふ
で
す
が
」 

「…

店
仕
舞
も
有
り
か
な
」 

「
え
、
何
を
言
ひ
出
す
の
で
す
か
」 

「
何
だ
、
俺
何
か
言
つ
た
か
ひ
」 

「
さ
ふ
言
ふ
事
は
私
に
相
談
を
し
て
か
ら
言
つ
て
く
だ
さ
ひ
。
か

ふ
も
唐
突
に
言
は
れ
て
は
」 

言
葉
の
齟
齬
と
云
ふ
も
の
は
意
外
に
縺
れ
続
け
て
し
ま
ふ
ら
し

ひ
。 

「
だ
か
ら
、
今
店
仕
舞
す
る
か
と
」 

「
い
や
、
其
れ
は
今
日
の
空
が
雨
模
様
か
と
思
つ
て
」 

「
嗚
呼
、
今
日
だ
け
の
事
で
す
か
」 

「
抑
々
店
を
辞
め
ら
れ
る
様
な
余
裕
な
ん
て
無
ひ
よ
」 

嫌
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
子
供
の
頃
か
ら
心
を
本
当
の
口
先
に
出
し

て
し
ま
ふ
癖
が
抜
け
ず
に
此
処
迄
来
て
し
ま
つ
た
。
か
ふ
い
ふ
悪

い
癖
と
云
ふ
物
は
質
が
悪
く
て
抑
え
る
程
に
大
き
く
出
て
し
ま

ふ
。 呼

び
鈴
が
な
る
。 

親
父
の
前
だ
ら
ふ
と
躊
躇
無
く
出
せ
て
し
ま
ふ
か
ら
、
坊
主
頭
の

頃
か
ら
ず
つ
と
ぶ
た
れ
る
、
口
が
出
る
、
追
加
注
文
を
預
か
る
と

い
ふ
の
を
繰
返
し
た
。 

「
御
父
さ
ん
、
江
口
さ
ん
で
す
」 

ま
あ
但
し
、
口
に
出
て
し
ま
ふ
こ
と
が
総
じ
て
惡
ひ
事
ば
か
り
だ

つ
た
わ
け
ぢ
や
な
ひ
。
何
処
か
か
ら
聞
ひ
た
話
だ
が
、
人
と
い
ふ

も
の
は
胸
襟
を
開
い
た
関
係
を
築
く
の
が
大
の
苦
手
と
い
ふ
。
そ

こ
で
、
一
方
が
威
勢
よ
く
胸
元
を
ガ
バ
リ
と
開
く
。
す
る
と
途
端

に
相
手
も
見
様
見
真
似
で
は
だ
け
さ
せ
る
。
か
ふ
い
ふ
と
き
に
癖

は
無
意
識
に
手
助
け
し
て
く
れ
る
。 

「
御
父
さ
ん
」 

何
時
ぞ
や
か
忘
れ
た
が
、
涼
子
の
見
合
ひ
の
際
、
相
手
方
の
袴
が

少
し
解
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
の
を
、 

「
す
み
ま
せ
ん
が
、
襟
元
が
少
々
解
れ
て
ゐ
ま
す
よ
」 

と
教
え
て
あ
げ
た
ら
感
謝
さ
れ
て 

「
御
父
さ
ん
！
」 

人
間
、
想
起
と
か
何
や
ら
に
耽
る
と
外
界
を
遮
断
し
て
し
ま
ひ

が
ち
で
あ
る
。 

「
な
ん
や
な
ん
や
。
誰
か
来
た
か
」 

「
江
口
さ
ん
で
す
、
四
丁
目
の
」 

「
あ
ゝ
、
い
や
い
や
済
ま
な
ひ
ね
」 

と
つ
と
と
暖
簾
を
ま
だ
掛
け
て
ゐ
な
ひ
入
口
に
向
か
ふ
。 

「
い
や
あ
、
す
ん
ま
せ
ん
。
つ
ひ
つ
ひ
物
思
ひ
に
耽
っ
ち
ま
つ

て
」 

「
こ
つ
ち
こ
そ
開
店
前
に
」 

「
気
に
せ
ん
で
く
だ
さ
ひ
。
御
注
文
で
す
か
」 

「
此
の
後
私
の
家
に
親
戚
が
来
る
も
の
で
。
支
那
蕎
麦
を
五
で
」 

「
わ
か
り
や
し
た
。
何
時
頃
に
」 

「
十
一
時
頃
に
」 

「
承
り
ま
し
た
。
支
那
蕎
麦
五
つ
を
十
一
時
頃
」 

「
そ
れ
ぢ
や
あ
御
願
ひ
し
ま
す
わ
」 

一
礼
し
、
小
路
を
小
走
り
で
駆
け
て
ゐ
つ
た
。 

「
ま
ふ
御
父
さ
ん
、
物
思
ひ
も
程
程
に
し
て
く
だ
さ
ひ
」 

「
何
遍
も
呼
ば
せ
て
す
ま
ん
か
つ
た
の
。
十
一
時
に
江
口
さ
ん
の

處
に
支
那
蕎
麦
五
つ
や
て
」 

「
分
か
り
ま
し
た
」 

開
店
前
、
と
言
つ
て
も
数
分
の
後
に
は
暖
簾
を
掲
げ
ね
ば
な
ら
な

ひ
。
此
の
数
十
年
、
災
害
だ
の
冠
婚
葬
祭
と
か
が
無
ひ
限
り
毎
日

繰
返
し
て
き
た
此
の
動
作
。 

 

あ
ゝ
、
嫌
気
が
さ
し
て
く
る
。 

 

