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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
「
橘
街
道
物
語
」と
題
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
「
橘
」
で
す
が
、
今
、
市
場
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ

も
そ
も
「
大や
ま
と和
橘た
ち
ば
な」
と
い
う
日
本
の
古
来
種
が
一
部
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
今
、
改
め
て
原
種
を
掘
り
起
こ
し
て
「
大
和
橘
」
を
育
て
活
用
し
た
い
と
、
奈
良
の
方
々
が
「
な
ら
橘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
す
す
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
な
ら
橘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
含
む
「
橘
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
一
昨
年
立

ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
活
動
を
紹
介
し
て
い
る
映
像
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
本
題
に
入
る
前
に
ま
ず
、
ま
ず
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
。

〈
映
像
〉

今
ご
覧
い
た
だ
い
た
映
像
は
、
近
畿
経
済
産
業
省
の
、
経
産
省
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
一
昨
年
か
ら
二
年
間
実
施
し
て

き
た
内
容
の
一
部
で
す
。
こ
こ
で
私
が
ご
紹
介
し
た
の
は
、
神
話
か
ら
始
ま
る
日
本
古
来
の
伝
説
も
含
め
て
の
歴
史
文
化
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と
、
そ
れ
が
食
と
い
う
一
つ
の
分
野
を
通
じ
て
未
来
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
道
筋
を
こ
の
な
か
に
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
な
の
で
す
。
た
だ
、
私
は
歴
史
の
専
門
家
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
と
申
し
ま
す
と
、
科
学
、

つ
ま
り
化
学
―
ば
け
が
く
―
の
ほ
う
の
専
門
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
ス
イ
ー
ツ
と
い
う
、
特
異
な
分
野
で
す
。
今
、

ス
イ
ー
ツ
学
と
い
う
領
域
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
ス
イ
ー
ツ
学
を
や
る
か
と
い
う
話
も
後
ほ
ど
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
が
、
最
近
、
歴
史
は
歴
史
だ
け
、
文
化
は
文
化
だ
け
、
そ
の
領
域
で
扱
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
話
で
は
な

く
て
、
歴
史
と
文
化
、
さ
ら
に
は
食
や
化
学
、
そ
う
い
う
の
を
す
べ
て
つ
な
げ
る
こ
と
で
一
つ
の
系
譜
が
出
来
上
が
っ
て

い
く
と
い
う
傾
向
が
非
常
に
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
橘
を
研
究
す
る
方
に
は
化
学
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
い
わ
ゆ
る
文
化
人
類
学
の
立
場
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
し
、
樹
木
や
造
園
に
知
識
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
「
橘
」
は
日
本
古
来
の
も
の
だ
け
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
レ
モ
ン
な
ど
の
柑
橘
系
の
も
の
、
シ
ト
ラ
ス
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
世
界

的
に
起
源
が
非
常
に
古
く
て
、
し
か
も
、
歴
史
文
化
と
も
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り
が
あ
る
の
で
、
時
間
が
あ
れ
ば
、
世
界
史

の
一
部
分
も
紹
介
で
き
た
ら
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
、
今
日
は
日
本
の
古
代
史
と
、
そ
の
歴
史
を
受
け
継
ぐ
神
社
、
あ
る

い
は
遺
跡
等
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ス
イ
ー
ツ
学
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
捉
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

は
い
、
そ
れ
で
は
、
橘
街
道
物
語
の
は
じ
め
に
、「
橘
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
中
か
ら
、
田た

道じ

間ま

守も
り

と
い
う
人
物
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
道
間
守
は
天
皇
家
に
仕
え
た
方
で
、
ど
の
あ
た
り
の
時
代
か
と
申
し
ま
す
と
、
だ
い
た
い
、
一
世
紀
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
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五
十
七
、八
年
ぐ
ら
い
と
い
う
―
―
こ
れ
は
正
し
い
か
ど
う
か
。
と
申
し
ま
す
の
は
古
事
記
と
か
特
に
日
本
書
紀
で
す
け

ど
、
日
本
書
紀
の
部
分
は
だ
い
た
い
天
皇
十
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
神
話
で
す
ね
。
二
〇
〇
年
間
生
き
た
天
皇
が
お
ら
れ
た
り

と
か
、
非
常
に
計
算
が
合
わ
な
い
ん
で
す
。
こ
の
お
話
に
出
て
く
る
垂
仁
天
皇
は
第
十
一
代
の
天
皇
で
す
。
天
皇
に
お
仕

え
し
て
い
た
田
道
間
守
は
、
体
調
を
く
ず
し
た
垂
仁
天
皇
を
な
ん
と
か
お
助
け
し
た
い
と
い
う
一
心
か
ら
、
不
老
不
死
の

妙
薬
を
常
世
の
国
へ
探
し
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
際
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
今
の
中
国
と
イ
ン
ド
の
ち
ょ
う
ど
間
ぐ
ら
い
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
中

国
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
地
域
で
、
や
っ
と
見
つ
け
て
持
ち
帰
っ
た
も
の
が
「
橘
」
で
し
た
。
つ
ま
り
、

元
々
柑
橘
系
が
よ
く
育
つ
と
こ
ろ
と
言
う
と
、
温
帯
か
ら
亜
熱
帯
に
か
け
て
な
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
言
う
と
、
イ
タ
リ

ア
な
ど
、
地
中
海
沿
岸
で
す
。
同
じ
よ
う
な
緯
度
で
ず
っ
と
い
き
ま
す
と
、
だ
い
た
い
、
先
ほ
ど
お
話
し
た
辺
り
に
な
り

ま
す
。

そ
し
て
不
老
不
死
の
妙
薬
「
橘
」
を
見
つ
け
た
田
道
間
守
が
、
や
っ
と
帰
国
し
て
み
た
ら
、
も
う
す
で
に
垂
仁
天
皇
は
亡

く
な
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
を
悲
し
ん
だ
田
道
間
守
は
自
害
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
物
語
の
始
ま
り
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
の
時
に
持
ち
帰
っ
た
橘
の
木
だ
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
地
域
は
、
だ
い
た
い
、
本
州
、
和
歌
山
あ
た
り
か
ら
九

州
ぐ
ら
い
の
山
間
地
域
に
ま
た
が
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
原
種
、
つ
ま

り
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
、
そ
の
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
「
大
和
橘
」
で
す
。
た
だ
、
実
際
に
今
あ
る

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
ご
く
一
部
の
地
域
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
「
高
麗
橘
」
で
す
。
大
概
は
こ
ち
ら

の
ほ
う
に
属
す
る
の
で
、「
大
和
橘
」と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。



─116─

で
は
本
当
に
「
大
和
橘
」
は
存
在
し
た
の
か
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す

が
、「
左
近
の
桜
、
右
近
の
橘
」
と
い
う
呼
び
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
左
大
臣
、
右
大
臣
か
ら
き
た
表
現
で
、
紫
宸
殿

の
正
面
の
左
右
に
植
え
ら
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
正
対
し
て
東
に
桜
、
西
に
は
橘
を
植
え
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
神
社
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
神
社
の
そ
の
場
所
を
探
し
に
い
け
ば
「
大
和
橘
」
が

見
つ
か
る
ん
で
す
。
今
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
「
な
ら
橘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
は
西
大
寺
、
い
わ
ゆ
る

