
は
じ
め
に

現
代
こ
そ
日
本
に
お
い
て
「
肉
」
と
い
え
ば
、買
い
物
へ
行
け
ば
す
ぐ
に
手
に
入
り
、外
へ
食
べ
に
行
け
ば
食
べ
る
事
が
で
き
る
。

我
々
の
食
生
活
に
よ
く
馴
染
み
、普
通
に
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、し
か
し
歴
史
的
に
見
れ
ば
「
禁
止
さ
れ
て
き
た
も
の
」「
タ

ブ
ー
の
食
品
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
事
実
権
力
者
に
よ
っ
て
「
肉
食
禁
止
令
」
は
何
度
も
出
さ
れ
て
い
る
。
最
も
有
名

な
も
の
は
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
に
出
さ
れ
た
「
肉
食
禁
止
令
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
日
本
に
お

い
て
は
「
肉
食
」
の
習
慣
は
な
く
な
り
、
再
び
「
肉
食
」
が
日
本
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
の
は
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と

さ
れ
る

（
１
）

。

し
か
し
当
然
そ
の
よ
う
な
は
ず
は
な
く
、
様
々
な
方
法
で
、
時
代
を
通
し
て
肉
は
食
べ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
多
く
「
薬
食
い
」

と
い
う
「
建
前
」
を
使
っ
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

加
茂
儀
一
や
原
田
信
男
に
よ
る
と
、
そ
の
中
で
「
肉
食
」
の
禁
忌
が
も
っ
と
も
強
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
だ
と
す
る

（
２
）

。
同
じ
く

原
田
信
男
に
よ
る
と
、
綱
吉
の
「
生
類
憐
み
令
」
も
相
俟
っ
て
、
元
禄
期
に
そ
の
禁
忌
は
最
高
潮
に
達
し
、
そ
の
後
時
代
が
く
だ

る
と
禁
忌
も
緩
ん
で
い
っ
た
と
す
る

（
３
）

。

し
か
し
、
禁
忌
が
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る
江
戸
期
に
お
い
て
も
、
や
は
り
「
肉
」
を
食
べ
て
い
た
記
録
は
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
禁
忌
と
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
を
通
し
て
、
当
時
の
人
々
に
「
肉
」
や
「
肉
食
」
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
き
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
江
戸
期
の

江
戸
期
に
お
け
る「
肉
」と「
肉
食
」に
関
す
る
一
考
察

長
谷
部
　

恵
理
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「
肉
」
の
位
置
、
そ
し
て
「
肉
食
」
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
探
り
た
い
。

そ
し
て
、「
肉
」
と
い
う
と
ひ
と
く
く
り
に
扱
わ
れ
る
事
が
多
い
の
だ
が
、
江
戸
期
に
食
べ
ら
れ
て
い
た
獣
肉
に
は
様
々
な
種

類
が
あ
る
。
そ
れ
ら
各
動
物
の
「
肉
」
に
対
す
る
意
識
も
同
時
に
探
り
、
江
戸
期
の
人
々
の
「
肉
」「
肉
食
」
へ
の
意
識
を
探
っ

て
い
き
た
い
。

第
一
章　

江
戸
期
に
お
け
る
「
肉
」
の
位
置

一　

動
物
と
「
肉
」

江
戸
期
に
人
々
が
接
し
て
い
た
動
物
は
多
い
。
塚
本
学
は
そ
の
著
『
江
戸
時
代
人
と
動
物
』
に
お
い
て
、
馬
や
犬
、
鹿
や
猪
な

ど
を
挙
げ
て
い
る

（
４
）

。
そ
の
よ
う
な
動
物
と
の
接
触
の
中
で
、
食
べ
ら
れ
る
「
肉
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
例
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
、寺
門
静
軒
の
『
江
戸
繁
昌
記
』
に
、当
時
江
戸
の
麹
町
で
売
ら
れ
て
い
た
肉
の
記
述
が
あ
る
。

其
の
獣
は
則
ち
猪
・
鹿
・
狐
・
兎
・
水か

わ
う
そ狗

・
毛お

お
か
み狗

・
子く

ま路
・
九か

も

し

か

尾
羊
の
物
、
倚
畳
し
て
有
り

（
５
） 

こ
れ
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
猪
や
鹿
と
い
っ
た
野
生
動
物
の
肉
が
良
く
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
は
買
い
物
に
行

け
ば
、
陳
列
さ
れ
て
い
る
肉
は
牛
や
豚
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
家
畜
」
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
は
「
家
畜
」
の
「
肉
」
で
は
な
く
、

自
然
に
生
息
す
る
「
野
生
獣
」
の
「
肉
」
が
売
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
家
畜
獣
」
の
な
か
で
も
、牛
は
彦
根
の
「
牛

肉
の
味
噌
漬
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
層
階
級
に
よ
っ
て
は
食
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
庶
民
階
級
に
お
い
て
も
江
戸
後

期
～
幕
末
に
か
け
て
牛
肉
食
の
記
事
が
目
立
っ
て
く
る
が

（
６
）

、
そ
れ
以
前
は
「
野
生
獣
」
に
関
す
る
記
事
が
多
い
。

し
か
し
、「
家
畜
獣
」「
野
生
獣
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
ま
た
「
肉
」
と
な
る
動
物
は
決
ま
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
期
の
「
家
畜
獣
」「
野
生
獣
」
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
意
識
、
そ
し
て
選
択
さ
れ
た
「
肉
」
の
、
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そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

家
畜
獣

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
中
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
肉
」
を
と
る
た
め
の
「
獣
」
と
い
う
の
は
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
野
生
獣
」
に
対
す
る
「
家
畜
獣
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
た
い
と
思
う
。

日
本
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
飼
育
さ
れ
て
い
た
「
家
畜
獣
」
と
呼
べ
る
動
物
は
、
牛
、
馬
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
牛
は
、

古
く
か
ら
農
耕
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
田
畑
で
の
労
働
を
生
業
と
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
特
に
、
馴
染
み
深
く

大
切
な
動
物
で
あ
っ
た
。
一
方
馬
は
、
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
、
軍
事
用
の
目
的
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
牛

と
馬
は
、
人
に
近
し
い
動
物
、
大
切
に
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
動
物
と
し
て
の
意
識
を
も
た
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
八
〇
〇
年
代
に
来
日
し
、
日
本
の
風
俗
を
書
き
残
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
フ
ィ
ッ
セ
ル

（
７
）

は
、
そ
の
著
『
日
本
風
俗
考
』
で
、
牛
と

馬
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
い
る
。
馬
に
お
い
て
は

こ
の
国
で
は
馬
車
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
馬
だ
け
が
乗
馬
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

馬
の
う
ち
に
は
、
大
小
い
ろ
い
ろ
の
、
強
く
て
形
の
よ
い
見
事
な
品
種
も
あ
る
。
馬
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
大
官
た
ち
の
お
供
を

し
て
荷
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
動
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
事
実
馬
に
乗
っ
て
国
内
を
旅
行
す
る
こ
と
は
、
旅
行
者

た
ち
に
と
っ
て
も
安
上
が
り
な
方
法
で
あ
る

（
８
）

。

と
あ
り
、
ま
た
牛
は
、

日
本
の
農
民
た
ち
は
、
牛
ほ
ど
馬
を
重
要
視
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
馬
を
養
う
に
は
牛
を
養
う
よ
り
経
費
が
か
さ
み
、

ま
た
飼
育
上
、
牛
よ
り
い
ろ
い
ろ
と
手
が
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
馬
は
、
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
数
も
多
く
な
く
、

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ほ
ど
高
く
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い

（
９
）

。
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と
あ
り
、
馬
は
運
搬
用
や
乗
る
た
め
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
牛
は
農
民
に
と
っ
て
農
業
上
の
理
由
か
ら
も
か
な
り
大
切
な
動
物

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

野
生
獣

一
方
、
野
生
獣
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
猪
と
鹿
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
に
出
さ
れ
た
「
本
草
書
」

を
い
く
つ
か
見
て
み
る
と
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
刊
の
、
人
見
必
大
の
『
本
朝
食
鑑
』
の
「
野
猪
」
の
項
に
は
、

野
猪
處
處
山
林
多
有
之
、
状
似
家
猪
而
大
、
大
者
至
四
五
斤
、
両
牙
相
対
出
口
外
、
如
象
牙
之
、
小
春
夏
出
園
圃
為
害

）
（1
（

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、「
春
夏
出
園
圃
為
害
」
と
い
う
所
か
ら
も
、
猪
が
田
畑
に
害
を
与
え
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
る
。

近
世
中
期
頃
か
ら
は
、
全
国
的
な
農
耕
地
の
拡
大
に
よ
り
、
各
地
で
猪
や
鹿
に
よ
る
被
害
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
被
害
を

防
除
す
る
た
め
に
、
猪
垣
・
鹿
垣
の
構
築
な
ど
の
対
策
が
と
ら
れ
た

）
（（
（

。
こ
れ
ら
猪
鹿
に
対
す
る
対
策
か
ら
も
、
猪
や
鹿
が
江
戸
期

を
通
し
て
、
農
作
物
へ
の
害
を
も
た
ら
す
動
物
、
そ
れ
は
即
ち
人
間
へ
害
を
も
た
ら
す
動
物
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

豚さ
て
、
次
に
豚
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
豚
は
江
戸
で
各
地
で
飼
わ
れ
て
い
た
記
述
が
残
っ
て
い
る
が
、
江
戸
に
お
け
る
豚
の

