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実
験
の
趣
旨 

本
稿
は
、
芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
五

」
お
よ
び
そ
の
典
拠
と
さ
れ
る

「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
原
話
に
登
場
す
る
芋
粥
と

い
う
料
理
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
材
料

を
用
い
て
行
っ
た
再
現
実
験
の
報
告
で
あ
る
。 

よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
筋
か
ら

確
認
し
て
お
こ
う
。 

下
級
貴
族
の
五
位
が
主
人
公
で
、
あ
る
日
、
稀
な
機
会
に
少
量

し
か
食
べ
ら
れ
な
い
芋
粥
を
飽
き
る
ほ
ど
食
べ
て
み
た
い
と
口
に

出
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
利
仁
に
誘
わ
れ
て
、
五
位
は
敦
賀
で
芋
粥

を
振
る
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
敦
賀
に
到
着
し
て
い

ざ
大
量
の
芋
粥
を
目
の
前
に
す
る
と
、
一
杯
も
食
べ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
全
体
的
な
筋
に
つ
い
て
は
、
原
話
で
も
芥
川

の
小
説
で
も
共
通
し
て
い
る
。 

原
話
で
は
五
位
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
特

に
触
れ
ら
れ
ず
、
単
に
そ
の
反
応
に
皆
が
笑
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
芥
川
の
「
芋
粥
」
で
は
、
五
位
の
食
欲

が
失
せ
て
い
く
過
程
や
心
理
的
な
意
味
付
け
が
詳
細
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
大
量
の
芋
粥
を
振
る
舞
わ
れ
た
こ
と

は
、「
多
く
の
侍
た
ち
に
愚
弄
さ
れ
て
ゐ
」
た
頃
を
懐
か
し
く
感
じ

さ
せ
る
よ
う
な
、
人
生
観
を
劇
的
に
変
え
た
出
来
事
と
し
て
描
か

れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
原
話
と
は
異
な
る
芥
川
「
芋
粥
」
に
固
有

の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、
当
初
の
芋
粥
へ
の
思
い
に
つ
い

て
も
、
結
末
で
の
五
位
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
芋
粥
と
い
う
料
理

の
味
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点

は
未
知
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

芋
粥
は
、
近
代
に
入
っ
て
以
降
は
作
ら
れ
た
報
告
が
全
く
な
く
、

完
全
に
途
絶
え
た
食
文
化
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

芋
粥
が
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
作
る
甘
味
料
と
な

る
「
ミ
セ
ン
」
ま
た
は
「
甘あ

ま

葛づ
ら

煎せ
ん

」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
か
が
、
江
戸
時
代
に
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 
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近
年
、
芋
粥
の
原
料
と
な
る
甘
味
料
「
甘あ

ま

葛づ
ら

」
が
ナ
ツ
ヅ
タ
の

樹
液
で
あ
る
こ
と
が
石
橋
顕
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
、

そ
れ
を
煮
詰
め
て
糖
度
を
七
〇
度
程
度
ま
で
高
め
長
期
保
存
が
可

能
と
な
る
「
甘
葛
煎
」
も
再
現
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

六

。
最
近
、
石
橋
顕
の
協
力
の
も
と
、
奈
良
女
子
大
学
で
大
規
模
な

再
現
実
験
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
が
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎
再

現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
七

』
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
今
回
の
我
々
の
実
験
も
、

こ
れ
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
す
る
本
実
験
の
新
規
性
は
、
次
の
二

点
で
あ
る
。 

一
点
目
。
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も
甘
葛
煎
の
再
現
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た
芋
粥
の
再
現
実
験

が
行
わ
れ
た
こ
と
の
報
告
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
八

。
後
で

も
確
認
す
る
が
、
芋
粥
に
つ
い
て
は
甘
葛
煎
を
原
料
と
す
る
レ
シ

ピ
と
甘
葛
煎
に
煮
詰
め
る
前
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
る
レ
シ

ピ
の
二
通
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
糖
度
七
〇
度
を
超
え
る
甘
葛

煎
が
美
味
で
あ
る
こ
と
は
既
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
用
い

て
自
然
薯
を
煮
た
場
合
に
美
味
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
十
分
に
予

想
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
甘
葛
煎
の
段
階
を
経
ず
に
作
る
と
ど
の

よ
う
な
味
に
な
る
の
か
、
ま
た
美
味
と
言
え
る
糖
度
の
芋
粥
を
作

る
た
め
に
ど
の
程
度
の
糖
度
や
量
の
ナ
ツ
ヅ
タ
が
必
要
と
な
る
の

か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
甘
葛
煎
の
再
現
を
趣
旨

と
す
る
先
行
研
究
と
は
異
な
る
課
題
と
な
る
。 

二
点
目
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
九
州
や
奈
良
の
ナ
ツ
ヅ
タ

に
よ
る
再
現
が
行
わ
れ
て
お
り
、
北
陸
の
気
候
や
植
生
に
お
け
る

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
よ
る
再
現
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
糖
度
は
寒
さ
と
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
前
掲
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
、
地
域
や
季
節
、

採
集
時
期
の
実
際
の
温
度
の
違
い
に
よ
っ
て
、
樹
液
の
糖
度
や
味

に
は
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
。「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、

芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」
に
お
い
て
大
量
の
芋
粥
が
作
ら
れ
た
舞
台

と
な
っ
て
い
る
の
は
北
陸
の
敦
賀
で
あ
る
。
前
掲
書
で
山
辺
規
子

は
「
全
国
各
地
で
甘
葛
煎
再
現
実
験
が
な
さ
れ
れ
ば
、
ま
た
見
え

て
く
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
今

昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、
芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」
に
関
し

て
最
も
重
要
性
が
高
い
の
は
、
北
陸
の
ナ
ツ
ヅ
タ
に
よ
る
再
現
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

既
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
古
典
籍
に
見
え
る
芋
粥
の
情
報

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
芋
粥
の
製
法
は
、
芥
川
が
読
ん
だ

と
さ
れ
て
い
る
「
今
昔
物
語
集
」
の
本
文
九

に
は
次
の
よ
う
に
描
か
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れ
て
い
る
。 

 
何
ぞ
の
湯
桶
す
ぞ
と
見
れ
ば
、
此
水
と
見
は
味
煎
也
け
り
、
亦

若
き
男
共
十
余
人
許
出
来
て
、
袪
よ
り
手
を
出
し
て
薄
き
刀
の

長
や
か
な
る
を
以
て
、
此
の
署
預
を
削
つ
ゝ
、
撫
切
り
に
切
る
、

早
う
署
預
粥
を
煮
る
也
け
り 

 

「
今
昔
物
語
集
」
と
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

に
も
あ
り
、
芥
川
龍
之
介
は
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
た
と
さ
れ
て
い

る
一
〇

。
芥
川
「
芋
粥
」
で
は
、
芋
粥
を
作
る
場
面
は
次
の
よ
う
に

描
か
れ
る
。 

 

芋
粥
と
は
山
の
芋
を
中
に
切
込
ん
で
、
そ
れ
を
甘
葛
の
汁
で
煮

た
、
粥
の
事
を
云
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
） 

五
位
は
さ
つ
き
、
あ
の
軒
ま
で
積
上
げ
た
山
の
芋
を
、
何
十
人

か
の
若
い
男
が
、
薄
刃
を
器
用
に
動
か
し
な
が
ら
、
片
端
か
ら

削
る
や
う
に
、
勢
よ
く
切
る
の
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
、

あ
の
下
司
女
た
ち
が
、
右
往
左
往
に
馳
せ
ち
が
つ
て
、
一
つ
の

こ
ら
ず
、
五
斛
納
釜
へ
す
く
つ
て
は
入
れ
、
す
く
つ
て
は
入
れ

す
る
の
を
見
た
。
最
後
に
、
そ
の
山
の
芋
が
、
一
つ
も
長
筵
の

上
に
見
え
な
く
な
つ
た
時
に
、
芋
の
に
ほ
ひ
と
、
甘
葛
の
に
ほ

ひ
と
を
含
ん
だ
、
幾
道
か
の
湯
気
の
柱
が
、
蓬
々
然
と
し
て
、

釜
の
中
か
ら
、
晴
れ
た
朝
の
空
へ
、
舞
上
つ
て
行
く
の
を
見
た
。 

 

ま
た
、
日
本
最
古
の
料
理
書
と
言
わ
れ
る
『
厨
事
類
記
一
一

』
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

暑
預
粥
ハ
ヨ
キ
イ
モ
ヲ
皮
ム
キ
テ
ウ
ス
ク
ヘ
キ
切
リ
テ
ミ
セ
ン

ヲ
ワ
カ
シ
テ
イ
モ
ヲ
イ
ル
ヘ
シ
イ
タ
ク
ニ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
ヨ
キ

甘
葛
煎
ニ
テ
ニ
ル
ト
キ
ハ
ア
マ
ヅ
ラ
一
合
ニ
ハ
水
二
合
ハ
カ
リ

イ
レ
テ
ニ
ル
也
石
ナ
ヘ
ニ
テ
ニ
ル
チ
ヒ
サ
キ
銀
ノ
尺
子
ニ
テ
モ

リ
テ
マ
イ
ラ
ス
云
々
或
説
云
銀
ノ
提
ニ
入
テ
銀
ノ
匙
ヲ
ク
シ
テ

マ
イ
ラ
ス
ヘ
シ
ト
云
々 

 

こ
の
よ
う
に
、『
厨
事
類
記
』
で
は
、「
ミ
セ
ン
ヲ
ワ
カ
シ
テ
イ

モ
ヲ
イ
ル
」
場
合
と
、「
ヨ
キ
甘
葛
煎
ニ
テ
ニ
ル
ト
キ
」
の
二
通
り

の
レ
シ
ピ
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
ミ
セ
ン
」
と
は
「
未
煎
」、
す
な

わ
ち
煮
詰
め
る
前
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
で
あ
り
、
煮
詰
め
た
も
の

が
「
甘
葛
煎
」
で
あ
る
。「
ミ
セ
ン
」
は
調
味
料
と
し
て
は
日
持
ち

し
な
い
た
め
、
冬
季
に
「
ミ
セ
ン
」
を
採
取
し
て
か
ら
長
期
間
の
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保
存
が
利
く
形
態
を
経
な
け
れ
ば
利
用
不
可
能
な
時
期
に
は
専
ら

「
甘
葛
煎
」
へ
の
加
工
を
経
た
料
理
法
が
採
ら
れ
、「
ミ
セ
ン
」
の

産
地
に
お
い
て
冬
季
に
芋
粥
が
食
さ
れ
る
場
合
で
は
、
両
方
の
料

理
法
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

今
回
実
験
を
行
う
富
山
は
、
か
つ
て
の
国
名
で
は
越
中
だ
が
、

「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、「
芋
粥
」
で
舞
台
と
な
っ

た
越
前
敦
賀
と
同
じ
北
陸
の
気
候
で
あ
り
、
ま
た
『
甘
葛
煎
再
現

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
延
喜
式
一
二

』

巻
三
三
、「
大
膳
下
」
の
「
諸
国
貢
進
菓
子
」
条
お
よ
び
『
延
喜
式
』

巻
三
七
、「
典
薬
式
」
の
「
諸
国
進
年
料
」
に
、「
甘
葛
煎
」
を
納

め
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
甘
葛
煎
」
お
よ
び
そ
の
原
料
で
あ
る
「
ミ
セ
ン
」
の
産
地
で
あ

っ
た
わ
け
で
、
冬
季
に
「
ミ
セ
ン
」
か
ら
芋
粥
を
作
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
の
は
こ
う
し
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
本
実
験
で
は
、「
甘
葛
煎
」
を
経
由
し
た
レ
シ
ピ
に
限
定
せ
ず
、

「
ミ
セ
ン
」
か
ら
直
接
作
る
こ
と
も
含
め
、
芋
粥
の
再
現
が
成
功

す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、「
今
昔
物
語
集
」、

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
で
は
「
味
煎
」
に
「
暑
預
」
を
直
接
入
れ
て

い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
難
度
が
高
い
工
程
と
さ
れ
て
き
た
「
甘

葛
煎
」
の
再
現
も
今
回
の
実
験
の
目
標
の
一
つ
に
は
含
ま
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。 

こ
れ
ら
の
物
語
中
で
は
、
京
都
で
は
少
量
し
か
作
れ
な
い
芋
粥

が
、
敦
賀
で
は
大
量
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
石
橋
顕
は
「
五
位
の
た
め
に
消
費
し
た
味
煎

の
量
を
控
え
め
に
五
石
と
し
て
、
実
験
の
数
値
か
ら
原
料
の
ツ
タ

に
換
算
す
る
と
、
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
本
分
に
相
当
す
る
。
現
実
に

は
と
て
も
不
可
能
な
数
字
で
あ
る
一
三

」
と
し
て
お
り
、
金
額
で
い

え
ば
「
一
千
万
円
を
超
え
る
一
四

」
と
い
う
。
利
仁
の
権
勢
を
強
調

す
る
た
め
の
誇
張
で
あ
る
と
い
う
の
が
石
橋
の
見
解
で
あ
る
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
は
気
温
が
関
係
し
て
お
り
、