宗
派
天
台
宗
の
総
本
山
に
な
り
ま
す
。
そ
ち
ら
の
右
近
の
橘
を
分
け
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
苗
分
け
を
し
て
、
今
育
て
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。
二
〇
〇
〇
本
ぐ
ら
い
に
増
や
し
た
い
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
橘
が
不
老
不
死
の
妙
薬
だ
と
言
わ
れ
た
理
由
は
、
そ
れ
な
り
に
あ
る
は
ず
で
す
。
田
道
間
守
が
行
っ

た
先
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
を
と
り
あ
え
ず
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
い
う
話
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
私
は
そ
の
な
か
に
、

長
寿
、
あ
る
い
は
不
老
不
死
の
妙
薬
と
呼
ば
れ
る
何
か
科
学
的
な
根
拠
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
過
去
の
歴
史

か
ら
現
代
に
つ
な
が
っ
て
い
く
物
語
を
想
像
し
て
み
た
の
で
す
。
ま
さ
に
今
、
少
子
高
齢
化
の
時
代
を
迎
え
て
、
不
老
不

死
と
ま
で
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
い
か
に
健
康
で
長
寿
を
ま
っ
と
う
で
き
る
か
っ
て
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
る
時
代
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
、
そ
う
い
う
も
の
を
使
っ
て
何
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
の
で
す
。

し
か
も
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
昔
か
ら
「
橘
」
を
お
菓
子
に
応
用
し
た
事
例
が
い
く
つ
か
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
私
は

ス
イ
ー
ツ
学
と
い
う
研
究
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
が
、
単
に
お
い
し
い
お
菓
子
を
作
る
こ
と
を
大
学
で
研
究
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
菓
子
と
言
い
ま
す
と
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
甘
い
と
か
、
糖
分
の
摂
り
す
ぎ
、
あ
る
い
は
脂
肪
分
の
摂
り
す
ぎ
と
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い
う
展
開
に
な
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
控
え
た
ほ
う
が
い
い
よ
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を

食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
健
康
に
な
る
よ
う
な
、
体
に
い
い
材
料
か
ら
お
菓
子
を
作
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
研

究
で
す
。
そ
こ
で
「
橘
」を
い
く
つ
か
の
分
野
か
ら
研
究
し
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
技
術
的
な
面
で
は
、
橘
の
実
を
使
っ
て
、
そ
の
成
分
を
い
か
に
抽
出
し
て
お
菓
子
の
中
に
入
れ
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
次
に
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
文
化
で
す
。
お
菓
子
は
元
々
、
歴
史
文
化
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
ま
し
て
、
例

え
ば
、
慶
弔
事
は
含
め
て
全
て
お
菓
子
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
又
、
特
に
、
地
域
の
お
祭
り
や
祝
賀
の
時
も
絶
え
ず
菓
子

を
考
え
出
し
て
創
っ
て
き
た
文
化
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
文
化
と
つ
な
が
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
私
は
歴
史
文
化
と
、

技
術
を
融
合
さ
せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
田
道
間
守
は
、
菓
祖
神
、
お
菓
子
の
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
聞
き
に
な
っ
た
こ

と
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
兵
庫
県
の
豊
岡
に
行
き
ま
す
と
、
中
嶋
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
田
道

間
守
命
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
毎
年
、
菓
子
祭
が
開
催
さ
れ
全
国
の
菓
子
業
者
が
お
参
り
に
来
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
中

嶋
神
社
の
祭
神
と
な
っ
た
田
道
間
守
は
豊
岡
で
亡
く
な
ら
れ
た
の
か
な
と
思
っ
た
ら
、
同
じ
よ
う
な
逸
話
が
い
く
つ
か
出

て
き
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
橘
街
道
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
調
べ
て
い
く
と
、
い
っ
た
い
ど
れ
が
本
当
な
の
か
、
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

先
ほ
ど
も
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
田
道
間
守
は
垂
仁
天
皇
の
命
令
を
受
け
て
「 

非と
き
じ
く
の
か
ぐ
の
こ
の
み

時
香
菓 

」、
難
し
い
言
い
方
を

し
ま
す
け
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
橘
の
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
探
し
に
行
っ
て
、
帰
っ
て
き
た
ら
天
皇
が
亡
く
な
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
結
果
、
持
ち
帰
っ
た
も
の
は
、
柑
橘
系
の
苗
、
今
の
ミ
カ
ン
の
原
種
と
な
っ
て
、
全
国
に
広
が
っ
た
と
い
う
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ふ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

現
在
の
ミ
カ
ン
で
す
が
、
少
し
不
思
議
に
思
う
部
分
が
あ
る
ん
で
す
。
橘
の
い
わ
ゆ
る
香
り
と
か
内
容
か
ら
す
る
と
、

例
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
シ
シ
リ
ー
な
ん
か
に
あ
る
シ
ト
ラ
ス
の
よ
う
な
香
り
を
用
い
た
の
か
な
と
思
っ
た
ら
、
ミ
カ
ン
は
や

わ
ら
か
い
皮
と
中
の
ふ
わ
ふ
わ
の
実
を
食
べ
る
と
い
う
、
日
本
産
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
キ
ス
ト
と
か
の
オ
レ
ン

ジ
と
も
異
な
る
ん
で
す
ね
。
全
然
違
う
タ
イ
プ
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
す
ご
く
不
思
議
で
、
ま
だ
こ
こ
の
部

分
は
も
う
ち
ょ
っ
と
解
明
し
な
い
と
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
接
ぎ
木
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
く
う
ち

に
、
今
の
ミ
カ
ン
が
誕
生
し
て
い
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
だ
よ
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

話
が
そ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
田
道
間
守
が
持
ち
帰
っ
た
橘
が
「
大
和
橘
」
の
種
類
で
、
な
ぜ
こ
れ
が
非
常
に
い
い
と
さ
れ

た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
常
緑
樹
で
ず
っ
と
葉
っ
ぱ
を
つ
け
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
人
間
に
置
き
換
え
る
と
、
不
死
の

意
味
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
一
つ
の
枝
に
も
の
す
ご
く
実
が
な
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
は
り
子
孫
が
繁
栄

す
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
神
社
に
右
近
の
橘
と
し
て
植
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

と
こ
ろ
で
六
〇
〇
年
代
に
唐
か
ら
菓
子
が
入
っ
て
き
ま
す
。「
唐
果
子
」と
書
い
て
「
と
う
く
だ
も
の
」と
読
み
ま
す
。
菓

子
の
「
菓
」
と
い
う
の
は
草
か
ん
む
り
を
つ
け
て
初
め
て
「
菓
子
」
と
い
う
か
た
ち
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、

お
菓
子
の
元
は
フ
ル
ー
ツ
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
は
っ
き
り
と
そ
の
原
点
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
な
る
と
、

こ
の
「
大
和
橘
」
は
か
な
り
真
実
性
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
か
、
お
菓
子
の
も
と
に
使
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
お
菓
子
と
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
け
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
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で
は
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
不
老
不
死
な
の
か
と
い
う
点
で
す
が
、
最
近
の
調
査
研
究
、
私
も
こ
の
柑
橘
系
の
こ
と

を
扱
っ
て
い
る
の
で
、
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。
最
近
の
研
究
で
、
な
ん
と
抗

認
知
症
の
効
果
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
す
ご
い
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
に
わ
か
に
色
め

