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親
鸞
の
鼓
動　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
今
井
雅
晴
さ
ん
に
聞
く
」
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瓔珞はインドにおける装身具の一種。玉

を編んで身に懸け飾りとしたもの。「諸

の瓔珞の中に蒲桃漿を盛れて」（『観無量

寿経』）。後世になると、仏像や宮殿の荘

厳に用いる花形の金具と珠玉とをとりま

ぜた仏具をも瓔珞という。

輪燈は前卓の両側に吊して灯明をともす

器具。

『真宗新辞典』より抜粋
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・
締
切

２
０
０
６
年
10
月
31
日
（
火
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
教
務
所
必
着
分
）

・
作
品
仕
様　

Ａ
４
判
以
上
Ａ
２
判
以
下
の
縦
型
。
デ
ー
タ

提
出
可
。自
作
で
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

・
応
募
方
法

応
募
作
品
１
点
に
つ
き
作
品
の
裏
面
ま
た
は

別
紙
に
、
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・

所
属
寺
が
あ
れ
ば
所
属
寺
、
制
作
意
図
ま
た
は

教
区
同
朋
大
会
に
思
う
こ
と
等
を
明
記
し
て
大

阪
教
務
所
・
教
区
同
朋
大
会
広
報
用
ポ
ス
タ
ー

募
集
係
ま
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
※
作
品

は
折
り
曲
げ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

・
注
意
事
項

（
１
）
提
出
さ
れ
た
応
募
作
品
及
び
資
料
並
び

に
デ
ー
タ
等
は
返
却
い
た
し
ま
せ
ん
。

（
２
）
入
賞
作
品
及
び
ご
提
出
い
た
だ
い
た
作

品
並
び
に
資
料
等
の
著
作
権
（
使
用
権
）
は
、

真
宗
大
谷
派
大
阪
教
区
教
化
委
員
会
に
帰
属
し

ま
す
。

（
３
）
応
募
作
品
の
使
用
・
掲
出
等
に
際
し
て
、

大
会
名
、
開
催
日
時
及
び
会
場
や
所
定
の
文
案

等
を
入
れ
込
む
等
、
一
部
補
作
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
入
選
者
に
実
行
委
員
会

へ
出
席
を
願
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
入
選
者
の
発
表

第
37
回
真
宗
大
谷
派
大
阪
教
区
同
朋
大
会
実

行
委
員
会
に
て
選
考
し
、
入
選
者
に
は
本
人
宛

に
直
接
連
絡
い
た
し
ま
す
。

詳
し
い
応
募
方
法
等
や
そ
の
他
ご
質
問
な
ど

は
大
阪
教
務
所
（
担
当
／
里
雄
・
藤
政
）
ま
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

同
朋
大
会
ニ
ュ
ー
ス　
第
一
号

大
会
テ
ー
マ　
　
　

〝
い
の
ち
〟あ
る
も
の
よ

　
　
　

     
─
同
朋
と
し
て
出
会
う
─

日　

時　
　
　

２
０
０
７
年
５
月
19
日（
土
）

午
後
1
時
30
分
～
午
後
4
時
30
分

会　

場　
　
　

大
阪
国
際
会
議
場
（
グ
ラ
ン
キ
ュ
ー
ブ
大
阪
）

メ
イ
ン
ホ
ー
ル

記
念
講
演　
　
　

養
老
孟
司
氏
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

大会概要

大
会
ポ
ス
タ
ー
募
集
の
お
知
ら
せ

第
37
回
同
朋
大
会
の
広
報
用
ポ
ス
タ
ー
は
、
有
縁
の
方
に
提
出
い
た
だ
い
た
ポ
ス
タ
ー

を
採
用
し
、
制
作
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。。
多
く
の
皆
様
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。最

優
秀
作
品（
一
点
）に
つ
き
ま
し
て
は
、広
報
用
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
製
作（
Ａ
２
判
縦
型
）

し
、
大
阪
教
区
内
全
寺
院
及
び
有
縁
の
方
々
に
送
付
し
掲
出
い
た
し
ま
す
。
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―
―

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
先
生
は
お
寺
と
は
ま
っ
た
く
関
係
は
な
い

の
で
す
か
。

今
井 　

は
い
。
ま
っ
た
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

学
生
の
時
は
、
わ
た
し
は
日
本
の
中
世
史
が
専
門
で
し

た
。
た
ま
た
ま
大
学
に
宗
教
関
係
か
ら
歴
史
を
見
る
と
い

う
先
生
た
ち
が
か
な
り
い
ら
し
た
の
で
、
そ
れ
に
影
響
さ

れ
ま
し
た
。
授
業
そ
の
他
で
も
そ
う
い
う
話
が
よ
く
で
て

く
る
も
の
で
す
か
ら
。
卒
業
論
文
で
は
加
賀
国
一
向
一
揆

今井雅晴さんに聞く
聞き手＝平野圭晋・澤田	見・吉内利彦　写真＝大阪教務所

親
鸞
の
実
像
を
正
確
に
知
る
。

に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。

―
―

一
向
一
揆
と
い
い
ま
す
と
室
町
時
代
の
い
わ
ゆ
る
戦

国
期
。
親
鸞
聖
人
や
恵
信
尼
さ
ん
の
頃
と
、
時
代
的
に
違

い
ま
す
よ
ね
。

今
井 　

は
じ
め
は
加
賀
の
白
山
信
仰
と
か
一
向
一
揆
と

か
そ
の
あ
た
り
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
に
も
関
心
が
あ
っ
て
調
べ
た
り
し
て
い
た
ん