北
陸
の
気
候
で
十
分
な
糖
度
と
量
の
も
の
を
用
意
す
る
難
度
が
小

倉
や
奈
良
と
同
様
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
北
陸
で
は
高
い
糖
度
の
ナ
ツ
ヅ
タ
が
容
易
に
大

量
に
集
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
ミ
セ
ン
」
を
用
意
す

る
た
め
の
手
間
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、「
今
昔
物
語
集
」、

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
お
い
て
敦
賀
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
芋
粥
の
量
が
誇
張
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
解
釈
に
関

わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
も
、
今
回
の
実
験
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
点

の
一
つ
と
な
る
。 

ま
た
、
芋
粥
の
味
そ
の
も
の
も
、
芋
粥
を
め
ぐ
る
物
語
群
の
解
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保
存
が
利
く
形
態
を
経
な
け
れ
ば
利
用
不
可
能
な
時
期
に
は
専
ら

「
甘
葛
煎
」
へ
の
加
工
を
経
た
料
理
法
が
採
ら
れ
、「
ミ
セ
ン
」
の

産
地
に
お
い
て
冬
季
に
芋
粥
が
食
さ
れ
る
場
合
で
は
、
両
方
の
料

理
法
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

今
回
実
験
を
行
う
富
山
は
、
か
つ
て
の
国
名
で
は
越
中
だ
が
、

「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、「
芋
粥
」
で
舞
台
と
な
っ

た
越
前
敦
賀
と
同
じ
北
陸
の
気
候
で
あ
り
、
ま
た
『
甘
葛
煎
再
現

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
延
喜
式
一
二

』

巻
三
三
、「
大
膳
下
」
の
「
諸
国
貢
進
菓
子
」
条
お
よ
び
『
延
喜
式
』

巻
三
七
、「
典
薬
式
」
の
「
諸
国
進
年
料
」
に
、「
甘
葛
煎
」
を
納

め
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
甘
葛
煎
」
お
よ
び
そ
の
原
料
で
あ
る
「
ミ
セ
ン
」
の
産
地
で
あ

っ
た
わ
け
で
、
冬
季
に
「
ミ
セ
ン
」
か
ら
芋
粥
を
作
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
の
は
こ
う
し
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
本
実
験
で
は
、「
甘
葛
煎
」
を
経
由
し
た
レ
シ
ピ
に
限
定
せ
ず
、

「
ミ
セ
ン
」
か
ら
直
接
作
る
こ
と
も
含
め
、
芋
粥
の
再
現
が
成
功

す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、「
今
昔
物
語
集
」、

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
で
は
「
味
煎
」
に
「
暑
預
」
を
直
接
入
れ
て

い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
難
度
が
高
い
工
程
と
さ
れ
て
き
た
「
甘

葛
煎
」
の
再
現
も
今
回
の
実
験
の
目
標
の
一
つ
に
は
含
ま
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。 

こ
れ
ら
の
物
語
中
で
は
、
京
都
で
は
少
量
し
か
作
れ
な
い
芋
粥

が
、
敦
賀
で
は
大
量
に
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
石
橋
顕
は
「
五
位
の
た
め
に
消
費
し
た
味
煎

の
量
を
控
え
め
に
五
石
と
し
て
、
実
験
の
数
値
か
ら
原
料
の
ツ
タ

に
換
算
す
る
と
、
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
本
分
に
相
当
す
る
。
現
実
に

は
と
て
も
不
可
能
な
数
字
で
あ
る
一
三

」
と
し
て
お
り
、
金
額
で
い

え
ば
「
一
千
万
円
を
超
え
る
一
四

」
と
い
う
。
利
仁
の
権
勢
を
強
調

す
る
た
め
の
誇
張
で
あ
る
と
い
う
の
が
石
橋
の
見
解
で
あ
る
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
は
気
温
が
関
係
し
て
お
り
、

北
陸
の
気
候
で
十
分
な
糖
度
と
量
の
も
の
を
用
意
す
る
難
度
が
小

倉
や
奈
良
と
同
様
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
北
陸
で
は
高
い
糖
度
の
ナ
ツ
ヅ
タ
が
容
易
に
大

量
に
集
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
ミ
セ
ン
」
を
用
意
す

る
た
め
の
手
間
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、「
今
昔
物
語
集
」、

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
お
い
て
敦
賀
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
芋
粥
の
量
が
誇
張
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
解
釈
に
関

わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
も
、
今
回
の
実
験
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
点

の
一
つ
と
な
る
。 

ま
た
、
芋
粥
の
味
そ
の
も
の
も
、
芋
粥
を
め
ぐ
る
物
語
群
の
解
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釈
に
関
わ
っ
て
く
る
。
五
位
が
大
量
に
食
べ
た
い
と
願
っ
た
の
が

現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
五
位
の
特
異
な
嗜
好

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
味
覚
的
な
面
を
抜
き
に
し
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
回
の
実
験
は
、
初
め
て
そ
の
点
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
と
め
て
お
く
と
、
今
回
の
実
験
の
目
的
は
、
以
下
の
三
点
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

一
点
目
。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
よ
っ
て
芋
粥
を
作
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
ま
た
、
そ
の
工
程
が
ど
の
よ
う
な

様
子
に
な
る
の
か
を
把
握
す
る
。 

二
点
目
。
北
陸
に
お
け
る
ナ
ツ
ヅ
タ
の
採
集
や
樹
液
の
採
取
の

様
子
が
こ
れ
ま
で
実
験
が
行
わ
れ
て
き
た
他
地
域
と
同
様
の
も
の

と
な
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
樹
液
の
糖
度
を
確
認
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、「
芋

粥
」
に
お
け
る
北
陸
で
の
芋
粥
大
量
作
成
を
非
現
実
的
な
も
の
と

解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。 

三
点
目
。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
よ
る
芋
粥
の
味
を
確
認
す
る
。

「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、「
芋
粥
」
に
お
い
て
、
主

人
公
の
五
位
が
大
量
に
食
べ
た
い
と
願
っ
た
こ
と
や
、
大
量
の
芋

粥
を
目
の
前
に
し
て
食
欲
を
失
っ
た
こ
と
の
解
釈
に
つ
い
て
示
唆

が
得
ら
れ
な
い
か
検
討
す
る
。 

二

構
想
と
準
備
の
経
緯 

二-

一

実
験
の
構
想 

富
山
大
学
人
文
学
部
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
コ
ー
ス
の
選
択
Ａ
科

目
と
し
て
開
講
さ
れ
て
い
る
「
日
本
文
学
演
習
」（
担
当
教
員
：
小

谷
）
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
よ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
試
み
と
し
て
、
学
生
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
と
ア
イ
デ
ア

に
基
づ
い
て
勉
強
会
を
互
い
に
提
案
し
合
い
、
多
様
な
形
で
文
学

を
学
び
合
う
こ
と
を
推
奨
し
て
き
た
。 

平
成
二
十
八
年
度
卒
業
生
の
代
か
ら
開
催
さ
れ
て
き
た
勉
強
会

の
一
つ
に
「
文
豪
飯
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
り
、
文
豪
に
ゆ
か
り

の
あ
る
食
べ
物
を
再
現
し
て
実
食
し
て
き
た
。
過
去
の
卒
業
生
の

成
果
は
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
平
成
三
〇
年
度
二
年
次
学

生
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
（
代
表
：
関
戸
）
も
こ
の
テ
ー
マ
に
関

心
を
持
ち
、
森
鴎
外
が
食
べ
て
い
た
と
い
う
「
ま
ん
じ
ゅ
う
ご
飯
」

や
、
宮
沢
賢
治
が
好
ん
だ
と
い
う
天
ぷ
ら
そ
ば
と
サ
イ
ダ
ー
の
組

み
合
わ
せ
な
ど
を
再
現
・
実
食
す
る
な
ど
し
て
い
た
。 
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「
日
本
文
学
演
習
」
と
並
行
し
て
、
平
成
三
〇
年
度
前
期
に
開

講
さ
れ
た
別
の
科
目
「
日
本
文
学
特
殊
講
義
」（
担
当
教
員
：
小
谷
）

で
芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」
を
扱
っ
た
際
、
芋
粥
が
現
代
で
は
全
く

食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
料
理
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
材
料
と
な

る
甘
味
料
の
「
甘
葛
煎
」
の
再
現
の
段
階
に
つ
い
て
は
近
年
他
の

地
域
で
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
芋
粥
の
再
現
実
験
に

つ
い
て
は
報
告
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に

授
業
を
受
講
し
て
い
た
「
文
豪
飯
」
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
関
心

を
持
っ
た
こ
と
が
、
構
想
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
富
山
大
学
理
学
部
教
授
の
唐
原
一
郎
氏
を
通
じ
て
植

物
の
研
究
を
専
攻
す
る
大
学
院
理
工
学
教
育
部
の
姫
野
諒
太
郎
、

早
瀬
裕
也
が
紹
介
さ
れ
て
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
り
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
分

布
や
同
定
、
採
集
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
を
チ
ー
ム
内
で
共

有
し
、
さ
っ
そ
く
ナ
ツ
ヅ
タ
を
探
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

二-

二

ナ
ツ
ヅ
タ
の
探
索
と
採
集
許
諾
確
認 

ナ
ツ
ヅ
タ
（
単
に
ツ
タ
と
も Parthenocissus tricuspidata 

(Siebold et Zucc.) Planch.

）
は
ブ
ド
ウ
科
ツ
タ
属
の
落
葉
性

の
つ
る
性
木
本
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
は
北
海
道
・
本
州
・
四
国
・

九
州
、
国
外
で
は
朝
鮮
半
島
・
中
国
に
分
布
し
、
山
野
に
普
通
に

見
ら
れ
る
。
晩
秋
に
は
赤
く
紅
葉
す
る
一
五

。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
葉
は
、

生
長
段
階
に
よ
っ
て
二
～
三
つ
に
分
か
れ
た
り
、
切
れ
込
み
が
入

ら
な
か
っ
た
り
と
、
変
異
に
富
み
、
ウ
ル
シ
科
の
ツ
タ
ウ
ル
シ

（Toxicodendron orientale G
reene subsp. orientale

）
や

ウ
コ
ギ
科
の
キ
ヅ
タ
（H

edera rhom
bea (M

iq.) Bean

）
に
似

る
。
特
に
ツ
タ
ウ
ル
シ
は
触
れ
る
こ
と
で
か
ぶ
れ
を
生
じ
る
有
毒

植
物
で
あ
り
、
誤
っ
て
採
取
し
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

キ
ヅ
タ
は
常
緑
で
、
冬
で
も
葉
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
夏
に
葉
の

あ
る
ナ
ツ
ヅ
タ
「
夏
蔦
」
に
対
し
て
「
冬
蔦
」
と
呼
ば
れ
る
一
六

。

し
た
が
っ
て
、
冬
で
も
葉
が
残
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
は
ナ
ツ
ヅ
タ
で

は
な
く
キ
ヅ
タ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
葉
の
な
い
冬
に
つ
る
だ
け
の

状
態
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
、
他
の
枝
葉
も
あ
る
場
所
で
探
し
出
す
の
は

難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
葉
の
あ
る
季
節
に
あ
ら
か
じ

め
ナ
ツ
ヅ
タ
の
自
生
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。 

ま
た
、
ナ
ツ
ヅ
タ
は
採
集
後
時
間
が
経
つ
と
乾
燥
し
て
樹
液
が

と
れ
に
く
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
な
る
べ
く
実
験
場
所
か
ら
距
離

の
近
い
と
こ
ろ
で
採
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
七
月
一
〇

日
、
富
山
大
学
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス
す
ぐ
近
く
の
呉
羽
山
か
ら
探
索

を
開
始
し
た
。
ナ
ツ
ヅ
タ
は
日
向
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
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「
日
本
文
学
演
習
」
と
並
行
し
て
、
平
成
三
〇
年
度
前
期
に
開

講
さ
れ
た
別
の
科
目
「
日
本
文
学
特
殊
講
義
」（
担
当
教
員
：
小
谷
）

で
芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」
を
扱
っ
た
際
、
芋
粥
が
現
代
で
は
全
く

食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
料
理
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
材
料
と
な

る
甘
味
料
の
「
甘
葛
煎
」
の
再
現
の
段
階
に
つ
い
て
は
近
年
他
の

地
域
で
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
芋
粥
の
再
現
実
験
に

つ
い
て
は
報
告
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
に

授
業
を
受
講
し
て
い
た
「
文
豪
飯
」
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
関
心

を
持
っ
た
こ
と
が
、
構
想
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
富
山
大
学
理
学
部
教
授
の
唐
原
一
郎
氏
を
通
じ
て
植

物
の
研
究
を
専
攻
す
る
大
学
院
理
工
学
教
育
部
の
姫
野
諒
太
郎
、

早
瀬
裕
也
が
紹
介
さ
れ
て
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
り
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
分

布
や
同
定
、
採
集
方
法
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
を
チ
ー
ム
内
で
共

有
し
、
さ
っ
そ
く
ナ
ツ
ヅ
タ
を
探
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

二-

二

ナ
ツ
ヅ
タ
の
探
索
と
採
集
許
諾
確
認 

ナ
ツ
ヅ
タ
（
単
に
ツ
タ
と
も Parthenocissus tricuspidata 

(Siebold et Zucc.) Planch.