き
立
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
医
学
的
な
治
験
を
得
な
が
ら
す
す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
部
分
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
効
果
に
は
、
ど
う
や
ら
ノ
ビ
レ
チ
ン
と
呼
ば
れ
る
物
質
が
関
与
し
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
な
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
認
知
症
の
一
因
で
も
あ
る
脳
梗
塞
の
治
療
薬
に
使
わ
れ
て
い
る
お
薬
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
大
量
に

「
大
和
橘
」
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
他
の
種
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
ぐ
ん
と
少
な
い

ん
で
す
ね
。
み
か
ん
の
果
実
、
皮
の
部
分
に
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
。

こ
の
研
究
を
す
す
め
て
い
る
の
が
、
宮
崎
県
―
こ
れ
は
私
と
宮
崎
県
の
共
同
研
究
し
て
い
る
部
分
な
の
で
、
あ
と
で
お

話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
― 

他
に
は
静
岡
県
立
大
学
で
も
、
い
ろ
い
ろ
柑
橘
系
果
皮
の
研
究
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、

こ
の
橘
の
実
の
部
分
が
だ
い
た
い
実
証
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
歴
史
的
に
い
い
と
言
わ
れ
た
も
の

を
、
現
在
の
科
学
で
分
析
し
て
み
る
と
、
意
外
と
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
ね
。
ど
う
や
ら
、
不
老
不
死
と
ま
で

も
い
か
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
将
来
に
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
く
る
話
で
す
。

さ
て
、
い
わ
ゆ
る
田
道
間
守
と
橘
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
土
地
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
五
つ
ぐ
ら
い
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

地
方
に
行
き
ま
す
と
、
も
っ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
が
今
回
は
挙
げ
て
お
り
ま
せ
ん
（
図
１
）。

ま
ず
一
つ
目
で
す
が
、
垂
仁
天
皇
陵
で
す
。
こ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
奈
良
市
の
尼
ヶ
辻
と
呼
ば
れ
る

地
域
で
す
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
が
垂
仁
天
皇
陵
ら
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
１
）。
な
に
し
ろ
、
十
一
代
天
皇
で
す
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か
ら
、
資
料
的
に
は
非
常
に
確
定
し
に
く
い
時
代
で
す
か
ら
、
例
え
ば
仁
徳
陵
の
よ
う
に
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
さ
き
ほ
ど
お
話
い
た
し
ま
し
た
中
嶋
神
社
（
写
真
２
）、
こ
れ
は
豊
岡
市
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外

に
例
え
ば
、
廣
瀬
大
社
（
写
真
３
）、
こ
れ
は
奈
良
県
の
北
葛
城
郡
に
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
も
奈
良
の
尼
ヶ
辻
の
北
側
で
す
。

さ
ら
に
は
橘
寺
で
す
ね
（
写
真
４
）。
こ
れ
は
有
名
な
明
日
香
村
の
地
域
に
あ
た
り
ま
す
。
ど
う
も
橘
街
道
と
呼
ば
れ
た
街

道
は
、
こ
の
橘
寺
辺
り
か
ら
出
発
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
橘
寺
が
終
点
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら

そ
こ
が
起
点
ら
し
い
の
で
す
。
た
だ
、
田
道
間
守
の
言
い
伝
え
の
あ
る
五
十
七
年
の
年
代
と
は
整
合
性
が
と
れ
な
い
ん
で

す
。
ど
う
も
、
あ
と
か
ら
加
え
ら
れ
た
話
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
橘き
つ
も
と本

神
社
で
す
（
写
真
５
）。
和
歌
山
県
の
海
南
市
に
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
こ
う
い
う
「
橘
」

写真１

写真２

写真３
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の
字
を
冠
し
た
地
名
と
か
お
寺
と
か
が
、
九
州
や
他
の
地
域
に
も
結
構
存
在
し
ま
す
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
田
道
間
守
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
、
と
な

る
と
、
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
懐
疑
的
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
後
か
ら
橘
の
木
を
分
け
て

い
っ
て
、
植
え
て
い
っ
た
時
に
た
く
さ
ん
植
え
た
と
こ
ろ
と
か
、
そ
れ
が
植
わ
っ
て
い

る
か
ら
橘
と
い
う
名
前
を
つ
け
ま
し
ょ
う
と
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
歴

史
に
ご
興
味
を
お
持
ち
の
方
で
し
た
ら
、
奈
良
の
政
権
が
で
き
始
め
た
六
〇
〇
年
代
の

頃
に
橘
氏
と
い
う
豪
族
、
部
族
が
あ
っ
た
の
を
ご
記
憶
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
橘
一

族
は
ど
う
や
ら
、
こ
の
橘
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
植
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
紋
章
に
も

使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
《
図
１
》
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
兵
庫
県
豊
岡
の
中
嶋
神

社
、
垂
仁
天
皇
陵
、
廣
瀬
大
社
、
橘
寺
、
そ
し
て
和
歌
山
に
入
り
ま
し
て
橘
本
神
社
と

並
び
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
近
畿
エ
リ
ア
の
な
か
に
こ
れ
だ
け
橘
に
ま
つ
わ
る
場

所
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
つ
な

い
で
何
か
橘
に
基
づ
く
お
菓
子
と
結
び
つ
け
て
経
済
発
展
の
原
動
力
に
し
よ
う
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
橘
は
売
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
く
、
実
は
こ
れ
か
ら
栽
培
し
よ
う
と
い
う
段
階
な
の
で
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
二
、

三
年
先
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
あ
る
程
度
、
手
に
入
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
に

写真４写真５
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な
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
う
ち
ょ
っ
と
だ
け
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
垂
仁

天
皇
陵
の
な
か
に
島
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
写
真
６
）。
こ
れ
は
前
方
後
円

墳
な
の
で
、
ち
ょ
う
ど
手
前
ぐ
ら
い
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
鳥
居
が
立
っ
て
い
ま
し

て
、
こ
の
島
が
帰
っ
て
き
て
自
害
さ
れ
た
田
道
間
守
を
祀
っ
た
場
所
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
忠
義
を
尽
く
し
た
こ
と
か
ら
垂
仁
天
皇
の
お
墓
の
前
に

葬
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中な

か
し
ま島
で
す
ね
。
つ
ま
り
中
嶋
神
社
と
い
う
の
は
こ

こ
か
ら
き
て
お
り
ま
す
。

次
に
こ
の
中
嶋
神
社
で
す
が
、
こ
れ
は
い
つ
の
建
立
か
と
言
い
ま
す
と
、
六
〇
六

年
の
建
立
ら
し
い
の
で
す
。
田
道
間
守
の
子
孫
が
そ
の
先
祖
を
祀
っ
た
神
社
を
建
て

た
と
い
う
こ
と
に
ど
う
や
ら
由
来
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
田

道
間
守
は
お
菓
子
の
神
様
な
の
で
、
毎
年
全
国
の
菓
子
業
者
さ
ん
が
お
詣
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
時
期
は
途
絶
え

た
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
ず
っ
と
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
で
す
け
れ
ど
、
垂
仁
天
皇
陵
の
す
ぐ
近
く
に
廣
瀬
大
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
少
し
伝
説
め
い
た
話
に
な
る
ん

で
す
。
こ
の
土
地
は
い
く
つ
か
の
支
流
が
流
れ
こ
ん
で
い
て
、
非
常
に
河
川
が
合
流
す
る
地
点
で
あ
っ
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
地
域
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
、
水
神
様
を
祀
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き

