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味
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
北
奥
地
域
へ
の
諸

郡
建
置
の
少
な
く
と
も
史
的
前
提
を
な
す
で
あ
ろ
う
延
久
合
戦
、
ひ
い
て
は

防
御
性
集
落
終
焉
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
い
つ
ぽ
う
で
、
郡
と
も
「
村
」
と
も
異
な
る
「
部
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
も
、
三
浦
氏
や
斉
藤
氏
が
指
摘
す
る
防
御
性
集
落
の
地
域
的
な

ま
と
ま
り
と
も
照
ら
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
誠
に
要
領
を
得
な
い
コ
メ
ン
ト
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
の

理
解
不
足
か
ら
各
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
お
伝
え
で
き
て
い
な
い

点
も
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
海
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
多
く
の
点
で
諸
論
者
間
の
「
違
い
」
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
た
感
が
あ
る
が
、
研
究
の
進
化
の
た
め
に
は
そ
れ
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で

あ
り
、
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
東
北
・
北
方
史
研

究
者
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
研
究
に
携
わ
る
す
べ
て
の
方
々
に
ぜ
ひ
ご
味
読
い

た
だ
き
た
い
一
冊
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
数
々
の
成
果
と
課
題

を
た
た
き
台
と
し
て
、
今
後
防
御
性
集
落
研
究
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て

い
か
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
欄
筆
し
た
い
。

註（
１
）
羽
柴
直
人
「
安
倍
氏
の
「
柵
」
の
構
造
ｌ
「
交
通
遮
断
施
設
」
の

視
点
か
ら
ｌ
」
（
「
平
泉
文
化
研
究
年
報
」
四
二
○
○
四
年
）
、
「
安

倍
氏
の
柵
の
構
造
（
２
）
ｌ
居
館
と
し
て
の
柵
ｌ
」
（
「
同
」
五
、
二

○
○
五
年
）
。

（
２
）
樋
口
知
志
「
蝦
夷
と
太
平
洋
海
上
交
通
」
Ｓ
日
本
史
研
究
」
五
一

一
、
二
○
○
五
年
）
。

〔
二
○
○
六
年
八
月
刊
三
○
四
頁
七
○
○
○
円
十
税
同
成
社
〕

書
評
と
紹
介

本
書
の
著
者
根
崎
光
男
氏
は
、
法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
と
し
て
、

日
々
教
育
と
研
究
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
著
者
が
留
意
す
る

の
は
、
先
人
の
環
境
や
環
境
問
題
と
の
関
わ
り
、
環
境
対
策
へ
の
知
恵
を
探

り
、
そ
の
環
境
破
壊
や
環
境
管
理
な
ど
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
政
治
・
経
済
・

社
会
の
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
に
お
い
て
「
生
類
憐
み
の
令
」
を
取
り
上
げ

る
の
も
、
昨
今
の
稀
少
動
物
の
保
護
の
問
題
や
、
鳥
獣
害
へ
の
対
応
の
問
題

な
ど
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
一
助
と
し
て
、
今
一
度
人
間
と
動
物
と
の
関

係
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
る
。

「
生
類
憐
み
の
令
」
は
、
江
戸
幕
府
五
代
将
軍
の
徳
川
綱
吉
政
権
下
で
触
れ

ら
れ
た
法
令
と
し
て
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
が
、
｜
般
に
は
悪
政
の
典
型
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
現
在
の
研
究
状
況
で
は
、
そ
の

事
実
関
係
や
歴
史
的
評
価
は
、
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
し
、
「
生
類
憐
み
」
と
い
う
政
策
が
持
つ
、

政
治
的
・
社
会
的
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

従
来
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
と
い
う
視
点
で
は
、
法
令
に
表
れ
な
い
生
類
憐

み
関
連
の
施
策
を
見
失
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
放
鷹
制
度
の
縮
小
・
廃
止
や
鉄
砲
改
め
、
捨
て
牛
馬
・
捨
子
の
禁

根
崎
光
男
箸
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止
、
生
類
の
保
護
と
食
規
制
、
害
鳥
の
駆
除
、
生
類
の
解
き
放
し
な
ど
、
「
生

類
憐
み
」
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
具
体
的
な
諸
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
著
者
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
施
策
を
「
生
類
憐
み
政
策
」
と
総
括
し
、
こ
れ