飼
育
目
的
は
、
前
述
の
『
本
朝
食
鑑
』
に
は

豬
処
々
之
を
蓄
ふ
、
多
く
は
是
れ
溝
渠
の
穢
を
厭
ふ
て
也
。
豬
能
く
溝
渠
の
穢
汁
を
喜
ん
で
食
ひ
て
、
日
日
肥
λ
し
、
食
物
も

亦
至
て
寡
く
し
て
こ
れ
を
蓄
ひ
易
し
。
或
は
豬
を
殺
し
て
以
て
μ
犬
を
養
ふ
、
μ
犬
は
獵
を
善
く
し
て
公
家
毎
に
之
れ
を
厩
養
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す
）
（1
（

と
、
汚
物
の
清
掃
で
あ
っ
た
り
、
猟
犬
の
餌
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
あ
る
。

さ
ら
に
小
野
蘭
山
に
よ
る
一
八
〇
三
年
（
享
和
三
）
刊
の
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
に
は
、

唐
山
ニ
ハ
家
ニ
蓄
フ
テ
日
用
ノ
食
品
ト
ス
（
中
略
）
長
崎
ニ
ハ
異
邦
ノ
人
多
ク
来
ル
故
ニ
豕
ヲ
蓄
オ
キ
テ
売
ト
云

）
（1
（

と
あ
り
、
中
国
で
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、「
異
国
」
を
連
想
さ
せ
る
動
物
と
し
て
豚
は
意
識
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

し
か
し
、
豚
を
先
ほ
ど
の
よ
う
に
「
家
畜
獣
」「
野
生
獣
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
わ
け
す
る
と
な
る
と
、
ど
ち
ら
に
わ
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。「
家
畜
獣
」
の
よ
う
に
、
人
の
役
に
立
つ
動
物
と
し
て
で
も
な
く
、
し
か
し
「
野
生
獣
」
で
は
な
い
と
い
う
、

曖
昧
な
位
置
に
あ
っ
た
動
物
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
江
戸
期
に
お
け
る
「
肉
」
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
動
物
へ
の
意
識
を
概
観
し
て
き
た
。「
家
畜
獣
」
は
主
に
農
耕
の

関
係
か
ら
、
ま
た
軍
事
と
の
関
係
か
ら
「
人
の
役
に
た
つ
動
物
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、「
野
生
獣
」
は
、
農
耕
地
へ
の
被
害
を
も

た
ら
す
動
物
と
し
て
「
人
に
害
を
及
ぼ
す
動
物
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
家
畜
と
も
野
生
獣
と

も
言
え
な
い
豚
は
、
豚
が
汚
物
処
理
や
犬
の
餌
と
さ
れ
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
豚
に
対
す
る
卑
賤
視
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

二　
「
肉
」
に
対
す
る
意
識

さ
て
、
で
は
動
物
が
「
肉
」
に
変
わ
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
ど
う
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
「
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
を
専
門
に
扱
っ
た
料
理
書
と
、
薬
品
と
し
て
扱
っ
た
本
草
書
を
通
し
て
「
肉
」
が
ど
の
よ

28



う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

近
世
に
お
け
る
日
本
料
理
の
料
理
書
の
中
に
、
獣
肉
は
殆
ど
出
て
こ
な
い

）
（1
（

。
そ
の
中
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
と
、
寛
永
二
〇

年
（
一
六
四
三
）
刊
の
『
料
理
物
語
』、
伊
達
家
料
理
人
で
あ
っ
た
橘
川
常
房
に
よ
る
『
料
理
集
』、
そ
し
て
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

成
立
の
、
江
戸
川
散
人
狐
松
庵
養
五
郎
に
よ
る
『
黒
白
精
味
集
』
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
肉
」
の
記
述
を
見
て
い
き
た
い
。

『
料
理
物
語
』以
前
は
料
理
の
流
派
ご
と
の
規
式
を
伝
え
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、こ
の『
料
理
物
語
』は
そ
れ
を
打
ち
破
り
、

素
材
別
で
作
り
方
を
載
せ
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。

鹿
　
　
　
　
　
　
汁
　
　
　
か
ひ
や
き
　
い
り
や
き
　
ほ
し
て
よ
し

狸
　
　
　
　
　
　
汁
　
　
で
ん
が
く
山
椒
み
そ
　

猪
　
　
　
　
　
　
汁
　
　
で
ん
が
く
　
く
は
し

兎
　
　
　
　
　
　
汁
　
　
い
り
や
き

川
う
そ
　
　
　
　
か
ひ
や
き
　
す
い
物

熊
　
　
　
　
　
　
す
い
物
　
で
ん
が
く

い
ぬ
　
　
　
　
　
す
い
物
　
か
ひ
や
き

）
（1
（

 

こ
れ
は
『
料
理
物
語
』
の
な
か
の
第
五
、
獣
の
部
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
動
物
の
名
と
と
も
に
、
そ
れ
に
合
う
料

理
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
見
る
と
野
生
獣
で
あ
り
、
江
戸
初
期
は
こ
の
よ
う
な
「
肉
」
が
食
べ
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、『
料
理
物
語
』
か
ら
約
百
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
黒
白
精
味
集

）
（1
（

』
を
見
て
み
る
と
、『
料
理
物
語
』
と
同
じ
く
野
生
獣
の

猪
や
鹿
、
そ
し
て
『
料
理
物
語
』
に
は
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
牛
と
豚
が
出
て
く
る
。
ま
ず
「
肉
」
の
扱
い
方
に
つ
い
て
の
記
事

を
見
て
み
る
と
、

29　　2005 年度文化学会大会から



一
　
総
て
四
足
の
類
鹿
臭
し
て
悪
し
　
料
理
に
て
臭
き
な
し
　
臓
腑
に
手
を
不
付
　
肉
を
そ
ぎ
取
作
り
て
冷
水
に
て
晒
し
候
得

ば
水
血
の
如
く
成
也
　
幾
篇
も
水
を
替
　
水
の
す
む
迄
水
を
か
え
　
能
水
気
を
取
　
冷
酒
か
け
置
き
候
へ
ば
　
三
十
日
は

も
ち
申
也
　
兎
下
鳥
の
臭
皆
如
此
し
て
よ
し

）
（1
（

と
あ
り
、「
肉
」
の
臭
い
を
取
る
た
め
に
は
何
度
も
水
を
替
え
、
血
抜
き
を
す
れ
ば
何
日
か
も
つ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
て
あ
る
。

当
時
の
人
々
が
「
肉
」
の
扱
い
に
苦
心
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

「
肉
」
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
牛
と
豚
が
出
て
く
る
が
、
ま
ず
豚
は
、

豚
　
　
　
　
皮
を
賞
味
す
る
也
　
毛
焼
し
て
わ
ら
に
て
能
摺
　
小
口
よ
り
作
り
用
　
肉
も
用

）
（8
（

と
あ
り
、
皮
が
主
に
賞
味
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
牛
は
、

煮
物
　
　
　
　

牛
　

ね
ぎ

　
　
　
　
　
　
　 

汁
　
　
　
　

牛
　
　

大
こ
ん

牛
房

い
り
や
き
　
　

う
し
　
　

わ
り
山
升

　
　
　
　
　
　
牛
餅
　
　
　

雑
煮
に
う
し
を
入

れ
た
る
も
の
也

）
（1
（

と
、
調
理
方
法
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
『
黒
白
精
味
集
』
で
興
味
深
い
の
は
、
最
後
に
書
か
れ
た
文
に
、

牛
　
豚
　
野
牛
　
山
鳥
　
阿
蘭
陀
食
也

）
11
（
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と
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
、
牛
や
豚
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
食
べ
る
も
の
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
の
で
あ

る
。
前
述
の
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
で
豚
は
、「
中
国
の
食
べ
物
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
オ
ラ
ン

ダ
の
食
べ
物
」
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
「
外
国
の
食
べ
物
」
と
し
て
の
意
識
が
、
近
世
を
通
し
て
牛
や
豚
に
は
も
た
れ
て
い
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

で
は
『
料
理
集

）
1（
（

』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
仙
台
藩
の
料
理
人
で
あ
っ
た
橘
川
常
房
に
よ
っ
て
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
獣
類
と
し
て
は
鹿
・
猪
・
牛
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

鹿ろ
く一

　
本
汁
に
い
て
う
大
根
　
牛
房
は
す
切
等
を
入
能
候

一
　
大
振
に
つ
く
り
　
せ
う
ゆ
た
ま
り
へ
酒
を
加
い
り
焼
に
も
能
候

一
　
一
塩
し
て
干
置
　
夏
中
用
候
で
も
よ
く
候

）
11
（

猪
　

一
　
本
汁
に
ご
ぼ
う
大
こ
ん
と
り
合
　
き
ざ
み
ね
ぶ
か
　
上
置
に
し
て
　
赤
味
噌
を
通
し
　
煮
立
て
克
候

）
11
（

う
し

一
　
本
汁
に
仕
候
　
せ
ん
引
き
あ
ら
ひ
候
て
水
の
す
み
候
節
能
く
候
　
と
り
合
い
て
う
ご
ぼ
う
よ
く
候
　
ま
た
粕
漬
け
に
仕
置

　
本
汁
に
仕
候
て
も
能
く
候
　
給
候
も
の
は
百
五
十
日
の
穢
と
申
候

）
11
（

こ
れ
を
見
る
と
、
牛
は
食
べ
る
と
「
百
五
十
日
の
穢
れ
」
と
あ
る
が
、
鹿
・
猪
に
は
そ
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た
が
、