に
水
神
様
を
祭
る
と
、
翌
日
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
オ
ー
バ
ー
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
と
に
か
く
そ
の
場
所
に
タ
チ 写真６
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バ
ナ
の
木
が
一
夜
に
し
て
芽
を
ふ
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
廣
瀬
大
社
の
縁
起
に
も
「
崇
神
天
皇
九
年
（
前

八
十
九
年
）
廣
瀬
の
河
合
の
里
長
に
御
信
託
が
あ
り
、
沼
地
が
一
夜
で
陸
地
に
変
化
し
、
橘
が
数
多
く
生
え
た
。」
と
あ
り

ま
す
。
原
因
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
タ
チ
バ
ナ
の
木
が
こ
こ
の
地
域
に
す
ご
く
育
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
橘
の
本
家
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
り
し
て
い
る
ん
で
す
。

こ
こ
で
少
し
不
思
議
な
の
は
、
こ
れ
は
垂
仁
天
皇
の
前
の
天
皇
、
十
代
の
祟
神
天
皇
の
頃
の
話
な
ん
で
す
ね
。
す
る
と

田
道
間
守
が
わ
ざ
わ
ざ
中
国
に
行
っ
て
橘
の
木
を
持
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
の
時
代
と
合
わ
な
く
な
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
あ
た
り
が
非
常
に
歴
史
的
に
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
四
つ
目
で
す
ね
。
橘
寺
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
古
墳
群
で
知
ら
れ
て
い
る
明
日
香
村
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は

田
道
間
守
が
持
ち
帰
っ
た
橘
の
実
―
―
橘
の
実
と
は
絵
を
見
た
ら
橘
の
苗
木
と
か
、
あ
る
い
は
枝
葉
だ
け
で
す
け
ど
―
こ

れ
を
植
え
た
場
所
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
六
八
〇
年
よ
り
も
前
だ
と
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
何
年
に
植
え

た
か
は
、
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

続
き
ま
し
て
海
南
市
の
橘
本
神
社
、
こ
れ
は
私
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
田
道
間
守
を
祀
る
神
社
で
す
。
こ
ち
ら

も
橘
の
木
を
田
道
間
守
が
最
初
に
植
え
た
土
地
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
も
同
じ
言
い
伝
え
が
あ
り
ま

し
た
が
、
い
く
つ
か
苗
木
を
育
て
て
お
い
て
そ
れ
を
広
め
た
土
地
だ
と
い
う
言
い
伝
え
方
を
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
も
み
か
ん
祭
り
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
全
国
の
お
菓
子
屋
さ
ん
か
ら
お
菓
子
の
奉
納
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
で
は
「
橘
」
の
発
祥
の
地
は
ど
こ
な
の
か
、
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
垂
仁
天

皇
説
、
垂
仁
天
皇
の
お
墓
の
尼
ヶ
辻
の
地
域
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
橘
本
神
社
な
の
か
、
あ
る
い
は
兵
庫
県
の
豊
岡
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の
中
嶋
神
社
な
の
か
。
た
だ
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
は
っ
き
り
ど
ち
ら
か
に
白
黒
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
歴
史
上
、
お

そ
ら
く
、
こ
れ
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
行
基
と
か
あ
る
い
は
弘
法
大
師
、
役
の
小
角
な
ど
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ

に
現
れ
て
―
実
際
本
人
が
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
別
と
し
て
も
―
そ
の
場
所
ご
と
に
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
田
道
間
守
と
の
縁
を
伝
説
と
し
て
残
っ
て
い
る
た
め
に
、
い
ろ
ん
な
地
域
で
そ
れ
を
祀
ろ
う
と

し
た
動
き
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
。
そ
の
「
橘
」
の
樹
を
街
路
樹
に
植
え
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
鑑
真
和
上
を
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
鑑

真
和
上
が
中
国
か
ら
日
本
に
六
回
目
の
渡
航
で
や
っ
と
到
着
し
た
の
は
七
五
三
年
で
す
。
そ
の
時
に
は
も
う
失
明
し
て
い

た
の
で
す
が
、
鑑
真
和
上
を
日
本
へ
招
聘
し
た
人
が
普
照

法
師
で
、
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
渡
っ
て
い
た
時
の
出
合
が

き
っ
か
け
で
し
た
。
こ
の
普
照
法
師
が
日
本
で
最
初
に
街

路
樹
を
植
樹
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

街
路
樹
に
植
え
た
の
が
「
橘
」で
し
た
。

平
安
京
と
平
城
京
を
結
ぶ
三
つ
の
古
い
古
道
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
う
ち
の
真
ん
中
の
中
ツ
道
と
呼
ば
れ
る
と
こ

ろ
に
も
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
地
図
を
見
て
み
ま
す
と
（
図

２
）、
中
ツ
道
は
、
幅
に
す
る
と
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
メ
ー

ト
ル
ぐ
ら
い
で
す
。
近
年
の
発
掘
調
査
で
、
そ
の
道
の
存

図２
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在
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
、
奈
良
盆
地
を
南
北
に
走
る
古
道
の
一
つ
で
、
平
城
京
が

造
成
さ
れ
る
と
き
に
一
応
基
本
的
な
道
が
で
き
た
よ
う
で

す
。
こ
の
両
側
に
橘
の
木
を
植
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
今
の
と
こ
ろ
一
番
確
実
な
見
解
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
中

ツ
道
が
橘
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説

に
つ
な
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
し
て
「
橘
」
を

植
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
非
常
に
強
い
木
で
年
中

青
々
と
し
て
い
て
、
夏
に
は
日
影
が
で
き
る
。
す
る
と
、
往

来
す
る
人
達
が
木
陰
で
休
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
実

が
な
れ
ば
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
理
由
か
ら
、「
橘
」
の
並
木
道
が
で
き
あ
が
っ
た
よ
う
で

す
。さ

て
、「
橘
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
話
に
も
ど
り
ま
す

（
表
１
、２
、３
）。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
経
済
産
業
省
近
畿

経
済
産
業
局
が
推
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
歴
史
・
文
化

を
ス
ト
ー
リ
ー
化
し
た
地
域
活
性
化
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

表１

プロジェクトについて H26.S 
返●鰻廣量重愚

＊●衝iiブロジェクトとは
約2000年轄に・仁天皇の●を畳け.IBil襴守 （たじ●もり）が 『鸞憧の●Jから掲ち蝙った r●』が
『日＊の●子の元糧Jと言われることから．
『●J一●そのもの、重いは日＊の文化の●●とも雷える●れた戴子

瓢じて日拿の■吏 ・文化．心蠣．●塵惰、ものづくり饉鶴馨とこれらの融會
r蜀遍』＝寓順の蜀遍のみならず、これらをil!lる方遍 （●光ルーt-.麟たな●●の遍）

と●み●え ~ ●や●子と●々な賣量の鵬食により▲日拿の心の●かさ甕憧界に覺置し．論●の漬性化琶
●ろうとする書蝙の取饂みの●事で....
近●編濱●●●は、●●eはじめとした近●一円に鱈がる●嚢i1.プロジェクトを支鍾して● •J ●す ．