で
す
が
、
特
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
29
年
前

上
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に
茨
城
大
学
に
助
教
授
で
就
任
し
て
か
ら
で
す
ね
。
茨
城

と
い
う
と
親
鸞
聖
人
が
18
～
20
年
い
ら
し
た
と
こ
ろ
で
す

し
、
そ
れ
か
ら
ご
家
族
で
生
活
さ
れ
て
い
た
に
は
違
い
あ

り
ま
せ
ん
の
で
恵
信
尼
さ
ん
に
も
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。

―
―

ぼ
く
た
ち
は
、
鎌
倉
時
代
の
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い

状
態
で
親
鸞
聖
人
や
恵
信
尼
を
見
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

先
生
の
講
義
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
当
時
の
時
代
背

景
を
も
っ
と
深
く
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
史
料
か
ら
尋
ね
て
い
く
し
か

な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

今
井　

そ
う
で
す
ね
。
基
本
的
に
は
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
や
は
り
昭
和
36
年
の

七
百
回
御
遠
忌
の
時
に
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
ず
い
ぶ
ん

大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
関
東
の
荒
野
に

ひ
と
り
立
つ
親
鸞
」
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。

し
か
し
第
一
に
関
東
は
本
当
に
「
荒
野
」
だ
っ
た
の
か
。

昭
和
36
年
頃
は
唯
物
史
観
の
影
響
が
強
く
て
、
知
識
も

文
化
も
低
い
地
方
か
ら
武
士
が
攻
め
上
っ
て
き
て
、
朝

廷
を
倒
し
て
、
中
世
が
始
ま
る
。
ロ
ー
マ
を
、
ま
わ
り
の

蛮
族
と
い
わ
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
人
な
ど
が
侵
略
し
て
中
世
を

作
っ
た
、
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
メ
ー
ジ
で
日
本
の
歴

史
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
に
は
教
行
信
証
の
中
に
後
鳥
羽
上
皇
を
非
難

す
る
よ
う
な
文
章
も
あ
り
ま
す
の
で
、日
本
に
も
天
皇
家
・

朝
廷
に
抵
抗
す
る
人
が
い
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
親
鸞

聖
人
だ
と
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
関
東
は
荒
野
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ

け
で
す
。

そ
れ
か
ら
第
二
に
「
ひ
と
り
」
で
立
っ
て
お
ら
れ
た
の

か
。
そ
れ
は
仕
事
を
す
る
上
で
の
気
持
ち
は
そ
う
で
な
い

と
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
し
か
し
恵
信
尼

さ
ん
も
い
ら
し
て
、
ご
家
族
も
い
ら
し
た
の
で
す
。
や
は

り
家
族
あ
っ
て
の
親
鸞
聖
人
だ
と
見
直
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―

前
回
の
講
義
の
時
に
さ
れ
た
、
50
年
経
て
ば
、
そ
の

間
に
新
し
く
顕
か
に
な
っ
た
事
実
も
あ
る
し
、
時
代
に
準

じ
た
新
し
い
親
鸞
像
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
と
い

う
ご
指
摘
で
す
ね
。

今
井　

鎌
倉
時
代
は
ど
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
か
、
鎌
倉

時
代
の
関
東
は
ど
う
い
う
所
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
社
会

的
あ
る
い
は
政
治
的
な
こ
と
と
同
時
に
、
親
鸞
聖
人
の
ご

家
族
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
を
正
確
に

知
る
。
で
な
け
れ
ば
、
砂
上
の
楼
閣
を
次
の
世
代
に
伝
え

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
よ
く
な
い
と
思

う
ん
で
す
。

家
族
の
こ
と
を
研
究
す
る
の
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な

い
と
言
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
教
学
こ
そ
が

大
切
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
あ
そ
う
だ
ろ
う
と
も

思
う
ん
で
す
が
、
し
か
し
実
際
に
親
鸞
聖
人
は
生
身
の
人

間
で
、生
活
を
さ
れ
つ
つ
教
え
を
説
か
れ
た
の
で
す
か
ら
、

や
は
り
そ
れ
を
正
確
に
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

今井雅晴さんに聞く
聞き手＝平野圭晋・澤田	見・吉内利彦　写真＝大阪教務所
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親
鸞
聖
人
に
出
来
上
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
に
、

