
地
域
の
食
は
誘
客
の

源
泉
と
な
る
観
光
資
源

人
々
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
レ
ジ
ャ
ー

と
し
て
の
観
光
旅
行
の
頻
度
が
高
ま
り
定

着
す
る
中
、
ど
う
せ
食
べ
る
の
な
ら
、
そ

の
土
地
ら
し
い
、
お
い
し
い
も
の
、
珍
し

い
も
の
を
食
べ
た
い
、
現
地
に
出
向
い
て

そ
の
食
が
生
ま
れ
育
ま
れ
て
き
た
環
境
に

自
分
の
身
を
置
い
て
食
を
楽
し
ん
で
み
た

い
と
多
く
の
旅
行
者
が
思
う
よ
う
に
な
り
、

観
光
旅
行
中
の
食
は
旅
行
を
構
成
す
る

重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。

旅
行
者
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
個
性
化

が
進
む
な
か
、
す
な
わ
ち
、
社
会
や
時
代

の
価
値
観
の
変
化
の
中
で
、
地
域
の
食
は

「
本
源
的
需
要
」
と
な
り
、「
中
核
的
商
品
」

「
中
核
資
源
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
今
日

で
は
、
地
域
の
食
が
、
誘
客
の
源
泉
で
あ

り
、
感
動
の
源
泉
と
な
る
観
光
資
源
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。

特
徴
あ
る
地
域
の
食
や
食
文
化
、
食

空
間
は
、
そ
の
土
地
の
自
然
や
歴
史
、
文

化
、
人
々
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、

育
ま
れ
、
今
日
に
続
く
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
々
に
と
っ
て
の
自
慢
で
あ
り
、
誇
り
で

あ
る
。　
　
　

地
域
の
「
食
」
が
、
公
益
財
団
法
人

日
本
交
通
公
社
の
取
り
組
む
「
観
光
資

源
評
価
」
の
対
象
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

時
代
の
変
化
を
感
じ
る
と
と
も
に
大
き
な

喜
び
で
あ
る
。
こ
の
た
び
発
刊
さ
れ
た
写

真
集
『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
「
食
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、
筆
者
の
見
解
を
交
え
な
が
ら
概
観

し
て
み
た
い
。

世
界
に
誇
る
東
西
の
横
綱

―
京
懐
石
と

江
戸
前
の
寿
司

地
域
の
食
の
価
値
は
、
旅
す
る
人
そ
れ

ぞ
れ
の
味
覚
や
興
味
、
知
識
、
経
験
な
ど

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
客
観
的
に
評
価
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
れ

も
が
お
い
し
い
と
思
う
も
の
は
お
い
し
く
、

多
く
の
人
が
わ
ざ
わ
ざ
食
べ
に
行
き
た
い

と
感
じ
る
も
の
は
や
は
り
魅
力
的
で
あ
る
。

日
本
人
と
し
て
一
生
の
間
に
は
ぜ
ひ
一
度

は
地
元
で
味
わ
い
た
い
、
外
国
の
人
々
に

も
ぜ
ひ
食
べ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
ん
な
地

域
の
食
が
確
か
に
存
在
す
る
。

そ
の
筆
頭
は
、
京
都
の
京
懐
石
で
あ
ろ

う
。
懐
石
料
理
と
は
、
本
来
、
茶
会
の
際

に
亭
主
が
来
客
を
も
て
な
す
料
理
の
こ
と

で
あ
り
、
茶
道
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
食

事
の
形
式
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
献

立
、
食
作
法
、
食
器
な
ど
に
も
一
定
の
決

ま
り
が
あ
っ
た
が
、
茶
会
で
は
な
く
料
理

観
光
旅
行
中
の
旅
行
者
に
と
っ
て
の
地

域
の
食
は
、
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
楽
し

み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
観
光
の
成
熟
期
以
前
の
旅
行

中
の
地
域
の
食
は
、
観
光
資
源
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
美
し
い
自
然
景
観
や
歴
史
あ
る