.,,, 
紐 ぷ ,r-↓*

山遁l作り

隕索のiii
.. &闇夷．

庫鵡幽ほ』
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表２

表３
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ク
の
構
築
を
目
指
し
た
も
の
で
す
。
先
行
事
例
と
し
て
、
初
め
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
「
な
ら
橘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
あ

り
ま
す
。「
大
和
橘
」を
植
樹
・
育
成
し
、
収
穫
・
活
用
す
る
こ
と
で
地
域
の
発
展
を
目
指
し
て
お
ら
れ
て
、
毎
年
六
〇
本
の

植
樹
、
そ
し
て
今
年
は
先
ほ
ど
の
「
中
ツ
道
」
に
二
千
本
植
え
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
一
方
で
は
菓
祖
を

祀
る
中
嶋
神
社
も
、
四
月
の
「
菓
子
祭
」
と
、
そ
の
前
日
の
「
菓
子
祭
前
日
祭
」
な
ど
、「
菓
子
の
都
市
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
経
済
産
業
省
が
こ
れ
ら
を
つ
な
い
で
「
橘
街
道
」
と
し
て
は
ど
う
か
い
う
こ
と

で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
動
き
始
め
た
わ
け
で
す
（
図
３
）。
た
だ
、
こ
れ
は
平
面
的
な
話
で
、
道
と
し
て
の
街
道
を
さ

し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
、
そ
の
橘
の
実
が
現
在
の
お
菓
子
に
ど
こ
ま
で
、
ど
ん
な
か
た
ち
で
生
か
さ
れ
た
り
、
結

び
つ
い
て
き
て
い
る
の
か
に
、
む
し
ろ
興
味
を
惹
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
踏
ま
え
て
、
話
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

現
在
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
と
し
て
、
日
本
で
買
い
物
や
、
観
光
、
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
文
化
を
楽
し
む
観
光
客

数
、
特
に
ア
ジ
ア
の
方
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
す
す
め
る
に
あ

た
っ
て
、
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
海
外
か
ら
見
た
時
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
観
光
ル
ー
ト
も
作
り
、
街
道

も
整
備
し
て
、「
橘
」
の
商
品
開
発
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
要
す
る
に
日
本
の
歴
史
文
化
を
ス
ト
ー
リ
ー
と
し

て
も
り
こ
み
、
そ
の
土
地
か
ら
獲
れ
る
農
産
品
を
使
っ
て
―
今
回
の
場
合
、
橘
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
―
地
域
活
性
化

に
つ
な
げ
る
、
ま
た
、
そ
れ
が
将
来
の
日
本
人
の
健
康
長
寿
に
結
び
つ
く
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
目
指
す
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
私
も
参
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
観
光
商
品
の
開
発
で
は
な
く
、「
橘
」
の
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実
か
ら
取
り
出
し
た
、
例
え
ば
橘
の
果
汁
で
あ
る
と
か
、
皮

で
あ
る
と
か
、
実
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
を
ど
う
に
か
お
菓
子

に
利
用
で
き
な
い
か
と
い
う
、
お
菓
子
の
素
材
と
し
て
の
研

究
、
つ
ま
り
技
術
的
な
側
面
を
お
受
け
し
た
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
、
技
術
的
な
お
話
を
す
る
前
に
、
ま
ず
は
日
本
に
お

け
る
お
菓
子
の
歴
史
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
（
表

４
）。ま

ず
、
七
十
一
年
。
こ
の
時
代
で
す
か
ら
そ
れ
ほ
ど
正
確

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、「
橘
」が
持
っ
て
帰
ら
れ

た
年
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
し
ば
ら
く
の
ち
、
五
五
二
年
、
ま

だ
大
化
の
改
新
が
起
こ
る
前
で
す
け
れ
ど
、
小
豆
と
か
大
豆

と
か
を
使
っ
た
餅
が
存
在
し
た
よ
う
で
す
。
次
に
七
〇
五

年
、
日
本
書
紀
の
史
実
の
中
に
唐
菓
子
八
種
、
果か
へ
い餅
十
四
種

が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
唐か

ら
く
だ
も
の

果
物
」
が

こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
唐
か
ら
献
上
さ
れ
て
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
最
初
の
お
菓
子
だ
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

表４

子の歴史

71年 田道問守が橘を持ち帰る
552年大豆闘、小豆鯖が存在
705年 唐 菓 子8種菓餅（かへい） 14種の輸入

754年 鑑真により蜂蜜、惹糖の伝来
806年 層より煎酬の製法が伝来
927年 延喜式大膳職の材料に「欄」がある

1214年 栄西上人、 「喫茶養生記」を記す
茶道、点心の普及

1241年 聖一国誦、宋より酒素饉頭を伝える
1341年 林浄因が元より霞頭の製法を伝える
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そ
の
あ
と
、
実
は
こ
の
時
代
に
は
甘
藷
ぐ
ら
い
し
か
入
っ
て
き
て
い
な
い
で
す
ね
。
甘
み
成
分
は
甘
草
ぐ
ら
い
の
も
の

で
し
た
。
鑑
真
和
上
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
蜂
蜜
・
石
蜜
と
蔗
糖
（
日
本
に
初
め
て
伝
わ
っ
た
お
砂
糖
で
す
。）
で
、

実
際
は
、
普
通
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
か
な
り
後
で
、
庶
民
に
は
手
の
届
か
な
い
も
の
で
し
た
。
だ
い
た
い

日
宋
貿
易
ぐ
ら
い
の
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く
―
高
い
で
す
け
ど
―
砂
糖
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
、
八
〇
六
年
に
煎
餅
の
製
法
が
伝
来
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
橘
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
が
九
二
七
年
で
す
ね
。

『
延
喜
式
』
と
い
う
、
当
時
の
法
典
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
の
中
に
大
膳
職
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
食
事
を

司
る
役
職
、
今
で
い
う
食
糧
庁
に
当
た
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
食
糧
管
理
さ
れ
て
い
る
食
材
の
中
に
「
橘
」
が
出
て
き
ま
す
。

例
え
ば
、
大
豆
や
お
米
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
橘
」
も
列
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
栽
培
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
九
二
七
年
の
史
実
と
し
て
、
す
で
に
「
橘
」が
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
時
代
は
い
っ
き
に
飛
び
ま
す
。
一
三
四
一
年
に
林
浄
因
―
林り
ん

さ
ん
が
そ
の
当
時
の
中
国
、
元

か
ら
饅
頭
の
製
法
を
伝
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
よ
り
も
一
〇
〇
年
前
の
一
二
四
一
年
に
饅
頭
の
も
と
と
な
る
形
で
、

酒
素
饅
頭
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
日
本
の
聖
一
国
師
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
一
気
に
、
い
わ
ゆ
る
和

の
饅
頭
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
の
が
栄
西
上
人
の
記
し
た
『
喫
茶
養
生
記
』

な
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
点
心
と
茶
道
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
て
、
ま
ず
点
心
と
言
う
の
は
中
国
で
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す

け
れ
ど
、
飲
茶
の
時
、
中
国
茶
と
一
緒
に
食
べ
る
お
菓
子
の
類
の
こ
と
で
す
。
元
々
は
別
に
甘
い
も
の
を
指
し
て
い
な
か
っ

た
ん
で
す
。
中
国
で
は
朝
と
晩
が
食
事
で
、
昼
間
は
飲
茶
の
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
習
慣
で
す
け
れ
ど
、
中

