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⽛
食
の
歴
史
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ᴷ
日
本
と
ア
ジ
ア
ᴷ
⽜
Ⅰ

共
食
と
い
う
文
化

原

田

信

男

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
原
田
と

申
し
ま
す
。
食
の
な
か
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
な
か
な
か
扱
い
に
く
い
の
で
す

が
、
き
ょ
う
は
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
か
ら
、⽛
共
食
⽜

と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
と
、
家
族
の
問
題
と
も
絡
み
ま
す
の
で
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
も
少
し
関
係
し
て
く
る
か
と
思
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
選
び
ま
し
た
。

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
食
べ
て
生
き
て
い
ま
す
。
食
事
を
し
な
い
と
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
人
間
は
食
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
、
少
し
原

理
論
的
な
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
人
間
は
食
べ
る
の
か
、
何
の
た
め
に
食
べ
る
の
か
、
と
い
え
ば
、
当
然
、

生
き
て
い
く
た
め
で
す
。
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
な

ら
私
の
身
体
が
存
在
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
そ
の
体

が
動
か
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
心
臓
が
動
い
て
い
ま
す
が
、
も
う

少
し
細
か
く
分
析
し
て
い
く
と
、
ま
ず
私
た
ち
の
体
を
つ
く
っ
て
い
る
細
胞
を
維

持
す
る
と
い
う
目
的
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
目
的
の
⽛
体
が
動
く
⽜
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
細
胞
内
の
比
重
を
熱
量
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
で
膨
張
さ
せ
た
り
収
縮
さ

せ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
手
や
足
な
ど
が
動
く
わ
け
で
、
そ
れ
を
わ
れ

わ
れ
は
無
意
識
の
う
ち
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
身
体
・
細
胞
の
維
持
と
そ
の
細
胞
を
動
か
す
こ
と
、
こ
の

二
つ
が
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
細
胞
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
の
は
た
ん
ぱ
く
質
で
す
。
必
須
ア
ミ
ノ
酸

が
な
い
と
、
私
た
ち
の
細
胞
は
再
生
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
身
体
の
細
胞
は
一
～
二

週
間
で
入
れ
代
わ
り
、
老
廃
物
は
出
て
い
っ
て
、
新
し
い
細
胞
が
自
分
の
体
に
合

っ
た
か
た
ち
で
再
生
さ
れ
る
。
そ
の
設
計
図
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
す
。
こ
う
し
た
細
胞
の

再
生
を
繰
り
返
し
続
け
る
た
め
に
は
、
た
ん
ぱ
く
質
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
体
を
動
か
す
た
め
に
は
、
細
胞
を
温
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
細
胞

を
温
め
る
た
め
に
は
、
カ
ロ
リ
ー
つ
ま
り
熱
量
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ

共食という文化
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っ
て
動
く
と
言
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
栄
養
素
と
い
っ
て
も
、

た
ん
ぱ
く
質
と
カ
ロ
リ
ー
は
次
元
の
違
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
た

ん
ぱ
く
質
と
カ
ロ
リ
ー
を
必
要
と
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
の
体
に
必
要
な
た
ん
ぱ
く
質
と
カ

ロ
リ
ー
を
、
わ
れ
わ
れ
の
体
は
お
い
し
く
感
じ
る
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
し
た

が
い
ま
し
て
、
肉
や
魚
、
ご
は
ん
に
含
ま
れ
る
た
ん
ぱ
く
質
を
お
い
し
い
と
感
じ

ま
す
し
、
カ
ロ
リ
ー
と
い
う
点
で
は
、
糖
分
と
脂
質
を
お
い
し
く
感
じ
る
よ
う
に

で
き
て
い
ま
す
。
結
局
、
味
覚
と
食
べ
も
の
と
の
関
係
は
、
人
間
の
存
在
に
と
っ

て
最
も
根
本
的
な
と
こ
ろ
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
ど
う
や
っ
て
食
べ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
に

と
っ
て
の
大
先
生
で
あ
る
石
毛
直
道
先
生
は
、⽛
人
間
は
料
理
を
す
る
動
物
で
あ

る
⽜
と
い
う
定
義
と
、⽛
人
間
は
共
食
を
す
る
動
物
で
あ
る
⽜
と
い
う
定
義
を
唱

え
ら
れ
ま
し
た
。
逆
に
い
え
ば
、
人
間
以
外
は
料
理
を
し
な
い
し
、
共
食
も
し
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
人
間
の
食
行
動
に
お
い
て
、
料
理
を
す
る
と
い