動
物
の
な
か
で
も
「
肉
」
に
な
れ
る
も
の
は
決
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
『
黒
白
精
味
集
』
の
牛
と
豚
の
阿
蘭
陀
へ
の
イ
メ
ー
ジ
、
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そ
し
て
『
料
理
集
』
の
「
穢
れ
」
の
記
事
か
ら
も
、
牛
と
猪
鹿
の
ち
が
い
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
視
点
を
変
え
て
、
今
度
は
異
国
料
理
を
述
べ
た
書
を
見
て
み
る
と
、
肉
の
扱
わ
れ
方
は
ま
た
違
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
卓し

っ
ぽ
く
し
き

子
式
』
を
挙
げ
た
い
。

こ
の
書
は
卓
袱
料
理
を
世
間
に
よ
り
広
め
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
豊
前
（
大
分
県
）
中
津
の
住
人
で
あ
っ
た
田
中
信
平

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
が
、
満
州
も
含
ん
だ
中
国
料
理
一
般
の
解
説
を
行
い
、
本
格
的
に
卓
袱

料
理
を
論
じ
て
い
る
。

『
卓
子
式
』
序
文
に
は
、
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。

古
昔
は
朝
廷
に
も
猪
鹿
の
肉
を
用
ひ
給
ふ
こ
と
延
喜
式
に
見
へ
た
り
（
中
略
）
近
世
は
猪
鹿
を
嫌
ふ
の
み
な
ら
ず
鶏
鴨
鼈
に
至

る
ま
て
賓
客
に
進
る
事
な
し
本
草
を
読
て
其
能
を
知
る
べ
し

）
11
（

昔
は
豚
や
鹿
の
肉
を
用
い
て
い
た
が
、
今
で
は
そ
れ
ら
を
嫌
う
の
み
な
ら
ず
、
鶏
な
ど
も
賓
客
に
進
め
る
こ
と
は
し
な
い
と
し
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
日
本
で
は
獣
肉
を
賓
客
に
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
『
卓
子
式
』
で
は
獣
肉
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
清
人
長
崎
に
て
製
す
る
卓
子
式
」（
中
国
人
が
長
崎
で
作
る
卓

子
式
）
と
い
う
項
で
は
、

二
　
東
坡
肉
　
　
木
耳

　
乾
笋
　
海
麹
　
　
　
猪
の
白
み
を
六
寸
四
方
程
に
切
久
し
く
煮
た
ゝ
ら
か
し
て
醤
油
に
て
調
へ
木
く

ら
け
　
乾
笋
海
麹
を
上
に
置
茴
香
の
末
ッ
を
ふ
り
か
け
出
す

）
11
（

と
い
う
も
の
な
ど
、
獣
肉
を
使
用
し
た
様
々
な
料
理
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
卓
袱
料
理
を
広
め
る
と
い
う
目
的
を
持
つ
こ
の
書
の

性
質
を
視
野
に
入
れ
て
も
、
こ
の
様
に
獣
肉
を
沢
山
使
用
し
た
本
が
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
考
え
る
。
他
の
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異
国
料
理
書
を
の
ぞ
い
て
み
て
も
、
日
本
料
理
の
書
に
比
べ
、
獣
肉
を
使
用
す
る
回
数
が
か
な
り
多
い
。

一
方
、
本
草
書
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、「
薬
品
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
か
、
か
な
り
の
獣
肉
が
載
せ
ら
れ
、
そ
の
効
用

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
江
戸
時
代
は
、
獣
肉
を
忌
避
は
し
て
い
た
が
、「
薬
食
い
」、
つ
ま
り
「
薬
」
で
あ
る
と
い
う
建
前
を
使
っ
て
人
々
は

食
べ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
本
草
と
は
薬
草
を
は
じ
め
薬
物
と
し
て
用
を
成
す
玉
石
・
木
竹
・
禽
獣
・
虫
魚
な
ど
の
総
称

で
あ
る
が
、
江
戸
期
に
書
か
れ
た
本
草
書
は
、
明
の
時
代
に
李
時
珍
（
一
五
一
八
～
一
五
九
三
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
本
草
綱
目
』

の
影
響
が
か
な
り
大
き
い
。
こ
れ
は
、
薬
用
と
な
る
自
然
物
を
水
・
火
・
草
・
穀
・
禽
・
獣
な
ど
の
一
六
部
に
分
け
て
配
列
し
、

そ
れ
ら
の
効
用
や
毒
性
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
『
本
草
綱
目
』
を
模
範
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
様
々
な
本
草
書
が

出
さ
れ
た

）
18
（

。
そ
れ
ら
を
受
け
て
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
に
、
人
見
必
大
に
よ
る
『
本
朝
食
鑑
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は

中
国
本
草
学
の
影
響
を
出
来
る
だ
け
脱
し
、
自
ら
が
食
べ
物
に
あ
た
っ
て
そ
の
効
用
な
ど
を
確
か
め
、
考
証
し
た
と
い
う
特
色
が

あ
る
。

『
本
朝
食
鑑
』「
獣
畜
部
」
に
は
、
様
々
な
獣
畜
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
効
用
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
鹿

で
あ
れ
ば
、

鹿
　
　
　〔
気
味
〕
古
謂
甘
温
無
毒
　
冬
時
可
食
　
他
月
不
宜
　
不
可
同
雉
肉
白
鮠
魚
鰕
食

）
11
（

こ
の
よ
う
に
効
用
や
食
べ
ら
れ
る
時
期
、
共
に
食
べ
て
は
い
け
な
い
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、
日
本
に
お
け
る
「
肉
」

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
為
、
獣
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
後
に
述
べ
る
が
、「
薬
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
か
ら
か
、
本
草
書
に
お
け
る
こ
れ
ら
獣
肉
の
扱
い
方
は
、
や
は
り
料
理
書
と
違

い
か
な
り
詳
し
い
。

か
わ
っ
て
、
江
戸
中
期
の
儒
医
で
あ
っ
た
香
川
修
徳
は
、
儒
と
医
は
元
来
一
本
の
も
の
だ
と
し
て
、
本
草
書
『
一
本
堂
薬
選

）
11
（

』
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を
著
し
た
。
彼
は
そ
の
中
で
獣
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
「
薬
」
と
し
て
「
身
体
に
良
い
も
の
」
と

し
て
の
扱
い
で
あ
り
、
食
品
と
し
て
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
述
べ
て
あ
る
幾
つ
か
の
、
肉
の
効
用
を
見
て
み
る
と

鹿
　
　
　
　
　
　
益
血
精
、
生
津
液
、
温
体
、
長
肌
肉
、
痩
人
可
食
、
肥
人
勿
用

）
1（
（

牛
　
　
　
　
　
　
生
血
精
、
充
肌
肉
、
温
体
、
止
渇
、
生
津
液
、
治
哮
、
潤
燥

）
11
（

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
を
概
し
て
見
て
み
る
と
、「
日
本
料
理
」
と
し
て
の
「
肉
」
の
記
述
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
、
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、

牛
や
豚
に
は
「
阿
蘭
陀
の
食
べ
物
」
や
「
穢
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
「
異
国
料
理
」
や
「
本
草
書
」
に
は
多
く
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
日
本
の
も
の
と
し
て
の
肉
」
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、一
方
「
異
国
の
も
の
と
し
て
の
肉
」「
薬

と
し
て
の
肉
」
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

川
柳
に
お
け
る
「
肉
」

次
に
川
柳
に
描
か
れ
た
「
肉
」
を
見
る
こ
と
で
、
当
時
「
肉
を
食
べ
る
」
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か

を
探
っ
て
い
き
た
い
。

江
戸
時
代
の
川
柳
に
は
様
々
な
獣
肉
が
出
現
す
る
。
猪
・
鹿
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
牛
・
豚
・
狸
な
ど
も
登
場
し
て
く
る
。

初
鰹
よ
り
初
牡
丹
羽
が
生
え

雪
の
日
に
し
ち
り
ん
で
咲
く
冬
牡
丹
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「
牡
丹
」
と
は
猪
肉
の
隠
語
で
あ
り
、
こ
の
由
来
は
花
札
の
絵
柄
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
初
鰹
は
江
戸
の
庶
民
が
好
ん
だ
食
べ

物
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
比
す
る
川
柳
と
な
っ
て
い
る
。
二
句
目
「
雪
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
江
戸
期
に
は
肉
は
主
に
冬
期
に
売

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。

お
袋
の
留
守
に
紅
葉
を
煮
て
く
ら
ひ

厳
寒
に
酒
あ
た
た
め
て
紅
葉
鍋

「
紅
葉
」
と
は
鹿
の
隠
語
で
あ
る
。「
牡
丹
」
と
同
様
、
花
札
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
隠
語
を
使
わ
な
く
て
は
な

ら
な
い
状
況
と
い
う
の
は
、
や
は
り
「
肉
を
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
を
ま
わ
り
に
公
に
示
す
の
は
宜
し
く
な
い
、
も
し
く
は
あ
ま

り
出
来
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
反
対
の
視
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
隠
語
で
呼
ば
れ
て
い
た
程
食
べ
ら
れ
て
い
た
の
だ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

猪
や
鹿
は
隠
語
で
呼
ば
れ
た
が
、
牛
や
豚
の
肉
に
は
隠
語
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
守
貞
漫
稿
』
に
も
「
三
都
と
も
に
獣

肉
売
店
に
は
、
異
名
と
し
て
山
鯨
と
記
す
こ
と
専
ら
也
。
又
猪
を
牡
丹
、
鹿
を
紅
葉
と
異
名
す
。
虎
肉
な
ら
ば
竹
と
い
う
か

）
11
（

」
と

あ
り
、
獣
肉
全
体
に
「
山
鯨
」
と
い
う
隠
語
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
牛
や
豚
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
川
柳
に
は