に
は
甘
い
点
心
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
餡
が
入
っ
て
い
る
も
の
と
か
一
部
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
茶
道
が
流
行
っ
て
き
た
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た
め
に
、
そ
の
点
心
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
、
後
に
は
、
い
た
だ
く
時
の
作
法
も
確
立
さ
れ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
で
は
、

そ
の
お
茶
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
飲
ま
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

少
し
話
が
外
れ
ま
す
が
、
こ
の
時
代
に
日
本
で
飲
ん
で
い
た
の
は
、
岩が

ん

茶ち
ゃ

、（
岩い
わ

と
い
う
字
を
書
く
ん
で
す
が
）
で
、
お

茶
を
固
め
て
ナ
イ
フ
で
削
っ
て
そ
れ
を
粉
に
し
て
飲
ん
だ
ん
で
す
。
そ
れ
が
日
本
の
抹
茶
の
原
点
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は

当
時
の
元
で
す
。
つ
ま
り
モ
ン
ゴ
ル
の
平
原
で
ず
っ
と
そ
う
い
う
か
た
ち
で
飲
ま
れ
て
い
た
元
々
の
お
茶
が
、
日
本
に
伝

わ
っ
て
抹
茶
が
起
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
は
こ
の
後
、
中
国
か
ら
抹
茶
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
中
国
と
い
う
と
こ
ろ

は
常
に
政
権
が
交
代
し
て
い
ま
す
か
ら
、
世
代
が
変
わ
れ
ば
ま
っ
た
く
文
化
も
な
く
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
当
時
、
茶

碗
も
す
ご
く
高
価
な
も
の
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
ご
承
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
有
名
な
天
目
茶

碗
な
ん
か
、
三
種
類
と
も
日
本
に
あ
り
ま
す
。
中
国
に
は
一
つ
も
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
で
、
日
本
に
貴
重
な
茶

碗
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

当
時
、
そ
の
中
国
の
お
茶
が
一
番
よ
か
っ
た
時
代
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
非
常
に
高
か
っ
た
ん
で
す
ね
。「
東
方
美
人
」

と
い
う
お
茶
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
、
お
そ
ら
く
グ
ラ
ム
で
い
う
と
、
金
と
ほ
ぼ
一
緒
ぐ
ら
い
の
値
段
に
上
が
っ

て
し
ま
っ
た
。
東
洋
に
非
常
に
飲
み
物
で
い
い
も
の
が
あ
る
ぞ
と
い
う
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
そ
の
当
時
も
海
洋
国
で
し

た
か
ら
、
船
で
出
か
け
て
行
っ
て
、
じ
ゃ
あ
そ
れ
を
仕
入
れ
て
こ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
。
お
茶
だ
け
で
は
な
く
て
実
際
に

は
ト
ル
コ
経
由
で
ず
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
っ
て
く
る
ス
パ
イ
ス
、
胡
椒
の
類
が
欲
し
く
て
来
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
お
茶

が
良
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
が
、「
東
方
美
人
」
が
高
す
ぎ
て
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
か
ら
紅
茶
を
持
っ
て

帰
っ
た
ん
で
す
ね
。
紅
茶
を
持
っ
て
帰
っ
た
の
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
抽
出
し
て
み
た
ら
苦
く
て
飲
め
な
い
。
当
時
、
イ
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ギ
リ
ス
人
は
何
を
飲
ん
で
い
た
か
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
ク
と
か
そ
う
い
っ
た
類
の
も
の
し
か
飲
ん
で
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

お
茶
が
な
か
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
「
お
砂
糖
を
入
れ
よ
う
」「
ミ
ル
ク
を
入
れ
よ
う
」
と
な
り
、
こ
れ
が

今
の
紅
茶
の
起
源
で
す
ね
。
な
ぜ
紅
茶
に
砂
糖
を
入
れ
る
ん
だ
と
い
う
の
は
、
飲
め
な
か
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
と
い

う
こ
と
で
、
日
本
で
は
別
に
紅
茶
に
砂
糖
を
入
れ
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
普
通
の
お
茶
の
よ
う
に
飲
め
ば
い
い
わ
け
で
、

た
だ
、
そ
の
あ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
も
さ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
お
茶
の
文
化
と
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
の
国
の
伝
統
に
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
か
ら
。
外
で
学
ん
だ
文
化
を
自
国
の
も
の
に
し
て
、
自
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
育
て
て
い
く
と
い
う
の
は
ど

こ
の
国
で
も
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
菓
子
に
合
う
も
の
を
ず
っ
と
探
し
て

い
た
と
い
う
話
を
僕
は
よ
く
語
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
う
い
う
お
菓
子
は
い
わ
ゆ
る
焼
き
菓

子
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
焼
き
菓
子
に
合
う
も
の
を
探
し
た
の
が
結
果
的
に
紅
茶
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
も
と
め
て
い
た

焼
き
菓
子
と
合
う
お
茶
は
、
ウ
ー
ロ
ン
茶
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
お
茶
と
ケ
ー
キ
の
相
性
の
研
究
も
し
て
い
る
ん
で
す
。

何
が
ど
れ
に
合
う
か
っ
て
い
う
の
は
こ
う
い
っ
た
時
代
の
こ
と
が
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
歴
史
文
化
は
非
常
に
結
果

を
残
し
て
く
れ
て
ま
す
か
ら
、
歴
史
が
二
千
年
経
つ
と
新
し
い
味
覚
が
突
然
生
ま
れ
て
く
る
と
か
、
ま
っ
た
く
変
化
し
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
歴
史
と
か
文
化
を
勉

強
す
る
こ
と
は
将
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
話
を
戻
し
ま
す
。
歴
史
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
そ
の
こ
と
が
結
局
、
ど
ん
な
ふ
う
に
役
に
立
っ
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

じ
つ
は
、
こ
の
「
橘
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
お
話
が
あ
る
前
か
ら
柑
橘
系
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
宮
崎
県
産
の
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柑
橘
系
で
、
例
え
ば
金
柑
、
日
向
夏
、
平へ

べ

す

兵
衛
酢
―
―
平
兵
衛
酢
と
い
う
の
は

ち
ょ
う
ど
柚
子
の
よ
う
な
青
い
も
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
三
つ
の
柑
橘
系
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
た
お
菓
子
を
考
案
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
が
あ
っ
て
、

研
究
を
す
す
め
て
い
た
ん
で
す
ね
。
実
際
に
製
品
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
７
）。

写
真
の
一
番
左
上
の
も
の
は
、
金
柑
を
使
っ
た
シ
ョ
コ
ラ
で
す
。
金
柑
は
皮
し

か
食
べ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
こ
の
皮
は
も
ち
ろ
ん
金
柑
の
皮
で

す
。
中
身
も
金
柑
で
す
ね
。
甘
露
煮
と
か
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
ケ
ー
キ
に
仕
上

げ
て
い
ま
す
。
そ
の
右
横
の
シ
ョ
コ
ラ
は
、
日
向
夏
と
呼
ば
れ
る
ち
ょ
っ
と
皮

の
外
側
と
、
ザ
ボ
ン
の
よ
う
な
厚
い
肉
厚
が
あ
っ
て
中
身
が
あ
る
も
の
を
使
っ

て
い
ま
す
。
柑
橘
系
は
皮
を
使
わ
な
い
と
香
り
が
飛
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
例