ら
を
国
家
統
治
上
の
重
要
施
策
と
し
て
捉
え
直
し
、
そ
れ
ら
の
地
域
社
会
へ

の
影
響
を
考
え
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

以
下
、
ま
ず
本
書
の
構
成
を
記
し
、
次
に
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
。

第
一
章
綱
吉
政
権
の
成
立

第
二
章
綱
吉
政
権
の
初
期
政
治

第
三
章
生
類
憐
み
政
策
の
は
じ
ま
り

第
四
章
鷹
遣
い
の
停
止
と
鳥
類
保
護

第
五
章
犬
改
め
と
犬
小
屋
の
設
置

第
六
章
捨
て
牛
馬
・
捨
子
対
策
ｌ
弱
者
へ
の
眼
差
し

第
七
章
諸
国
鉄
砲
改
め
と
微
れ
意
識

第
八
章
人
の
生
活
と
生
類
保
護

第
九
章
生
類
憐
み
政
策
と
天
皇
・
公
家

第
十
章
綱
吉
の
死
と
生
類
憐
み
政
策
の
動
向

第
一
章
で
は
、
綱
吉
政
権
が
将
軍
専
制
実
現
の
た
め
に
、
新
参
の
幕
臣
や

Ⅲ
館
林
藩
家
臣
の
一
部
を
重
用
し
た
こ
と
、
ま
た
、
側
用
人
政
治
と
称
さ
れ

る
政
治
状
況
を
創
り
出
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
二
章
で
は
、
綱
吉
が
そ
の
初
期
政
治
の
な
か
で
、
生
類
に
関
わ
る
政
治

を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
か
を
考
え
る
た
め
と
し
て
、
鷹
の
問
題
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
鷹
儀
礼
は
国
家
の
政
治
制
度
に
深
く
組
み
入
れ
ら
れ
、
容
易

に
撤
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
綱
吉
が
将
軍
に
就

任
し
た
直
後
、
鷹
匠
派
遣
に
よ
る
鷹
狩
り
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
家

法
政
史
学
第
六
十
六
号

綱
へ
の
服
喪
と
忌
引
き
に
よ
る
も
の
で
、
｜
年
限
り
の
特
例
で
あ
っ
た
が
、

幕
府
は
こ
れ
を
勧
農
に
生
か
し
、
農
村
復
興
の
手
当
と
し
た
。
そ
し
て
、
農

民
保
護
に
つ
な
が
る
「
仁
政
」
の
実
現
を
目
ざ
し
、
幕
府
財
政
の
基
盤
を
担

う
幕
領
統
治
機
構
の
刷
新
を
図
っ
た
。
そ
の
後
、
放
鷹
制
度
は
縮
小
さ
れ
て

い
く
が
、
特
に
鷹
役
人
削
減
に
つ
い
て
は
、
倹
約
目
的
の
み
な
ら
ず
、
綱
紀

粛
正
や
風
俗
矯
正
を
も
推
進
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
、
秩
序
あ
る
社
会
へ
の
立
て
直
し
と
人
々
の
意
識
改
革
を
図
り
、

儒
教
思
想
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
推
進
し
て
い
っ
た
こ
と
に
、
綱
吉
政
権
の

初
期
政
治
の
特
色
が
あ
る
と
す
る
。

第
三
章
で
は
、
生
類
憐
み
政
策
の
始
期
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

単
に
生
類
の
保
護
や
殺
生
禁
止
を
明
記
し
た
法
令
を
「
生
類
憐
み
の
令
」
と

み
な
す
と
、
そ
の
内
容
は
拡
散
し
て
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
と
し
て
、
始
期

の
特
定
に
は
、
「
生
類
憐
み
」
概
念
の
成
立
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘

す
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
綱
吉
政
権
の
初
期
政
治
に
お
け
る
「
生
類
」
に
関

わ
る
諸
政
策
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
が
「
生
類
」
愛
護
よ
り
は
む
し
ろ
、
当
時

の
悪
弊
是
正
策
の
一
つ
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。
そ
れ
が
、
綱