暖
簾
を
出
し
た
は
い
い
が
、
大
粒
の
水
玉
達
が
其
れ
を
湿
ら
せ

ん
と
空
か
ら
突
撃
し
て
く
る
。 

ガ
ラ
ガ
ラ
。 

「
い
ら
っ
し
ゃ
し
」 

入
口
脇
の
座
卓
に
ど
ん
と
構
へ
て
座
る
客
。 

「
御
注
文
は
」 

「
支
那
蕎
麦
、
海
苔
抜
ひ
て
く
れ
」 

「
分
か
り
ま
し
た
。
麵
茹
で
ろ
！
」 

厨
房
の
良
一
が
動
く
。 

「
こ
れ
、
お
冷
で
す
」 

コ
ト
リ
。 

沸
騰
し
た
湯
の
揺
ら
ぐ
音
。
厨
房
は
ま
ふ
彼
奴
に
大
半
を
任
せ

て
ゐ
る
。
前
の
年
か
ら
右
膝
に
病
が
入
つ
て
立
つ
て
作
業
し
て
ゐ

る
の
が
苦
に
な
つ
た
事
も
あ
つ
た
し
、
抑
々
厨
房
其
れ
自
体
も
狭

い
の
で
分
量
と
か
を
掴
ん
だ
一
人
が
居
れ
ば
何
ら
問
題
無
ひ
と
思

つ
て
ゐ
た
こ
と
も
有
る
。
最
近
は
す
つ
か
り
厨
房
の
煤
け
た
色
に

姿
が
よ
く
馴
染
ん
で
き
た
。 

「
御
父
さ
ん
」 

「
お
」 

湯
気
立
つ
拉
麵
が
差
し
出
さ
れ
る
。
黒
ひ
板
は
無
ひ
。 

「
へ
ゑ
、
お
待
た
せ
致
し
ま
し
た
」 



パ
キ
リ
と
割
箸
を
割
つ
て
啜
り
始
め
た
。 

一
旦
平
穏
に
な
る
食
事
中
の
此
の
間
。
環
境
に
有
る
幾
多
の
音
が

聞
こ
え
る
此
の
間
。
時
々
啜
る
音
が
聞
こ
ゑ
る
が
そ
れ
も
ま
た
環

境
の
一
ツ
で
あ
ら
ふ
。 

「
厨
房
の
」 

「
え
、
へ
え
何
で
せ
ふ
」 

「
若
旦
那
は
腕
が
良
ひ
な
」 

「
あ
ゝ
、
ど
う
も
。
い
や
あ
最
近
は
彼
奴
の
腕
も
立
ち
ま
し
て
。

私
も
歳
が
来
て
ゐ
る
ん
で
そ
ろ
そ
ろ
店
番
を
換
わ
ら
ふ
か
と
」 

「
お
や
ぢ
さ
ん
は
ま
ふ
作
ら
な
ひ
ん
で
」 

「
い
や
作
れ
な
ひ
、
と
云
ふ
こ
と
ぢ
や
無
ひ
ん
で
す
が
ね
」 

「
何
か
御
病
気
で
」 

「
え
え
ま
あ
。
り
う
ま
ち(

注
一)

、
だ
か
そ
ん
な
病
気
で
す
」 

「
あ
ま
り
病
理
に
は
詳
し
く
な
ひ
が
、
そ
い
つ
は
治
る
の
か
ひ
」 

「
い
い
え
。
医
者
が
謂