）
は
ブ
ド
ウ
科
ツ
タ
属
の
落
葉
性

の
つ
る
性
木
本
で
あ
る
。
日
本
国
内
で
は
北
海
道
・
本
州
・
四
国
・

九
州
、
国
外
で
は
朝
鮮
半
島
・
中
国
に
分
布
し
、
山
野
に
普
通
に

見
ら
れ
る
。
晩
秋
に
は
赤
く
紅
葉
す
る
一
五

。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
葉
は
、

生
長
段
階
に
よ
っ
て
二
～
三
つ
に
分
か
れ
た
り
、
切
れ
込
み
が
入

ら
な
か
っ
た
り
と
、
変
異
に
富
み
、
ウ
ル
シ
科
の
ツ
タ
ウ
ル
シ

（Toxicodendron orientale G
reene subsp. orientale

）
や

ウ
コ
ギ
科
の
キ
ヅ
タ
（H

edera rhom
bea (M

iq.) Bean

）
に
似

る
。
特
に
ツ
タ
ウ
ル
シ
は
触
れ
る
こ
と
で
か
ぶ
れ
を
生
じ
る
有
毒

植
物
で
あ
り
、
誤
っ
て
採
取
し
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

キ
ヅ
タ
は
常
緑
で
、
冬
で
も
葉
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
夏
に
葉
の

あ
る
ナ
ツ
ヅ
タ
「
夏
蔦
」
に
対
し
て
「
冬
蔦
」
と
呼
ば
れ
る
一
六

。

し
た
が
っ
て
、
冬
で
も
葉
が
残
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
は
ナ
ツ
ヅ
タ
で

は
な
く
キ
ヅ
タ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
葉
の
な
い
冬
に
つ
る
だ
け
の

状
態
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
、
他
の
枝
葉
も
あ
る
場
所
で
探
し
出
す
の
は

難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
葉
の
あ
る
季
節
に
あ
ら
か
じ

め
ナ
ツ
ヅ
タ
の
自
生
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。 

ま
た
、
ナ
ツ
ヅ
タ
は
採
集
後
時
間
が
経
つ
と
乾
燥
し
て
樹
液
が

と
れ
に
く
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
な
る
べ
く
実
験
場
所
か
ら
距
離

の
近
い
と
こ
ろ
で
採
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
七
月
一
〇

日
、
富
山
大
学
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス
す
ぐ
近
く
の
呉
羽
山
か
ら
探
索

を
開
始
し
た
。
ナ
ツ
ヅ
タ
は
日
向
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
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探
索
場
所
は
道
路
沿
い
な
ど
、
比
較
的
探
索
し
や
す
い
箇
所
に
限

定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
呉
羽
山
全
域
の
探
索
も
そ
れ
ほ
ど
の

労
力
を
要
し
な
い
が
、
半
日
が
か
り
の
探
索
を
複
数
回
行
っ
て
も
、

十
分
な
太
さ
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
多
く
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。 そ

こ
で
探
索
範
囲
を
拡
大
し
て
、
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス
内
や
、
近

隣
の
住
宅
地
、
神
通
川
付
近
な
ど
を
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
探
す
こ

と
と
な
っ
た
。
結
果
的
に
、
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス
理
学
部
倉
庫
、
民

家
二
件
、
富
山
大
橋
付
近
の
橋
、
の
四
箇
所
に
、
直
径
三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

こ
れ
ら
の
ナ
ツ
ヅ
タ
に
つ
い
て
、
採
集
の
許
諾
を
得
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
、
権
利
者
を
調
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

理
学
部
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
当
該
倉
庫
を
利
用
し
て
い
る
学
内

ス
タ
ッ
フ
か
ら
採
集
に
つ
い
て
問
題
な
い
旨
を
確
認
し
た
が
、
他

は
大
学
の
外
部
と
な
る
た
め
、
一
つ
一
つ
権
利
者
を
確
認
し
て
い

っ
た
。 

ま
ず
富
山
市
役
所
に
赴
い
て
、
採
集
候
補
地
の
う
ち
市
が
管
理

す
る
土
地
が
存
在
す
る
か
を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
呉
羽
山
に

つ
い
て
は
風
致
地
区
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
木
竹
の
伐
採
に
つ
い

て
は
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ナ
ツ
ヅ
タ
を
剥
が
す

こ
と
が
伐
採
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
微
妙
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

呉
羽
山
に
は
、
十
分
な
太
さ
が
あ
っ
て
、
か
つ
採
集
し
や
す
い
位

置
に
あ
る
ナ
ツ
ヅ
タ
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
候
補

か
ら
外
す
こ
と
と
し
た
。 

富
山
大
橋
の
近
く
の
橋
は
、
松
川
と
県
道
44
号
線
が
交
差
す
る

地
点
で
、
県
道
の
北
側
に
県
道
に
ほ
ぼ
平
行
に
か
か
っ
て
い
る
小

さ
な
橋
で
あ
る
。
こ
の
橋
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
富
山
県
が
管
轄

し
て
い
る
こ
と
を
富
山
市
役
所
か
ら
知
ら
さ
れ
、
県
庁
に
赴
き
、

富
山
県
土
木
セ
ン
タ
ー
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

近
隣
の
民
家
に
つ
い
て
は
、
訪
問
し
て
実
験
の
趣
旨
を
説
明
し
、

許
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

二-

三

第
一
予
備
実
験
―
―
代
用
品
に
よ
る
最
終
工
程
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン 

本
実
験
を
行
う
に
あ
た
り
、
今
回
は
い
く
つ
か
の
予
備
実
験
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
は
、
採
取
に
多
大
な
手
間

が
か
か
る
上
に
少
量
し
か
採
取
で
き
ず
、
ま
た
ナ
ツ
ヅ
タ
も
近
隣

で
手
に
入
る
も
の
は
量
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
失
敗
す
る
と
、

同
じ
実
験
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
が
非
常
に
困
難
に
な
る
こ
と
が

- 8 - 

予
想
さ
れ
る
た
め
慎
重
を
期
し
た
の
で
あ
る
。 

予
備
実
験
の
う
ち
の
一
つ
は
、
芋
粥
作
り
の
最
終
工
程
で
あ
る
、

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
で
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
煮
込
む
作
業
を
、
代
用
品
に

よ
っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験

は
、
七
月
二
五
日
に
人
文
学
部
日
本
文
学
演
習
室
で
行
わ
れ
た
。 

こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
高
価
な
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
の
代
わ

り
に
長
芋
を
用
い
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
代
わ
り
に
、
砂
糖
水
、

白
樺
の
樹
液
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
、
の
三
種
類
を
用
い
た
。
な

お
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
を
用
い
た
芋
粥
は
、
こ
れ
ま
で
に
『
甘

葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
他
、W

EB

上

で
も
同
様
の
料
理
を
作
っ
た
報
告
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。 

白
樺
の
樹
液
は
、
ナ
ツ
ヅ
タ
と
同
様
に
植
物
の
樹
液
で
あ
り
、

甘
み
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
用
意
し
た
が
、
当
日
用
い
た
も

の
は
ほ
と
ん
ど
甘
み
が
な
く
、
た
だ
煮
込
ん
だ
だ
け
の
長
芋
と
い

う
よ
う
な
味
と
な
っ
た
。
砂
糖
水
や
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
で
は
甘

み
の
あ
る
長
芋
煮
が
出
来
上
が
り
、
十
数
名
の
参
加
者
が
試
食
を

行
っ
た
。 

そ
の
と
き
の
感
想
一
七

は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。「
実
際
食
べ
て
み
て
、
こ
れ
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
の
は
大
変
だ

と
思
い
ま
し
た
」、「
優
し
い
味
で
美
味
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
鍋

一
杯
食
べ
る
気
に
は
…
」、「
メ
ー
プ
ル
が
１
番
食
べ
や
す
か
っ
た

で
す
。
け
ど
、
わ
た
し
は
３
口
で
飽
き
ま
し
た
…
」「
最
初
の
う
ち

は
美
味
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
辛
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
／
あ
れ
が
鍋
い
っ
ぱ
い
に
作
ら
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
匂

い
だ
け
で
も
う
い
い
や
っ
て
な
り
そ
う
で
す
…
」、「
と
に
か
く
食

べ
切
る
の
が
し
ん
ど
か
っ
た
で
す
…
」、「
ほ
ん
の
少
し
の
量
だ
け

食
べ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
美
味
し
い
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
」
、

「
一
口
目
に
「
あ
、
お
い
し
い
？
」
っ
て
思
っ
た
の
も
束
の
間
で
、

す
ぐ
に
苦
し
く
な
り
ま
し
た
」、「
芋
粥
…
も
う
満
足
で
ご
ざ
る
…
。

食
べ
き
る
の
が
少
々
つ
ら
か
っ
た
で
す
」、「
メ
ー
プ
ル
を
入
れ
る

と
確
か
に
食
べ
や
す
か
っ
た
で
す
…
…
。
た
だ
、
大
量
に
食
べ
た

い
と
は
正
直
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
」、「
ま
ず
く
は
な
く
と
も
、
た

く
さ
ん
食
べ
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
」
な
ど
。 

一
口
目
は
そ
れ
な
り
に
は
美
味
だ
が
、
大
量
に
食
べ
よ
う
と
は

思
わ
な
い
、
と
い
う
の
は
、「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、

「
芋
粥
」
の
五
位
の
感
想
と
同
様
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
感
想
か
ら
は
、
芋
粥

を
め
ぐ
る
五
位
の
心
境
の
変
化
は
、
芋
粥
の
味
の
特
性
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
測
が
立
て
ら
れ
た
。 

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
今
昔
物
語
集
」
や
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
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予
想
さ
れ
る
た
め
慎
重
を
期
し
た
の
で
あ
る
。 

予
備
実
験
の
う
ち
の
一
つ
は
、
芋
粥
作
り
の
最
終
工
程
で
あ
る
、

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
で
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
煮
込
む
作
業
を
、
代
用
品
に

よ
っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験

は
、
七
月
二
五
日
に
人
文
学
部
日
本
文
学
演
習
室
で
行
わ
れ
た
。 

こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
高
価
な
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
の
代
わ

り
に
長
芋
を
用
い
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
代
わ
り
に
、
砂
糖
水
、

白
樺
の
樹
液
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
、
の
三
種
類
を
用
い
た
。
な

お
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
を
用
い
た
芋
粥
は
、
こ
れ
ま
で
に
『
甘

葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
他
、W

EB

上

で
も
同
様
の
料
理
を
作
っ
た
報
告
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。 

白
樺
の
樹
液
は
、
ナ
ツ
ヅ
タ
と
同
様
に
植
物
の
樹
液
で
あ
り
、

甘
み
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
用
意
し
た
が
、
当
日
用
い
た
も

の
は
ほ
と
ん
ど
甘
み
が
な
く
、
た
だ
煮
込
ん
だ
だ
け
の
長
芋
と
い

う
よ
う
な
味
と
な
っ
た
。
砂
糖
水
や
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
で
は
甘

み
の
あ
る
長
芋
煮
が
出
来
上
が
り
、
十
数
名
の
参
加
者
が
試
食
を

行
っ
た
。 

そ
の
と
き
の
感
想
一
七

は
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。「
実
際
食
べ
て
み
て
、
こ
れ
を
た
く
さ
ん
食
べ
る
の
は
大
変
だ

と
思
い
ま
し
た
」、「
優
し
い
味
で
美
味
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
鍋

一
杯
食
べ
る
気
に
は
…
」、「
メ
ー
プ
ル
が
１
番
食
べ
や
す
か
っ
た

で
す
。
け
ど
、
わ
た
し
は
３
口
で
飽
き
ま
し
た
…
」「
最
初
の
う
ち

は
美
味
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
辛
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
／
あ
れ
が
鍋
い
っ
ぱ
い
に
作
ら
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
匂

い
だ
け
で
も
う
い
い
や
っ
て
な
り
そ
う
で
す
…
」、「
と
に
か
く
食

べ
切
る
の
が
し
ん
ど
か
っ
た
で
す
…
」、「
ほ
ん
の
少
し
の
量
だ
け

食
べ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
美
味
し
い
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
」
、

「
一
口
目
に
「
あ
、
お
い
し
い
？
」
っ
て
思
っ
た
の
も
束
の
間
で
、

す
ぐ
に
苦
し
く
な
り
ま
し
た
」、「
芋
粥
…
も
う
満
足
で
ご
ざ
る
…
。

食
べ
き
る
の
が
少
々
つ
ら
か
っ
た
で
す
」、「
メ
ー
プ
ル
を
入
れ
る

と
確
か
に
食
べ
や
す
か
っ
た
で
す
…
…
。
た
だ
、
大
量
に
食
べ
た

い
と
は
正
直
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
」、「
ま
ず
く
は
な
く
と
も
、
た

く
さ
ん
食
べ
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
」
な
ど
。 

一
口
目
は
そ
れ
な
り
に
は
美
味
だ
が
、
大
量
に
食
べ
よ
う
と
は

思
わ
な
い
、
と
い
う
の
は
、「
今
昔
物
語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」、

「
芋
粥
」
の
五
位
の
感
想
と
同
様
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
感
想
か
ら
は
、
芋
粥