吉
政
権
の
問
題
意
識
の
高
ま
り
か
ら
「
生
類
」
愛
護
の
部
分
だ
け
が
ひ
と
り

歩
き
し
、
「
生
類
憐
み
」
概
念
を
ま
と
い
な
が
ら
、
よ
り
強
権
を
発
動
し
て
そ

の
徹
底
を
期
し
た
の
が
生
類
憐
み
政
策
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ

が
綱
吉
政
権
の
統
治
上
の
中
心
的
な
政
策
と
な
っ
て
い
く
の
だ
と
す
る
。
さ

ら
に
、
「
生
類
憐
み
」
文
言
に
着
目
し
て
分
析
を
進
め
、
結
果
、
生
類
憐
み
政

策
の
始
期
を
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
五
月
頃
と
導
き
出
す
。
そ
し
て
「
生

類
憐
み
」
観
念
は
、
仏
教
の
殺
生
禁
断
や
神
道
・
儒
教
の
積
れ
の
系
譜
を
引

き
つ
つ
、
こ
の
期
の
社
会
の
あ
り
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
創
出
さ
れ
、
そ
の
政

一
ハ
ー
ー
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策
は
網
吉
政
権
が
Ⅲ
ざ
し
た
「
仁
政
」
実
現
の
た
め
の
社
会
悪
是
正
策
の
象

徴
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
ま
ず
幕
府
の
鷹
遣
い
停
止
に
対
す
る
諸
藩
の
対
応
を
検
討

し
、
全
体
的
に
見
れ
ば
幕
府
方
針
に
追
随
す
る
傾
向
が
顕
著
な
が
ら
、
基
本

的
に
は
藩
の
主
体
性
に
任
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の

は
、
綱
吉
政
権
が
鷹
狩
り
よ
り
も
勢
子
な
ど
を
使
っ
て
鳥
獣
を
追
い
立
て
る

よ
う
な
、
人
が
直
接
捕
獲
・
殺
生
す
る
形
の
狩
猟
行
為
を
忌
避
し
て
い
た
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。
次
に
、
生
類
憐
み
政
策
の
象
徴
的
な
対
策
の
一
つ
と
し

て
、
江
戸
周
辺
地
域
で
の
鶴
の
放
し
飼
い
を
取
り
上
げ
る
。
放
し
飼
い
さ
れ

た
鶴
は
、
幕
府
役
人
の
管
轄
の
も
と
で
地
域
ぐ
る
み
の
保
護
が
実
施
さ
れ
て

い
た
。
一
方
で
、
鳥
類
の
生
息
を
脅
か
し
、
人
に
も
害
を
及
ぼ
す
害
鳥
の
駆

除
の
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
生
類
憐
み
政
策
下
で
は
害
鳥
と
い
え
ど
も

殺
せ
な
い
た
め
、
鳶
や
烏
な
ど
の
害
鳥
は
多
額
の
費
用
を
か
け
て
巣
払
い
・

生
け
捕
り
を
行
い
、
そ
の
後
放
鳥
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
鳥
獣
害
対
策
の
一

環
で
あ
る
が
、
同
時
に
慈
悲
の
行
為
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
犬
改
め
と
犬
小
屋
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
当
時
、
無
頼

の
徒
に
よ
る
犬
殺
し
や
食
犬
な
ど
と
い
っ
た
残
虐
な
行
為
が
横
行
し
て
い

た
。
ま
た
、
都
市
人
口
の
急
増
に
よ
っ
て
犬
も
増
加
し
、
犬
害
が
深
刻
な
社

会
問
題
と
化
し
て
い
た
。
捨
て
犬
の
横
行
も
こ
れ
を
助
長
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
へ
の
対
策
と
し
て
、
綱
吉
政
権
で
は
犬
愛
護
・
生
類
愛
護
が
叫

ば
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
類
愛
護
の
法
令
を
繰
り
返
し
て
も
、
犬
へ

の
虐
待
は
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
の
が
、
犬
改
め

に
よ
る
犬
の
登
録
制
度
だ
っ
た
。
さ
ら
に
法
令
の
内
容
も
、
よ
り
細
か
い
規

制
へ
と
強
化
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
江
戸
の
町
で
は
犬
愛
護
令

書
評
と
紹
介

を
椰
楡
す
る
風
潮
が
助
長
さ
れ
て
い
き
、
犬
殺
し
．
捨
て
犬
な
ど
の
犯
罪
が

減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
幕
府
に
よ
る
犬
小
屋
の
設
置
は
、
そ
の
よ
う