神
社
仏
閣
、
伝
統
的
な
祭
事
な
ど
の
「
本

源
的
需
要
」
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
見
学
、

体
験
す
る
た
め
に
必
要
な
交
通
や
宿
泊
な

ど
と
と
も
に「
派
生
的
需
要
」で
あ
り
、「
支

援
的
商
品
」「
補
完
資
源
」
で
あ
る
と
の

考
え
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
観
光
資
源
と

し
て
の
固
有
性
、
独
自
性
や
代
替
性
、
さ

ら
に
脆
弱
性
な
ど
の
観
点
か
ら
の
議
論
で

あ
っ
た
。

安
田  

亘
宏 5

地
域
の
食
の
評
価

西
武
文
理
大
学
サ
ー
ビ
ス
経
営
学
部
教
授
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店
で
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
品

数
も
増
し
趣
向
も
凝
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
野
菜
や
魚
介
な
ど
の
食
材
に
こ

だ
わ
り
、
そ
の
持
ち
味
を
生
か
す
薄
い
味

付
け
で
、
見
た
目
に
も
美
し
い
料
理
で
あ

り
、
ま
さ
に
日
本
料
理
の
原
点
で
あ
る
。

多
く
の
旅
行
者
を
惹ひ

き
付
け
る
料
理
で

あ
る
が
、
庶
民
が
な
か
な
か
か
口
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
贅ぜ

い
た
く沢

な
料
理
で
も
あ
る
。

京
懐
石
が
西
の
横
綱
な
ら
、
東
の
横
綱

は
江
戸
前
の
寿
司
で
あ
ろ
う
（
写
真
１
）。

こ
ち
ら
は
、
今
日
で
は
決
し
て
安
価
な

庶
民
食
と
は
言
え
な
い
が
、
ル
ー
ツ
は
庶

民
で
あ
る
江
戸
っ
子
が
好
ん
で
食
べ
た
江

戸
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
江
戸
前
の
寿
司

と
は
、
本
来
「
江
戸
の
前
」
つ
ま
り
江
戸

湾
（
東
京
湾
）
で
捕
れ
た
海
産
物
を
使
っ

た
寿
司
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は

酢
飯
を
一
口
大
に
握
り
、
そ
の
上
に
四
季

折
々
の
生
身
の
魚
介
な
ど
を
載
せ
た
握
り

寿
司
の
こ
と
を
指
す
。

具
材
は
タ
ネ（
種
）
と
い
う
。
逆
さ
に

し
た
符ふ

牒ち
ょ
う

で
「
ネ
タ
」
と
も
呼
ば
れ
る

こ
と
が
多
い
。
主
に
コ
ハ
ダ
や
サ
バ
な
ど

を
締
め
た
も
の
、
煮
ア
ナ
ゴ
や
蒸
し
エ
ビ
、

卵
焼
き
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
東

京
に
全
国
か
ら
集
ま
る
旬
の
素
材
を
使

う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
江
戸
の
郷
土
料

理
で
は
あ
る
が
、
現
在
は
全
国
各
地
に
広

が
り
、
地
域
の
旬
な
タ
ネ
を
使
っ
た
寿
司

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
流
れ
の

中
で
地
域
性
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
が
、
日
本
の
江
戸
東
京
が
育
て
上

げ
完
成
さ
せ
た
、
世
界
に
誇
れ
る
料
理
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、世
界
共
通
語
と
な
っ
た
「sushi

