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卓
上
に
包
丁
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
そ
の

数
お
よ
そ
10
本
。
出
刃
包
丁
、
柳
包
丁
、

菜
切
包
丁
か
ら
牛
刃
に
至
る
ま
で
、
和
洋

の
包
丁
が
揃
っ
て
い
る
。
一
般
家
庭
で
は
、

滅
多
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
光
景
だ
ろ
う
。

よ
く
見
る
と
、
刃
の
横
側
の
平
な
部
分
に

「
了
・
美
智
子
」
と
彫
ら
れ
て
あ
る
。
何

か
謂
わ
れ
が
あ
り
そ
う
だ
。

還
暦
祝
い
の
記
念
に

教
え
子
た
ち
か
ら
の
贈
り
物

　

「
こ
れ
は
ね
、
京
都
『
有
次
』
の
包
丁

セ
ッ
ト
。
10
年
く
ら
い
前
に
ゼ
ミ
の
卒
業

生
が
集
ま
っ
て
、
僕
の
還
暦
を
祝
っ
て
く

れ
た
と
き
に
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
も
の

で
す
」。
嬉
し
そ
う
に
話
す
長
内
先
生
の

説
明
に
、
納
得
で
き
た
。「
美
智
子
」
は

奥
様
の
名
前
だ
。

　

今
回
の
取
材
の
申
し
入
れ
を
快
諾
し
て

く
だ
さ
っ
た
長
内
先
生
は
、「
そ
れ
じ
ゃ
、

僕
の
台
所
姿
を
見
せ
よ
う
か
」
と
提
案
さ

れ
、
図
々
し
く
も
ご
自
宅
に
伺
っ
て
の
取

材
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
拝
見
し
た
の
が
、

こ
の
見
事
な
包
丁
セ
ッ
ト
だ
っ
た
。

　

料
理
道
具
に
こ
だ
わ
り
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。「
刃
物
っ
て
、
機
能
を
追
求
し
て

い
く
う
ち
に
美
し
く
な
る
も
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
使
い
も
し
な
い
包

丁
を
集
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
今

は
こ
れ
だ
け
」
と
長
内
先
生
。
以
前
は
使

い
終
わ
る
た
び
に
自
分
で
研
い
で
い
た
が
、

こ
こ
数
年
は
築
地
の
研
ぎ
師
に
頼
ん
で
い

る
と
い
う
。

　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

　

そ
ん
な
こ
と
を
話
な
が
ら
、
背
広
を
脱

い
だ
先
生
は
、
奥
様
と
並
ん
で
キ
ッ
チ
ン

に
立
っ
た
。
慣
れ
た
手
つ
き
で
、
魚
を
捌

い
て
い
く
。「
両
親
は
明
治
の
生
ま
れ
で
ね
。

『
男
子
厨
房
に
入
る
べ
か
ら
ず
』
を
当
た

り
前
と
考
え
て
い
る
世
代
で
し
た
」。
と

こ
ろ
が
、
先
生
は
小
学
生
の
頃
か
ら
、
包

丁
を
手
に
し
て
い
た
と
い
う
。

　

長
内
先
生
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
、
北

海
道
の
漁
師
町
。
父
親
は
山
本
周
五
郎

の
描
く
「
赤
髭
先
生
」
を
地
で
い
く
外

科
医
だ
っ
た
。「
秋
鮭
漁
の
季
節
に
な

る
と
、
患
者
さ
ん
か
ら
医
療
費
代
わ
り

の
生
鮭
が
届
く
。
そ
の
量
た
る
や
、
と

て
も
母
一
人
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は

な
い
」。

　

こ
の
時
ば
か
り
は
、
メ
ス
を
出
刃
包

丁
に
持
ち
替
え
て
奮
闘
す
る
父
親
の
姿

を
見
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か

包
丁
捌
き
を
身
に
つ
け
て
い
た
。

や
む
を
得
ず
「
料
理
人
」
と
な
る

結
婚
後
に
留
学
先
の
カ
ナ
ダ
で

　

中
学
を
終
え
て
親
元
を
離
れ
て
か
ら
、

包
丁
を
手
に
す
る
機
会
は
な
く
な
っ
た
が
、

結
婚
し
て
間
も
な
く
留
学
し
た
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
で
、
今
度
は
「
や
む
を
得
ず
」
本

格
的
に
包
丁
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

「
一
緒
に
つ
い
て
き
て
く
れ
た
妻
の
ツ

ワ
リ
が
ひ
ど
く
、
台
所
に
立
て
な
く
な
っ

た
。
当
時
の
僕
は
中
央
大
学
の
助
手
で
、

月
給
１
０
０
ド
ル
。
受
け
入
れ
先
の
大
学

か
ら
毎
月
１
８
０
ド
ル
を
支
給
さ
れ
た
け

れ
ど
、
ア
パ
ー
ト
代
が
１
５
０
ド
ル
。
い

か
に
安
く
、
お
い
し
い
食
事
を
家
内
の
た
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め
に
作
る
か
が
、
僕
の
課
題
に
な
っ
た
」