恵
信
尼
さ
ん
は
理
想
の
坊
守
像
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
そ

う
で
す
が
。

今
井　

真
宗
で
は
他
宗
に
く
ら
べ
て
坊
守
さ
ん
と
い
う
役

割
が
き
ち
っ
と
あ
っ
て
、
そ
れ
は
い
い
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
、恵
信
尼
さ
ん
の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
と
す
す
め
、

最
初
か
ら
そ
れ
が
理
想
だ
と
い
う
の
は
や
は
り
現
代
の
女

性
に
と
っ
て
無
理
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

当
然
、
恵
信
尼
さ
ん
も
、
悩
み
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い

の
で
す
。
親
鸞
聖
人
と
ず
っ
と
何
十
年
も
生
活
さ
れ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
を
尊
敬
さ
れ
て
、
考
え
に
賛
意

を
表
さ
れ
て
生
き
て
い
か
れ
た
に
違
い
な
い
わ
け
で
す
け

ど
も
、
そ
の
夫
婦
生
活
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
一
度
は
正

確
に
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

鎌
倉
時
代
は
女
は
男
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時

代
だ
っ
た
の
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
女
性
は
自
立
し
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
の
仏
教
の

研
究
者
の
中
で
も
、
親
鸞
・
日
蓮
・
道
元
な
ど
、
救
う
男

と
救
わ
れ
る
女
と
い
う
図
式
が
あ
り
ま
し
た
。
教
え
を
説

く
の
は
常
に
男
。
逆
に
女
は
常
に
救
わ
れ
る
立
場
。

し
か
し
、
も
う
20
年
く
ら
い
前
か
ら
、
こ
れ
は
ア
メ
リ

カ
の
研
究
者
が
言
い
始
め
た
ん
で
す
け
ど
も
、
実
際
に
は

救
い
を
説
い
て
い
る
女
の
人
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
始
め
ま
し
た
。
実
際
、
今
ま
で
男
だ
と
思
わ
れ
て
い

た
頂
像
（
禅
宗
の
祖
師
像
）
が
、
実
は
女
だ
っ
た
と
い
う

例
が
出
て
き
ま
し
た
。

史
料
は
少
な
い
に
し
て
も
、
鎌
倉
時
代
に
女
性
が
自
立

し
て
い
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
宗
教
の
と
こ
ろ
だ
け
従
属

的
な
立
場
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
―

恵
信
尼
の
「
尼
」
も
、
付
い
て
な
い
で
す
し
ね
。
男

女
の
区
別
を
つ
け
る
た
め
に
「
尼
」
と
付
け
ま
す
が
、
恵

信
と
か
覚
信
と
か
だ
け
で
は
男
女
の
区
別
は
つ
か
な
い
わ

け
で
す
よ
ね
。

今
井　

初
め
は
単
に
恵
信
。
そ
れ
か
ら
尼
恵
信
。
そ
れ
か

ら
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
か
ら
恵
信
尼
で
す
ね
。
ほ
ん
と
は

わ
た
し
と
し
て
は
、
恵
信
尼
っ
て
言
う
の
は
避
け
た
い
の

で
す
け
ど
、
講
演
中
に
も
た
だ
恵
信
で
は
聴
衆
の
方
は
わ

か
り
ま
せ
ん
の
で
恵
信
尼
さ
ん
と
言
っ
て
い
ま
す
。

―
―

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
親
鸞
聖
人
面
授
の
御
高
弟
の
中

に
も
、
他
に
女
の
人
が
ま
ざ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
判
り
辛
い
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

今
井　

え
え
。
女
の
人
の
名
前
で
も
、
尼
が
付
い
て
な
い

と
判
ら
な
い
。
そ
う
い
う
人
も
か
な
り
い
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
っ
て
思
っ
て
る
ん
で
す
。

―
―

恵
信
尼
さ
ん
が
親
鸞
聖
人
の
代
わ
り
に
真
宗
の
教
え

を
お
説
き
に
な
っ
た
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
す

か
。

今
井　

恵
信
尼
さ
ん
は
、
現
代
の
言
葉
で
言
う
と
布
教
者

だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
、
よ
く
坊
守
さ
ん
た
ち
か
ら
聞
か

れ
ま
す
。
で
す
け
ど
、
わ
た
し
は
恵
信
尼
さ
ん
は
そ
う
い

う
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

恵
信
あ
る
い
は
尼
恵
信
と
名
の
ら
れ
た
の
が
い
つ
な
の

か
よ
く
判
ら
な
く
て
、
そ
れ
が
判
る
と
少
し
は
違
う
か
な

と
は
思
い
ま
す
が
。

―
―

晩
年
は
親
鸞
聖
人
と
別
れ
て
越
後
へ
帰
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
布
教
者
だ
っ
た
ら
京
都
に
付
い
て
行
か
れ

る
か
、
あ
る
い
は
越
後
で
教
団
を
作
っ
て
い
て
も
お
か
し

く
な
い
の
に
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

今
井　

私
は
現
代
の
坊
守
さ
ん
の
立
場
も
わ
か
り
ま
す
。

恵
信
尼
さ
ん
が
明
確
に
布
教
者
だ
っ
た
ら
坊
守
さ
ん
た
ち

の
気
持
ち
も
楽
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
常
に
坊
守
さ
ん
に
聞
か
れ
ま
す
。「
念