な
現
状
を
打
開
す
る
た
め
の
処
置
だ
っ
た
が
、
多
額
に
及
ぶ
そ
の
費
用
は
、

江
戸
の
町
々
や
周
辺
農
村
か
ら
上
納
さ
せ
た
た
め
、
人
々
の
不
満
も
非
常
に

強
か
っ
た
。
諸
藩
で
は
、
幕
府
の
生
類
愛
護
の
方
針
に
追
随
す
る
動
き
を
加

速
さ
せ
て
い
た
が
、
な
か
で
も
金
沢
藩
江
戸
屋
敷
内
で
井
戸
に
落
ち
た
狐
の

処
置
に
つ
い
て
、
幕
府
か
ら
問
題
視
さ
れ
た
時
の
藩
側
の
対
応
は
興
味
深
い
。

狐
を
す
ぐ
に
引
き
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
答
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
藩
側
で
は

そ
う
で
き
な
か
っ
た
理
由
に
、
そ
の
場
に
い
た
者
が
忌
中
で
あ
っ
た
こ
と
を

あ
げ
て
対
応
し
た
。
つ
ま
り
、
「
生
類
憐
み
」
は
幕
府
の
政
策
で
あ
り
、
こ
れ

に
関
わ
る
活
動
は
「
公
儀
御
川
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
機
れ
を
伝
染
さ
せ

な
い
よ
う
、
「
生
類
憐
み
」
の
活
動
に
携
わ
る
の
を
慨
っ
た
の
だ
と
い
う
論
剛

を
展
開
し
て
幕
府
側
に
対
応
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
動
物
の
死
そ
の
も
の

が
横
れ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
苦
し
い
言
い
訳
に
も
聞
こ
え
る
が
、
生

類
憐
み
政
策
を
「
公
儀
御
用
」
と
す
る
認
識
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

第
六
章
で
は
、
捨
て
牛
馬
や
捨
て
子
な
ど
に
対
す
る
政
策
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
農
民
に
と
っ
て
牛
馬
は
農
耕
に
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

輸
送
手
段
と
し
て
も
有
用
で
、
ま
た
武
士
に
と
っ
て
も
馬
は
軍
用
・
輸
送
用

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
病
を
得
て
し
ま

う
と
、
そ
の
治
療
や
養
育
に
は
出
費
も
嵩
む
た
め
、
当
時
、
病
牛
馬
は
遺
棄

さ
れ
て
し
ま
う
風
潮
が
蔓
延
し
て
い
た
。
ま
た
整
死
牛
馬
の
遺
棄
も
横
行
し

て
い
た
。
そ
う
し
た
社
会
状
況
へ
の
対
策
と
し
て
、
綱
吉
政
権
が
取
っ
た
手

段
が
犬
改
め
と
同
様
の
馬
改
め
で
あ
り
、
登
録
制
度
で
あ
っ
た
。
捨
て
馬
な

ど
が
あ
れ
ば
支
配
領
主
か
ら
幕
府
老
中
や
大
目
付
に
ま
で
届
け
出
る
こ
と
が

一ハ一一一
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義
務
づ
け
ら
れ
、
違
反
者
に
は
厳
罰
で
臨
む
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
っ
た
と
い

う
。
生
類
憐
み
政
策
は
、
こ
の
よ
う
な
動
物
へ
の
過
度
な
愛
護
の
た
め
に
、

古
く
か
ら
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
綱
吉
政
権
が
憐
み
の
目

を
向
け
た
の
は
動
物
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ

と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
困
窮
者
で
あ
る
被
差
別
民
へ
の
施
行
米

支
給
、
入
牢
者
の
待
遇
改
善
、
そ
し
て
病
人
や
子
供
を
捨
て
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
の
対
策
な
ど
は
、
人
々
の
道
徳
意
識
を
高
め
さ
せ
、
よ
り
良
い
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
政
策
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
当
時
、