え
ば
、
オ
レ
ン
ジ
と
か
レ
モ
ン
を
想
像
し
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
り
ま
す
け
れ

ど
、
皮
の
部
分
に
オ
レ
ン
ジ
の
香
り
、
レ
モ
ン
の
香
り
が
残
っ
て
い
て
、
中
の

実
を
食
べ
て
も
別
に
レ
モ
ン
の
味
が
す
る
わ
け
で
も
、
オ
レ
ン
ジ
の
味
が
す
る

わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
橘
も
一
緒
な
の
で
、
橘
の
皮
の
周

辺
部
分
に
香
り
が
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
成
分
が
残
っ
て
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
こ
を
食
べ
な
い
と
意
味
が
な
い
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
体

に
い
い
、
不
老
不
死
だ
と
い
う
ん
だ
っ
た
ら
、
実
を
食
べ
て
も
だ
め
で
す
。
む

写真７

1宮崎県との柑橘系スイーツ開発 I 
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し
ろ
、
皮
も
し
く
は
白
皮
―
ア
ル
ベ
ド
と
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
白
い
綿
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
部
分

に
ノ
ビ
レ
チ
ン
（
抗
認
知
症
成
分
）
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
菓
子
に
活
用
で
き

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
研
究
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
の
日
向
夏
の
部
分
で
お
菓
子
を
作
る
こ
と
に
成
功
い
た

し
ま
し
た
。
宮
崎
県
で
今
年
か
ら
業
者
に
依
頼
し
、
そ
の
皮
の
白
皮
を
使
っ
て
材
料
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
取
り
組
み
を
す
す
め
て
お
り
ま
し
た
時
に
「
橘
街
道
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
出
会
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ

ち
ら
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
先
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、「
橘
」
の
実
自
体
が
ま
だ
手
に
入
ら
な
い
ん
で
す

ね
。
何
十
キ
ロ
も
な
い
。
何
キ
ロ
も
な
い
。
ま
だ
、
今
二
千
本
植
え
ら
れ
た
段
階
だ
か
ら
、
来
年
ぐ
ら
い
か
ら
よ
う
や
く

サ
ン
プ
ル
が
手
に
入
っ
て
、
そ
れ
を
使
っ
た
お
菓
子
の
製
品
化
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
出
発
点
で
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。
究
極
の
お
菓
子
の
使
い
方
と
い
う
の
は
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
代
わ
る
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
予
防
薬
と
し
て
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
お
飲
み
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
あ
る
種

の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
ブ
ー
ム
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
飲
ん
で
お
け
ば
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て
、
何
種
類
も
錠
剤
で
飲
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
サ
プ
リ
メ
ン
ト
業
界
も
伸
び
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
同
じ
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
二
年
三
年
と

続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
症
状
の
あ
る
方
は
別
で
す
が
。

例
え
ば
、
痛
み
が
治
ま
る
ん
だ
っ
た
ら
そ
れ
は
薬
と
し
て
飲
ん
で
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ど
こ
も
体
が
悪
く
な
い
の
に

予
防
だ
け
の
た
め
に
錠
剤
を
毎
日
飲
め
る
か
と
い
う
と
、
か
な
り
難
し
い
で
す
ね
。
三
カ
月
も
飲
め
ば
も
う
そ
れ
で
、「
あ

あ
、
効
か
な
い
わ
」
と
言
っ
て
、
ま
た
次
の
を
買
っ
て
来
て
ま
た
飲
む
、
と
い
う
繰
り
返
し
で
す
。
大
概
そ
れ
を
や
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
。
私
は
こ
れ
に
関
し
て
言
え
ば
、
た
だ
健
康
体
を
維
持
し
よ
う
と
思
う
と
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
代
わ
っ
て
、
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お
菓
子
の
よ
う
な
食
べ
方
を
す
る
ほ
う
が
正
解
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
お
菓
子
で
健
康
に
な
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
よ

う
な
研
究
を
今
す
す
め
て
い
て
、
あ
る
程
度
、
成
果
が
で
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
は
、
お
そ
ら
く
、
す
ご
く
伸

び
て
い
く
分
野
だ
と
思
い
ま
す
。
お
菓
子
が
お
菓
子
で
な
く
な
る
時
代
、
こ
れ
は
も
う
間
近
に
来
て
い
ま
す
。

一
番
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
い
ま
す
と
、
製
薬
会
社
が
製
造
し
て
い
る
、
食
事
代
わ
り
に
な
る
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
普
通
は
固
く
て
、
若
い
方
は
食
べ
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
食
べ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
お
い
し
く
な
い
か
ら
。
つ
ま
り
、
お
菓
子
で
な
い
ん
で
す
ね
。
栄
養
剤
に
代
わ
る
、
栄
養
を
摂
る
た
め
だ
け
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
言
っ
て
い
る
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
お
菓
子
と
し
て
非
常
に
お
い
し
い
し
、

か
つ
、
身
体
の
た
め
に
役
に
立
つ
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
ノ
ビ
レ
チ
ン
を
体
に
摂
る
と
認
知
症
に
な
り
に
く
い
。

な
ら
ば
そ
れ
を
常
に
摂
取
で
き
る
よ
う
、
お
菓
子
の
状
態
で
食
べ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
や
は
り
理
想
的
な
今
後
の
展
開

に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
、
私
が
目
指
し
て
い
る
「
ヘ
ル
シ
ー
志
向
ス
イ
ー
ツ
」
と

い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

生
活
習
慣
病
の
予
防
に
な
る
よ
う
に
。
又
、
お
菓
子
で
栄
養
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
れ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
子
供

の
偏
食
と
か
（
大
人
の
偏
食
も
多
い
で
す
け
れ
ど
）、
若
い
方
の
極
端
な
偏
食
の
方
が
い
っ
ぱ
い
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

今
、
三
分
の
一
の
人
は
ア
レ
ル
ギ
ー
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
花
粉
症
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
要
素
、
こ

れ
を
改
善
す
る
の
も
実
は
可
能
な
ん
で
す
ね
。
ど
う
や
ら
も
う
一
つ
わ
か
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
橘
の
部
分
に
ア

レ
ル
ギ
ー
対
応
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
は
、
な
ぜ
橘
か
。
お
そ
ら
く
原
種
な
ん
で
す
ね
。
原

種
は
非
常
に
効
果
効
能
分
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
人
間
は
何
千
年
か
け
て
品
種
改
良
を
し
て
き
た
ん
で
す
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ね
。
ど
ん
ど
ん
、
本
来
持
つ
良
さ
を
薄
め
て
き
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
結
果
と
し
て
は
今
の
ミ
カ
ン
を
た
く
さ
ん

食
べ
て
も
、
十
個
ぐ
ら
い
食
べ
な
い
と
必
要
量
が
出
て
こ
な
い
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
摂
れ
て
も
、
そ
う
い
う
有
効
成
分
は
手

に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
、
橘
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
最
近
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
に
希
少
糖
を
使
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
キ

シ
ロ
ー
ス
と
言
っ
て
、
食
べ
す
ぎ
る
と
下
痢
す
る
よ
う
な
、
お
な
か
を
刺
激
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
す
で
に
Ｄ-

プ
シ
コ
ー
ス
と
言
い
ま
し
て
も
、
む
し
ろ
糖
尿
病
用
の
改
善
剤
に
使
え
る
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
糖
尿
病
予