ふ
に
は
痛
み
の
原
因
で
あ
る
炎
症
を
抑
え

る
し
か
な
い
さ
ふ
で
。
さ
り
し
ん(

注
二)

言
ふ
薬
で
痛
み
を
抑

へ
て
ま
す
」 

「
そ
れ
は
ま
あ
。
御
辛
い
で
せ
ふ
な
」 

「
い
や
だ
ふ
も…

」 

「
ご
馳
走
様
。
此
処
に
丁
度
」 

「
あ
、
ま
毎
度
。…

丁
度
で
す
な
」 

「
あ
り
が
と
ご
ざ
い
や
し
た
あ
」 

ピ
シ
と
戸
が
閉
ま
る
。 

…

憐
憫
の
情
は
幾
度
と
な
く
掛
け
ら
れ
た
。 

 

「
い
や
あ
大
変
だ
ね
」「
若
旦
那
、
頑
張
つ
て
支
え
て
や
れ
や
」 

「
良
ひ
若
旦
那
だ
な
あ
」「
あ
ん
た
も
や
ふ
頑
張
つ
て
る
よ
」 

別
に
か
ふ
い
う
の
に
聞
き
飽
き
た
わ
け
で
は
な
ひ
の
だ
が
が
、
言

葉
に
し
難
ひ
何
か
を
、
ず
う
つ
と
持
ち
続
け
て
ゐ
る
。
得
も
言
は

れ
ぬ
「
何
」
を
。 

 

あ
れ
以
降
、
店
に
来
る
客
は
居
な
か
つ
た
。
四
丁
目
の
江
口
家

へ
の
出
前
は
今
正
に
出
来
上
が
る
處
だ
。
湯
気
立
つ
椀
を
見
つ
め

る
。
具
材
が
未
だ
途
中
だ
。
彼
奴
が
具
材
を
取
り
上
げ
て
ゐ
る
姿

が
湯
気
の
所
為
で
幻
じ
み
て
見
へ
る
。
能
登
だ
か
魚
津
の
蜃
気
楼

(

注
三)

が
見
へ
る
。
海
其
の
物
は
じ
つ
と
し
て
ゐ
る
の
に
、
物
が

逆
様
に
な
る
。
何
故
だ
か
知
ら
ぬ
が
、
何
時
ぞ
や
に
見
た
其
の
景

色
と
共
に
、
潮
風
が
鼻
を
突
ひ
た
。
ざ
ゞ
あ
、
と
い
ふ
荒
波
が
聞

こ
へ
る
。
何
処
か
へ
、
何
処
か
へ
行
く
。
波
風
に
乗
っ
て
、
ず
う

つ
と
、
何
処
か
へ
。 

「
御
父
さ
ん
！
」 

ま
た
外
界
と
の
交
流
を
断
絶
し
て
ゐ
た
ら
し
ひ
。 

「
江
口
さ
ん
と
こ
へ
の
支
那
蕎
麦
で
す
。
岡
持
に
ま
ふ
入
れ
ま
し

た
か
ら
ね
」 

「
あ
ゝ
、
助
か
る
よ
」 

背
中
で
彼
奴
の
た
め
息
を
聞
き
な
が
ら 

「
そ
ん
ぢ
や
」 

と
だ
け
言
っ
て
入
口
か
ら
歩
き
出
し
た
。
雨
が
迫
つ
て
ゐ
る
。 

 