う
問
題
と
共
食
を
す
る
と
い
う
問
題
は
非
常
に
特
徴
的
か
つ
重
要
な
問
題
で
あ
る

わ
け
で
す
。

共
食
は
、⽛
共
同
飲
食
⽜
の
略
で
す
。
た
と
え
ば
男
女
が
、
出
会
っ
て
、
仲
良

く
な
っ
て
、
デ
ー
ト
を
す
る
と
、
必
ず
食
事
を
し
ま
す
ね
。
そ
の
場
で
一
緒
に
食

事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
男
女
間
の
距
離
が
非
常
に
近
く
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
を
永
遠
の
も
の
と
す
る
と
き
の
結
婚
式
で
は
三
三
九
度

と
い
う
か
た
ち
で
、
一
緒
に
お
酒
を
飲
み
干
す
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
が
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
く
と
い
う
誓
約
を
し
ま
す
。
そ
う
い
う
儀
式
の
な
か
に
は
共
食
と
い
う

問
題
が
入
り
込
ん
で
き
て
お
り
、
ま
さ
に
共
食
に
よ
っ
て
人
と
人
と
の
紐
帯
を
共

有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
密
さ
を
象
徴
し
、
さ
ら
に
結
婚
式
な
ど
の
誓
約
と

い
う
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
く
場
合
に
、
共
食
と
い
う
行
動
が
と
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
こ
で
人
間
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
人
間

は
、
動
物
一
般
の
な
か
で
は
身
体
的
運
動
能
力
の
き
わ
め
て
低
い
動
物
で
す
。
駆

け
っ
こ
を
し
て
も
犬
の
ほ
う
が
速
く
走
り
ま
す
し
、⽛
馬
力
⽜
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
が
、
人
間
の
力
は
馬
の
力
に
と
て
も
及
び
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
る
と
、
人

間
は
、
動
物
の
な
か
で
は
身
体
的
運
動
能
力
は
き
わ
め
て
低
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
人
間
が
、
な
ぜ
今
日
、
地
球
上
の
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
存
在
し

う
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
き
わ
め
て
文
化
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
サ
ル
に
文
化
が
あ
る
か
ど
う
か
は
や
や
こ
し
い
問
題
で
す
が
、
と
も

か
く
人
間
に
は
文
化
と
い
う
強
い
力
が
あ
り
ま
す
。

文
化
と
は
、
後
天
的
に
学
習
し
た
知
識
と
技
術
で
す
。
本
能
で
は
な
く
後
か
ら

学
習
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
食
べ
る
こ
と
が
文
化
で
あ
る
と
か
、
寝
る

こ
と
が
文
化
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
食
べ
る
こ
と
や
寝
る
こ
と
自
体
は
本
能
で
す

か
ら
先
天
的
な
も
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
眠
る
か
、
何
を
着
て
眠
る
か
、
ど
こ

で
眠
る
か
は
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
様
に
、
食
も
、
ど
う
や
っ
て
食
べ
る

か
、
食
べ
る
と
き
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
か
、
と
い
う
の
は
後
天
的
に
学
習
し

た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
文
化
な
の
で
す
。

そ
の
文
化
を
共
有
す
る
母
体
と
し
て
、
集
団
が
存
在
し
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
は
、

こ
の
世
界
で
の
生
存
戦
略
と
し
て
、
集
団
で
生
き
て
い
く
と
い
う
戦
略
を
選
ん
だ

4



の
で
す
。
も
と
も
と
人
間
は
個
々
に
は
、
身
体
的
運
動
能
力
の
き
わ
め
て
低
い
、

弱
い
存
在
で
す
が
、
そ
の
弱
い
存
在
で
あ
る
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
集
団
と
な
っ

て
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
動
物
も
捕
獲
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
た

め
に
人
間
は
、
集
団
で
生
き
て
い
く
と
い
う
生
存
戦
略
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