を
め
ぐ
る
五
位
の
心
境
の
変
化
は
、
芋
粥
の
味
の
特
性
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
測
が
立
て
ら
れ
た
。 

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
今
昔
物
語
集
」
や
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
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で
五
位
が
少
し
食
べ
た
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
食
欲
を
失
っ
た
の
は
、

単
に
芋
粥
の
味
の
特
性
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す

る
と
、
そ
の
原
因
を
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
た
芥
川
の
解
釈
と
翻
案

は
、
芋
粥
の
実
際
の
味
を
踏
ま
え
れ
ば
見
当
違
い
だ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。 

た
だ
し
、
こ
の
予
備
実
験
で
作
成
し
た
の
は
あ
く
ま
で
も
代
用

品
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た
芋
粥
も
そ

の
よ
う
な
感
想
を
生
む
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
実
は
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た
芋

粥
の
味
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
の
予
測
は
完
全
に
外
れ
、
全
く
異

な
る
感
想
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

二-

四

実
験
実
施
時
期
の
検
討
と
準
備 

今
回
の
再
現
実
験
に
と
っ
て
、
実
施
時
期
を
い
つ
に
す
る
か
と

い
う
こ
と
は
様
々
な
意
味
で
重
要
で
あ
る
。 

ま
ず
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
糖
度
が
上
昇
し
て
い
る
時
期
で
な

け
れ
ば
甘
味
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
あ
る
程

度
寒
く
な
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。 

他
方
で
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
採
集
が
困
難
な
時
期
を
避
け
る
必
要
も

あ
る
。
富
山
市
は
「
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
」
で
指
定
さ
れ

て
い
る
「
豪
雪
地
帯
」
で
あ
り
、
雪
が
降
り
始
め
て
か
ら
と
な
る

と
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
採
集
そ
の
も
の
が
不
可
能
と
な
る
可
能
性
も
あ

る
。
ま
た
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
採
集
と
切
断
、
樹
液
の
採
取
の
工
程
に

は
、
大
量
の
人
員
が
短
期
間
に
集
中
的
に
作
業
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
お
り
、
延
期
や
急
な
招
集
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

多
く
の
参
加
者
が
あ
ら
か
じ
め
時
間
を
確
保
し
て
実
験
に
参
加
す

る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
両
方
の
条
件
を

満
た
す
時
期
を
慎
重
に
検
討
し
た
。 

こ
れ
ま
で
に
甘
葛
煎
の
再
現
に
成
功
し
て
き
た
奈
良
女
子
大
学

の
実
験
で
は
、
一
二
月
に
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
糖
度
が
五
～
一
〇

程
度
に
な
り
、
一
月
に
は
二
〇
程
度
と
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
奈
良
と
富
山
の
気
温
の
差
を
考
慮
す
る
と
、
富
山
で
は

奈
良
よ
り
も
早
め
に
糖
度
が
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
積
雪
が
始
ま
る
時
期
を
避
け
る
た
め
に
、
実
施
日
は
一
二
月

二
日
と
決
定
し
た
。 

こ
の
実
施
日
に
向
け
て
、
材
料
や
道
具
の
確
保
な
ど
、
最
終
的

な
準
備
を
開
始
し
た
。
具
体
的
に
は
、
糖
度
計
、
軍
手
、
ノ
コ
ギ

リ
、
ナ
タ
、
ロ
ー
プ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
、
テ
ー
プ
、
コ
ー
ヒ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
な
ど
を
購
入
し
た
。 

- 10 - 

二-

五

第
二
予
備
実
験――

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
採
取
お
よ
び
糖
度

測
定 

本
番
の
四
日
前
で
あ
る
一
一
月
二
八
日
に
、
二
つ
目
の
予
備
実

験
を
行
っ
た
。
目
的
は
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
採
取
の
工
程
を
確
認

す
る
こ
と
と
、
こ
の
時
期
に
糖
度
が
ど
の
程
度
上
が
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
見
る
た
め
で
あ
る
。 

こ
の
時
点
ま
で
に
も
、
ナ
ツ
ヅ
タ
を
少
量
採
取
し
て
、
口
の
息

で
吹
き
出
す
方
法
は
何
度
か
試
し
て
い
た
が
、
樹
液
は
ほ
と
ん
ど

採
取
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
糖
度
計
で
糖
度
を
計
測
す
る
た
め
に

は
三
滴
ほ
ど
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
程
度
の
樹
液
を
得
る
こ

と
さ
え
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ

た
の
は
、
一
つ
は
、
近
隣
で
は
十
分
な
太
さ
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
量
が

限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
本
実
験
に
残
し
て
お
く
た
め
に

は
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
も
の
し
か
使
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
に
樹
液
の
採
取

を
試
み
た
の
は
夏
季
や
秋
季
で
あ
り
、
樹
液
を
採
取
す
る
べ
き
時

期
で
あ
る
冬
季
に
な
っ
て
な
か
っ
た
た
め
、
時
期
に
よ
っ
て
樹
液

の
採
取
の
し
や
す
さ
そ
の
も
の
に
も
違
い
が
あ
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
た
。 

そ
こ
で
、
本
実
験
に
近
い
時
期
に
、
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
近
い
ナ
ツ
ヅ
タ
を
少
量
用
い
て
、
樹
液
を
採
取
で
き
る
か
ど
う

か
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
予
備
実
験
に
つ
い
て
は
、
本
実
験
と
あ
わ
せ
て
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
出
し
て
い
た
た
め
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
一
八

。 

こ
の
予
備
実
験
で
は
、
樹
液
を
一
定
量
採
取
す
る
こ
と
に
は
成

功
し
た
が
、
糖
度
を
計
測
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
０
に
近
い
値
を
示

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
毎
日
新
聞
』
は
翌
日
、「
５
人
が
１
時
間

か
け
て
抽
出
で
き
た
樹
液
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
糖
度
計
で
も
測
定

で
き
な
い
程
度
の
甘
さ
と
い
う
結
果
に
（
中
略
）
芋
粥
の
再
現
ま

で
は
厳
し
い
道
の
り
が
予
想
さ
れ
る
」
と
報
道
し
、
本
実
験
の
日

は
取
材
に
訪
れ
な
か
っ
た
。
芋
粥
が
完
成
す
る
可
能
性
は
低
い
と

予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
糖
度
が
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
明

ら
か
に
、
気
温
が
十
分
に
低
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
日
の
平
均
気
温
は
一
三
・
四
度
、
最
高
気
温
が
一
八
・

四
度
、
最
低
気
温
が
一
〇
・
五
度
一
九

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日

ま
で
も
、
気
温
は
例
年
に
比
べ
て
高
め
に
推
移
し
て
い
た
。
た
と

え
ば
奈
良
女
子
大
学
で
一
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
第
一
回
予
備
実
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二-
五

第
二
予
備
実
験――

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
採
取
お
よ
び
糖
度

測
定 

本
番
の
四
日
前
で
あ
る
一
一
月
二
八
日
に
、
二
つ
目
の
予
備
実

験
を
行
っ
た
。
目
的
は
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
採
取
の
工
程
を
確
認

す
る
こ
と
と
、
こ
の
時
期
に
糖
度
が
ど
の
程
度
上
が
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
見
る
た
め
で
あ
る
。 

こ
の
時
点
ま
で
に
も
、
ナ
ツ
ヅ
タ
を
少
量
採
取
し
て
、
口
の
息

で
吹
き
出
す
方
法
は
何
度
か
試
し
て
い
た
が
、
樹
液
は
ほ
と
ん
ど

採
取
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
糖
度
計
で
糖
度
を
計
測
す
る
た
め
に

は
三
滴
ほ
ど
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
程
度
の
樹
液
を
得
る
こ

と
さ
え
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ

た
の
は
、
一
つ
は
、
近
隣
で
は
十
分
な
太
さ
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
量
が

限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
本
実
験
に
残
し
て
お
く
た
め
に

は
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
も
の
し
か
使
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
に
樹
液
の
採
取

を
試
み
た
の
は
夏
季
や
秋
季
で
あ
り
、
樹
液
を
採
取
す
る
べ
き
時

期
で
あ
る
冬
季
に
な
っ
て
な
か
っ
た
た
め
、
時
期
に
よ
っ
て
樹
液

の
採
取
の
し
や
す
さ
そ
の
も
の
に
も
違
い
が
あ
る
可
能
性
も
考
え

ら
れ
た
。 

そ
こ
で
、
本
実
験
に
近
い
時
期
に
、
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
近
い
ナ
ツ
ヅ
タ
を
少
量
用
い
て
、
樹
液
を
採
取
で
き
る
か
ど
う

か
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
予
備
実
験
に
つ
い
て
は
、
本
実
験
と
あ
わ
せ
て
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
出
し
て
い
た
た
め
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
一
八

。 

こ
の
予
備
実
験
で
は
、
樹
液
を
一
定
量
採
取
す
る
こ
と
に
は
成

功
し
た
が
、
糖
度
を
計
測
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
０
に
近
い
値
を
示

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
毎
日
新
聞
』
は
翌
日
、「
５
人
が
１
時
間

か
け
て
抽
出
で
き
た
樹
液
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
糖
度
計
で
も
測
定

で
き
な
い
程
度
の
甘
さ
と
い
う
結
果
に
（
中
略
）
芋
粥
の
再
現
ま

で
は
厳
し
い
道
の
り
が
予
想
さ
れ
る
」
と
報
道
し
、
本
実
験
の
日

は
取
材
に
訪
れ
な
か
っ
た
。
芋
粥
が
完
成
す
る
可
能
性
は
低
い
と

予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
糖
度
が
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
明

ら
か
に
、
気
温
が
十
分
に
低
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
日
の
平
均
気
温
は
一
三
・
四
度
、
最
高
気
温
が
一
八
・

四
度
、
最
低
気
温
が
一
〇
・
五
度
一
九

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
日

ま
で
も
、
気
温
は
例
年
に
比
べ
て
高
め
に
推
移
し
て
い
た
。
た
と

え
ば
奈
良
女
子
大
学
で
一
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
第
一
回
予
備
実
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験
で
は
、
最
低
気
温
四
・
〇
度
、
最
高
気
温
一
〇
・
六
度
な
の
で
、

そ
れ
よ
り
も
ま
だ
か
な
り
高
い
。
一
一
月
二
八
日
の
富
山
の
平
年

値
は
、
平
均
気
温
八
・
五
度
、
最
高
気
温
一
二
・
七
度
、
最
低
気

温
四
・
八
度
な
の
で
、
当
初
の
見
込
み
で
は
、
こ
の
時
点
で
一
二

月
に
入
っ
て
か
ら
の
奈
良
と
同
程
度
に
な
る
と
予
想
し
て
い
た
の

だ
が
、
こ
の
年
は
偶
然
に
も
気
温
が
下
が
る
の
が
非
常
に
遅
か
っ

た
た
め
に
、
こ
の
時
点
で
は
十
分
な
糖
度
の
樹
液
が
採
取
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。 

富
山
で
こ
の
実
験
を
行
う
こ
と
の
意
義
の
一
つ
は
、
早
く
気
温

が
下
が
る
北
陸
の
気
候
に
お
い
て
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
甘
味
料
と

し
て
用
い
る
こ
と
の
相
対
的
な
容
易
さ
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
不
運
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。 

こ
の
結
果
を
受
け
て
、
四
日
後
の
本
実
験
の
日
程
を
変
更
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
四
日
後

に
も
同
じ
糖
度
し
か
な
け
れ
ば
、
芋
粥
の
再
現
は
明
ら
か
に
不
可

能
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
高
い
糖
度
の
芋
粥
を
、
で

き
る
だ
け
多
く
作
る
こ
と
の
み
を
目
標
と
す
る
な
ら
ば
、
実
験
の

時
期
を
大
幅
に
後
に
ず
ら
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
結
局
、
本
実
験
は
予
定
通
り
一
二
月
二
日
に
決
行
す
る

こ
と
と
し
た
。
予
備
実
験
の
時
点
の
気
温
は
、
か
な
り
平
年
値
か

ら
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
傾
向
が
続
く
可
能
性
は
低
い
と

判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
四
日
の
内
に
多
少
気
温
が
下
が
っ
て
、
あ
る
程
度
の

糖
度
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
甘
葛
煎
」
と
し
て
保
存
の
き
く

糖
度
七
〇
度
ま
で
煮
詰
め
る
こ
と
が
可
能
な
一
〇
度
以
上
に
な
っ

て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
と
は
言
え
、
芋
粥
の
調
理
は
、「
甘
葛
煎
」

で
な
く
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
で
直
接
煮
る
選
択
肢
も
あ
り
、「
今
昔
物

語
集
」、「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
お
け
る
レ
シ
ピ
は
そ
ち
ら
の
も
の

で
あ
る
。
仮
に
一
〇
度
未
満
の
糖
度
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
か
ら
芋

粥
の
再
現
に
成
功
し
た
と
す
れ
ば
、
糖
度
が
十
分
に
高
く
な
っ
て

い
な
い
時
期
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
か
ら
で
も
芋
粥
を
作
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
甘
葛
煎
の
再
現