と
、
先
生
は
楽
し
そ
う
に
貧
し
か
っ
た
新

婚
時
代
を
振
り
返
る
。
幼
時
の
訓
練
が
カ

ナ
ダ
で
生
か
さ
れ
た
。

　
　
　

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

　

食
卓
に
は
、
大
皿
に
盛
ら
れ
た
刺
身
を

は
じ
め
、
い
つ
の
間
に
か
料
理
が
な
ら
ん

だ
。
勧
め
ら
れ
て
ご
相
伴
に
あ
ず
か
っ
た
。

ど
れ
も
、
お
い
し
い
。

具
を
皮
に
包
む
お
手

伝
い
を
し
た
春
巻
き

も
、
揚
げ
た
て
な
の

で
パ
リ
パ
リ
だ
。
し

ば
ら
く
し
て
、
長
内

先
生
も
料
理
の
手
を

休
め
、
食
卓
談
議
に

加
わ
っ
た
。

　

「
僕
の
や
っ
て
き

た
仕
事
は
、
研
究
に

し
ろ
教
育
に
し
ろ
、

自
分
が
生
き
て
い
る

間
に
そ
の
結
果
を
見

る
こ
と
が
難
し
い
。

料
理
は
作
る
人
が
い

て
、
食
べ
る
人
が
い

て
、
み
ん
な
で
一
緒

に
食
べ
る
の
で
、
結
果
の
善
し
悪
し
が
一

目
瞭
然
。
そ
こ
が
料
理
の
魅
力
か
な
」。

通
教
生
ら
に
料
理
ふ
る
ま
う

猛
暑
を
乗
り
切
る
大
盛
り
料
理

　

長
内
先
生
は
昔
か
ら
、
学
生
を
自
宅
に

呼
ん
で
、
手
作
り
料
理
を
ふ
る
ま
っ
て
い

る
。
ゼ
ミ
生
で
あ
っ
た
り
、
部
長
を
務
め

て
い
る
応
援
団
の
部
員
で
あ
っ
た
り
、
さ

ま
ざ
ま
だ
。
初
め
て
学
生
を
招
い
た
の
は
、

法
学
部
通
信
教
育
の
夏
季
ス
ク
ー
リ
ン
グ

で
上
京
し
て
き
た
学
生
た
ち
だ
っ
た
。

　

「
当
時
の
通
教
生
は
、
６
週
間
も
猛
暑

の
東
京
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
い
か
に
お
金
を
か
け
ず
に
、『
栄
養

補
給
』
を
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
、
女
房
と

二
人
で
知
恵
を
絞
り
ま
し
た
」。

　

招
か
れ
た
学
生
た
ち
の
口
コ
ミ
で
、
訪

ね
て
く
る
学
生
が
段
々
増
え
て
き
た
。
一

度
に
20
人
を
超
え
る
こ
と
も
、
珍
し
く
な

か
っ
た
。「
狭
い
家
で
、
作
る
量
も
半
端

じ
ゃ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、外
食（
居
酒
屋
）

よ
り
も
は
る
か
に
安
上
り
だ
か
ら
ね
」
と

笑
う
。「
僕
の
ワ
ガ
マ
マ
を
許
し
て
く
れ

た
カ
ミ
さ
ん
に
は
、頭
が
上
が
り
ま
せ
ん
」

と
奥
様
へ
の
感
謝
も
忘
れ
な
い
。

　

家
庭
で
は
、
大
き
な
魚
を
捌
く
の
は
先

生
、
小
さ
い
魚
は
奥
様
な
ど
と
役
割
分
担

し
な
が
ら
、「
食
材
の
買
い
出
し
か
ら
、

食
べ
終
わ
る
ま
で
」
料
理
の
過
程
す

べ
て
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
。

　

「
僕
の
手
料
理
は
、
必
要
に
迫
ら

れ
て
数
を
重
ね
て
き
た
だ
け
で
、
別

に
好
き
で
始
め
た
訳
じ
ゃ
な
い
」
と

い
う
長
内
先
生
。
そ
の
料
理
は
い
ま
、

先
生
に
と
っ
て
「
楽
し
み
は
、
よ
き

仲
間
と
一
緒
に
や
る
の
が
一
番
！
」

と
い
う
よ
う
に
、
よ
き
仲
間
を
手
作

り
の
料
理
で
も
て
な
し
て
、
楽
し
い

時
間
と
場
所
を
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
っ
て
お
き
の
「
特
技
」
に

な
っ
て
い
る
。

（
学
生
記
者　

中
野
由
優
季
＝
法
学

部
２
年
）

包丁さばきは玄人はだし

長内先生がさばいたお刺身などが大皿に盛られた