そ
し
て
、
集
団
で
文
化
的
に
生
き
て
い
く
た
め
に
何
が
一
番
有
効
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
言
語
・
言
葉
な
の
で
す
。
言
葉
に
よ
っ
て
集
団
的
な
行
動
の
計
画
性
の
よ

う
な
も
の
が
確
保
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
最
大
の
た
ん
ぱ
く
質
の
提
供
源
で
あ
る

他
の
動
物
も
獲
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
狩
猟
と
い
う
食
糧
の
獲
得
が
約
束

さ
れ
る
わ
け
で
、
集
団
行
動
に
よ
っ
て
人
間
が
自
分
よ
り
も
大
き
く
強
く
速
い
動

物
を
獲
る
と
い
う
優
位
性
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
人
間
と
い
う
の
は
集
団
で
生
き
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
わ

れ
わ
れ
は
必
ず
複
数
の
集
団
に
属
し
て
い
て
、
そ
の
集
団
の
最
小
単
位
が
家
族
で

す
。
男
と
女
が
、
そ
の
子
ど
も
を
産
み
、
家
族
と
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
の
が

最
低
の
集
団
単
位
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
消
費
の
場
で
あ
り
、
食

糧
を
獲
得
す
る
と
い
う
生
産
の
問
題
に
な
る
と
、
ま
た
別
の
組
織
が
必
要
で
す
。

た
と
え
ば
狩
猟
集
団
は
、
動
物
を
獲
る
わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
集
団
行
動
に
よ

っ
て
動
物
を
獲
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
狩
猟
集
団
の
一
員
に
属
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
配
分
を
得
て
、
そ
れ
を
家
族
で
食
べ
る
こ
と
で
家
族
と
い
う
集
団
を
維

持
し
て
い
き
ま
す
。
私
も
家
族
が
あ
り
、
な
お
か
つ
学
校
に
勤
め
て
、
そ
こ
で
お

金
を
稼
い
で
き
て
、
そ
れ
で
食
糧
を
買
っ
て
、
家
族
を
養
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

関
係
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
人
間
は
複
数
の
集
団
の
な
か
で
生

活
す
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
次
に
、
な
ぜ
家
族
が
重
要
で
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
が
共
食
と
い
う
問
題
と

絡
ん
で
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
人
間
を
含
む
哺
乳
類
の
生
存
戦
略
を
考

え
ま
す
と
、
胎
生
、
つ
ま
り
、
お
な
か
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
以
前
の
卵
生
の
世
界
は
、
と
に
か
く
数
を
た
く
さ
ん
産
ん
で
、
そ

の
う
ち
の
何
割
か
が
生
き
残
っ
て
く
れ
れ
ば
自
分
た
ち
の
種
が
維
持
で
き
る
。
最

初
は
、
こ
の
卵
生
の
原
則
が
生
物
と
し
て
の
ひ
と
つ
の
生
存
戦
略
で
し
た
が
、
そ

れ
か
ら
一
歩
進
ん
で
哺
乳
類
に
な
っ
た
段
階
で
、
そ
う
で
は
な
く
、
数
は
少
な
い

け
れ
ど
も
身
ご
も
っ
た
子
ど
も
を
き
ち
ん
と
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
戦
略
に
切
り

換
え
ま
し
た
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
哺
乳
類
は
ど
う
し
て
も
子
ど
も
が
自
立
す
る
ま
で
は
親
が

食
事
の
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
哺
乳

類
は
、
ま
さ
に
乳
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
育
て
ま
す
し
、
人
間
以
外
の
場
合
は
、
母

乳
状
の
食
事
は
、
個
体
単
位
で
そ
の
場
で
消
費
し
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
母
乳

を
ど
ん
ど
ん
飲
ん
で
、
一
定
の
段
階
ま
で
育
っ
た
ら
、
あ
と
は
自
分
で
食
糧
を
探

し
て
き
て
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
の
場
で
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
生
存
の
パ

タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
人
間
は
、
文
化
・
言
語
と
と
も
に
、
も
う
ひ
と
つ
他
の
動
物
と
異
な

る
こ
と
が
あ
っ
て
、
二
足
歩
行
が
で
き
ま
し
た
。
二
足
歩
行
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
手
を
自
由
に
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
技
術