」

は
こ
の
江
戸
前
の
寿
司
で
あ
る
。
海
外
で

は
ヘ
ル
シ
ー
食
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

驚
き
の
ア
レ
ン
ジ
も
見
ら
れ
る
。

一
度
は
地
元
で
食
べ
た
い

地
域
食
材
を
生
か
し
た

お
も
て
な
し
料
理

日
本
各
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
産
物

が
あ
り
、
そ
の
食
材
を
生
か
し
て
お
い
し

く
味
わ
え
る
、
客
人
へ
の
お
も
て
な
し
に

も
ふ
さ
わ
し
い
料
理
と
し
て
完
成
さ
せ
た

地
域
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
全
て
の
料
理

は
東
京
に
い
な
が
ら
に
し
て
食
す
こ
と
が

で
き
る
が
、
輸
送
手
段
、
保
存
技
術
、
冷

凍
技
術
な
ど
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
昔

は
現
地
に
行
か
な
け
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
も
地
元
で
食

べ
る
の
が
一
番
お
い
し
い
。

日
本
人
の
嗜し

好こ
う

す
る
美
味
、
希
少
、
季

節
限
定
の
農
水
産
物
と
い
え
ば
、
カ
ニ
が

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
冬
の
松
葉

ガ
ニ
料
理
は
格
別
で
あ
る
。
北
近
畿
、
山

陰
で
水
揚
げ
さ
れ
る
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
は
松
葉

ガ
ニ
と
呼
ば
れ
、
日
本
海
で
育
っ
た
カ
ニ

の
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
身
と
上
品
な
旨う

ま

味み

は
こ
た
え
ら
れ
な
い
。
カ
ニ
刺
し
、
焼

き
ガ
ニ
、
茹ゆ

で
ガ
ニ
、
カ
ニ
す
き
、
カ
ニ

雑
炊
と
旅
行
者
を
う
な
ら
せ
る
。
特
に
知

名
度
が
高
い
の
は
、
兵
庫
県
の
城
崎
温
泉
、

香か

住す
み

で
あ
る
。

下
関
の
ふ
く
料
理
も
日
本
を
代
表
す

る
地
域
の
お
も
て
な
し
料
理
で
あ
る
（
写

真
２
）。

下
関
で
は
、
フ
グ
の
こ
と
を
濁
ら
ず
に

「
ふ
く
」
と
呼
ぶ
、「
福
」
に
つ
な
が
る
か

ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
下
関
は
日
本
で
水
揚

げ
さ
れ
る
天
然
の
ト
ラ
フ
グ
や
ク
サ
フ
グ

な
ど
八
割
近
く
が
集
ま
る
大
集
積
地
で
あ

る
。
こ
の
地
に
多
く
の
フ
グ
料
理
を
専
門

写真1  江戸前の寿司
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に
出
す
料
亭
、
割か

っ
ぽ
う烹

旅
館
、
料
理
旅
館

が
集
積
さ
れ
た
。
フ
グ
刺
し
、
フ
グ
唐
揚

げ
、
焼
き
フ
グ
、
フ
グ
ち
り
、
フ
グ
雑
炊
、

ど
れ
も
逸
品
で
あ
り
、
コ
ー
ス
で
食
べ
る

こ
と
が
多
い
。

和
牛
の
代
表
格
で
あ
る
松
阪
牛
の
す

き
焼
き
も
、
ど
こ
で
も
食
せ

る
と
は
い
う
も
の
の
、
一
度

は
地
元
で
食
べ
て
み
た
い
地

域
の
食
で
あ
る
。
松
阪
牛
の

特
徴
は
、
き
め
の
細
か
い
サ

シ
と
箸
で
切
れ
る
や
わ
ら
か

な
肉
質
、
脂
肪
分
に
甘
み
の

あ
る
風
味
が
特
徴
だ
。
と
ろ

け
る
よ
う
な
味
、
滑
ら
か
な

舌
触
り
な
ど
と
よ
く
表
現
さ

れ
る
和
牛
を
代
表
す
る
歴
史

あ
る
牛
肉
で
あ
る
。
松
阪
市

内
に
は
専
門
店
が
多
数
あ
り
、

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
や
ス
テ
ー
キ
、

網
焼
き
な
ど
も
あ
る
が
す
き

焼
き
を
ま
ず
楽
し
み
た
い
。

地
域
の
特
徴
的
な
食
材

を
生
か
す
の
と
は
逆
に
、
限

定
さ
れ
た
食
材