牛
豚
も
登
場
し
て
く
る
。

牛
喰
ふ
て
お
の
お
の
白
き
鼻
の
先

豚
の
気
は
君
子
か
馬
鹿
か
い
よ
い
よ
か

う
つ
く
し
き
か
お
で
よ
う
き
ひ
ぶ
た
を
く
ひ

牛
に
く
ら
べ
、
豚
は
二
句
目
の
通
り
、
君
子
か
馬
鹿
か
と
終
日
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
し
て
前
述
の
通
り
、
三
句
目
か
ら
も
解
る
よ
う
に
中
国
と
豚
は
結
び
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

獣
肉
を
食
べ
さ
せ
る
店
と
し
て
、江
戸
期
に
は「
け
だ
も
の
屋
」「
も
も
ん
じ
屋
」と
呼
ば
れ
る
店
が
あ
っ
た
。
麹
町
は
前
述
の『
江

戸
繁
昌
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
獣
肉
を
売
る
店
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
天
保
頃
か
ら
専
門
に
そ
れ
ら
を
食
べ
さ
せ
る
店
が
出
来
て
き

た
。
そ
の
た
め
、
川
柳
に
お
い
て
「
麹
町
」
と
い
え
ば
、
肉
屋
や
け
だ
も
の
屋
、
も
も
ん
じ
屋
を
指
す
の
で
あ
る
。

お
っ
か
な
い
断
ち
売
り
を
す
る
麹
町

木
枯
ら
し
に
手
の
飛
び
歩
く
麹
町

冬
牡
丹
麹
町
か
ら
根
分
け
な
り

こ
れ
ら
を
見
て
い
く
と
、「
肉
」
を
好
ん
で
食
べ
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、い
ず
れ
に
し
て
も
人
々
の
意
識
の
中
に
「
肉
」

は
「
食
べ
物
」
と
し
て
、
そ
の
範
疇
に
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四　

江
戸
期
に
お
け
る
肉
類
の
認
識

こ
れ
ま
で
動
物
へ
の
意
識
、
そ
し
て
「
肉
」
が
、
江
戸
期
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
き
た
の
か
を

述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
整
理
を
し
て
、
江
戸
期
の
「
肉
」
の
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。

お
そ
ら
く
江
戸
期
に
は
、「
肉
」
は
人
々
に
か
な
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
食
べ
物
で
あ
っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
書
物
に
お
い
て
「
日
本
料
理
」
の
書
に
は
肉
類
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、「
異
国

料
理
」「
本
草
」
で
は
そ
の
記
述
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、「
日
本
の
食
べ
物
で
は
な
い
」
と
い
う
意
識
が
か
な

り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
日
本
の
食
べ
物
」
と
し
て
「
肉
」
を
扱
う
場
合
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る
が
、「
異

国
料
理
」
つ
ま
り
「
外
国
の
食
べ
物
」
と
し
て
扱
う
場
合
は
、
そ
れ
は
大
幅
に
寛
容
と
な
る
。
同
様
に
「
本
草
」
に
お
い
て
も
、

こ
れ
は
「
食
べ
物
」
で
は
な
く
「
薬
」
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
は
寛
容
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
肉
」
の
記
述
が
「
日
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本
料
理
」
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
「
異
国
料
理
」「
本
草
」
に
は
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
料
理
と
し
て
は
「
肉
」

に
は
位
置
が
な
か
っ
た
が
、
他
で
あ
れ
ば
位
置
を
占
め
る
事
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
る
。

で
は
そ
の
「
肉
」
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
各
動
物
の
「
肉
」
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

前
半
に
お
い
て
各
動
物
に
対
す
る
意
識
を
述
べ
た
が
、
各
動
物
の
「
肉
」
に
対
す
る
意
識
は
、
そ
の
動
物
へ
の
意
識
と
当
然
な

が
ら
多
分
に
関
わ
り
が
あ
る
。「
日
本
料
理
」
に
は
「
肉
」
の
位
置
は
な
い
に
等
し
い
と
述
べ
た
が
、そ
の
「
肉
」
と
は
「
家
畜
肉
」

で
あ
る
牛
や
馬
、
そ
し
て
半
畜
と
も
い
え
る
豚
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
の
家
畜
獣
と
野
生
獣
に
対
す
る
意
識
は
、大
き
く
分
け
て
「
人
の
役
に
立
つ
動
物
」
と
「
人
に
害
を
与
え
る
動
物
」
で
あ
っ

た
。
牛
や
馬
は
役
に
立
つ
動
物
で
あ
っ
た
が
、
其
の
中
で
も
当
時
の
身
分
内
に
お
け
る
、
牛
馬
に
対
す
る
意
識
は
違
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
特
に
牛
は
先
述
し
た
が
、彦
根
藩
は
江
戸
期
に
将
軍
家
や
そ
の
他
諸
侯
へ
牛
肉
の
味
噌
漬
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は「
薬
」

と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
送
ら
れ
た
回
数
は
多
い
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
農
民
に
と
っ
て
牛
は
、
農
耕
に
お
け

る
必
要
性
か
ら
も
馬
よ
り
も
大
切
な
動
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
牛
に
対
す
る
「
食
べ
物
」
の
意
識
は
も
た
な
か
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

一
方
馬
は
、
お
そ
ら
く
「
食
べ
物
」
と
し
て
よ
り
は
「
乗
り
物
」
と
し
て
の
動
物
の
意
識
が
、
ど
の
身
分
に
お
い
て
も
か
な
り

強
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
フ
ィ
ッ
セ
ル
の
記
述
か
ら
も
、
馬
が
乗
り
物
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
そ
う
意
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
馬
を
「
肉
」
と
し
て
扱
っ
た
も
の
は
、
文
献
に
お
い
て
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
数
少
な
い
例
を
挙
げ
れ

ば
、
東
北
地
方
が
飢
饉
に
陥
っ
た
際
、
馬
の
肉
を
鹿
の
肉
と
称
し
て
売
っ
た
と
い
う
例
が
あ
る
が

）
11
（

、
こ
れ
も
馬
肉
を
鹿
肉
と
し
て

売
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
馬
が
「
肉
」
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
方
野
生
獣
に
対
し
て
は
、
田
畑
に
被
害
を
も
た
ら
す
動
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
生
活
上
必
要
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
、
猪
や
鹿
の
田
畑
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
垣
に
は
、
動
物
捕
獲
の
機
能
も
あ
り
、
捕
獲
後
は
そ
の
肉
を

食
べ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

）
11
（

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
「
肉
」
は
、
主
に
野
生
獣
で
あ
る
猪
や
鹿
で
あ
っ
た
。

概
し
て
見
て
み
る
と
、先
ほ
ど
「
肉
」
は
「
日
本
の
食
べ
物
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
と
述
べ
た
が
、そ
の
中
で
も
ま
た
、牛
や
馬
、
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豚
な
ど
は
主
に
忌
避
の
対
象
と
な
り
、『
黒
白
精
味
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
阿
蘭
陀
食
」
と
し
て
、
外
国
の
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
て
き
た
。
一
方
野
生
獣
の
肉
は
、
麹
町
で
売
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
々
の
目
に
良
く
触
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
人
に
害
を
与
え
る
動
物
と
し
て
意
識
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
も
「
肉
」
で
あ
る
意
識
は
持
た
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
薬
食
い
」

と
称
し
て
も
、
人
々
の
「
肉
」
へ
の
意
識
は
「
食
べ
物
」
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
、
川
柳
の
例
か
ら
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
「
日
本
の
食
べ
物
で
は
な
い
」
と
い
う
意
識
は
根
強
く
、
そ
れ
は
江
戸
期
に
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
扱
わ
れ
、
様
々
な

論
を
生
み
だ
し
、
政
治
的
な
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。

次
章
で
は
、「
穢
れ
」
も
ふ
く
め
、「
肉
食
」
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
観
念
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
述
べ
て
行
き
た
い
。

第
二
章　
「
肉
食
」
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
は
、い
う
ま
で
も
な
く
「
食
べ
物
」
を
「
体
内
」
へ
入
れ
る
行
為
で
あ
る
が
、そ
れ
は
食
べ
物
が
自
分
の
「
身

体
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。「
肉
」
は
食
べ
物
の
中
で
も
「
死
体
か
ら
の
産
物
」
と
い
う
食
べ
物
ゆ
え
に
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
扱
わ
れ
や
す
い

）
18
（

。

一　

身
体
と
日
本

前
章
で
も
述
べ
た
が
、「
本
草
書
」
に
は
「
肉
」
に
対
す
る
記
述
が
数
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
先
述
の
も
の
で
は
あ
ま
り
触

れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
本
草
書
に
お
い
て
「
肉
食
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
名
古
屋
玄
医
の
『
閲
甫
食
物
本
草
』
で
は
、
最
後
の
ほ
う
に
獣
の
部
が
あ
り
、

鹿
の
項
で
は
、

閲
甫
按
ず
る
に
、
畜
類
は
穢
物
に
て
君
子
の
食
は
ざ
る
所
の
者
な
り
。
生
を
貪
る
者
好
み
て
こ
れ
を
食
ふ
も
の
多
し
。
然
れ
ど
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も
老
人
富
貴
の
人
色
を
好
み
、
そ
の
及
ば
ざ
る
を
憂
い
て
、
こ
れ
を
仮
り
て
助
け
と
な
す
。
反
っ
て
害
を
蒙
る
者
あ
り
。
吁
々

生
を
殺
す
の
咎
、
尤
も
神
国
の
戒
む
る
所
な
り
。
此
の
如
き
者
、
神
豈
に
こ
れ
を
罰
せ
ざ
ら
ん
や

）
11
（

。

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
「
君
子
の
食
は
ざ
る
所
の
者
な
り
」
と
い
う
記
述
か
ら
も
、
実
態
は
別
と
し
て
も
上
層
身
分
の
人
達
の
食
べ
物
と
は