を
中
心
と
し
た
先
行
研
究
に
な
い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。 

こ
う
し
て
予
定
日
通
り
の
決
行
を
判
断
し
、
気
温
の
推
移
を
見

守
る
が
、
幸
運
に
も
そ
の
後
、
気
温
は
下
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。 
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三

芋
粥
再
現
実
験
当
日 

実
験
当
日
、
一
二
月
二
日
の
最
低
気
温
は
、
三
・
六
度
で
あ
っ

た
。
短
期
間
で
は
あ
る
も
の
の
、
期
待
し
て
い
た
冷
え
込
み
で
あ

っ
た
。 

朝
八
時
三
〇
分
に
日
本
文
学
演
習
室
に
集
合
し
て
、
ナ
ツ
ヅ
タ

の
採
集
に
向
か
う
。
住
宅
地
の
う
ち
一
件
は
、
先
方
の
都
合
に
よ

り
前
日
に
あ
ら
か
じ
め
伐
採
し
た
も
の
を
演
習
室
に
運
び
込
ん
で

お
り
、
そ
の
他
の
箇
所
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
手
分
け
し
て
取
っ
て
く
る
。

こ
の
際
、
持
ち
運
べ
る
程
度
の
長
さ
に
切
断
す
る
、
断
面
か
ら
樹

液
が
乾
燥
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
断
面
を
テ
ー
プ
で
保
護
す
る

な
ど
の
処
理
を
加
え
た
。
一
旦
全
て
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
集
め
た
と
こ

ろ
で
重
量
を
計
測
す
る
と
、
二
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
た
。 

重
量
計
測
後
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
ナ
ツ
ヅ
タ
を
運
び
、
野
菜
の

皮
む
き
用
の
ス
ポ
ン
ジ
で
表
面
を
洗
う
。
こ
こ
か
ら
の
樹
液
抽
出

の
方
法
は
『
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
紹
介
さ
れ
た
も
の

と
同
様
で
あ
る
た
め
簡
潔
に
記
す
が
、
太
さ
に
よ
っ
て
二
つ
の
異

な
る
樹
液
の
抽
出
方
法
を
用
い
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
別
々
の
作
業
を
行
っ
た
。 

ま
ず
、
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
は
そ
の
場
で
長

さ
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
に
切
断
す
る
。
こ
れ
は
、
遠
心
力

を
用
い
た
樹
液
抽
出
方
法
を
用
い
る
。
一
方
の
端
に
ロ
ー
プ
を
結

び
、
も
う
一
方
の
端
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
被
せ
て
テ
ー
プ
で
留
め
、

ロ
ー
プ
を
持
っ
て
振
り
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
心
力
に
よ
っ
て

樹
液
が
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
溜
ま
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。 

直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
細
い
も
の
は
、
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
に
切
断
し
、
断
面
を
斜
め
に
切
っ
て
表
面
積
を
増
や
し
、

樹
液
が
出
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
、
口
の
息
で
吹
き
出
す

方
法
を
用
い
る
。 

こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
て
今
回
抽
出
さ
れ
た
樹
液
は
、
全
て
合

計
し
て
二
八
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
で
あ
っ
た
。
奈
良
女
子
大
学
で
の

平
成
二
六
年
の
再
現
実
験
で
は
、
四
五
・
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
ツ

タ
か
ら
樹
液
一
〇
三
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
が
抽
出
さ
れ
た
と
記
録
さ

れ
て
い
る
の
で
、
抽
出
さ
れ
る
割
合
と
し
て
は
や
や
少
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
時
期
の
問
題
に
加
え
、
今
回
用
い
た
ナ
ツ
ヅ

タ
に
は
直
径
が
小
さ
い
も
の
が
比
較
的
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

樹
液
の
糖
度
は
い
ず
れ
も
三
度
程
度
で
、
石
橋
顕
が
甘
葛
煎
の

再
現
の
た
め
に
推
奨
し
て
い
た
糖
度
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。

樹
液
を
舐
め
る
と
、
ほ
ん
の
り
甘
い
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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三

芋
粥
再
現
実
験
当
日 

実
験
当
日
、
一
二
月
二
日
の
最
低
気
温
は
、
三
・
六
度
で
あ
っ

た
。
短
期
間
で
は
あ
る
も
の
の
、
期
待
し
て
い
た
冷
え
込
み
で
あ

っ
た
。 

朝
八
時
三
〇
分
に
日
本
文
学
演
習
室
に
集
合
し
て
、
ナ
ツ
ヅ
タ

の
採
集
に
向
か
う
。
住
宅
地
の
う
ち
一
件
は
、
先
方
の
都
合
に
よ

り
前
日
に
あ
ら
か
じ
め
伐
採
し
た
も
の
を
演
習
室
に
運
び
込
ん
で

お
り
、
そ
の
他
の
箇
所
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
手
分
け
し
て
取
っ
て
く
る
。

こ
の
際
、
持
ち
運
べ
る
程
度
の
長
さ
に
切
断
す
る
、
断
面
か
ら
樹

液
が
乾
燥
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
断
面
を
テ
ー
プ
で
保
護
す
る

な
ど
の
処
理
を
加
え
た
。
一
旦
全
て
の
ナ
ツ
ヅ
タ
を
集
め
た
と
こ

ろ
で
重
量
を
計
測
す
る
と
、
二
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
た
。 

重
量
計
測
後
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
ナ
ツ
ヅ
タ
を
運
び
、
野
菜
の

皮
む
き
用
の
ス
ポ
ン
ジ
で
表
面
を
洗
う
。
こ
こ
か
ら
の
樹
液
抽
出

の
方
法
は
『
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
紹
介
さ
れ
た
も
の

と
同
様
で
あ
る
た
め
簡
潔
に
記
す
が
、
太
さ
に
よ
っ
て
二
つ
の
異

な
る
樹
液
の
抽
出
方
法
を
用
い
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
別
々
の
作
業
を
行
っ
た
。 

ま
ず
、
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
は
そ
の
場
で
長

さ
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
に
切
断
す
る
。
こ
れ
は
、
遠
心
力

を
用
い
た
樹
液
抽
出
方
法
を
用
い
る
。
一
方
の
端
に
ロ
ー
プ
を
結

び
、
も
う
一
方
の
端
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
被
せ
て
テ
ー
プ
で
留
め
、

ロ
ー
プ
を
持
っ
て
振
り
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
心
力
に
よ
っ
て

樹
液
が
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
溜
ま
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。 

直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
細
い
も
の
は
、
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
に
切
断
し
、
断
面
を
斜
め
に
切
っ
て
表
面
積
を
増
や
し
、

樹
液
が
出
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
、
口
の
息
で
吹
き
出
す

方
法
を
用
い
る
。 

こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
て
今
回
抽
出
さ
れ
た
樹
液
は
、
全
て
合

計
し
て
二
八
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
で
あ
っ
た
。
奈
良
女
子
大
学
で
の

平
成
二
六
年
の
再
現
実
験
で
は
、
四
五
・
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
ツ

タ
か
ら
樹
液
一
〇
三
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
が
抽
出
さ
れ
た
と
記
録
さ

れ
て
い
る
の
で
、
抽
出
さ
れ
る
割
合
と
し
て
は
や
や
少
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
時
期
の
問
題
に
加
え
、
今
回
用
い
た
ナ
ツ
ヅ

タ
に
は
直
径
が
小
さ
い
も
の
が
比
較
的
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

樹
液
の
糖
度
は
い
ず
れ
も
三
度
程
度
で
、
石
橋
顕
が
甘
葛
煎
の

再
現
の
た
め
に
推
奨
し
て
い
た
糖
度
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。

樹
液
を
舐
め
る
と
、
ほ
ん
の
り
甘
い
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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こ
の
実
験
は
、
高
い
糖
度
の
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
か
ら
甘
葛
煎
を
再

現
す
る
目
的
は
除
外
さ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
糖
度
が
高
く
な
い
時
期
の

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
に
よ
っ
て
甘
葛
煎
を
経
ず
に
芋
粥
を
作
る
こ
と

が
可
能
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。 

続
い
て
、
集
め
た
樹
液
を
コ
ー
ヒ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
で
濾
過
す
る
。

こ
れ
に
二
時
間
ほ
ど
時
間
を
要
し
た
た
め
、
そ
の
間
に
、
芋
粥
を

煮
る
工
程
の
予
行
演
習
も
兼
ね
て
、
対
照
実
験
用
に
用
意
し
た
メ

ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
、
砂
糖
水
、
白
樺
の
樹
液
で
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
煮

て
試
食
す
る
。
七
月
二
五
日
に
行
っ
た
予
備
実
験
と
の
違
い
は
、

長
芋
で
は
な
く
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
使
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
日
、
ジ

ネ
ン
ジ
ョ
は
多
め
に
用
意
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
は
大
量
に
作
る

こ
と
に
な
っ
た
。
参
加
者
か
ら
は
、
長
芋
に
比
べ
て
高
級
感
の
あ

る
味
で
美
味
し
い
、
多
く
食
べ
て
も
飽
き
に
く
い
と
の
感
想
が
多

く
聞
か
れ
た
。
た
だ
し
、
味
付
け
は
既
に
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
も

の
と
同
様
で
あ
っ
た
た
め
驚
き
は
な
く
、
む
し
ろ
、
甘
く
煮
た
も

の
よ
り
も
、
味
付
け
せ
ず
に
煮
た
も
の
を
麺
つ
ゆ
で
味
付
け
し
た

も
の
の
方
が
好
評
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
の
濾
過
が
終

わ
り
、
ピ
ン
ク
色
の
半
透
明
の
液
体
が
出
現
し
た
。
濃
厚
な
ピ
ー

チ
ジ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
色
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
フ
ィ
ル
タ
ー
が
吸

っ
た
分
が
減
っ
た
た
め
、
二
八
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
あ
っ
た
樹
液
は
、

そ
れ
よ
り
も
少
し
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
鍋
に
入
れ
て
弱
火
で
煮

詰
め
る
。
は
じ
め
は
わ
ず
か
な
匂
い
で
あ
っ
た
が
、
時
間
が
経
つ

う
ち
に
甘
い
匂
い
が
漂
っ
て
く
る
。
ナ
ツ
ヅ
タ
か
ら
抽
出
し
た
と

き
に
は
茶
色
く
濁
っ
た
汚
い
液
体
だ
っ
た
の
が
、
濾
過
し
て
煮
詰

め
る
と
幸
福
感
を
与
え
る
よ
う
な
優
し
く
美
味
し
そ
う
な
香
り
を

出
す
こ
と
に
、
驚
き
の
声
が
漏
れ
る
。
な
お
、
ア
ク
は
見
ら
れ
ず
、

平
成
二
三
年
の
奈
良
女
子
大
学
で
の
実
験
の
煎
縮
時
の
も
の
と
し

て
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
カ
ル
メ
ラ
臭
」
と
表
現
さ
れ
る
よ

う
な
匂
い
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
糖
度
が
そ
こ
ま
で

高
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
化
が
起
こ
る
ほ

ど
加
熱
し
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。 

体
積
が
五
分
の
一
以
下
ま
で
減
り
、
糖
度
が
二
〇
度
を
超
え
た

と
こ
ろ
で
、
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
た
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
入
れ
て
、
柔
ら

か
く
な
る
ま
で
煮
る
。
二
〇
度
と
い
う
糖
度
は
フ
ル
ー
ツ
で
い
え

ば
特
に
甘
い
部
類
と
な
る
数
値
で
あ
る
。
こ
れ
を
椀
に
盛
る
と
、

一
杯
分
に
も
満
た
な
い
程
度
の
量
と
な
っ
た
。 

チ
ー
ム
全
員
で
一
掬
い
ず
つ
試
食
す
る
と
、「
雑
味
の
な
い
上
品

な
味
二
〇

」
と
表
現
さ
れ
た
通
り
の
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
で
の
参
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加
者
の
発
言
を
書
き
留
め
た
各
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
を
引
用
し
て
お

け
ば
、「「
お
い
し
い
」（
関
戸
さ
ん
）
／
「
や
さ
し
い
、
ほ
ん
の
り

甘
い
」（
目
黒
さ
ん
）
／
「
な
ん
か
バ
ナ
ナ
み
た
い
」（
小
谷
准
教

授
）
二
一

」、「
食
べ
て
み
る
と
、
あ
っ
さ
り
し
た
甘
さ
。
お
な
か
い

っ
ぱ
い
食
べ
た
い
と
思
っ
た
小
説
の
主
人
公
の
気
持
ち
が
分
か
っ

た
二
二

」、「
ほ
ん
の
り
甘
く
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
独
特
の
味
で
、
た

く
さ
ん
食
べ
た
い
と
願
っ
た
貴
族
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
た
二
三

」
な

ど
で
あ
る
。 

四

考
察 

こ
の
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
や
、
考
察
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
を
、
最
後
に
ま
と
め
て
お
く
。 

ま
ず
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
て
美
味
と
い
う
感
想
が
得
ら

れ
る
芋
粥
を
作
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
今
回
用
い
た
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
は
、
甘
葛
煎
を
作
る
上

で
必
要
と
さ
れ
る
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
お
ら
ず
、
煮
詰
め

て
も
、
長
期
保
存
が
可
能
な
甘
葛
煎
と
呼
べ
る
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
糖
度
が
な
い
時
期
で
あ
っ