一
度
大
通
り
に
出
る
と
、
自
分
の
住
む
世
界
に
直
結
す
る
と
は

到
底
思
え
な
い
「
世
界
」
が
見
へ
る
。
数
十
年
前
、
私
が
尋
常
小

学
校(

注
四)

に
通
つ
て
ゐ
た
時
代
は
消
へ
、「
今
の
姿
」
し
か
無

ひ
。
少
し
は
此
処
い
ら
に
住
む
奴
等
を
考
へ
な
ひ
の
か
と
思
ふ

が
、
さ
ふ
し
た
処
で
商
ひ
人
の
小
言
如
き
で
あ
る
。
少
し
ば
か
り

で
あ
れ
昔
の
姿
を
残
さ
ふ
も
の
な
ら
、
や
れ
「
古
ひ
古
ひ
」
や
れ

「
早
ふ
刷
新
し
な
さ
ん
な
」
と
か
言
は
れ
て
嗤
わ
れ
て
し
ま
ふ
。

要
す
る
に
世
の
中
は
か
う
で
あ
る
。 

 

時
代
錯
誤
の
野
郎
は
、
直
ぐ
さ
ま
嫌
は
れ
る
。 

 

「
江
口
さ
ん
、
幸
楽
で
す
。
件
の
蕎
麦
を
」 

勝
手
口
が
あ
く
。 

「
あ
ゝ
、
こ
れ
は
だ
ふ
も
」 

「
五
十
五
銭
で
す
」(

注
五) 

「
は
い
よ
」 

が
ま
口
か
ら
銭
貨
を
出
し
て
手
渡
し
て
き
た
。 

「
丁
度
ね
」 

「
お
。
い
や
あ
親
父
さ
ん
ほ
ん
と
良
ひ
所
来
て
く
れ
た
わ
」 

「
何
や
」 

「
い
や
な
」 

料
理
着
を
纏
う
男
の
耳
元
に
、
別
の
男
が
囁
く
。 

「
此
処
だ
け
の
話
、
さ
つ
き
か
ら
俺
達
聞
か
れ
て
な
ら
ね
こ
と
話

し
合
つ
て
る
ん
だ
け
ど
よ
」 

「
何
を
さ
」 

「
婦
人
運
動
賛
助
だ
よ
。
新
婦
人
協
会(

注
六)

と
か
の
」 

「
へ
え
」 

「
そ
ん
で
今
の
治
安
警
察
法
だ
と
そ
れ
や
る
と
下
手
す
る
と
お
縄

で
な(

注
七)

。
時
時
、
外
を
見
て
る
ん
だ
が
嗅
ぎ
回
る
奴
が
居

る
ら
し
ひ
。
其
処
に
あ
ん
た
が
来
て
く
れ
た
。
外
か
ら
人
呼
ん

で
出
前
を
取
つ
て
ゐ
れ
ば
少
し
は
怪
訝
な
表
情
を
和
ら
げ
て
く

れ
る
だ
ろ
、
て
ね
」 

「
う
う
ん
、
や
ふ
分
ら
ん
な
」 

「
ま
あ
兎
も
角
、
美
味
し
く
頂
き
ま
す
わ
」 

「
だ
ふ
も
ね
。
食
ひ
終
わ
つ
た
ら
明
日
に
は
椀
を
取
り
に
伺
い
ま

す
か
ら
」 



「
へ
え
よ
。
ぢ
や
あ
」 

「
毎
度
」 

難
し
ひ
。
江
口
さ
ん
の
處
へ
行
く
度
に
さ
ふ
い
ふ
話
を
聞
く
が
ち

つ
と
も
分
か
ら
な
ひ
。
新
聞
は
良
く
読
ん
で
ゐ
る
つ
も
り
だ
が
そ

れ
で
も
判
ら
な
ひ
。 

 