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、「
老
人
富
貴
の
ひ
と
色
を
好
み
」
と
い
う
箇
所
か
ら
も
、
肉
食
を
好
ん
で
行
う

人
た
ち
が
い
て
、
彼
ら
は
肉
食
を
行
う
こ
と
で
、
身
体
に
精
力
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

「
吁
々
生
を
殺
す
の
咎
、
尤
も
神
国
の
戒
む
る
所
な
り
。」
の
部
分
か
ら
は
、
動
物
を
殺
害
す
る
こ
と
は
も
っ
と
も
神
国
（
つ
ま
り

日
本
）
に
お
い
て
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
頃
、
お
そ
ら
く
肉
食
が
人
々
に
広
く
さ
れ
、
こ
の
場
合
は
精
力
が
つ
く
も
の
と
し
て
食
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
玄
医

に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
な
い
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
述
の
儒
者
で
も
あ
り
医
者
で
も
あ
っ
た
香
川
修
徳
も
ま
た
、
肉
食
が
身
体
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を
述
べ
て
い

る
。
修
徳
は
「
本
草
」
の
項
で
も
述
べ
た
が
、『
一
本
堂
薬
選
』
と
い
う
本
草
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
古
来
日
本
で
は
獣

肉
は
ふ
ん
だ
ん
に
食
さ
れ
て
い
た
が
、
仏
教
の
伝
来
に
よ
り
忌
避
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、

苟
有
与
予
同
志
之
徒
、
則
其
可
不
復
諄
諄
然
、
旦
暮
口
之
、
拒
邪
説
、
明
古
道
、
以
謀
使
億
兆
再
浴
神
道
聖
徳
之
敦
化
、
養
生 

疾
、
終
天
年
、
躋
寿
域
乎
哉

）
11
（

と
述
べ
、
肉
食
は
忌
避
す
べ
き
行
為
で
は
な
く
、
肉
食
に
よ
っ
て
長
生
き
で
き
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
修
徳
の
意
見
は
や
は
り
当
時
は
観
念
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
論
は
批
判
を
受
け
た
。
特

に
太
田
錦
城
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
刊
行
の
著
書
『
梧
窓
漫
筆
』
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
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然
る
を
香
川
修
徳
と
云
へ
る
も
の
、
邦
人
は
獣
肉
を
食
は
ざ
る
故
に
、
虚
弱
な
り
な
ど
と
お
ど
せ
し
故
、
近
年
は
山
国
の
人
而

已
な
ら
ず
、
海
辺
の
魚
肉
多
き
処
ま
で
皆
々
好
ん
で
食
ふ
こ
と
に
は
な
り
た
り
。
今
は
江
戸
な
ど
に
も
、
冬
月
に
獣
店
夥
し
。

夫
が
故
に
悪
瘡
を
発
し
、
中
風
に
類
す
る
病
を
発
す
る
も
の
少
か
ら
ず
（
中
略
）
目
出
度
風
俗
の
邦
な
り
し
を
大
に
香
川
の
為

に
破
ら
れ
た
り

）
1（
（

。

太
田
錦
城
は
、
近
頃
は
肉
食
を
す
る
人
が
増
え
て
き
て
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
日
本
で
は
肉
食
を
し
な
い
「
目
出

度
風
俗
」
が
あ
っ
た
が
、
修
徳
の
た
め
に
そ
の
風
俗
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
夫
が
故
に
悪
瘡
を
発
し
、

中
風
に
類
す
る
病
を
発
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
錦
城
に
と
っ
て
「
肉
食
」
は
、
身
体
に
と
っ
て
悪
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

前
述
の
人
見
必
大
『
本
朝
食
鑑
』
に
お
い
て
も
、
身
体
へ
の
影
響
に
言
及
し
て
い
る
。
必
大
は
な
ぜ
日
本
人
が
肉
を
食
べ
な
く

な
っ
た
の
か
を
、
中
国
と
の
比
較
で
、
日
本
と
中
国
の
気
候
や
地
理
の
違
い
か
ら
日
本
は
肉
食
を
止
め
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ

の
「
牛
」
の
項
で
は
、「
本
邦
の
人
も
亦
、
牛
肉
宜
し
き
者
あ
る
に
、
何
ぞ
穢
物
と
称
し
て
妄
り
に
こ
れ
を
禁
ず
」
と
も
述
べ
て

い
る
。
結
局
日
本
人
は
肉
に
体
質
が
合
わ
な
い
た
め
、
肉
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
人
々
が
早
死
に

し
な
い
よ
う
神
が
肉
食
を
禁
じ
た
（
だ
か
ら
肉
は
「
穢
れ
」
と
な
っ
た
）
と
述
べ
て
い
る
。

江
戸
前
期
の
儒
学
者
で
あ
り
、
岡
山
藩
の
家
老
を
も
務
め
た
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
～
一
六
九
一
）
は
、
そ
の
著
『
集
義
外
書
』

の
中
で
「
肉
」「
肉
食
」
に
つ
い
て
、

日
本
は
小
国
な
り
、
牛
す
く
な
く
ば
耕
作
の
功
を
な
し
が
た
し
。
且
重
を
ひ
き
遠
を
達
す
る
こ
と
不
叶
。
是
以
神
道
に
牛
を
食

す
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
ま
た
其
次
に
鹿
を
い
む
と
は
、
鹿
を
ゆ
る
さ
ば
鹿
つ
き
て
牛
に
至
ら
む
こ
と
を
お
そ
れ
て
な
り
。
牛

鹿
神
を
け
が
す
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
法
立
て
後
を
か
す
は
不
義
な
り
。
其
不
義
の
け
が
れ
を
い
む
べ
き
な
り
。
婚
姻
の
理
も

こ
れ
を
お
し
て
辨
へ
給
ふ
べ
き
な
り

）
11
（

。
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と
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
中
国
は
広
い
国
土
を
持
っ
て
い
る
が
、
日
本
は
国
土
が
狭
い
。
牛
も
少
な
い
た
め
に
、
食
べ
て
し
ま
う
と
耕
作

が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
神
道
で
は
牛
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
た
と
あ
る
。
で
は
な
ぜ
鹿
も
禁
忌
と
さ
れ
る
の
か

と
い
う
と
、
鹿
を
食
べ
る
こ
と
を
許
す
と
鹿
を
獲
り
尽
し
て
し
ま
い
、
次
第
に
牛
へ
と
手
が
伸
び
る
こ
と
を
恐
れ
、
鹿
も
禁
止
し

た
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
中
国
に
比
べ
日
本
は
小
さ
い
国
で
あ
る
と
し
て
両
国
の
比
較
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
牛
と
鹿
の

対
比
を
し
、
鹿
に
比
べ
て
牛
が
日
本
で
は
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
を
し
て
い
る
。
蕃
山
に
お
い
て
は
、
決
め

ら
れ
た
こ
と
を
破
る
の
が
「
穢
れ
」
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
江
戸
中
期
の
天
文
・
地
理
学
者
で
あ
り
、
儒
者
で
も
あ
っ
た
西
川
如
見
（
一
六
四
八
～
一
七
二
四
）
は
、
そ
の
著
『
町
人

嚢
』
の
底
拂
卷
下
で
、

淮
南
子
に
「
寒
国
は
壽
多
く
熱
国
は
夭
多
し
」
と
い
へ
り
。

是
大
体
の
説
に
し
て
、
今
委
し
く
考
ふ
る
に
一
偏
に
い
ひ
が
た
し
。（
中
略
）
按
ず
る
に
壽
夭
は
国
の
寒
熱
に
よ
る
事
な
し
。

人
の
質
素
養
生
に
よ
れ
り
。
文
華
の
風
俗
に
て
大
酒
肉
食
の
大
過
に
依
て
夭
死
す
る
が
故
也
。（
中
略
）
本
国
は
長
命
の
国
な

り
と
か
や
。
此
外
琉
球
台
湾
等
の
煖
国
の
人
短
命
多
き
事
は
、
皆
酒
肉
の
食
に
依
て
な
り

）
11
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
『
淮
南
子
』
で
は
寒
い
国
に
は
長
生
き
が
多
く
、
熱
い
国
に
は
夭
折
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

一
概
に
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
質
素
な
生
活
を
し
て
い
る
か
し
て
い
な
い
か
に
よ
っ
て
違
う
と
い
う
。
具
体
的
に
言
え

ば
、
日
本
は
質
素
な
生
活
を
し
て
い
る
が
、
琉
球
台
湾
と
い
っ
た
外
国
で
は
酒
や
肉
を
多
く
摂
取
す
る
贅
沢
な
生
活
を
し
て
い
る

た
め
早
死
に
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
西
川
如
見
に
よ
る
『
百
姓
嚢
』
で
は
、
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い
は
ん
や
本
朝
水
土
に
生
れ
て
は
、
信
州
諏
訪
の
社
の
外
に
は
、
獣
肉
は
諸
社
の
禁
戒
な
る
事
は
、
か
な
ら
ず
肉
食
に
し
て
、

萬
民
夭
死
多
か
ら
ん
と
の
神
慮
な
る
べ
し

）
11
（

と
あ
り
、
日
本
人
が
肉
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
早
死
に
を
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
神
が
配
慮
し
た
結
果
、
肉
食
を
禁
忌

と
し
た
と
す
る
。

概
し
て
見
て
み
る
と
、
肉
食
を
否
定
す
る
意
見
に
は
、「
食
べ
物
」
と
し
て
「
肉
」
を
否
定
し
、
そ
れ
を
摂
取
し
た
場
合
は
身