、
す
な
わ
ち
、

地
元
で
採
れ
た
野
菜
や
豆
類
、

穀
類
の
み
を
工
夫
し
て
調
理

し
、
振
る
舞
い
料
理
、
お
も
て
な
し
料
理

と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
が
今
日
の
精
進
料

理
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
僧
の
厳
し
い
戒

律
の
中
で
食
し
て
い
た
料
理
で
あ
る
。
和

歌
山
県
に
あ
る
日
本
仏
教
の
聖
地
で
あ
る

高
野
山
に
は
多
く
の
宿
坊
が
あ
り
、
山
里

な
ら
で
は
の
旬
と
生
の
食
材
に
こ
だ
わ
り
、

丁
寧
に
調
理
し
た
品
格
の
あ
る
精
進
料
理

で
訪
れ
た
旅
行
者
を
も
て
な
し
て
く
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
カ
キ
生
産
量
は
全
国
一

位
で
全
国
総
生
産
量
の
半
分
以
上
を
占
め

て
い
る
広
島
の
大
粒
で
濃
厚
か
つ
繊
細
な

甘
み
が
特
徴
の
カ
キ
を
生
か
し
た
カ
キ
料

理
、
本
格
的
な
ウ
ナ
ギ
養
殖
の
発
祥
の
地

と
言
わ
れ
る
浜
名
湖
に
近
い
、
い
つ
も
ウ

ナ
ギ
料
理
専
門
店
か
ら
蒲か

ば

焼
き
の
食
欲

を
そ
そ
る
香
り
が
漂
っ
て
い
る
ま
ち
浜
松

の
ウ
ナ
ギ
料
理
も
ま
た
生
産
地
が
生
み
出

し
育
ち
続
け
て
き
た
旅
行
者
を
惹ひ

き
付

け
る
ブ
ラ
ン
ド
料
理
で
あ
る
。

地
元
に
今
も
息
づ
く

郷
土
料
理

郷
土
料
理
と
は
、
地
域
独
特
の
自
然

風
土
、
食
材
、
食
習
慣
、
歴
史
文
化
等

を
背
景
と
し
て
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の

伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
料
理
の

こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
郷
土
料
理
と
聞
い
て
、
す
ぐ
に

思
い
浮
か
べ
る
の
は
秋
田
県
の
き
り
た
ん

ぽ
鍋
で
あ
ろ
う
。
き
り
た
ん
ぽ
と
は
、
つ

ぶ
し
た
ご
飯
を
竹
輪
の
よ
う
に
杉
の
棒
に

巻
き
付
け
て
焼
き
、
棒
か
ら
外
し
て
食
べ

や
す
く
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
野
菜
や
キ

ノ
コ
と
比
内
地
鶏
を
煮
込
み
、
そ
の
き
り

た
ん
ぽ
を
入
れ
た
鍋
が
き
り
た
ん
ぽ
鍋
で

あ
る
。
今
も
県
民
の
定
番
の
家
庭
料
理
と

も
な
っ
て
い
る
。
田
舎
家
、
古
民
家
、
囲

炉
裏
端
、
雪
景
色
な
ど
料
理
か
ら
連
想

さ
れ
る
、
食
す
る
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
旅

心
を
く
す
ぐ
る
。

前
項
の
地
域
食
材
を
生
か
し
た
お
も
て

な
し
料
理
に
分
類
し
て
も
よ
い
が
、
土
佐

の
郷
土
料
理
と
し
た
方
が
ピ
ン
と
く
る
の

が
、
高
知
県
の
皿さ

わ
ち鉢
料
理
で
あ
る
。
い
く

つ
も
の
大
皿
に
刺
身
、
カ
ツ
オ
の
た
た
き
、

寿
司
と
組
み
物
と
い
わ
れ
る
揚
物
、
煮
物
、

酢
の
物
な
ど
を
盛
り
合
わ
せ
た
料
理
で
、

も
と
も
と
は
本
膳
の
後
の
酒
宴
用
料
理
で

あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
メ
イ
ン
の
料
理
と

し
て
、
酒
と
と
も
に
供
さ
れ
て
い
る
。
や

は
り
、
高
知
で
豪
快
に
食
し
た
い
料
理
で

あ
る
。わ

ざ
わ
ざ
訪
ね
て

食
べ
歩
き
た
い
庶
民
の
味

地
域
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
地

写真2  下関のふく料理
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域
住
民
が
日
頃
よ
り
好
ん
で
食
し
、
愛
し
、