捨
て
子
を
子
殺
し
よ
り
も
軽
く
見
る
風
潮
が
あ
っ
た
が
、
綱
吉
政
権
で
は
両

者
と
も
に
重
罪
に
処
し
た
。
こ
の
方
針
が
、
そ
の
後
の
政
権
に
も
継
承
さ
れ

た
と
の
指
摘
は
、
綱
吉
政
権
の
功
罪
を
考
え
る
時
の
重
要
な
要
素
と
な
ろ
う
。

第
七
章
で
は
、
全
国
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
諸
国
鉄
砲
改
め
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
塚
本
学
氏
が
、
綱
吉
政
権
期
に
は
ま
だ
村
々

に
多
数
の
鉄
砲
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
諸
国
鉄
砲
改
め

は
「
人
民
武
装
解
除
策
」
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
Ｓ
生

類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
」
）
。
し
か
し
著
者
は
、
鉄
砲

改
め
の
後
も
町
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
の
鉄
砲
が
残
存
す
る
こ
と
、
ま
た

一
旦
取
り
上
げ
た
鉄
砲
を
返
却
す
る
事
実
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
幕
府
は

民
衆
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
鉄
砲
の
所
持
・
使
用
は
禁
じ
て
お
ら
ず
、
鉄

砲
改
め
は
不
要
な
鉄
砲
を
取
り
上
げ
、
町
村
に
残
す
べ
き
鉄
砲
を
改
め
て
幕

府
の
掌
握
下
に
置
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
綱

吉
政
権
の
諸
国
鉄
砲
改
め
は
、
生
類
憐
み
政
策
の
一
環
と
し
て
残
虐
な
殺
生

を
防
止
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
人
氏
武
装
解
除
策
」
と
は

捉
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
綱
吉
政
権
下
で
は
鉄
砲
使
用
の
有
無

法
政
史
学
第
六
十
六
号

に
関
わ
ら
ず
、
生
類
の
殺
生
事
件
を
一
元
的
に
把
握
し
、
処
分
の
是
非
の
裁

可
ま
で
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
力
の
強
大
性
を
指
摘
し
、
そ
れ

が
藩
権
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
八
章
で
は
、
綱
吉
政
権
が
漁
師
や
猟
師
の
生
業
や
殺
生
の
す
べ
て
を
否

定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
民
衆
が
活
き
た
魚
鳥
を
殺
し
て
食
べ
る
こ
と

や
獣
類
の
食
肉
を
禁
じ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
生
類
憐
み
政
策
の
背
景
に
は
、

倹
約
の
奨
励
や
殺
生
を
野
蛮
視
す
る
こ
と
の
他
、
死
や
血
の
積
れ
を
忌
避
す

る
思
想
や
信
条
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
魚
鳥
類
の

食
規
制
や
生
類
の
飼
育
・
商
売
へ
の
規
制
強
化
を
実
施
す
る
一
方
で
、
大
々

的
な
生
類
の
解
き
放
し
、
す
な
わ
ち
放
生
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

殺
生
の
罪
か
ら
逃
れ
、
そ
の
稜
れ
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
す
る
。

第
九
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
生
類

憐
み
政
策
と
天
皇
・
公
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
天
皇
・
公
家
が

全
面
的
に
は
幕
府
法
の
も
と
に
は
な
く
、
朝
廷
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が

機
能
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
天
皇
や
公
家
は
生
類
憐
み
に
関
わ
る
幕

府
法
を
御
料
や
知
行
所
村
々
に
触
れ
た
り
、
幕
府
と
の
贈
答
儀
礼
の
一
部
に

影
響
を
受
け
る
程
度
で
、
天
皇
・
公
家
側
か
ら
生
類
憐
み
政
策
に
主
体
的
に

関
わ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
綱
吉
政
権
側
で
は
一

貫
し
て
、
天
皇
家
へ
の
礼
を
重
視
す
る
政
策
を
推
進
し
て
い
た
と
す
る
。

第
十
章
で
は
、
綱
吉
死
後
の
生
類
憐
み
政
策
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
近
年
、
綱
吉
の
死
後
生
類
憐
み
政
策
は
瓦
解
し
た
、
あ
る
い
は
中
身
の

骨
抜
き
に
よ
っ
て
終
息
し
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
こ

れ
を
否
定
し
、
生
類
憐
み
政
策
は
撤
廃
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
然
消
滅

と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ
と
す
る
。
そ
の
理
由
に
、
家
宣
政
権
が
「
生
類
憐
み
」