体
に
悪
い
影
響
が
出
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
論
は
「
日
本
」
と
中
国
・
琉
球
・
台
湾
と
い
っ
た
日
本
以
外
の
「
外
国
」
の

対
比
を
し
、
日
本
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
面
が
見
ら
れ
る
。

二　

穢
れ
と
肉
食

次
に
、
肉
食
否
定
の
原
因
の
最
有
力
の
も
の
と
さ
れ
、
現
在
も
様
々
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
「
肉
食
」
の
「
穢
れ
」
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
。

我
々
の
今
の
意
識
か
ら
は
、
江
戸
期
に
は
「
肉
食
」
に
た
い
し
て
「
穢
れ
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
そ
の
観
念
に
よ
っ
て
肉
食

は
忌
避
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
「
穢
れ
」
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
期
に
お
い
て
も

肉
食
の
穢
れ
に
よ
る
物
忌
み
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
社
会
秩
序
を
保
つ
た
め
に
も
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実

際
に
江
戸
期
に
生
活
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、「
穢
れ
」
と
い
う
よ
り
は
一
章
の
『
黒
白
精
味
集
』
で
見
て
き
た
よ
う
に
肉

の
「
血
」
な
ど
か
ら
、好
ま
な
い
人
が
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
穢
れ
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、か
な
り
観
念
化
さ
れ
、実
際
の
「
肉

食
」
か
ら
は
遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
「
穢
れ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
こ
で
は
国
学
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
肉
食
の
「
穢
れ
」
と

い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

国
学
は
、
仏
教
や
儒
教
と
い
っ
た
「
外
国
か
ら
の
影
響
」
と
い
う
も
の
を
出
来
る
だ
け
取
り
除
き
、
日
本
固
有
の
精
神
を
明
ら
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か
に
し
よ
う
と
し
た
学
問
で
あ
る
。
国
学
の
著
作
の
中
で
、「
肉
」
や
「
肉
食
」
に
つ
い
て
も
多
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
国
学

の
四
大
人
で
あ
る
本
居
宣
長
も
、古
代
は
肉
食
を
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
国
学
に
お
い
て
は
「
肉
」
や
「
肉
食
」

は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
日
本
の
風
習
で
は
な
い
」
と
い
う
観
念
が
強
い
。
そ
し
て
日
本
の
優
位
性
に
つ
な
げ
て
い
く
。

宣
長
の
死
後
に
そ
の
門
人
と
な
っ
た
伴
信
友
は
、
そ
の
著
『
獣
肉
塩
湯
考

）
11
（

』
で
獣
肉
を
忌
む
の
は
血
気
を
「
穢
れ
」
と
す
る
た

め
で
あ
り
、
ま
た
獣
肉
へ
の
「
穢
れ
」
の
理
由
を
、
一
つ
に
は
神
代
に
御
歳
神
が
怒
っ
た
為
に
神
事
に
獣
肉
を
忌
ん
だ
と
し
、
あ

と
一
つ
は
仏
教
が
流
布
し
て
殺
生
を
禁
じ
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
信
友
は
「
穢
多
」
に
も
触
れ
、
身
分
的
な
差
別
は
認
め

な
が
ら
も
、「
い
と
あ
わ
れ
む
べ
き
こ
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る

）
18
（

。

宣
長
と
同
じ
く
国
学
の
四
大
人
で
あ
る
平
田
篤
胤
の
門
下
に
宮
負
定
雄
と
い
う
人
物
が
い
た
。
彼
の
著
書
『
国
益
本
論
』
に
は
、

「
肉
食
」
と
「
穢
れ
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三　
『
国
益
本
論
』
と
「
穢
れ
」

こ
の
『
国
益
本
論
』
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
書
か
れ
、
国
益
が
増
進
す
る
た
め
に
は
庶
民
の
教
化
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
い
か
に
進
め
る
べ
き
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
、
国
益
の
も
と
は
庶
民
の
良
い
行
い
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
は
民
に
福
を
も
た
ら
す
と
す
る
。
逆
に
神
の
嫌
う
こ
と

を
行
う
と
災
い
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
「
神
の
嫌
う
こ
と
」
は
、
こ
こ
で
は
、
獣
肉
を
食
べ
る
こ
と
・
堕
胎
を
す
る
こ

と
・
そ
し
て
死
体
を
火
葬
す
る
こ
と
の
三
つ
で
あ
る
と
す
る
。

獣
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
火
の
穢
れ
だ
と
し
て
、
宮
負
は
こ
こ
で
肉
食
の
穢
れ
の
具
体
例
を
四
つ
挙
げ
て
い
る
。
一
つ

目
は
、

其
は
近
き
こ
ろ
、
己
が
下
総
の
田
部
町
に
て
、
其
里
な
る
虎
屋
清
兵
衛
と
い
ふ
商
人
が
、
獣
肉
を
煮
売
し
け
る
に
、
其
村
疫
病

絶
え
ず
し
て
、
里
人
之
を
艱
き
、
産
土
神
の
御
心
を
占
ひ
け
れ
ば
、
獣
肉
を
煮
売
り
す
る
者
在
る
に
因
て
、
里
の
汚
れ
を
悪
み
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給
ふ
趣
な
り
。
故
、
其
村
長
よ
り
、
獣
肉
を
売
る
事
を
禁
止
け
れ
ば
、
疫
病
止
み
に
け
り

）
11
（

。

と
述
べ
、
商
人
が
獣
肉
を
煮
売
り
し
て
い
て
、
そ
れ
を
産
土
神
が
嫌
っ
て
村
に
疫
病
を
流
行
ら
せ
た
。
そ
し
て
獣
肉
を
売
る
事
を

や
め
れ
ば
疫
病
は
治
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
二
つ
目
に
は
、
伊
勢
の
人
が
鮪
を
斬
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
友
人
が
来
て
何
の
魚
を
斬
っ
て
い
る
の
か
と
質
問
さ
れ
、
ふ
ざ

け
て
「
猪
を
斬
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
そ
の
夜
に
夢
の
中
で
天
照
大
神
の
神
勅
が
あ
り
、

汝
吾
国
内
に
生
れ
、
吾
獣
肉
を
忌
む
事
を
知
り
つ
ゝ
、
ま
ぐ
ろ
の
魚
を
猪
な
り
と
は
何
事
ぞ
。
今
日
ま
で
は
汝
が
身
を
守
護
た

れ
ど
、
今
よ
り
後
は
吾
汝
を
見
捨
る
に
よ
り
て
、
此
国
を
立
ち
去
れ

と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
朝
見
て
み
る
と
、
体
は
悪
瘡
に
染
ま
り
、
面
相
も
醜
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
獣
肉
は
食
べ
て
は
い
な
い
が
、「
猪
を
斬
っ
て
い
る
」と
い
う
言
葉
だ
け
で
も
神
は
嫌
う
と
さ
れ
る
。今
ま
で
は「
日
本
」

と
い
う
国
に
生
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
保
護
し
て
き
た
が
、
自
分
（
神
）
が
獣
肉
を
嫌
う
と
知
り
な
が
ら
「
猪
を
斬
る
」
と
い
う
人

間
は
も
は
や
見
捨
て
る
の
で
、「
日
本
」
で
は
な
く
「
外
国
」
へ
行
け
と
命
令
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
獣
肉
は
「
日
本
の
食
べ
物
」

で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
る
。

三
つ
目
に
は
伊
勢
の
御
師
の
話
で
あ
り
、
大
祓
の
た
め
に
奥
州
の
ほ
う
に
下
り
、
宿
に
泊
ま
っ
た
が
、
そ
の
宿
の
主
人
が
獣
肉

を
鴨
で
あ
る
と
偽
り
、
自
分
も
食
べ
、
御
師
も
獣
肉
と
は
思
わ
ず
鴨
と
思
っ
て
食
べ
た
。
そ
の
後
何
も
な
く
、
次
の
年
も
ま
た
奥

州
へ
行
き
同
じ
宿
に
泊
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
宿
の
主
人
が
、
去
年
出
し
た
の
は
鴨
で
は
な
く
鹿
の
肉
だ
と
伝
え
た
所
、
御
師
は
顔
色

を
変
え
て
「
さ
て
は
鴨
と
お
も
ひ
て
吾
喰
ひ
し
は
、
鹿
の
肉
に
て
あ
り
け
る
か
」
と
い
っ
て
、
吐
血
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
宿
の
主
人
も
死
に
、
妻
子
に
至
る
ま
で
そ
の
年
の
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
家
は
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
最
後
の
四
つ
目
は
、
諏
訪
明
神
の
氏
子
達
が
伊
勢
の
内
宮
に
詣
で
た
時
、
す
ぐ
側
を
流
れ
て
い
る
五
十
鈴
川
で
手
水
を
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使
い
口
を
そ
そ
い
だ
と
こ
ろ
、
歯
が
み
ん
な
抜
け
落
ち
た
と
い
う
。
な
ぜ
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
、
い
く
ら
産
土
神
の
許
し
で
も
、

い
つ
も
諏
訪
で
は
獣
肉
を
食
べ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
伊
勢
の
神
の
お
咎
め
で
あ
る
と
し
て
、
俄
か
に
諏
訪
明
神
を
祈
っ
た
所
、

抜
け
落
ち
た
歯
が
元
に
戻
っ
た
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
宮
負
は
同
著
で
、
江
戸
に
は
魚
鳥
が
余
り
あ
る
ほ
ど
多
い
の
だ
か
ら
、
獣
肉
な
ど
食
べ
な
く
て
も
事
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
な
の
に
わ
ざ
わ
ざ
高
価
な
獣
肉
を
食
べ
る
事
は
「
穢
れ
」
と
な
り
、
災
い
を
招
き
、
天
地
の
神
明
に
見
放
さ
れ
る
の
だ
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、