誇
り
に
思
っ
て
い
る
、
お
い
し
く
て
安
価

な
庶
民
的
な
郷
土
食
を
目
当
て
に
、
多
く

の
旅
行
者
が
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
地
域
内
に
一
定
の
店
舗

集
積
が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
、
食
べ
歩

き
、
店
舗
巡
り
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
っ

て
い
る
。

筆
頭
は
、
香
川
県
の
讃
岐
う
ど
ん
で
あ

ろ
う
。
郷
土
食
と
し
て
全
国
的
に
評
価
が

上
が
り
、
多
く
の
旅
行
者
を
呼
び
、
幾
度

も
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
讃
岐
出
身
の
弘
法

大
師
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
の
が
始
ま

り
と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
う
ど

ん
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ

の
歴
史
は
長
い
。
讃
岐
う
ど
ん
は
コ
シ
の

強
さ
が
重
視
さ
れ
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の

店
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
県
内
に
千

軒
が
立
地
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
う
ど
ん

店
巡
り
は
と
て
も
楽
し
い
。

そ
ば
も
全
国
に
有
名
な
地
域
が
あ
る
。

そ
ば
粉
の
産
地
で
あ
る
長
野
県
の
戸
隠
神

社
周
辺
で
食
す
こ
と
の
で
き
る
戸
隠
そ
ば
、

食
べ
方
が
ユ
ニ
ー
ク
な
岩
手
県
の
わ
ん
こ

そ
ば
、
小
麦
粉
か
ら
作
ら
れ
る
麺
を
使
用

す
る
独
特
の
沖
縄
そ
ば
も
わ
ざ
わ
ざ
食
べ

に
行
く
価
値
が
あ
る
。

日
本
の
国
民
食
と
も
な
っ
た
ラ
ー
メ
ン

は
ま
さ
に
現
代
を
代
表
す
る
庶
民
食
で

あ
る
。
地
域
に
は
独
自
の
味
付
け
や
調
理

法
、
食
べ
方
な
ど
が
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
ご

当
地
ラ
ー
メ
ン
が
あ
る
。
そ
の
元
祖
と
も

い
え
る
の
が
札
幌
ラ
ー
メ
ン
で
あ
る
。
ル

ー
ツ
は
大
正
期
ま
で
遡

さ
か
の
ぼり

、
一
九
七
〇
年

代
に
観
光
名
所
と
な
る「
ラ
ー
メ
ン
横
丁
」

が
誕
生
す
る
。
そ
の
頃
か
ら
、
全
国
的
な

札
幌
ラ
ー
メ
ン
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
観
光

に
寄
与
す
る
。
現
在
、
市
内
の
ラ
ー
メ
ン

店
は
千
軒
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

大
阪
の
た
こ
焼
き
は
、
大
阪
発
祥
と
言

わ
れ
る
粉
物
料
理
の
一
種
で
大
阪
府
民
に

こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
い
る
。「
食
い
倒
れ

の
街
」
大
阪
に
は
同
じ
粉
物
の
お
好
み
焼

き
や
串
揚
げ
な
ど
庶
民
の
味
が
生
き
続

け
て
い
て
、
旅
行
者
も
十
分
に
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。

旅
し
な
け
れ
ば

味
わ
え
な
い
食
の
空
間

近
年
、
地
域
の
特
徴
あ
る
食
空
間
が

旅
行
者
を
集
め
て
い
る
。
食
材
や
料
理
も

も
ち
ろ
ん
大
き
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
以
上
に
特
異
な
そ
の
空
間
で
食
す
る
こ