防
の
改
善
剤
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
糖
質
の
も
の
に
カ
ロ
リ
ー
の
な
い
甘
み
の
成
分
を
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も

の
で
す
。
実
は
こ
れ
を
使
っ
て
お
菓
子
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
も
気
に
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
、
要
す
る
に
総
カ
ロ
リ
ー
数
で
す
ね
。
こ
ん
な
の
食
べ
た
ら
き
っ
と
太
る
よ
っ
て
話
に
な
る
ん
で
す

け
ど
、
実
は
今
の
お
菓
子
の
カ
ロ
リ
ー
数
の
約
半
分
以
下
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

今
、
お
話
し
た
よ
う
に
改
善
策
を
い
く
つ
か
や
っ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
う
え
で
先
ほ
ど
の
「
橘
」
の
有
効
成

分
を
お
菓
子
化
す
る
。
そ
う
す
る
と
少
々
食
べ
て
も
太
ら
な
い
し
、
カ
ロ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
に
も
な
ら
な
い
か
た
ち
で
、
サ

プ
リ
メ
ン
ト
で
は
な
く
て
お
菓
子
の
か
た
ち
で
有
効
成
分
を
摂
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、
卵
と
乳
製
品
、
つ
ま
り
動
物
性
蛋
白
を
摂
り
過
ぎ
て
い
る
時
代
に
差
し
掛
か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
植

物
性
の
も
の
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。
ま
た
、
野
菜
を
使
っ
た
加
工
品
が

多
く
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
野
菜
を
使
っ
た
も
の
で
気
を
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
加
工
し
て
し
ま
う
と
野
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菜
の
有
効
成
分
が
消
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
す
ご
く
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
加
熱
処
理
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

非
常
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
に
か
く
野
菜
は
何
で
も
い
い
か
ら
お
菓
子
に
し
た
ら
い
い
っ
て
い
う
の
で

は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
更
に
研
究
を
す
す
め
な
い
と
い
け
な
い
課
題
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
野
菜
ス
イ
ー

ツ
の
研
究
は
、
偏
食
の
改
善
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
機
能
性
食
品
と
い
う
の
は
、
不
足
し
て
い
る
体
に
い

い
も
の
を
摂
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
摂
取
す
る
よ
う
な
か
た
ち
に
仕
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ま
た
最
後
に
あ
げ
る
課
題
と
し
て
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
方
を
考
慮
し
た
ス
イ
ー
ツ
の
研
究
で
す
。
例
え
ば
蛋
白
源
摂

り
過
ぎ
で
あ
っ
た
り
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
の
も
と
で
あ
る
卵
、
牛
乳
と
い
う
動
物
性
た
ん
ぱ
く
の
摂
り
過
ぎ
で
あ
っ
た
り
す
る

こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
除
去
で
き
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
使
わ
な
い
ス
イ
ー
ツ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
代
人
の
抱
え
る
い
ろ
ん
な
問
題
点
で
、
長
生
き
を
し
た
ら
し
た
で
、
頭
の
中
に
不
溶
性
、
解
け
な
い
物
質
が
蓄
積
し
、

そ
れ
が
認
知
症
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
発
表
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
食
事
の
問
題
は
非
常
に
大
き
な
ウ
エ

イ
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
こ
の
お
菓
子
の
部
分
、
化
学
的
な
領
域
だ
け
で
な
く
て
、
医
学
的
、
薬
学
的
な
領

域
と
共
有
し
て
進
ん
で
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
を
進
め
て
い
く
と
、
ど
う
な
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
究
極

の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
今
の
食
事
の
形
態
が
や
は
り
一
食
ぐ
ら
い
は
変
化
し
て
行
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に
代
わ
る
お
菓
子
―
お
菓
子
と
呼
ば
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

も
の
を
食
べ
て
体
の
調
整
を
し
な
が
ら
楽
し
く
食
事
を
す
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
は
も
っ
と
先

の
話
で
す
が
、
例
え
ば
、
宇
宙
に
出
た
と
き
に
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
使
っ
て
食
事
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
で
き
な
い
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で
す
ね
。
無
重
力
で
す
か
ら
、
ぷ
か
ぷ
か
浮
き
ま
す
し
、
そ
ん
な
時
代
が
や
が
て
そ
ん
な
に
遠
い
世
界
で
は
な
い
ん
で
す

ね
。
二
、三
〇
年
後
に
は
た
ぶ
ん
や
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
に
何
を
食
べ
る
か
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
お
菓
子

の
形
状
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
固
ま
っ
た
状
態
、
固
形
的
な
も
の
、
融
合
し
た
も
の
で
は
な
い
と
食
べ
ら
れ
な
い
。
肉
を

切
っ
て
食
べ
る
と
か
、
ご
飯
を
箸
で
食
べ
る
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
宇
宙
空
間
で
は
起
こ
り
得
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
非
常
に
文
化
の
最
先
端
の
領
域
の
研
究
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。

本
日
は
色
々
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、「
橘
街
道
物
語
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
け
れ
ど
、
最
終
的
に
こ
う
い
う
お
菓
子
の
文
化
、
歴
史
を
学
び
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
現
代
に
生
か
す
、
と
い
う
ス
イ
ー

ツ
学
の
領
域
の
お
話
に
な
り
ま
し
た
。
本
学
で
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
大
き
な
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
し
、
健
康
志
向
を

夢
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
な
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
橘
街
道
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
橘
街
道
物
語
で
あ
る
と
、

位
置
づ
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
ん
と
か
橘
を
―
橘
を
含
む
柑
橘
と
申
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
―
柑
橘
系
を
生
か
し
た
ヘ
ル
シ
ー
ス
イ
ー
ツ
を
開
発
し
、
ゆ
く
ゆ
く
素
晴
ら
し
い
も
の
に
仕
上
げ
て
い
き
た
い
な
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
引
用
文
献
】

図
１
、
写
真
１
～
６
、
表
１
～
４
：

　
　
　

経
済
産
業
省 

近
畿
経
済
産
業
局
「
橘
街
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

　
　
　
　

～
菓
子
を
中
心
と
し
た
京
阪
神
の
文
化
や
歴
史
を
た
ど
る
街
道
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
～

　
　
　

W
eb

サ
イ
ト
（http://w

w
w.kansai.m

eti.go.jp/

）、
関
係
資
料
よ
り

図
２
：
フ
リ
ー
百
科
事
典
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（https://ja.w
ikipedia.org/

）

　
　
　
「
大
和
の
古
道
」よ
り
≲
大
和
の
古
代
道
路
概
略
地
図
≳

松
井
　
博
司
（
ま
つ
い
　
ひ
ろ
し
）

大
手
前
大
学
総
合
文
化
学
部
ス
イ
ー
ツ
学
専
攻
教
授
。
科
学
者
で
あ
り
パ
テ
ィ
シ
エ
、
シ
ュ
ガ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。

静
岡
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
農
芸
化
学
修
士
課
程
修
了
。
洋
菓
子
技
術
取
得
の
為
、
国
内
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
研
修
。

産
官
学
連
携
事
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

著
書
に
『
基
本
の
ル
セ
ッ
ト
』（
株
式
会
社
エ
イ
ピ
ー
シ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
）、『
焼
く
を
科
学
す
る
』（
旭
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

な
ど
。