物
の
道
理
を
辨
な
き
愚
俗
の
喰
ふ
は
最
も
に
あ
れ
、
物
識
人
が
唐
人
風
に
な
り
て
、
獣
を
喰
ふ
者
抔
も
あ
り
て
、
甚
々
可
笑
し

く
、
不
敬
な
る
事
な
り
。
唐
土
に
住
居
す
る
唐
人
な
ら
ば
、
喰
ひ
て
も
何
の
惶
な
く
、
神
に
不
敬
と
い
ふ
も
あ
ら
ね
ど
も
、
皇

国
の
神
孫
と
生
れ
、
天
照
大
御
神
の
御
民
た
る
限
り
は
、
喰
ふ
べ
き
理
に
あ
ら
ず
。
信
州
諏
訪
大
神
の
御
祭
に
、
鹿
の
頭
を
奉

り
、
且
、
氏
子
の
人
に
も
、
獣
肉
を
喰
ふ
事
を
許
し
給
ふ
な
ど
は
、
如
何
な
る
理
に
て
好
ま
せ
給
ふ
か
、
己
が
知
る
事
に
は
あ

ら
ず
。

と
、
日
本
以
外
の
国
で
は
獣
肉
を
食
べ
る
事
は
、
天
照
大
神
の
保
護
の
範
囲
内
で
は
な
い
の
で
不
敬
と
は
な
ら
な
い
が
、「
日
本
」

と
い
う
範
囲
内
で
獣
肉
を
食
べ
る
事
は
神
が
嫌
い
「
穢
れ
」
と
な
る
の
で
、
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

四　
「
肉
食
」
と
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

宮
負
定
雄
の
論
と
は
反
比
例
し
て
、
江
戸
期
は
時
代
が
降
る
ほ
ど
に
、
諸
外
国
の
影
響
も
あ
り
肉
食
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
に
つ
れ
て
、
諸
外
国
に
お
け
る
日
本
の
優
位
性
の
強
調
も
ま
た
目
立
っ
て
く
る
。
一
八
五
三
年
の
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、

日
本
に
ア
メ
リ
カ
を
始
め
諸
外
国
が
日
本
に
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
後
孝
明
天
皇
の
外
国
嫌
い
も
手
伝
っ
て
、
日

本
に
お
い
て
攘
夷
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
が
、そ
の
際
に
と
ら
れ
た
論
が
、極
端
な
も
の
で
あ
れ
ば
日
本
は
「
神
国
」
で
あ
り
、
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日
本
に
来
る
外
国
人
は
全
て
「
神
国
」
日
本
を
穢
す
も
の
だ
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
が
「
神
国
」
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
肉
食

を
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
反
対
に
外
国
は
肉
食
す
る
習
慣
が
あ
る
の
で
穢
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
宇
都
宮
藩
儒
で
あ
っ
た

大
橋
訥
庵
に
よ
っ
て
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
書
か
れ
た
「
政
権
恢
復
秘
策
」
で
は
、

早
ク
攘
夷
ノ
策
ヲ
定
メ
テ
、
腥
羶
ノ
臭
気
ヲ
一
掃
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

）
11
（

と
あ
る
。
腥
羶
と
は
な
ま
ぐ
さ
い
も
の
の
意
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
肉
食
を
す
る
習
慣
の
あ
る
外
国
人
を
対
象
と
し
て
、
日
本
か
ら

「
腥
羶
ノ
臭
気
」
つ
ま
り
外
国
の
勢
力
を
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

こ
れ
ま
で
様
々
な
人
物
の
「
肉
食
」
に
対
す
る
論
を
見
て
き
た
が
、
一
章
で
「
肉
」
は
「
日
本
の
食
べ
物
で
は
な
い
」
と
述
べ

た
よ
う
に
、「
肉
食
」
は
「
日
本
の
行
為
で
は
な
い
」
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
肉
食
の
習
慣
の
な
い
日
本
（
観

念
的
に
で
あ
る
が
）
と
、
肉
食
の
習
慣
の
あ
る
外
国
と
の
対
比
と
な
り
、
そ
の
習
慣
が
な
い
日
本
は
、
諸
外
国
に
対
し
優
位
に
立
っ

て
い
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
、
当
時
の
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の
一
要
素
と
も
な
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
江
戸
に
お
け
る
「
肉
」
へ
の
意
識
と
位
置
、
そ
し
て
「
肉
食
」
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
て
き
た
が
、
ま
ず
第
一
章
に

お
い
て
は
各
動
物
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
た
。
家
畜
と
し
て
の
獣
は
牛
と
馬
を
挙
げ
た
が
、
牛
は
農
民
に
と
っ
て
農
耕
や
畑
作
に

必
要
な
動
物
で
あ
り
、
馬
は
乗
り
物
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
に
使
役
さ
れ
る
動
物
で
あ
る
が
故
に
、
食
品
と
し
て

の
需
要
は
生
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
家
畜
肉
」
に
お
い
て
は
、
馬
は
上
層
階
級
で
必
要
な
動
物

で
あ
っ
た
事
か
ら
も
「
肉
」
の
意
識
は
殆
ど
無
か
っ
た
。
一
方
牛
は
、
農
民
な
ど
に
と
っ
て
は
生
活
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
た

め
「
肉
」
へ
の
意
識
は
少
な
い
が
、
農
作
に
お
け
る
必
要
性
を
重
要
と
し
た
た
め
建
前
と
し
て
は
「
肉
」
と
し
て
扱
う
こ
と
を
禁

止
し
た
が
、
上
層
階
級
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
動
物
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
彦
根
の
牛
の
味
噌
漬
と
し
て
も
食
べ
ら
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
。

一
方
「
野
獣
」
と
し
て
猪
と
鹿
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
武
士
階
級
に
と
っ
て
は
狩
り
の
対
象
で
あ
り
、
農
民
な
ど
に
と
っ
て

は
農
耕
地
を
荒
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
人
に
使
役
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
害
と
し
て
の
側
面
が
大
き
か
っ
た

た
め
、
恐
ら
く
は
穢
れ
の
意
識
も
生
ま
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
猪
や
鹿
の
「
野
生
肉
」
を
食
べ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
は
、
あ
ら
ゆ
る

階
層
で
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
近
世
の
文
献
に
お
い
て
も
現
れ
て
く
る
。「
食
べ
る
」
こ
と
を
専
門
に
扱
っ
た
書
を
考
察
し
て
き
た
が
、
そ

こ
に
は
「
野
生
肉
」
は
多
い
反
面
、「
家
畜
肉
」
は
ほ
と
ん
ど
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

文
献
に
お
い
て
、
当
時
「
肉
」
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
さ
れ
て
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
薬
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

た
「
本
草
」
に
関
す
る
書
の
中
で
も
、「
肉
」
は
よ
く
見
ら
れ
た
が
、い
わ
ゆ
る
「
日
本
料
理
」
に
関
す
る
書
に
は
ほ
と
ん
ど
「
肉
」

は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
反
面
、
近
世
に
お
け
る
「
異
国
料
理
」
で
あ
っ
た
卓
袱
料
理
や
中
国
料
理
で
の
文
献
に
は
「
肉
」
は
よ

く
現
れ
て
く
る
。文
献
に
お
い
て「
肉
」は
、「
異
国
料
理
」や「
本
草
」に
分
類
さ
れ
れ
ば
そ
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
日

本
料
理
」
と
い
う
位
置
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
態
と
し
て
は
、
江
戸
期
を
通
し
て
人
々
は
「
肉
」
に
対
し
て

「
食
べ
物
」
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
一
章
で
得
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
。

二
章
に
お
い
て
は
、「
肉
食
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
「
穢
れ
」
概
念
を
中
心
に
す
す
め
て
い
っ
た
が
、

特
に
国
学
者
に
お
い
て
は
、「
肉
食
」
の
「
穢
れ
」
は
、「
日
本
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
（
つ
ま
り
日
本
で
は
「
肉
食
」

を
し
な
い
と
い
う
こ
と
）
の
一
つ
と
な
っ
て
、
彼
ら
の
論
に
使
用
さ
れ
て
い
く
。「
肉
」
の
「
日
本
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う

位
置
は
、
実
際
の
「
肉
食
」
行
為
と
は
別
に
か
な
り
観
念
化
さ
れ
、
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
否
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
特
に

宮
負
定
雄
に
お
い
て
は
、「
肉
食
」
の
「
穢
れ
」
を
外
国
に
対
す
る
日
本
の
優
位
性
な
ど
に
結
び
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

概
し
て
、
江
戸
期
の
日
本
に
お
い
て
「
肉
」
や
「
肉
食
」
は
、「
禁
忌
」
と
い
う
よ
り
も
「
日
本
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う

意
識
を
持
た
れ
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
常
に
相
対
化
さ
れ
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
・
そ
し
て
後
期
に
は

列
強
に
対
す
る
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
そ
し
て
優
位
性
の
強
調
と
な
っ
て
い
っ
た
。
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さ
て
、
明
治
に
な
る
と
、
そ
の
「
肉
」、「
肉
食
」
は
近
代
国
家
を
目
指
す
動
き
か
ら
も
、
公
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
き
、仮
名
垣
魯
文
の
「
安
愚
楽
鍋
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、牛
鍋
な
ど
牛
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
反
面
、