て
も
、
芋
粥
を
作
る
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

次
に
、
北
陸
で
は
京
都
に
比
べ
て
大
量
に
芋
粥
を
作
る
こ
と
が

可
能
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
実
験
か

ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
富
山
大
学
五

福
キ
ャ
ン
パ
ス
付
近
で
は
、
十
分
な
太
さ
の
ナ
ツ
ヅ
タ
が
採
集
で

き
る
箇
所
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
今
回
抽
出
し
た
樹
液
の

糖
度
が
高
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
日
ま
で
に
万
端
の
準
備
を

行
い
、
二
〇
人
で
一
二
時
間
を
か
け
て
も
、
ご
く
少
量
の
芋
粥
を

作
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
北
陸
で
は
大
量
に
作
れ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。 

た
だ
し
、
一
月
一
一
日
二
四

に
本
実
験
と
同
じ
理
学
部
倉
庫
か
ら

採
集
し
た
ナ
ツ
ヅ
タ
か
ら
は
糖
度
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
樹
液
が
抽

出
さ
れ
た
た
め
、
さ
ら
に
寒
冷
な
時
期
に
行
え
ば
、
同
様
の
糖
度

の
芋
粥
を
作
る
場
合
に
も
、
よ
り
多
く
の
量
を
作
る
こ
と
が
可
能

と
思
わ
れ
る
。
北
陸
で
は
京
都
に
比
較
す
れ
ば
寒
冷
な
時
期
が
長

い
分
、
甘
葛
煎
を
作
れ
る
よ
う
な
糖
度
の
高
い
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液

を
採
取
で
き
る
機
会
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
に
京
都
で
も
北
陸
で
も
同
様
の
時
期
に
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹

液
の
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
北
陸
の
方
が
相
対
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加
者
の
発
言
を
書
き
留
め
た
各
メ
デ
ィ
ア
の
表
現
を
引
用
し
て
お

け
ば
、「「
お
い
し
い
」（
関
戸
さ
ん
）
／
「
や
さ
し
い
、
ほ
ん
の
り

甘
い
」（
目
黒
さ
ん
）
／
「
な
ん
か
バ
ナ
ナ
み
た
い
」（
小
谷
准
教

授
）
二
一

」、「
食
べ
て
み
る
と
、
あ
っ
さ
り
し
た
甘
さ
。
お
な
か
い

っ
ぱ
い
食
べ
た
い
と
思
っ
た
小
説
の
主
人
公
の
気
持
ち
が
分
か
っ

た
二
二

」、「
ほ
ん
の
り
甘
く
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
独
特
の
味
で
、
た

く
さ
ん
食
べ
た
い
と
願
っ
た
貴
族
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
た
二
三

」
な

ど
で
あ
る
。 

四

考
察 

こ
の
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
や
、
考
察
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
を
、
最
後
に
ま
と
め
て
お
く
。 

ま
ず
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
て
美
味
と
い
う
感
想
が
得
ら

れ
る
芋
粥
を
作
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
今
回
用
い
た
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
は
、
甘
葛
煎
を
作
る
上

で
必
要
と
さ
れ
る
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
お
ら
ず
、
煮
詰
め

て
も
、
長
期
保
存
が
可
能
な
甘
葛
煎
と
呼
べ
る
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
糖
度
が
な
い
時
期
で
あ
っ

て
も
、
芋
粥
を
作
る
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

次
に
、
北
陸
で
は
京
都
に
比
べ
て
大
量
に
芋
粥
を
作
る
こ
と
が

可
能
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
実
験
か

ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
富
山
大
学
五

福
キ
ャ
ン
パ
ス
付
近
で
は
、
十
分
な
太
さ
の
ナ
ツ
ヅ
タ
が
採
集
で

き
る
箇
所
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
今
回
抽
出
し
た
樹
液
の

糖
度
が
高
く
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
日
ま
で
に
万
端
の
準
備
を

行
い
、
二
〇
人
で
一
二
時
間
を
か
け
て
も
、
ご
く
少
量
の
芋
粥
を

作
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
北
陸
で
は
大
量
に
作
れ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。 

た
だ
し
、
一
月
一
一
日
二
四

に
本
実
験
と
同
じ
理
学
部
倉
庫
か
ら

採
集
し
た
ナ
ツ
ヅ
タ
か
ら
は
糖
度
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
樹
液
が
抽

出
さ
れ
た
た
め
、
さ
ら
に
寒
冷
な
時
期
に
行
え
ば
、
同
様
の
糖
度

の
芋
粥
を
作
る
場
合
に
も
、
よ
り
多
く
の
量
を
作
る
こ
と
が
可
能

と
思
わ
れ
る
。
北
陸
で
は
京
都
に
比
較
す
れ
ば
寒
冷
な
時
期
が
長

い
分
、
甘
葛
煎
を
作
れ
る
よ
う
な
糖
度
の
高
い
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液

を
採
取
で
き
る
機
会
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
に
京
都
で
も
北
陸
で
も
同
様
の
時
期
に
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹

液
の
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
北
陸
の
方
が
相
対
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的
に
糖
度
の
高
い
樹
液
が
採
取
さ
れ
や
す
く
、
よ
り
多
く
の
芋
粥

が
作
ら
れ
る
地
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
あ

る
だ
ろ
う
。 

と
は
言
え
、
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
量
の
芋
粥
を
作
る
こ

と
が
北
陸
な
ら
ば
可
能
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
こ

れ
ら
の
物
語
の
内
容
は
石
橋
顕
が
述
べ
た
通
り
、「
現
実
に
は
と
て

も
不
可
能
二
五

」
な
誇
張
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
捉
え
る
べ
き
、

と
の
解
釈
は
動
か
な
い
。
他
方
で
、
仮
に
多
く
の
芋
粥
を
作
ろ
う

と
す
れ
ば
「
下
衆
女
共
」
に
加
え
て
「
若
き
男
共
十
余
人
許
」
が

作
業
す
る
と
い
う
、
大
勢
の
人
手
が
必
要
と
な
る
「
今
昔
物
語
集
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
誇
張
で
は
な
く
、
芋
粥
作
り
に
実
際

に
か
か
る
手
間
の
大
き
さ
を
踏
ま
え
た
現
実
感
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
面
の
よ

う
に
既
に
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
茹
で
始
め
る
段
階
ま
で
来
て
い
れ

ば
、
釜
に
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
を
切
っ
て
入
れ
る
作
業
自
体
に
一
〇
人
以

上
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
前
の
段

階
も
含
め
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
芋
粥
の
量
が
多
く
な
い
場
合
で
も
、

大
人
数
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。 

典
拠
を
視
野
に
入
れ
た
芥
川
「
芋
粥
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
代

表
的
な
三
好
行
雄
の
論
二
六

で
は
、「
芋
粥
を
馳
走
す
る
た
め
に
、
利

仁
は
な
ぜ
五
位
を
敦
賀
ま
で
〈
将
て
行
か
〉
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」

と
い
う
こ
と
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
典
拠
で
は

「
利
仁
の
勢
威
を
支
え
る
権
力
も
経
済
力
も
、
す
べ
て
舅
の
有
仁

ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
利
仁
は
岳
父
の

支
配
す
る
敦
賀
の
地
で
し
か
芋
粥
を
自
由
に
で
き
な
い
」
と
い
う

事
情
が
敦
賀
行
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
重
要
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
芥
川
は
有
仁
と
利
仁
の
関
係
に
つ
い
て
の
説

明
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
権
力
事
情
に
つ
い
て
の

歴
史
的
背
景
を
消
去
し
た
、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今

回
の
実
験
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
地
方
豪
族
が
大
量
の
芋
粥
を

作
る
上
で
地
元
に
戻
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
権
力
基
盤
な
ど
の
事
情

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
純
に
レ
シ
ピ
が
要
請
す
る
必
然
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
甘
葛
煎
は
、
朝
貢
の
た
め
長
期
保
存
が
可
能

な
糖
度
ま
で
煮
詰
め
ら
れ
た
形
態
だ
が
、
こ
れ
は
中
央
で
も
貴
重

な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
貴
族
個
人
が
大
量
に
用
意
し
て
自
由
に

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
臨
時
で
大
量
に
作
る
と
す
れ

ば
ナ
ツ
ヅ
タ
を
直
接
採
集
し
て
「
ミ
セ
ン
」、
す
な
わ
ち
煮
詰
め
る

前
の
樹
液
で
そ
の
ま
ま
煮
る
レ
シ
ピ
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
実
際
、「
今
昔
物
語
集
」
で
も
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
で
も
芥

川
「
芋
粥
」
で
も
、
敦
賀
で
は
「
味
煎
」
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
こ

- 16 - 

と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
樹
液
そ
の
も
の
は
保
存
が
効
か
な
い
の

で
、
産
地
の
近
く
で
し
か
作
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
味
の
面
か
ら
も
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」

や
芥
川
「
芋
粥
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
新
た
な
手
掛
か
り
が
得
ら

れ
た
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
や
砂
糖
と
長
芋
を
用

い
た
予
備
実
験
の
結
果
か
ら
予
想
さ
れ
た
の
は
、「
芋
粥
」
自
体
が

大
量
に
食
べ
る
こ
と
に
は
適
さ
な
い
、
飽
き
の
来
や
す
い
味
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
芋

粥
に
飽
き
て
し
ま
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
単
に
芋
粥
の
味
に
由
来
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ジ
ネ
ン
ジ
ョ

を
用
い
た
「
芋
粥
」
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
感
想
は
、
メ
ー
プ
ル
シ

ロ
ッ
プ
や
砂
糖
を
用
い
た
も
の
も
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た

も
の
も
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ナ
ツ

ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た
も
の
の
方
は
、
た
く
さ
ん
食
べ
た
く
な
る

味
と
の
感
想
で
あ
っ
た
。
実
際
、
参
加
者
全
員
で
一
掬
い
ず
つ
食

べ
た
後
に
残
っ
た
「
芋
粥
」
は
、
も
っ
と
食
べ
た
い
と
い
う
参
加

者
達
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
食
べ
尽
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。 

今
回
の
実
験
か
ら
分
か
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば
「
今
昔
物
語
集
」

で
い
え
ば
「
舌
打
を
し
て
哀
れ
何
か
で
署
預
粥
に
飽
か
む
と
云
け

れ
ば
」
と
い
う
五
位
の
言
動
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
下
級
貴
族

が
ご
く
自
然
に
持
つ
反
応
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に

芥
川
「
芋
粥
」
に
つ
い
て
は
、
芋
粥
を
飽
き
る
ほ
ど
食
べ
た
い
と

い
う
の
は
「
手
軽
で
、
さ
さ
や
か
な
欲
望
二
七

」
と
解
釈
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
欲
望
を
持
つ
こ
と
自
体
が
「
他
人
の
嘲
笑
と
憐

憫
を
ま
ね
く
種
で
し
か
な
い
さ
さ
や
か
な
願
望
二
八

」
と
さ
れ
る
こ

と
さ
え
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
芋
粥
の
実
態
か

ら
い
え
ば
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芥
川
自
身
、
芋
粥

は
「
無
上
の
佳
味
」
で
あ
り
「
万
乗
の
君
の
食
膳
に
さ
へ
、
上
せ

ら
れ
た
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
芥
川
は
必
ず
し
も
芋
粥
を
価
値

の
低
い
食
べ
物
と
し
て
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
利
仁

の
五
位
に
向
け
た
提
案
が
「
軽
蔑
と
憐
憫
」
を
示
す
声
で
あ
っ
た

と
い
う
箇
所
や
、
五
位
が
そ
の
提
案
を
受
け
る
と
「
一
同
の
嘲
弄
」

を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
く
だ
り
は
、
芋
粥
に
関
す
る
偏
っ

た
理
解
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
こ
で
の
「
軽
蔑

と
憐
憫
」「
一
同
の
嘲
弄
」
は
、
典
拠
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ

る
。
典
拠
に
は
、
こ
の
場
面
で
は
な
く
結
末
近
く
に
、
敦
賀
で
芋

粥
を
出
さ
れ
て
少
し
し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
五
位
が
笑
わ
れ
る
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と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
樹
液
そ
の
も
の
は
保
存
が
効
か
な
い
の

で
、
産
地
の
近
く
で
し
か
作
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
味
の
面
か
ら
も
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」

や
芥
川
「
芋
粥
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
新
た
な
手
掛
か
り
が
得
ら

れ
た
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
や
砂
糖
と
長
芋
を
用

い
た
予
備
実
験
の
結
果
か
ら
予
想
さ
れ
た
の
は
、「
芋
粥
」
自
体
が

大
量
に
食
べ
る
こ
と
に
は
適
さ
な
い
、
飽
き
の
来
や
す
い
味
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
芋

粥
に
飽
き
て
し
ま
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
単
に
芋
粥
の
味
に
由
来
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ジ
ネ
ン
ジ
ョ

を
用
い
た
「
芋
粥
」
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
感
想
は
、
メ
ー
プ
ル
シ

ロ
ッ
プ
や
砂
糖
を
用
い
た
も
の
も
、
ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た

も
の
も
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ナ
ツ

ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
た
も
の
の
方
は
、
た
く
さ
ん
食
べ
た
く
な
る