分
か
ら
な
い
の
は
、
矢
張
如
何
な
も
の
か
。 

努
力
し
て
も
、
矢
張
判
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

  

結
局
、
此
の
日
は
海
苔
抜
き
拉
麵
と
岡
持
に
入
れ
て
い
つ
た
拉

麵
五
つ
が
出
た
だ
け
で
終
つ
た
。 

「
片
付
け
終
は
り
や
し
た
」 

「
お
」 

椅
子
上
げ
と
卓
拭
き
は
私
が
や
つ
た
。
此
の
分
担
も
い
つ
も
と
同

じ
で
あ
る
。 

「
そ
れ
ぢ
や
、
御
先
に
」 

「
ま
た
明
日
も
宜
し
く
」 

「
勿
論
で
す
」 

戸
が
開
閉
し
て
人
一
人
の
空
白
が
空
く
。 

紅
い
斜
陽
が
西
窓
か
ら
差
し
込
む
。
何
か
、
急
か
さ
れ
る
や
ふ

な
気
が
す
る
。「
す
べ
き
」
を
「
せ
よ
」
に
す
べ
き
何
か
が
有
る

や
ふ
に
思
ふ
。
然
し
そ
れ
は
形
而
上
に
留
ま
る
。
出
な
ひ
。
出
な

ひ
。 

 

か
ふ
や
つ
て
、
日
日
が
過
ぎ
て
ゐ
る
。 

 

ま
た
明
日
、
東
窓
に
白
い
陽
光
が
射
す
。
其
の
時
に
は
思
い
出

せ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。…

そ
れ
を
堂
堂
巡
り
し
て
ゐ
る
の
に
、
ま
た

私
は
其
れ
を
待
つ
の
か
。
分
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
足
に
、
手
に
、

胴
に
、
指
先
に
爪
先
に
、
そ
し
て
脳
内
に
。
絡
み
つ
く
何
か
が
、

動
く
事
を
許
し
て
は
く
れ
な
ひ
。 

 

憐
憫
を
持
て
る
や
ふ
な
余
裕
の
あ
る
健
康
体
に
、 

知
識
有
る
活
動
的
な
人
間
に
、 

私
は
置
ひ
て
行
か
れ
る
。 

多
分
そ
れ
が
、
延
延
と
続
ひ
て
い
く
の
だ
ら
ふ
。 

独
り
、
客
席
の
中
に
佇
み
、
帰
り
支
度
に
入
る
。 

 

「
明
日
も
俺
あ
、
変
わ
れ
ね
よ
な
あ
」 

 

注
一
及
び
注
二 

関
節
リ
ウ
マ
チ(R

h
eu

m
atoid

 A
rth

ritis)

の
正
式
な
呼

称
で
あ
る
「
関
節
リ
ウ
マ
チ
」
が
制
定
さ
れ
た
の
は
二
〇

〇
二
年
の
第
四
十
六
回
日
本
リ
ウ
マ
チ
学
会
総
会
で
あ
り

そ
れ
以
前
は
「
慢
性
リ
ウ
マ
チ
関
節
症
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
勘
違
い
さ
れ
や
す
い
が
、
関
節
リ
ウ
マ
チ
は
単
に
関

節
部
を
侵
す
だ
け
で
な
く
血
管
や
臓
器
に
侵
攻
す
る
こ
と

も
あ
る(

こ
の
よ
う
な
病
気
を
総
称
し
て
膠
原
病
と
い

う)

。
こ
の
治
療
法
は
古
代
か
ら
多
岐
に
わ
た
っ
て
存
在

し
て
い
た
。
古
代
か
ら
中
世
で
は
ヤ
ナ
ギ
の
葉
・
樹
皮
か

ら
取
れ
る
サ
リ
シ
ン
を
鎮
痛
剤(
サ
リ
シ
ン
の
主
成
分
で

あ
る
サ
リ
チ
ル
酸C

6H
4(O

H
)C

O
O

H

は
現
在

も
抗
炎
症
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
る)