六
四

Hosei University Repository



方
針
の
継
続
を
全
国
に
宣
言
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
残
津
が
全
国
の
い
く
つ

か
の
藩
の
政
治
の
な
か
に
適
用
・
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な

ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
著
者
は
、
吉
宗
政
権
に
お
い
て
綱
吉
政
権
の
生
類

憐
み
政
策
が
い
く
つ
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
綱
吉
政
権
が
示
し
た
「
生
類
憐
み
」
の
精
神
で
は

な
く
、
放
鷹
制
度
の
復
活
に
と
も
な
う
関
東
の
鷹
場
環
境
の
保
全
や
江
戸
周

辺
地
域
の
治
安
維
持
と
い
う
目
的
で
あ
っ
た
。
綱
吉
政
権
は
生
類
憐
み
を
強

制
す
る
こ
と
で
全
国
統
治
を
進
め
た
が
、
吉
宗
政
権
は
武
威
の
象
徴
で
あ
る

鷹
狩
り
を
復
活
さ
せ
、
将
軍
の
権
威
や
武
威
を
示
す
こ
と
で
政
権
の
立
て
直

し
を
図
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
○

以
上
、
本
書
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
「
生
類
憐
み
」
観
念
に
つ

い
て
仏
教
・
神
道
・
儒
教
な
ど
幅
広
い
分
野
か
ら
考
察
し
、
ま
た
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
天
皇
や
公
家
と
の
関
わ
り
を
実
証
的
に

究
明
す
る
な
ど
、
実
に
興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま

で
の
通
説
に
対
す
る
批
判
も
実
証
的
に
展
開
さ
れ
、
綱
吉
政
権
の
始
ま
り
か

ら
綱
吉
死
後
の
動
向
ま
で
、
生
類
憐
み
政
策
の
全
体
像
を
見
通
す
こ
と
の
で

き
る
す
ぐ
れ
た
労
作
で
あ
る
。
綱
吉
政
権
と
生
類
憐
み
政
策
に
つ
い
て
、
改

め
て
考
え
直
す
機
会
を
与
え
ら
れ
た
思
い
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
人
と
動
物

と
の
関
わ
り
方
の
難
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
環
境
問
題
ば
か
り
で
は
な

い
。
動
物
虐
待
や
過
度
な
動
物
愛
護
が
重
大
な
犯
罪
に
結
び
つ
く
こ
と
も
あ

る
。
人
と
動
物
が
ご
く
自
然
に
向
き
合
え
る
社
会
こ
そ
求
め
ら
れ
、
そ
れ
こ

そ
が
、
現
代
の
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。

〔
’
’
○
○
六
年
囚
月
刊
二
四
一
頁
二
五
○
○
円
十
税
同
成
社
〕

書
評
と
紹
介
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林
純
子

弥
生
時
代
中
期
後
半
の
関
東
地
方
に
は
、
方
形
周
溝
墓
を
中
心
に
、
土
器

棺
墓
や
土
壌
墓
、
木
棺
墓
な
ど
様
々
な
墓
制
が
見
ら
れ
る
。
中
で
も
、
方
形

周
溝
墓
は
弥
生
時
代
の
代
表
的
な
墓
制
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
方
形

周
溝
墓
と
他
の
墓
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、

本
報
告
で
は
、
方
形
周
溝
墓
と
検
出
例
が
比
較
的
多
い
土
器
棺
墓
に
着
目
し
、

弥
生
時
代
中
期
後
半
の
関
東
地
方
に
お
い
て
、
主
に
方
形
周
溝
墓
を
採
用
す

る
地
域
と
し
て
神
奈
川
県
を
、
土
器
棺
墓
を
採
用
す
る
地
域
と
し
て
茨
城
県

を
、
方
形
周
溝
墓
と
土
器
棺
墓
が
混
在
す
る
地
域
と
し
て
千
葉
県
を
取
り
上

げ
、
こ
の
三
地
域
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
墓
制
の
融
合
の
状
況
を
把
握
し
、