と
を
楽
し
む
食
の
旅
で

あ
る
。

京
都
の
夏
の
風
物
詩
、

川
床
の
京
料
理
は
最
も

日
本
的
で
優
雅
な
食
空

間
で
あ
ろ
う
（
写
真
３
）。

料
理
屋
や
茶
屋
が
川

の
上
や
、
屋
外
で
川
の

よ
く
見
え
る
位
置
に
座

敷
を
作
り
、
そ
こ
で
京

料
理
が
供
さ
れ
る
。
夏

期
の
み
の
贅ぜ

い
た
く沢
な
楽

し
み
で
あ
る
。
川
床
は
、

鴨
川
で
は
「
ゆ
か
」、
貴

船
、
高
雄
で
は
「
か
わ

ど
こ
」
と
言
う
。
ま
た
、

納
涼
床
と
も
呼
ば
れ
る
。

東
京
の
台
所
と
言
わ

れ
る
、
世
界
最
大
規
模

の
魚
市
場
、
築
地
市
場

の
海
鮮
料
理
も
、
国
内

外
の
旅
行
者
が
競
っ
て
食
べ
に
来
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
全
国
か
ら
集
ま
る
魚
介

類
は
新
鮮
で
美
味
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
が
、
場
内
や
場
外
の
活
気
の
あ
る
小
規

模
な
店
舗
で
食
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る

よ
う
だ
。

札
幌
の
ビ
ー
ル
園
も
、
旅
を
し
な
い
と

味
わ
え
な
い
特
別
な
食
空
間
と
思
え
る
。

形
式
は
た
だ
の
ビ
ア
ホ
ー
ル
で
あ
る
と
も

い
え
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
、
ひ
と
つ
の

ビ
ー
ル
園
が
開
業
し
、「
生
ビ
ー
ル
飲
み

放
題
・
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
食
べ
放
題
」
を
う 写真3  川床の京料理
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た
っ
た
の
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
工
場
直

送
の
生
ビ
ー
ル
と
、
北
海
道
名
物
の
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
を
札
幌
で
味
わ
う
の
は
、
そ
の

空
気
感
で
あ
る
。

大
き
な
特
異
性
の
あ
る
食
空
間
と
い

え
ば
横
浜
中
華
街
が
あ
る
。
街
に
は
上
海

路
、
中
山
路
、
福
建
路
な
ど
中
国
の
地
名

を
冠
し
た
路
地
が
交
差
し
て
お
り
、
エ
リ

ア
内
に
は
五
百
店
以
上
の
料
理
店
が
並
ん

で
い
る
。
特
定
の
料
理
店
や
料
理
を
求
め

る
人
も
い
る
が
旅
行
者
に
と
っ
て
は
、
街

全
体
の
雰
囲
気
を
魅
力
に
感
じ
、
そ
れ
が

味
付
け
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
に
は
、
人
と
の
触
れ
合
い
が
楽
し

め
る
屋
台
村
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
屋
台
料

理
が
楽
し
め
る
。
最
も
有
名
で
規
模
が
大

き
い
の
は
、
福
岡
の
博
多
中
洲
川
端
や
長

浜
地
区
で
あ
ろ
う
。
屋
台
で
は
博
多
ラ
ー

メ
ン
、
餃
子
、
お
で
ん
だ
け
で
な
く
洋
食

や
天
ぷ
ら
な
ど
も
味
わ
え
る
。
不
思
議
な

食
の
空
間
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

地
域
の
食
を

評
価
す
る
こ
と
の
意
義

地
域
の
食
が
他
の
地
域
と
ち
ょ
っ
と
違

う
と
い
う
だ
け
で
、
全
て
が
食
の
観
光

資
源
に
な
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

本
稿
で
紹
介
し
て
き
た
、
多
く
の
旅
行
者

の
支
持
を
受
け
て
い
る
地
域
の
食
に
は
共

通
点
が
あ
る
。
客
観
的
に
数
値
化
す
る

こ
と
が
困
難
な
項
目
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
が
、
筆
者
の
考
え
る
観
光
資
源
と

な
る
地
域
の
食
に
対
す
る
評
価
軸
で
あ
る
。

第
一
に
、
美
味
で
安
全
な
食
で
あ
る
こ

と
。
味
覚
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
全
員
が

お
い
し
い
と
思
う
食
は
存
在
し
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
大
多
数
の
人
が
お
い
し
い