猪
や
鹿
な
ど
の
野
生
獣
の
肉
は
後
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
野
生
獣
の
「
肉
」
の
否
定
は
、
家
畜
獣
が
広
ま
っ
た
事
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
江
戸
期
を
通
し
て
猪
や
鹿
な
ど
野
生
獣
が
食
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
「
肉
」
の
な
か
で
も
「
日
本
の
も
の
」
と
し

て
の
意
識
が
あ
っ
た
た
め
、
後
退
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
反
対
に
牛
が
広
ま
っ
た
の
は
、
江
戸
期
に
牛
な
ど
家
畜
獣
は

「
外
国
の
も
の
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
た
め
、
明
治
以
後
は
そ
れ
が
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
平
成
一
六
年
度
札
幌
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
修
了
）

（
１
）
武
光
誠
著
『
食
の
変
遷
か
ら
日
本
の
歴
史
を
読
む
方
法
』（
河
出
書
房
新
社
　
二
〇
〇
一
年
）
四
三
頁
な
ど

（
２
）
原
田
信
男
著
『
歴
史
の
中
の
米
と
肉
』
二
五
七
頁

（
３
）
前
著
二
五
九
頁

（
４
）
塚
本
学
『
江
戸
時
代
人
と
動
物
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
四
三
頁

（
５
）『
江
戸
繁
昌
記
』（
平
凡
社
　
東
洋
文
庫
）
一
五
一
頁
　

（
６
）
福
沢
諭
吉
に
よ
る
『
福
翁
自
伝
』
や
『
小
梅
日
記
』
に
よ
る
牛
肉
食
の
記
事
が
あ
る
。

（
７
）
一
八
二
〇
～
一
八
二
九
年
ま
で
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
勤
務
、
本
名J.F

.va
n
 O

verm
eer F

issch
er 

（
８
）『
日
本
風
俗
考
』（
平
凡
社
　
東
洋
文
庫
）　
八
九
頁

（
９
）『
日
本
風
俗
考
』（
平
凡
社
　
東
洋
文
庫
）　
八
九
頁

（
（1
）『
本
朝
食
鑑
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
七
九
年
）
九
四
一
～
九
四
二
頁

（
（（
）
高
橋
春
成
『
野
生
動
物
と
野
生
化
家
畜
』（
大
明
堂
　
一
九
九
五
年
）
一
六
頁

（
（1
）『
本
朝
食
鑑
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
七
九
年
）
九
三
二
頁

（
（1
）『
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
七
八
年
）
一
〇
四
三
頁

（
（1
）
松
下
幸
子
著
『
図
説
江
戸
料
理
事
典
』
三
頁
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（
（1
）『
料
理
物
語
』（「
江
戸
時
代
料
理
本
集
成

：

翻
刻
」
第
一
巻
　
臨
川
書
店
）
二
八
頁

（
（1
）
松
下
幸
子
『
古
典
料
理
の
研
究
（
一
三
）
―
『
黒
白
精
味
集
』
に
つ
い
て
―
』（
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
　
第
三
六
巻
　
第
二
部
）

三
〇
七
～
三
四
六
頁
、『
古
典
料
理
の
研
究
（
一
四
）　
―
『
黒
白
精
味
集
』
中
・
下
巻
に
つ
い
て
―
』（
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
　
第

三
七
巻
　
第
二
部
）
二
二
一
～
二
九
〇
頁

（
（1
）
前
著
二
八
七
頁

（
（8
）
前
著
二
八
八
頁

（
（1
）
前
著
二
八
八
頁

（
11
）
前
著
二
八
八
頁

（
1（
）
松
下
幸
子
『
古
典
料
理
の
研
究
（
七
）
橘
川
常
房
・
料
理
集
に
つ
い
て
』（
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
　
第
三
〇
巻
　
第
二
部
）
三
九
五
～

四
五
六
頁

（
11
）
前
著
四
一
〇
頁

（
11
）
前
著
四
〇
八
～
四
〇
九
頁

（
11
）
前
著
四
三
五
頁

（
11
）『
卓
子
式
』（「
原
典
現
代
語
訳
　
日
本
料
理
秘
伝
集
成
／
第
十
三
巻
　
異
国
風
料
理
」
一
九
五
八
年
　
同
朋
社
出
版
）
一
七
三
頁

（
11
）
前
著
一
八
二
頁

（
11
）
武
光
誠
著
『
食
の
変
遷
か
ら
日
本
の
歴
史
を
読
む
方
法
』（
河
出
書
房
新
社
　
二
〇
〇
一
年
）
四
三
頁
な
ど

（
18
）
名
古
屋
玄
医
に
よ
る
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
〇
）
の
『
閲
甫
食
物
本
草
』、
向
井
元
升
に
よ
る
貞
亨
元
年
（
一
六
八
四
）
の
『
包
厨
備
用
倭
名
本

草
』
な
ど
。

（
11
）『
本
朝
食
鑑
』（
現
代
思
潮
社
　
一
九
七
九
年
）
九
三
九
頁

（
11
）『
一
本
堂
薬
選
』（『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
六
九
　
香
川
修
庵
（
五
）』
一
九
八
二
年
　
　
名
著
出
版
） 

（
1（
）
前
著
二
一
七
頁

（
11
）
前
著
二
四
三
頁

（
11
）
当
時
は
肉
の
保
存
技
術
が
な
か
っ
た
た
め
、
あ
る
程
度
保
存
の
き
く
冬
期
に
販
売
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
11
）『
守
貞
漫
稿
』（
朝
倉
治
彦
・
柏
川
修
一
集
　
　
一
九
九
三
年
　
　
東
京
堂
出
版
）
七
八
頁

（
11
）
中
村
直
勝
著
『
彦
根
市
史
』（
彦
根
市
役
所
　
一
九
六
〇
年
）
二
六
四
～
二
六
九
頁
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（
11
）『
日
本
馬
政
史
』
二
巻
（
帝
国
競
馬
協
会
　
一
九
二
八
年
）
六
〇
八
～
六
〇
九
頁
、『
兎
園
小
説
』（『
日
本
随
筆
大
成
』
一
巻
　
日
本
随
筆
大
成
刊

行
部
）
一
四
一
頁

（
11
）
高
橋
春
成
『
野
生
動
物
と
野
生
化
家
畜
』（
大
明
堂
　
一
九
九
五
年
）
一
六
頁

（
18
）
ラ
プ
ト
ン
，
デ
ボ
ラ
『
食
べ
る
こ
と
の
社
会
学
　
食
・
身
体
・
自
己
』（
無
藤
隆
・
佐
藤
恵
理
子
訳
　
一
九
九
九
年
　
新
曜
社
）
に
よ
る
と
、「
肉

は
、
暴
力
、
攻
撃
性
、
血
の
飛
び
散
り
、
痛
み
と
結
び
付
け
ら
れ
、
自
己
／
他
者
、
純
粋
／
汚
染
の
境
界
上
線
で
、
常
に
揺
ら
い
で
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
は
動
物
の
死
体
か
ら
の
産
物
で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
ど
ん
な
食
べ
物
よ
り
も
腐
敗
や
汚
染
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

（
二
二
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
）
吉
井
始
子
（
編
）『
食
物
本
草
本
大
成
』
第
四
巻
（
臨
川
書
店
　
一
九
八
〇
年
）
五
三
〇
～
五
三
一
頁

（
11
）『
一
本
堂
薬
選
』（『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
六
九
　
香
川
修
庵
（
五
）』
一
九
八
二
年
　
　
名
著
出
版
）
二
二
六
頁

（
1（
）『
日
本
随
筆
全
集
　
第
一
七
巻
』（
国
民
国
書
株
式
会
社
　
一
九
二
九
年
）
一
五
四
頁

（
11
）
正
宗
敦
夫
（
編
）『
増
訂
　
蕃
山
全
集
　
第
二
巻
』（
名
著
出
版
　
一
九
七
八
年
）
三
一
頁

（
11
）
こ
こ
で
「
近
親
婚
」
と
「
肉
食
」
が
同
じ
立
場
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
「
肉
食
」
と
い
う
行
為
が
「
近
親
婚
」
と
近
い
感
覚
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）
飯
島
忠
夫
　
西
川
忠
幸
校
訂
『
町
人
嚢
・
百
姓
嚢
　
長
崎
夜
話
草
』（
岩
波
書
店
　
一
九
四
二
年
）
一
三
三
～
一
三
四
頁

（
11
）
飯
島
忠
夫
　
西
川
忠
幸
校
訂
『
町
人
嚢
・
百
姓
嚢
　
長
崎
夜
話
草
』（
岩
波
書
店
　
一
九
四
二
年
）
一
六
九
頁

（
11
）『
古
事
記
伝
』
二
三
巻
　
水
垣
宮
卷
（
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
一
巻
所
収
　
筑
摩
書
房
　
一
九
六
九
年
）
五
九
頁

（
11
）
滝
本
誠
一
（
編
）『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
五
巻
　
所
収
（
三
一
書
房
　
一
九
七
〇
年
）
四
七
一
～
四
八
八
頁

（
18
）
原
田
信
男
「
江
戸
時
代
の
肉
食
観
」（『
こ
ぺ
る
』
一
六
四
号
　
京
都
部
落
史
研
究
所
）
一
～
一
一
頁

（
11
）
芳
賀
登
・
松
本
三
之
助
（
編
）『
日
本
思
想
体
系
　
國
学
運
動
の
思
想
』
岩
波
書
店
　
一
九
七
一
年
）
二
九
二
～
三
〇
九
頁

（
11
）『
日
本
思
想
体
系
　
幕
末
政
治
論
集
』（
岩
波
書
店
　
一
九
七
六
年
）
一
八
九
頁
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