墓
制
か
ら
当
時
の
集
団
様
相
の
復
原
を
試
み
た
。

ま
ず
、
各
地
域
に
お
け
る
方
形
周
溝
墓
と
土
器
棺
墓
の
在
り
方
を
概
観
す

る
。
宮
ノ
台
式
土
器
の
分
布
圏
で
あ
る
神
奈
川
県
で
は
、
方
形
周
溝
墓
が
鶴

見
川
流
域
で
一
一
百
三
十
基
以
上
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
士
器
棺
を
伴

う
も
の
は
、
歳
勝
士
遺
跡
の
二
基
と
折
本
西
原
遺
跡
の
一
基
の
み
で
あ
る
。

三
基
と
も
周
構
内
よ
り
土
器
棺
を
検
出
し
て
お
り
、
土
器
棺
は
方
形
周
溝
墓

に
付
随
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

関
東
地
方
に
お
け
る
弥
生
中
期
後
半
の
集
団
様
相

ｌ
方
形
周
溝
墓
と
土
器
棺
墓
の
検
討
を
中
心
と
し
て
Ｉ

例
会
発
表
要
旨

法
政
史
学
第
六
十
六
号

茨
城
県
で
は
、
弥
生
中
期
後
半
に
遡
る
方
形
周
溝
墓
は
認
め
ら
れ
ず
、
土

器
棺
墓
を
主
な
墓
制
と
し
て
い
る
。
土
器
型
式
で
は
足
洗
式
土
器
分
布
圏
に

あ
り
、
土
器
棺
の
使
用
土
器
も
す
べ
て
足
洗
式
土
器
で
あ
っ
た
。
当
該
期
の

土
器
棺
墓
は
、
足
洗
遺
跡
、
柳
沢
遺
跡
、
国
神
遺
跡
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
お

り
、
足
洗
式
土
器
分
布
圏
の
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
茨
城
県
に
お
け
る

土
器
棺
墓
は
、
一
基
ず
つ
士
擴
内
に
埋
情
さ
れ
て
お
り
、
特
に
二
個
体
以
上

の
土
器
を
棺
身
と
蓋
と
し
て
用
い
る
合
口
土
器
棺
で
は
饗
を
中
心
に
器
種
の

選
択
が
為
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
土
器
棺
の
底
部
に
穿
孔
を
施
す
こ
と
が
多

い
と
い
う
特
徴
も
見
受
け
ら
れ
た
。

千
葉
県
は
、
土
器
型
式
で
は
神
奈
川
県
と
同
じ
宮
ノ
台
式
土
器
分
布
圏
で

あ
り
、
方
形
周
溝
墓
が
群
を
な
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
状
況
が
同
様
に
確
認

で
き
る
が
、
墓
制
の
様
相
は
異
な
る
。
足
洗
式
士
器
分
布
圏
に
近
接
す
る
印

旛
沼
西
岸
地
域
の
南
羽
鳥
タ
ダ
メ
キ
第
二
遺
跡
で
は
、
土
器
棺
墓
が
墓
制
の

主
体
と
し
て
憐
ま
れ
、
方
形
周
溝
墓
は
客
体
的
な
様
相
を
呈
す
る
。
し
か
し
、

土
器
棺
に
宮
ノ
台
式
土
器
を
使
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
足
洗
式
と
宮
ノ

台
式
の
文
化
が
融
合
し
て
い
る
状
況
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
道
庭
遺
跡
で

は
、
底
部
穿
孔
の
あ
る
足
洗
式
の
壷
を
用
い
た
壷
棺
墓
が
方
形
周
溝
墓
の
周

構
内
よ
り
検
出
さ
れ
て
お
り
、
足
洗
式
の
影
響
が
窺
え
る
。
対
し
て
、
千
葉

県
南
部
に
お
い
て
は
、
方
形
周
溝
墓
が
列
状
に
営
ま
れ
る
中
に
土
器
棺
墓
が

散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
南
総
中
学
遺
跡
で
北
関
東
系
の
甕
を
用
い
て
周
溝

外
に
土
器
棺
墓
を
営
ん
で
い
る
例
が
あ
り
、
足
洗
式
土
器
分
布
圏
の
土
器
棺

墓
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

三
地
域
を
概
観
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
、
両
墓
制
の
葬
制
を
検
討
す
る
た

め
に
、
土
器
棺
の
棺
部
に
使
用
さ
れ
た
土
器
の
残
存
高
と
頸
径
を
計
測
し
た
。
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