と
感
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
食
の

安
全
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
大
多
数

の
人
が
安
心
と
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
地
域
固
有
な
食
、
そ
の
地
域

で
し
か
食
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
地

域
ら
し
い
食
で
あ
る
こ
と
。
そ
こ
で
し
か

食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
流
通
の
発

達
し
た
日
本
に
お
い
て
は
、
も
は
や
あ
り

得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
確
な
差
別

性
が
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

第
三
に
、
地
域
住
民
が
共
感
す
る
食
で

あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
住
民
が
そ
の
食
を
好

ん
で
食
べ
、
お
い
し
い
と
感
じ
、
誇
り
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
物
語
性
の
あ
る
食
、
料
理
や

食
材
、
調
理
方
法
な
ど
に
物
語
が
隠
れ
て

い
る
こ
と
。
歴
史
だ
け
で
な
く
、
伝
説
や

ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
が
、
そ
の
地
域
で
こ
そ

の
味
と
な
る
。

最
後
に
、
持
続
性
の
あ
る
食
、
保
護
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
過
性
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
食
は
、
こ
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
食
は
、
誰
が
何
と
言
お
う

が
自
分
自
身
が
お
い
し
い
と
思
っ
た
も
の

が
、
お
い
し
い
魅
力
的
な
食
で
あ
る
。
そ

ん
な
食
を
評
価
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し

く
、
意
味
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
南
北
に
長
く
、
四
季
が
は

っ
き
り
と
あ
る
日
本
の
地
域
に
は
、
そ
こ

に
住
む
人
々
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、

愛
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
お
い
し
い
食

が
あ
る
。
そ
れ
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
い
、
そ
の
地
を
訪
ね
て
味
わ
っ
て
も
ら

い
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
食
を
地
域
の
誇

り
と
し
て
、
日
本
の
宝
と
し
て
次
の
世
代

に
も
残
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
き
っ
か
け

に
な
る
こ
と
が
地
域
の
食
を
評
価
す
る
大

き
な
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
人
に
、
長
く
本

源
的
な
価
値
と
な
る
地
域
の
食
に
か
か
わ

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
食
を
味
わ
う
こ
と

安
田
亘
宏
（
や
す
だ 

の
ぶ
ひ
ろ
）
　

西
武
文
理
大
学
サ
ー
ビ
ス
経
営
学
部
教
授
。

法
政
大
学
大
学
院
政
策
創
造
研
究
科
博
士

後
期
課
程
修
了
、博
士
（
政
策
学
）。
観
光
士
。

一
九
七
七
年
Ｊ
Ｔ
Ｂ
に
入
社
、
元
Ｊ
Ｔ
Ｂ
グ

ル
ー
プ
旅
の
販
促
研
究
所
所
長
。
二
〇
一
〇

年
よ
り
現
職
。
日
本
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

理
事
、
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
学
会
副
会

長
、
日
本
地
域
資
源
学
会
常
務
理
事
な
ど
。

『
フ
ー
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
』
古
今
書
院
、『
食

旅
と
観
光
ま
ち
づ
く
り
』学
芸
出
版
社
、『「
澤

の
屋
旅
館
」は
な
ぜ
外
国
人
に
人
気
が
あ
る

の
か
』
彩
流
社
、
な
ど
著
書
多
数
。

を
通
し
て
、
地
域
の
文
化
、
日
本
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
観
光
と
い
う
行
為

に
よ
っ
て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
う
れ
し
い
。

日
本
人
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
か
ら

日
本
の
食
を
求
め
て
多
く
の
人
々
が
訪
れ
、

日
本
の
地
域
ま
で
足
を
延
ば
し
、
住
民
自

慢
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
食
を
堪
能
し
て

く
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

「
美・

・

・

・

・

・

味
し
き
日
本
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

地
域
の
食
と
い
う
観
光
資
源
は
た
く
さ
ん

あ
る
。              （
や
す
だ　

の
ぶ
ひ
ろ
）

掲
載
写
真　

出
典
：
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』
よ
り
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