と
し
て
利
用
す
る
方

法
が
と
ら
れ
た
。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
は
膠
原
病

の
概
念
や
各
種
病
気
の
研
究
が
行
わ
れ
、
現
在
も
抗
炎
症

薬
と
し
て
有
名
な
ア
ス
ピ
リ
ン(

ア
セ
チ
ル
サ
リ
チ
ル
酸)

が
開
発
さ
れ
る
。 

注
三 

 
 

蜃
気
楼
と
は
、
光
の
光
線
が
密
度
の
高
い
冷
気
へ
と
引
き
寄

せ
ら
れ
や
す
い
性
質
が
原
因
と
な
り
、
気
象
条
件
な
ど
で

高
度
差
に
沿
っ
て
極
端
に
温
度
差
が
生
じ
る
場
合
に
お
い

て
通
常
直
進
す
る
可
視
光
線
が
冷
え
た
高
密
度
の
空
気
の

方
へ
屈
折
し
て
本
来
見
え
な
い
は
ず
の
物
体
が
浮
い
て
見

え
た
り
、
実
際
に
見
え
る
物
体
が
一
部
消
え
て
見
え
た
り

す
る
事(

前
者
は
上
方
蜃
気
楼
、
後
者
は
下
方
蜃
気
楼
と
い

う)

。
日
本
に
お
い
て
、
蜃
気
楼
は
魚
津
な
ど
の
日
本
海
沿

岸
地
域
の
み
な
ら
ず
、
琵
琶
湖
や
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
地
域
で

も
見
ら
れ
る
。 

注
四 

 
 

明
治
一
九
年
の
第
一
次
小
学
校
令
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
昭

和
十
六
年
に
国
民
学
校
初
等
科
に
改
称
さ
れ
る
ま
で
使
わ

れ
た
初
等
教
育
機
関
の
呼
称
。
修
業
期
間
は
四
年
で
、
義

務
教
育
と
さ
れ
た
。 

注
五 

 
 

参
考
に
な
る
が
、
大
正
九
年
頃
の
そ
ば
・
う
ど
ん
の
平
均
価

格
は
八
～
十
銭(

現
在
の
三
二
〇
～
四
〇
〇
円
程
度)

。 

注
六 

 
 

一
九
一
九
～
一
九
二
四
。
女
性(

婦
人)

の
参
政
権
な
ど
の
政

治
的
及
び
社
会
的
権
利
の
獲
得
を
目
的
と
し
、
平
塚
ら
い

て
う
、
市
川
房
枝
ら
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
日
本
初
の
婦

人
団
体
。
治
安
警
察
法
第
五
条
二
項
に
お
け
る
「
女
性
の

集
会
の
自
由
の
禁
止
」
を
改
正
さ
せ
る
な
ど
の
活
躍
を
見



せ
る
も
、
平
塚
・
市
川
ら
主
要
メ
ン
バ
ー
が
脱
退
し
た
こ

と
で
解
散
。 

注
七 

 
 

こ
の
状
況
で
は
秘
密
結
社
に
よ
る
活
動
が
推
定
さ
れ
る
た

め
、
警
察
は
治
安
警
察
法
第
十
四
条
「
秘
密
結
社
の
禁

止
」
に
反
す
る
た
め
、
摘
発
も
可
能
と
な
る
。 
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一
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：
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改
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≪

お
わ
り
に≫

 

 

本
作
品
は
二
〇
一
九
年
度
新
入
生
歓
迎
号
掲
載
の
作
品
で
あ

り
、
そ
れ
に
一
部
修
正
加
筆
を
加
え
た
も
の
で
す
。 

こ
の
作
品
を
選
択
し
ま
し
た
理
由
と
し
ま
し
て
、
そ
う
い
え
ば

新
入
生
も
と
い
今
年
度
中
根
先
生
の
新
作
が
ろ
く
に
出
て
い
な
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
づ
き
が
主
た
る
理
由
で
す
。 

明
大
祭
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
方
も
、
今
年
度
加
入
の
方
も
、

こ
の
ス
タ
イ
ル
を
一
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
御
機
嫌
よ
う
。 

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
七
日 