仏
の
教
え
を
説
く
布
教
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

い
う
よ
り
も
「
で
し
ょ
う
ね
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
。
し
か

し
、
ま
だ
教
団
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
の
ち
の
時
代
の
坊

守
の
イ
メ
ー
ジ
を
恵
信
尼
さ
ん
に
投
影
さ
せ
る
の
は
、
す

「
理
想
の
坊
守
」
と
し
て
の
恵
信
尼
。
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伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
大
正
10
年
、
恵
信
尼
文

書
が
出
て
き
て
、
困
っ
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
奥
さ
ん

は
玉
日
姫
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
恵
信
尼
さ
ん

な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
件
は
俗
名
玉

日
・
法
名
恵
信
尼
で
解
決
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

―
―

玉
日
姫
は
『
正
明
伝
』、『
正
統
伝
』
に
出
て
く
る
ん

で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
後
世
の
も
の
で
、
あ
ん
ま
り
信
用
で

き
な
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

今
井　

私
は
も
っ
と
研
究
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
伝
説
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ま
り
信
用

で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
。
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
派
を
超
え
て
一
度
研
究
す
る
と

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
高
田
派
で
所
蔵
し
て
い

ま
す
が
、
高
田
派
の
中
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
る
よ

う
で
す
。
御
遠
忌
を
迎
え
る
こ
の
機
会
に
、
史
実
の
解
明

と
伝
説
を
総
ざ
ら
い
し
て
集
め
て
、
後
世
に
伝
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―

そ
も
そ
も
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ん
は
ど
こ
で
結
婚

さ
れ
て
、
何
番
目
の
妻
か
っ
て
い
う
こ
と
自
体
か
ら
い
ろ

ん
な
説
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
先
生
の
お
考
え
で
は
、
京
都

で
結
婚
さ
れ
た
と
。
そ
れ
か
ら
、
恵
信
尼
と
善
鸞
と
は
血

は
繋
が
っ
て
い
な
い
と
。

今
井　

29
歳
の
時
に
六
角
堂
で
夢
を
ご
覧
に
な
っ
た
親
鸞

聖
人
に
は
、
す
で
に
も
う
決
ま
っ
た
女
の
人
が
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
夢
告
が
あ
ま

り
に
生
々
し
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
根
拠
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
あ
こ
れ
は
感
覚
的
な
見
方
で
す
が
。

わ
た
し
は
、
恵
信
尼
さ
ん
と
善
鸞
さ
ん
は
接
点
が
な
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
恵
信
尼
さ
ん
と
結
婚
す
る
前
の
女

の
人
が
善
鸞
さ
ん
の
お
母
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
今
と
結

婚
制
度
が
違
う
の
で
、
妻
が
複
数
い
て
も
か
ま
わ
な
い
ん

で
す
が
、
同
時
並
行
的
に
ふ
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

〈
以
下
次
号
に
続
く
〉

今井雅晴
1942年、東京生まれ。東京教育大学大学院博
士課程修了。茨城大学教授、プリンストン大学・
コロンビア大学客員教授、筑波大学大学院教授
を経て、現在、筑波大学名誉教授。専門は日本
中世史、仏教史。『親鸞と東国門弟』（吉川弘文
館）、『親鸞とその家族』『親鸞と恵信尼』（自照
社出版）、『親鸞の家族と門弟』（法蔵館）など
著書多数。

る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―

史
料
に
対
し
て
言
い
伝
え
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す

よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
ど
う
お
考
え
で
す

か
。
例
え
ば
、
玉
日
姫
は
お
墓
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

今
井　

二
カ
所
あ
り
ま
す
。
茨
城
県
の
稲
田
と
結
城
と
い

う
と
こ
ろ
に
。
稲
田
の
ほ
う
は
地
元
の
女
性
の
方
々
が
た

い
へ
ん
大
事
に
さ
れ
て
、
き
れ
い
に
さ
れ
て
ま
す
ね
。

関
東
で
は
恵
信
尼
と
い
う
よ
り
も
玉
日
姫
で
何
百
年
も
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宗
門
は
、
２
０
０
５
年
５
月
20
日
に
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
大
会
を

開
催
し
て
、
御
遠
忌
テ
ー
マ
「
今
、
い
の
ち
が
あ

な
た
を
生
き
て
い
る
」を
発
表
し
た
時
を
も
っ
て
、

私
達
宗
門
人
は
、宗
祖
の
御
遠
忌
に
む
い
て
立
ち
、

歩
み
出
し
ま
し
た
。
こ
の
事
績
を
踏
ま
え
て
、
大

阪
教
区
教
化
委
員
会
企
画
部
会
は
、
限
ら
れ
た
日

時
の
中
、
協
議
を
重
ね
、
御
遠
忌
テ
ー
マ
を
教
区

基
本
テ
ー
マ
と
定
め
、
２
０
０
５
年
度
の
教
化
事

業
を
立
案
し
遂
行
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
阪
教
区
の
基
本
テ
ー
マ
は