味
と
の
感
想
で
あ
っ
た
。
実
際
、
参
加
者
全
員
で
一
掬
い
ず
つ
食

べ
た
後
に
残
っ
た
「
芋
粥
」
は
、
も
っ
と
食
べ
た
い
と
い
う
参
加

者
達
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
食
べ
尽
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。 

今
回
の
実
験
か
ら
分
か
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば
「
今
昔
物
語
集
」

で
い
え
ば
「
舌
打
を
し
て
哀
れ
何
か
で
署
預
粥
に
飽
か
む
と
云
け

れ
ば
」
と
い
う
五
位
の
言
動
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
下
級
貴
族

が
ご
く
自
然
に
持
つ
反
応
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に

芥
川
「
芋
粥
」
に
つ
い
て
は
、
芋
粥
を
飽
き
る
ほ
ど
食
べ
た
い
と

い
う
の
は
「
手
軽
で
、
さ
さ
や
か
な
欲
望
二
七

」
と
解
釈
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
欲
望
を
持
つ
こ
と
自
体
が
「
他
人
の
嘲
笑
と
憐

憫
を
ま
ね
く
種
で
し
か
な
い
さ
さ
や
か
な
願
望
二
八

」
と
さ
れ
る
こ

と
さ
え
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
芋
粥
の
実
態
か

ら
い
え
ば
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芥
川
自
身
、
芋
粥

は
「
無
上
の
佳
味
」
で
あ
り
「
万
乗
の
君
の
食
膳
に
さ
へ
、
上
せ

ら
れ
た
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
芥
川
は
必
ず
し
も
芋
粥
を
価
値

の
低
い
食
べ
物
と
し
て
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
利
仁

の
五
位
に
向
け
た
提
案
が
「
軽
蔑
と
憐
憫
」
を
示
す
声
で
あ
っ
た

と
い
う
箇
所
や
、
五
位
が
そ
の
提
案
を
受
け
る
と
「
一
同
の
嘲
弄
」

を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
く
だ
り
は
、
芋
粥
に
関
す
る
偏
っ

た
理
解
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
こ
で
の
「
軽
蔑

と
憐
憫
」「
一
同
の
嘲
弄
」
は
、
典
拠
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ

る
。
典
拠
に
は
、
こ
の
場
面
で
は
な
く
結
末
近
く
に
、
敦
賀
で
芋

粥
を
出
さ
れ
て
少
し
し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
五
位
が
笑
わ
れ
る
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場
面
が
あ
り
、
こ
れ
も
必
ず
し
も
嘲
笑
で
は
な
い
の
だ
が
、
芥
川

は
こ
の
笑
い
に
五
位
を
軽
く
見
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
受
け
取
っ
て
、

物
語
前
半
か
ら
五
位
が
見
下
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
形
に
そ
の
軽
視

を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
上
の
佳
味
」
で
あ
る
と
い

う
設
定
と
若
干
の
齟
齬
が
生
じ
る
表
現
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

芥
川
は
、
芋
粥
の
イ
メ
ー
ジ
や
情
報
を
ど
の
程
度
正
確
に
持
つ

こ
と
が
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
芋
粥
を
作
る
際
の
様

子
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
匂
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
煮
詰

め
る
前
で
二
〇
〇
～
二
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
程
度
と
い
う
少
量
で

あ
っ
て
も
、
部
屋
中
に
甘
い
匂
い
が
充
満
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
。
芥
川
「
芋
粥
」
で
は
、「
芋
の
に
ほ
ひ
と
、
甘
葛
の
に
ほ
ひ

と
を
含
ん
だ
、
幾
道
か
の
湯
気
の
柱
が
、
蓬
々
然
と
し
て
、
釜
の

中
か
ら
、
晴
れ
た
朝
の
空
へ
、
舞
上
つ
て
行
く
の
を
見
た
」
と
印

象
的
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
を
言
い
当
て
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
な
の
か
、
ま
た
は
芥
川

は
「
甘
葛
の
に
ほ
ひ
」
に
つ
い
て
何
か
情
報
を
持
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。 

甘
味
料
の
匂
い
に
つ
い
て
想
像
す
る
た
め
の
材
料
を
考
え
て
み

る
と
、
た
と
え
ば
砂
糖
な
ど
の
甘
味
料
で
は
、
キ
ャ
ラ
メ
リ
ゼ
が

起
こ
る
程
度
に
加
熱
し
な
け
れ
ば
香
り
は
立
た
ず
、
ま
た
「
甘
葛
」

の
正
体
と
し
て
江
戸
時
代
に
推
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ア
マ
チ
ャ

ヅ
ル
の
汁
も
、
枯
れ
草
の
よ
う
な
匂
い
が
わ
ず
か
に
す
る
程
度
と

さ
れ
て
お
り
、
芥
川
の
描
写
は
、
そ
う
し
た
例
の
連
想
か
ら
は
導

か
れ
に
く
い
記
述
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

な
お
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
該
当
話
本
文
に

は
「
味
煎
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
て
、「
甘
葛
」
と
い
う
言
葉
は
見

ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
芥
川
は
「
甘
葛
」
と
書
く
こ
と
が
で

き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
芥
川
が
参
照
し
た
の
が
定
説
通
り
『
校
註

国
文
叢
書 

第
十
七
冊
』
の
本
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
頭
注
に
「
山
の

芋
を
切
込
み
甘
葛
（
ア
マ
ヅ
ラ
）
の
汁
に
て
煮
た
る
粥
を
い
ふ
、

頗
る
珍
品
に
て
当
時
主
上
に
も
き
こ
し
め
し
又
上
流
社
会
に
も
、

も
て
は
や
さ
れ
た
る
事
物
語
類
に
見
え
た
り
」
と
あ
る
こ
と
に
依

拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
「
甘
葛
」
の
香

り
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 

実
は
「
今
昔
物
語
集
」
に
は
も
う
一
箇
所
、
甘
葛
が
出
て
来
る

箇
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
香
り
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
記
述
も
あ
る
。

そ
れ
は
芥
川
が
「
好
色
」（『
改
造
』
大
正
一
〇
年
一
〇
月
）
で
典

拠
と
し
た
説
話
で
あ
る
。
懸
想
し
た
侍
従
の
糞
尿
を
見
て
や
ろ
う

と
考
え
た
平
中
の
企
み
が
見
破
ら
れ
、
代
わ
り
に
美
味
で
よ
い
香

- 18 - 

り
の
物
体
が
便
器
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
話
の
筋
だ

が
、
た
と
え
ば
『
日
本
古
典
文
学
全
集
二
九

』
の
本
文
、
巻
第
三
十

「
平
定
文
仮
借
本
院
侍
従
語
第
一
」
で
は
、
「
野
老

と

こ

ろ

合あ
は

セ

薫
た
き
も
の

ヲ

虆
あ
ま
づ
ら

ニ
ヒ
チ
ク
リ
テ
」
と
い
う
製
法
で
作
ら
れ
た
も
の
が
「
馥
シ

キ
事
無
限
シ
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。「
馥
シ
」
さ
の
元
に
な
っ
た

も
の
と
し
て
、「

薫
た
き
も
の

」
が
ま
ず
あ
る
の
で
、「

虆
あ
ま
づ
ら

」
の
香
り
が

よ
い
こ
と
を
確
か
な
こ
と
と
し
て
教
え
る
表
現
と
は
言
え
な
い
が
、

総
合
的
に
香
り
が
よ
い
も
の
を
作
る
た
め
の
材
料
と
し
て
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
推
測
の
手
が
か
り
に
は
な
り
得
る
か
も
し
れ

な
い
。
芥
川
は
大
正
五
年
の
時
点
で
こ
の
話
を
読
ん
で
い
て
、
甘

葛
が
よ
い
香
り
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
ま

ず
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
五
年
後
に
書
く
作
品
の
典

拠
で
あ
る
こ
の
話
を
、
芥
川
が
大
正
五
年
の
時
点
で
読
ん
で
印
象

に
残
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無

い
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
『
校
註
国
文
叢

書 

第
十
七
冊
』
で
は
、
肝
心
の
「

虆
あ
ま
づ
ら

」
の
箇
所
が
「

纂
つ
く
ろ
ひ

」
と

い
う
異
な
る
字
に
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
甘
葛
の
香
り
に

つ
い
て
の
情
報
を
得
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
芥

川
が
参
照
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
他
の
文
献
を
見
て
も
、

『
国
史
大
系 

第
十
六
巻
三
〇

』
で
は
「
纂
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち

ら
は
ル
ビ
が
な
い
。『
改
定
史
籍
集
覧 

第
九
冊
三
一

』
で
は
、「
虆
」

に
近
い
活
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
ル
ビ
が
な
い
の
で
甘
葛
と
同
定

す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。『
丹
鶴
叢
書 

今
昔
物
語
下
三
二

』
で
も

「
纂
」
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
芋
粥
に
関
す
る
情
報
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
芥

川
は
定
説
の
よ
う
に
『
校
註
国
文
叢
書 

第
十
七
冊
』
を
参
照
し
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
み
で
、
他
の
候
補
を
読
ん
だ
こ
と
を
示
す

積
極
的
な
根
拠
は
確
認
さ
れ
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
「
甘
葛
」

の
匂
い
に
つ
い
て
芥
川
が
確
か
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
文
献
は
確
認
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
匂
い
に
つ
い
て
は
典

拠
に
な
い
情
報
を
芥
川
が
推
測
で
付
け
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 最

後
に
、
大
量
の
芋
粥
を
見
て
食
欲
を
失
っ
た
五
位
の
心
情
の

変
化
に
、
芋
粥
の
料
理
と
し
て
の
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、

芋
粥
は
貴
族
で
さ
え
通
常
は
少
量
ず
つ
し
か
口
に
で
き
な
い
高
級

な
料
理
で
あ
り
、
さ
っ
ぱ
り
し
て
飽
き
の
来
に
く
い
味
で
あ
る
た

め
、
多
く
を
食
べ
て
み
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
つ
五
位
の
よ
う
な

人
物
が
い
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
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り
の
物
体
が
便
器
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
話
の
筋
だ

が
、
た
と
え
ば
『
日
本
古
典
文
学
全
集
二
九

』
の
本
文
、
巻
第
三
十

「
平
定
文
仮
借
本
院
侍
従
語
第
一
」
で
は
、
「
野
老

と

こ

ろ

合あ
は

セ

薫
た
き
も
の

ヲ

虆
あ
ま
づ
ら

ニ
ヒ
チ
ク
リ
テ
」
と
い
う
製
法
で
作
ら
れ
た
も
の
が
「
馥
シ

キ
事
無
限
シ
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。「
馥
シ
」
さ
の
元
に
な
っ
た

も
の
と
し
て
、「

薫
た
き
も
の

」
が
ま
ず
あ
る
の
で
、「

虆
あ
ま
づ
ら

」
の
香
り
が

よ
い
こ
と
を
確
か
な
こ
と
と
し
て
教
え
る
表
現
と
は
言
え
な
い
が
、

総
合
的
に
香
り
が
よ
い
も
の
を
作
る
た
め
の
材
料
と
し
て
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
推
測
の
手
が
か
り
に
は
な
り
得
る
か
も
し
れ

な
い
。
芥
川
は
大
正
五
年
の
時
点
で
こ
の
話
を
読
ん
で
い
て
、
甘

葛
が
よ
い
香
り
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
ま

ず
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
五
年
後
に
書
く
作
品
の
典

拠
で
あ
る
こ
の
話
を
、
芥
川
が
大
正
五
年
の
時
点
で
読
ん
で
印
象

に
残
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無

い
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
『
校
註
国
文
叢

書 

第
十
七
冊
』
で
は
、
肝
心
の
「

虆
あ
ま
づ
ら

」
の
箇
所
が
「

纂
つ
く
ろ
ひ

」
と

い
う
異
な
る
字
に
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
甘
葛
の
香
り
に

つ
い
て
の
情
報
を
得
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
芥

川
が
参
照
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
他
の
文
献
を
見
て
も
、

『
国
史
大
系 

第
十
六
巻
三
〇

』
で
は
「
纂
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち

ら
は
ル
ビ
が
な
い
。『
改
定
史
籍
集
覧 

第
九
冊
三
一

』
で
は
、「
虆
」

に
近
い
活
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
ル
ビ
が
な
い
の
で
甘
葛
と
同
定

す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。『
丹
鶴
叢
書 

今
昔
物
語
下
三
二

』
で
も

「
纂
」
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
芋
粥
に
関
す
る
情
報
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
芥

川
は
定
説
の
よ
う
に
『
校
註
国
文
叢
書 

第
十
七
冊
』
を
参
照
し
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
み
で
、
他
の
候
補
を
読
ん
だ
こ
と
を
示
す

積
極
的
な
根
拠
は
確
認
さ
れ
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
「
甘
葛
」

の
匂
い
に
つ
い
て
芥
川
が
確
か
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
文
献
は
確
認
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
匂
い
に
つ
い
て
は
典

拠
に
な
い
情
報
を
芥
川
が
推
測
で
付
け
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。 最