独
立
の
も
の
を
作
る
べ
き
等
の
意
見
が
出
た
こ
と

を
受
け
て
「
教
区
基
本
テ
ー
マ
に
関
す
る
作
業
部

会
」
を
組
織
し
て
、
テ
ー
マ
そ
の
も
の
の
文
言
か

ら
教
区
基
本
テ
ー
マ
作
成
の
手
続
き
、
方
法
や
情

報
公
開
等
に
関
し
て
協
議
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

大
阪
教
区
教
化
委
員
会
企
画
部
会
は
、
教
化
課

題
、
教
化
施
策
、
教
化
予
算
の
試
算
等
の
重
要
な

業
務
が
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
規
則
に
は
必
ず
し

も
教
区
基
本
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い

く
よ
う
な
定
め
は
な
い
が
、
こ
れ
迄
テ
ー
マ
と
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
作
成
し
て
き
た
経
緯
か
ら
、
大
阪
教

区
教
化
委
員
会
の
仕
組
み
を
全
面
的
に
改
め
た
後

も
、
企
画
部
が
責
任
を
持
っ
て
示
し
て
き
て
い
る

よ
う
に
、
今
期
も
企
画
部
会
に
於
い
て
、
教
区
基

本
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
作
成
し
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
か
ら
２
０
０
７
年
度
に
及
ぶ
現
教

化
委
員
の
任
期
中
は
、教
区
基
本
テ
ー
マ
を
「
今
、

い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
と
す
る
こ
と

が
、企
画
部
会
の
総
意
と
し
て
決
定
を
み
ま
し
た
。

そ
し
て
、
２
０
０
６
年
度
は
、
教
区
基
本
テ
ー

マ
が
発
信
す
る
情
報
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
し
て
、
適

切
な
コ
ピ
ー
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
作
る
の

か
と
い
う
協
議
の
場
で
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
名
は

使
わ
な
い
」、「
聖
教
の
言
葉
は
用
い
ず
に
出
来
う

る
限
り
平
易
な
言
葉
で
表
す
」「〝
い
の
ち
〟と
い

う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
描
い
て
」、「
混
濁

の
時
代
社
会
を
見
す
え
る
」、「
如
来
の
は
た
ら
き

を
お
さ
え
て
」
等
の
作
成
の
用
件
を
確
認
し
ま
し

た
。
そ
れ
で
実
際
に
考
え
ら
れ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

あ
げ
た
の
で
す
。

・
混
迷
し
た
時
代　

確
か
な
生
き
る
方
向
を
見
い

出
そ
う

・
隔
て
を
超
え
て
、
人
に
あ
う
、
教
え
に
あ
う
、

い
の
ち
に
あ
う

・
願
わ
れ
て　

願
わ
れ
て　

生
き
ら
れ
よ
う

寺林　淳さん

●
教
区
教
化
基
本
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
作
成
経
緯
に
つ
い
て

・
人
の
見
え
な
い
時
代
の
な
か
で　

人
間
を
回
復

す
る
世
界
に
遇
お
う

・
光
の
言
葉
に
出
遇
え
ば　

ほ
ん
と
う
の
私
が
み

え
て
く
る

・
問
い
を
持
つ
。
世
界
を
開
く
。
い
の
ち
の
小
さ

な
声
を
聞
く

・
出
口
の
見
え
な
い
く
ら
闇　

お
念
仏
が
み
ち
し

る
べ

・
い
の
ち
の
つ
な
が
り
に
目
醒
め
よ
う

等
々
。

更
な
る
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

「
と
も
に
生
き
よ
う　

か
け
が
え
の
な
い　

い
の

ち
に
目
覚
め
て
」
と
決
ま
り
ま
し
た
。

「
か
け
が
え
の
な
い　

い
の
ち
に
目
覚
め
て　

と

も
に
生
き
よ
う
」
と
す
る
方
が
、
文
章
的
に
は
自

然
で
す
が
、
同
朋
社
会
の
顕
現
を
願
う
表
現
と
し

て
、
ま
た
、
現
代
社
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
つ
な
が

り
の
喪
失
」
を
お
さ
え
て
「
と
も
に
生
き
よ
う
」

を
前
に
も
っ
て
き
て
強
調
し
た
次
第
で
す
。

企
画
部
会
と
し
て
、
教
区
基
本
テ
ー
マ
は
任
期

中
は
変
え
ず
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
年
度
毎
に
確
認
と

協
議
を
経
て
変
更
も
あ
り
う
る
こ
と
を
申
し
合
わ

せ
ま
し
た
。

決
定
を
み
ま
し
た
今
年
度
の
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
下
に
、
御
遠
忌
に
向
か
っ
て
「
真
宗
教
学

の
興
隆
と
僧
伽
の
形
成
」
を
め
ざ
し
て
、
時
代
社

会
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
教
化
の
推
進
に
と
も
に

踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。（

教
化
委
員
会
／
企
画
部
）

今
、
い
の
ち
が

あ
な
た
を
生
き
て
い
る

教
区
テ
ー
マ
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い
の
ち
と
は
「
息
」
の
「
力
」
い
き
の
ち
か
ら

と
も
い
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
単
に
生
物
学
的

な
生
命
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
意

味
を
も
つ
こ
と
ば
、
逆
に
い
え
ば
そ
の
こ
と
ば
を

使
う
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
ば
な
の
だ
ろ
う
。

私
が
私
の
命
を
生
き
て
い
る
と
表
現
す
る
と
私

の
命
は
私
の
も
の
で
、
私
自
身
が
自
由
に
処
分
で

き
る
。
場
合
に
よ
れ
ば
捨
て
て
も
よ
い
で
は
な
い

か
と
い
う
気
分
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
い
の

ち
が
あ
な
た
を
と
表
現
す
る
と
、
い
き
と
し
生
け

る
も
の
に
共
通
し
た〝
い
の
ち
〟
誰
も
が
私
有
化

で
き
な
い
、
う
ば
う
こ
と
も
、
す
て
る
こ
と
も
で

き
な
い
何
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
あ
な
た
は
あ
な
た
だ
け
で
い
き
て

い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
こ
の
地
上
の
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
共
通
し
た
い
の
ち
を
生
き
て

い
る
の
で
す
よ
、
今
こ
の
瞬
間
に
も
生
ま
れ
出
る

も
の
も
あ
れ
ば
、
生
を
終
え
る
も
の
も
あ
る
。
生

命
に
長
短
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ

ぞ
れ
に
尊
く
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
生
命
を
燃
焼
し

つ
く
し
な
さ
い
。
と
誰
か
か
ら
喚
び
か
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る

と
い
わ
れ
る
と
そ
の
よ
う
に
喚
び
か
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

（
教
化
委
員
会
／
企
画
部
）

近
く
に
住
む
息
子
夫
婦
は
、
共
働
き
な
の
で
高

校
生
の
孫
た
ち
の
弁
当
が
要
ら
な
い
日
の
昼
食
は

私
の
出
番
で
す
。
期
末
テ
ス
ト
の
頃
、「
お
昼
ご

飯
お
願
い
」
と
電
話
が
あ
っ
た
の
で
当
然
同
じ
学

校
に
通
う
姉
妹
が
二
人
そ
ろ
っ
て
食
べ
に
く
る
も

の
と
思
い
用
意
し
て
待
っ
て
い
ま
す
と
、
姉
一
人

だ
け
や
っ
て
き
て
「
の
ぞ
み
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

お
か
ず
は
野
菜
の
煮
物
と
か
、
私
の
嫌
い
な
も
の

ば
っ
か
り
や
か
ら
も
う
自
分
で
作
る
か
ら
ほ
っ
と

い
て
」
と
言
っ
て
来
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。「
な

ん
で
や
の
、
幼
稚
園
の
頃
か
ら
ず
っ
と
お
い
し
い

ね
」
と
言
っ
て
喜
ん
で
食
べ
て
く
れ
た
の
に
、
私

は
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

翻
っ
て
教
区
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
と
も
に
生
き
よ
う

か
け
が
え
の
な
い　

い
の
ち
に
目
覚
め
て
」
に
照

ら
し
出
さ
れ
る
私
は
孫
さ
え
も
支
配
し
よ
う
と

し
て
と
も
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。こ

の
こ
と
を
あ
る
聞
法
会
で
質
問
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。「
思
い
通
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
穏
や

か
で
は
い
ら
れ
な
い
、
い
の
ち
さ
え
も
私
有
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
私
と
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
す
」

と
。
す
る
と
ご
講
師
の
先
生
は
、「
あ
な
た
は
腹

を
立
て
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
ず
い
お
か
ず
の
お
か

げ
で
孫
は
自
分
で
作
っ
て
食
べ
る
と
立
ち
上
が
っ

て
い
ま
す
が
な
。
自
立
す
る
力
を
い
た
だ
い
て
い

る
の
で
す
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
お
い
し
い
も
の

を
つ
く
っ
て
も
ら
わ
ん
と
あ
か
ん
け
ど
、
ま
ず
い

お
か
ず
で
よ
か
っ
た
」
と
笑
わ
れ
ま
す
。

宮
城
顗
先
生
の
掲
示
伝
道
「
自
分
の
分
別
で
た

て
て
い
る
願
い
の
底
に
い
の
ち
そ
の
も
の
が
持
っ

て
い
る
願
い
が
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
願
い
が

あ
る
。」
そ
の
言
葉
に
一
瞬
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
す
。　

（
教
化
委
員
会
／
企
画
部
）

と
も
に
生
き
よ
う

か
け
が
え
の
な
い

い
の
ち
に
目
覚
め
て

教
区
ス
ロ
ー
ガ
ン

大村迪男さん

田口タズ子さん

●
教
区
教
化
基
本
テ
ー
マ
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
思
う
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テ
ー
マ
に
つ
い
て