後
に
、
大
量
の
芋
粥
を
見
て
食
欲
を
失
っ
た
五
位
の
心
情
の

変
化
に
、
芋
粥
の
料
理
と
し
て
の
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、

芋
粥
は
貴
族
で
さ
え
通
常
は
少
量
ず
つ
し
か
口
に
で
き
な
い
高
級

な
料
理
で
あ
り
、
さ
っ
ぱ
り
し
て
飽
き
の
来
に
く
い
味
で
あ
る
た

め
、
多
く
を
食
べ
て
み
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
つ
五
位
の
よ
う
な

人
物
が
い
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
考
え

- 139 -

研究論文



- 19 - 

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
願
望
を
口
に
す
る
こ
と
自
体
は
「
他
人
の
嘲

笑
と
憐
憫
を
ま
ね
く
」
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。 

敦
賀
で
利
仁
が
大
量
の
芋
粥
を
作
ら
せ
る
場
面
は
、
石
橋
が
述

べ
た
通
り
、「
現
実
に
は
と
て
も
不
可
能
」
な
誇
張
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
芥
川
が
誇
張
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治

拾
遺
物
語
」
の
時
点
で
、
現
実
味
の
無
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て

描
か
れ
て
い
た
。
五
位
が
そ
れ
を
前
に
し
て
食
欲
を
失
う
場
面
も
、

起
こ
り
得
な
い
よ
う
な
驚
く
べ
き
出
来
事
が
目
の
前
で
起
こ
っ
た

の
を
見
た
人
間
の
反
応
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。 

「
今
昔
物
語
集
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
で
五
位
が
食
欲
を
失
っ
た

場
面
は
、
大
量
の
芋
粥
を
目
に
し
て
「
疎
し
く
成
ぬ
」
と
書
か
れ

て
い
る
ば
か
り
で
、
そ
の
変
化
に
あ
た
っ
て
芋
粥
の
味
や
香
り
が

影
響
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
、
本
来
感
じ
ら
れ
て
い
た
希
少
さ
の
感
覚
が
損
な
わ
れ
た
場
面

だ
と
後
世
の
読
者
が
解
釈
す
る
の
は
自
然
と
も
言
っ
て
も
よ
い
の

だ
が
、「
甘
葛
」
や
芋
粥
が
ど
の
よ
う
な
料
理
で
あ
る
か
を
知
る
当

時
の
読
者
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
味
や
匂
い
を
思
い
浮
か
べ
た
上

で
こ
の
場
面
を
解
釈
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
芋
粥
は
、
少
量
で
あ

っ
て
も
調
理
中
に
香
り
が
漂
う
よ
う
な
料
理
で
あ
る
た
め
、
芋
粥

が
大
量
に
調
理
さ
れ
て
い
る
場
面
で
は
、
そ
の
美
味
し
そ
う
な
香

り
が
む
せ
返
る
ば
か
り
に
立
ち
こ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
匂
い
は
、
あ
の
飽
き
の
き
に
く
い
上
品
な
味
を
想
起
さ

せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
五
位
が
食
欲
を
失
っ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
驚
き
を
も
た
ら
す
出
来
事

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
、
読
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。 

芥
川
「
芋
粥
」
の
時
代
に
は
、
芋
粥
の
味
も
匂
い
も
、
そ
も
そ

も
大
量
の
芋
粥
と
い
う
設
定
が
い
か
に
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
認
識
自
体
も
、
作
者
と
読
者
の
双
方
に
と
っ
て
曖
昧
な

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
「
芋
粥
」
と
い
う
小
説
の
表

現
と
解
釈
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
他
方
で

芥
川
は
、「
芋
の
に
ほ
ひ
と
、
甘
葛
の
に
ほ
ひ
と
を
含
ん
だ
、
幾
道

か
の
湯
気
の
柱
」
を
現
代
に
蘇
ら
せ
も
し
た
。
こ
れ
が
偶
然
で
あ

っ
た
の
か
、
古
典
の
博
捜
や
推
測
の
鋭
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
は
不
明
だ
が
、
結
果
的
に
芋
粥
の
調
理
場
面
を
的
確
な
形
で

再
現
し
得
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
価
値
と
し
て
、
今
日
改

め
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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注 一

 

富
山
大
学
人
文
学
部
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
コ
ー
ス
学
生 

二

 

富
山
大
学
大
学
院
理
工
学
教
育
部
修
士
課
程
学
生 

三

 

富
山
大
学
大
学
院
理
工
学
教
育
部
博
士
課
程
学
生 

四

 

富
山
大
学
人
文
学
部
准
教
授 

五

 

芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」（『
新
小
説
』
大
正
五
年
九
月
） 

六

 

石
橋
顕
「
古
代
の
甘
味
料

甘
葛
煎
の
は
な
し
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎

再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
）
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。 

七

 

山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎
再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三

〇
年
三
月
）。
本
稿
は
こ
の
研
究
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
。 

八

 

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
を
用
い
ず
、
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
な
ど
で
代
用
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
前
川
佳
代
「
甘
葛
煎
と
イ
モ
ガ
ユ
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎

再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
）
に
あ
り
、
そ

の
他W

EB

上
な
ど
に
も
多
く
の
報
告
が
あ
る
。
ま
た
、
甘
葛
を
ア
マ
チ
ャ

ヅ
ル
と
す
る
説
に
基
づ
く
再
現
の
報
告
は
存
在
す
る
が
、
ア
マ
チ
ャ
ヅ
ル
説

は
甘
葛
の
正
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
江
戸
時
代
に
生
じ
た
混
同
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
石
橋
顕
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
石
橋
説

に
拠
っ
て
い
る
。 

九

 

引
用
は
、
芥
川
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
「
利
仁
将
軍
若
時
従
京
敦
賀
将
行
五

位
語
第
十
七
」（
池
辺
義
象
等
校
註
『
校
註
国
文
叢
書 

第
十
七
冊
』
博
文
館
、

大
正
四
年
八
月
）
を
用
い
た
。
な
お
、
そ
こ
で
は
作
品
全
体
の
名
称
が
「
今

昔
物
語
集
」
で
は
な
く
「
今
昔
物
語
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

こ
の
文
献
を
念
頭
に
引
用
す
る
際
も
、
一
般
的
な
名
称
で
あ
る
「
今
昔
物
語

集
」
と
書
く
こ
と
と
す
る
。 

一
〇 

長
野
甞
一
『
芥
川
龍
之
介
と
古
典
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
一
六
年
一
月
）
な
ど
。 

一
一 

塙
保
己
一
『
群
書
類
従 

巻
第
三
百
六
十
四

飲
食
部
一

厨
事
類
記
』（
国

会
図
書
館
蔵
） 

一
二 

皇
典
講
究
所
、
全
国
神
職
会
校
訂
『
校
訂
延
喜
式
下
巻
』
昭
和
六
年
一
月
、

大
岡
山
書
店 

一
三 

石
橋
顕
「
古
代
の
甘
味
料

甘
葛
煎
の
は
な
し
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎

再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
） 

一
四 

石
橋
顕
「
芋
粥
の
は
な
し
」（『
都
府
楼
』
平
成
三
年
）
の
計
算
に
よ
る
が
、

引
用
は
前
川
佳
代
「
甘
葛
煎
と
イ
モ
ガ
ユ
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎
再
現

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
）
が
紹
介
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

一
五 

米
倉
浩
司
「
ツ
タ
属
」（
大
橋
広
好
、
門
田
裕
一
、
邑
田
仁
、
米
倉
浩
司
、
木

原
浩
編
『
改
訂
新
版
日
本
の
野
生
植
物
２
』
平
凡
社
、
平
成
二
八
年
三
月
） 

一
六 

「
ツ
タ
ウ
ル
シ
」「
ツ
タ
」「
キ
ヅ
タ
」（
茂
木
透
写
真
、
太
田
和
夫
・
勝
山
輝

男
・
高
橋
秀
男
ほ
か
解
説
『
山
溪
ハ
ン
デ
ィ
図
鑑
４ 

木
に
咲
く
花 

離
弁
花

２
』
山
と
溪
谷
社
、
平
成
一
二
年
一
〇
月
） 

一
七 

日
本
文
学
演
習
で
は
、
学
習
活
動
に
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
用
に
、

チ
ャ
ッ
ト
ソ
フ
トSlack

を
用
い
て
お
り
、
勉
強
会
を
開
催
し
た
際
は
、
参

加
者
が
そ
こ
に
感
想
を
書
き
込
ん
で
、
参
加
者
以
外
に
も
知
見
を
共
有
す
る

よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
勉
強
会
用
の
ス
レ
ッ
ド
に
参
加
者
が
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に
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書
き
込
ん
だ
も
の
を
抜
粋
し
た
。 

一
八 
「
富
大
・
日
本
文
学
近
代
ゼ
ミ 

芥
川
の
「
芋
粥
」
再
現 

樹
液
で
古
代
の
甘

味
料 
来
月
２
日
、
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
と
調
理
」（『
富
山
新
聞
』
平
成
三
〇
年
一
一

月
二
九
日
）、「
芥
川
の
「
芋
粥
」
ど
ん
な
味 

富
山
大 

古
代
料
理
再
現
に
挑

戦
」（『
北
日
本
新
聞
』
平
成
三
〇
年
一
一
月
二
九
日
）、「
芥
川
の
「
芋
粥
」

ど
ん
な
味
？ 
富
山
大 

来
月
、
再
現
実
験
に
挑
戦
」（『
毎
日
新
聞
』
平
成
三

〇
年
一
一
月
二
九
日
）、「
芥
川
短
編 

題
材
の
古
代
料
理 

「
芋
が
ゆ
」
再
現

な
る
か 

富
大
文
学
ゼ
ミ
生
が
挑
戦
」（『
北
陸
中
日
新
聞
』
平
成
三
〇
年
一
一

月
二
九
日
）
な
ど
。
そ
の
他
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
「
北
日
本
新
聞
ニ
ュ
ー
ス
」

で
生
放
送
と
し
て
撮
影
さ
れ
て
い
た
が
、
番
組
映
像
は
未
見
。 

一
九 

以
下
の
気
象
デ
ー
タ
は
全
て
気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
過
去
の
気
象
デ
ー
タ

検
索
」（https://w

w
w

.data.jm
a.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

、
平

成
三
〇
年
一
二
月
二
四
日
閲
覧
）
に
よ
る
。 

二
〇 

石
橋
顕
「
古
代
の
甘
味
料

甘
葛
煎
の
は
な
し
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎

再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
） 

二
一 

「
芥
川
龍
之
介
の
「
芋
が
ゆ
」
を
学
生
が
再
現
」（
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
テ
レ
ビ
「
ニ

ュ
ー
ス
６
」
平
成
三
〇
年
一
二
月
三
日
放
映
）、
記
録
は
「
富
大
生
た
ち
が
奮

闘
！
芥
川
の
「
芋
が
ゆ
」
再
現
に
挑
戦
」
（http://w

w
w

.tulip-
tv.co.jp/new

s/detail/index.htm
l?TID

_D
T03=20181203184303

平
成
三
一
年
一
月
二
六
日
閲
覧
） 

二
二 

「
芋
が
ゆ 

い
と
う
ま
し 

芥
川
の
短
編
に
登
場
「
高
級
さ 

わ
か
っ
た
」 

富

大
生 

12
時
間
か
け
再
現
」（『
読
売
新
聞
』
富
山
地
域
面
、
平
成
三
〇
年
一
二

月
四
日
） 

二
三 

「
芥
川
の
芋
粥 

甘
く
さ
っ
ぱ
り 

平
安
貴
族
愛
し
た
菓
子
再
現 

富
大
人
文
学

部
生 

ナ
ツ
ヅ
タ
の
樹
液
煮
込
み
12
時
間
」（
『
富
山
新
聞
』
平
成
三
〇
年
一

二
月
三
日
） 

二
四 

前
掲
の
気
象
庁
の
記
録
に
よ
れ
ば
、一
月
九
日
の
最
低
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
一
・

六
度
、
一
〇
日
が
マ
イ
ナ
ス
二
・
九
度
、
一
一
日
が
二
・
四
度
と
推
移
し
て

お
り
、
こ
の
年
の
一
月
で
最
も
寒
い
時
期
で
あ
っ
た
。 

二
五 

石
橋
顕
「
古
代
の
甘
味
料

甘
葛
煎
の
は
な
し
」（
山
辺
規
子
編
著
『
甘
葛
煎

再
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
か
も
が
わ
出
版
、
平
成
三
〇
年
三
月
） 

二
六 

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
一
年
九
月
） 

二
七 

高
橋
博
史
『
芥
川
文
学
の
達
成
と
模
索
』（
至
文
堂
、
平
成
九
年
五
月
） 

二
八 

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
一
年
九
月
） 

二
九 

『
日
本
古
典
文
学
全
集
38 

今
昔
物
語
集
（
４
）』（
小
学
館
、
平
成
一
四
年
五

月
） 

三
〇 

『
国
史
大
系 

第
十
六
巻
』（
経
済
雑
誌
社
、
明
治
三
四
年
一
〇
月
） 

三
一 

『
改
定
史
籍
集
覧 

第
九
冊
』（
近
藤
活
版
所
、
明
治
三
四
年
六
月
） 

三
二 

『
丹
鶴
叢
書 

今
昔
物
語
下
』（
国
書
刊
行
会
、
大
正
元
年
一
二
月
） 
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