大
阪
教
区
独
自
の
う
け
と
り
、
ひ
と
ひ
ね
り
が

ほ
し
か
っ
た
と
今
も
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

で
す
が
、「
え
、〝
い
の
ち
〟が〝
私
〟を
生
き
て
い

る
？
」
と
応
え
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
イ

ン
パ
ク
ト
も
だ
い
ぶ
違
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仏
教
の
も
つ
「
い
の
ち
」
の
視
点
を
あ
ら
わ
す
サ

ブ
コ
ピ
ー
も
ほ
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
キ
ャ
ッ
チ

と
サ
ブ
コ
ピ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
を
持
た
さ
な

い
と
伝
え
き
れ
な
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
な
っ
て
く
れ
ば
、
ポ
ス
タ
ー
等
、
教
化

ツ
ー
ル
も
、「
樹
木
」
や
「
赤
ち
ゃ
ん
の
手
」
と
い
っ

た
対
人
対
物
で
は
な
く
、「
わ
た
し
」
が
ダ
イ
レ

ク
ト
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
、
躍
動
感
の
あ
る
ビ

ジ
ュ
ア
ル
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て

今
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
ど
う
、
こ
う
、
と

い
う
よ
り
も
、
教
区
に
と
っ
て
［slogan

］
と
い

う
表
現
方
法
が
、
ど
う
な
の
か
な
あ
、
と
前
々
か

ら
ひ
っ
か
か
っ
て
い
ま
す
。
大
辞
林
に
よ
る
と
、

［
団
体
や
運
動
の
主
張
や
目
標
を
強
く
印
象
づ
け

る
た
め
に
、
効
果
的
に
要
約
し
た
文
章
、
標
語
］

と
あ
り
ま
す
。
単
な
る
主
張
で
は
な
く
、
目
標
を

強
く
印
象
付
け
る
と
い
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ

ま
す
。
目
標
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
過
去
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
お
念
仏
」
に
し
て

も
「
申
そ
う
、
お
念
仏
」
と
い
っ
た
具
合
の
表
現

に
な
り
が
ち
で
す
。
な
ん
だ
か
、「
と
に
か
く
お

念
仏
す
る
ん
だ
」、
と
い
う
よ
う
な
「
行
動
目
標

意
識
」
が
強
く
な
り
、親
鸞
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
念

仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と

き
」
と
は
だ
い
ぶ
か
け
は
な
れ
た
、
自
力
、
聖

道
門
的
感
じ
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
一

日
一
善
！
」
的
な
文
章
に
な
り
が
ち
な
要
素
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
も
の
が
含
み
持
っ
て
い
る
気
が

し
ま
す
。個
人
的
に
は
大
阪
教
区
な
ら
で
は
の「
教

区
基
本
テ
ー
マ
」
を
掲
げ
れ
ば
、
十
分
で
な
い
か

と
感
じ
て
い
ま
す
。

（
教
化
委
員
会
／
研
修
・
講
座
部
）

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
最
初
に
思
っ
た
の
が
、
第

二
十
願
本
願
文
の
『
十
方
衆
生　

聞
我
名
号　

係

念
我
国
…
』
と
表
現
さ
れ
る
法
蔵
願
心
で
す
。
我

わ
れ
は
い
の
ち
を
係
け
替
え
の
な
い
も
の
と
し

て
、
自
分
の
思
い
の
上
で
本
当
に
出
遇
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
見
え
る
と
こ
ろ
で
い
の
ち
を
手
元
に
引

き
寄
せ
処
理
し
よ
う
と
し
、
手
に
余
れ
ば
諦
め
投

げ
出
す
。
い
の
ち
を
身
体
と
心
の
付
属
品
に
過
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
割
り
切
り
、
自
分
の
日
常
の
思

い
（
宗
祖
が
言
わ
れ
る
『
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
』）

か
ら
締
め
出
す
。そ
う
い
う
頷
き
の
い
の
ち
は〔
独

り
生
き
、独
り
死
す
〕
個
絶
の
い
の
ち
に
潰
え
る
。

そ
う
い
う
理
解
に
立
つ
い
の
ち
は
、
私
の
思
い
か

ら
は
係
け
替
え
の
な
い
（
身
体
・
心
の
代
替
不
可

能
の
）「
一
回
性
の
い
の
ち
」
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
ま
ま
「
空
し
い
い
の
ち
」
を
超
え
ら
れ
な
い
。

係
け
替
え
の
無
い
大
事
な
も
の
と
い
う
振
り
を

自
分
に
自
分
で
見
せ
か
け
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と

は
心
の
底
で
は
信
じ
て
い
な
い
。
自
意
識
で
の

ポ
ー
ズ
と
し
て
の
係
け
替
え
の
無
さ
と
、
本
音
で

の
身
体
と
心
へ
の
執
わ
れ
。
い
の
ち
を
身
体
・
心

の
別
表
現
と
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
人
間
の
知

恵
（
分
別
智
）
の
限
界
。
我
わ
れ
は
そ
の
境
涯
に

始
終
し
、
人
生
を
過
ご
し
ま
す
。

本
当
の
係
け
替
え
の
無
さ
は
、
我
わ
れ
の
都
合

に
間
に
合
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。我
わ
れ
は
、

都
合
の
上
で
い
の
ち
を
引
き
寄
せ
、
係
け
替
え
の

無
さ
を
求
め
る
限
り
、逆
縁
を
恐
れ
独
り
を
嘆
き
、

仏
か
ら
離
れ
自
己
を
恨
み
ま
す
。
都
合
、
計
ら
い

を
超
え
た
尊
さ
に
出
遇
い
頭
が
下
が
っ
た
時
、
こ

の
私
が
そ
の
ま
ま
仏
・
如
来
か
ら
係
け
替
え
の
な

い
私
を
頂
い
て
い
た
の
だ
…
…
と
い
う
感
動
が
起

こ
り
ま
す
。

「
十
方
衆
生
」
で
あ
る
我
わ
れ
に
、
安
養
浄
土
・

真
実
報
土
へ
の
念
い
・
願
い
を
仏
自
ら
が
係
け
て

お
ら
れ
る
出
来
事
に
驚
き
慶
べ
る
こ
と
が
、
そ
の

ま
ま
「
倶
会
一
処
」
と
し
て
、
倶
に
共
命
を
生
死

し
て
い
く
現
場
を
私
が
賜
る
こ
と
に
よ
っ
て
帰
っ

て
い
け
る
の
で
す
。

（
教
化
委
員
会
／
視
聴
覚
伝
道
部
）

宮部　渡さん

由上義孝さん
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◆
近
年
の
日
本
の
夏
の
猛

暑
と
鉄
筋
造
り
の
本
堂
の

照
り
返
し
で
、
草
花
の
鉢

が
た
く
さ
ん
あ
る
自
坊
で
は
朝
夕
の
水
遣
り
は
必
至

で
す
。
行
灯
仕
立
て
の
縷
紅
（
る
こ
う
）
草
、
時
計

草
な
ど
は
成
長
が
早
く
ち
ょ
っ
と
油
断
す
る
と
蔓
が

延
び
て
幾
つ
か
の
鉢
が
絡
ま
り
合
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
園
芸
を
始
め
た
頃
、
上
手
く
管
理
が
で
き
ず
に

枯
ら
せ
て
し
ま
っ
た
草
花
を
見
て
、
二
男
が
言
っ
た

言
葉
「
お
花
も
ひ
と
つ
の
命
だ
よ
」
を
噛
み
し
め
て

今
日
も
ホ
ー
ス
を
手
に
し
ま
す
。
小
さ
な
弛
ま
ぬ
努

力
が
花
を
咲
か
せ
実
を
結
び
、
ま
た
種
を
作
っ
て
い

く
の
で
す
。
◆
し
ゃ
ら
り
ん
創
刊
準
備
号
か
ら
４

年
が
経
ち
ま
し
た
。
魅
力
あ
る
花
を
紙
面
に
咲
か
せ
、

各
組
、
各
寺
院
で
実
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う

に
、
教
区
教
化
委
員
会
活
動
の
紹
介
と
そ
れ
に
対
す

る
意
見
・
感
想
を
ひ
ろ
く
聴
取
す
る
と
い
う
趣
旨
に
、

初
心
に
も
ど
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
（
Ｎ
）

編
集
後
記

■南御堂周辺のお店紹介

　ぼくが勝手に思ったこのお店のテーマは、
ずばり「こだわり」です。
　ここでの楽しみ方で、氷のベッドのうえ
に並べられた、漁港から直送された鮮魚か
ら好きな魚を選び、好きな調理方法で食べ
させてくれるのです。ぼくたちが頼んだの
は、「ぼっこうの丸ごと揚げ」、「伊佐木の塩焼き」です。ぼっこ
うは骨までカリカリで、両手でかぶりついてしまい、伊佐木は脂が

のっているのに濃くなく気が付
けば骨だけになっていたのです。
その他にもメニューの中からお
酒に合う品物をどんどんと食らっ
ていき、最後のしめとしてぼく
達は「のどぐろ飯」を頂いたの
です。これはのどぐろを一尾ま
るごと使用しており、注文をし
てから土鍋で炊き上げるという、

まさにこだわりの一品です。のどぐろのあぶらと旨みがご飯全体に
いきわたり、さらにそれが口に入った瞬間のどぐろはぼくの体内を
駆け巡っていったのです。
　そして最後のこだわりは店長でしょう。食後にお話できる機会があっ
たのですが、店長の甘い声とお客さまに満足して頂くという心意気
がぼくの胸を打つものでした。
 料理にもこだわり、サービスにもこだわり、お客様を不快にさせな
い気配りが行き渡った、こだわりの店「上弦」でした。

天地海逅 上弦
  海鮮ダイニング

中央大通
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