を
発
達
さ
せ
る
と
と
も
に
、
手
を
使
っ
て
物
を
運
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
集
団
で
獲
得
し
た
食
糧
を
、
自
分
の
家
族
の
も
と
へ
持
ち
帰
り
、
そ

共食という文化
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れ
を
家
族
で
分
配
し
て
食
べ
る
こ
と
が
可
能
な
生
物
だ
っ
た
の
で
す
。

家
族
と
い
う
集
団
の
な
か
で
、
食
糧
の
獲
得
と
分
配
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
男

性
は
狩
猟
、
女
性
は
採
集
そ
の
他
と
い
う
家
族
内
の
分
業
体
制
に
な
っ
て
い
き
、

い
わ
ゆ
る
性
的
分
業
が
成
立
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
人
間
が
集
団
で
生
き
て
い
く
と

い
う
生
存
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
た
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
類
人
猿
も
食
物
の
分
配
は
す
る
よ
う
で
す
が
、
京
都
大
学
総
長
の

山
極
寿
一
さ
ん
の
お
話
に
よ
り
ま
す
と
、
類
人
猿
は
物
乞
い
が
あ
っ
た
と
き
だ
け

与
え
る
そ
う
で
す
。
人
間
は
、
物
乞
い
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
集
団
と
し
て

の
家
族
を
維
持
す
る
た
め
に
食
糧
を
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
ら
を
分
配
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
命
題
で
あ
る
、
人
間
は
料
理
を
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
点
で

は
、
食
糧
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
の
で
は
な
く
調
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調

理
は
火
を
使
っ
た
り
し
ま
す
が
、
食
べ
る
た
び
に
何
度
も
そ
の
場
で
調
理
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
獲
っ
て
き
た
食
糧
を
家
族
単
位
で
調
理
し
て
、
み
ん
な

で
食
べ
ま
す
。
そ
こ
に
食
事
の
共
時
性
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
共
食
と
い
う
問
題

が
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
共
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
に
あ
っ
た
狩
猟
の
問
題
を
少
し
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
狩
猟
の
人
び
と
は
集
団
で
平
等
の
分
配
を
す
る
と
い

う
の
は
、
私
も
頭
の
中
で
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
実
際
に

ど
う
い
う
も
の
か
を
九
州
の
八
代
の
久
連
子
と
い
う
と
こ
ろ
で
初
め
て
見
ま
し
た
。

宮
崎
県
の
霜
月
神
楽
に
行
っ
た
帰
り
で
し
た
が
、
た
ま
た
ま
三
人
の
猟
師
さ
ん
が

一
頭
の
イ
ノ
シ
シ
を
獲
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
解
体
す
る
の
で
す
が
、
ま
ず
内
臓
は

い
ち
ば
ん
腐
り
や
す
い
の
で
、
す
ぐ
に
村
の
お
か
み
さ
ん
た
ち
に
渡
し
て
し
ま
い

ま
す
。
お
か
み
さ
ん
た
ち
は
、
そ
れ
で
鍋
を
つ
く
っ
て
、
村
の
み
ん
な
で
食
べ
ま

す
。
精
肉
の
部
分
が
、
猟
師
さ
ん
た
ち
の
取
り
分
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
見
て
い
て
⽛
な
る
ほ
ど
⽜
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
部
位
に
よ
っ
て
肉
の

価
値
が
違
い
ま
す
か
ら
、
平
等
に
分
け
る
と
い
う
の
は
、
簡
単
そ
う
で
非
常
に
難

し
い
の
で
す
。
ま
ず
肩
、
腹
、
お
尻
の
部
分
を
三
つ
に
割
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
三

つ
に
切
り
、
各
部
位
ご
と
に
一
つ
ず
つ
、
三
つ
の
白
い
袋
に
入
れ
ま
す
。
目
分
量

で
切
り
ま
す
か
ら
、
当
然
、
量
の
多
少
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
は
そ
の
白
い
袋
を

一
つ
ず
つ
持
っ
て
帰
る
と
い
う
か
た
ち
で
平
等
に
分
け
て
い
ま
し
た
。

彼
ら
が
イ
ノ
シ
シ
を
仕
留
め
た
道
具
は
、
鉄
砲
で
は
な
く
ヤ
リ
で
す
。
犬
と
一

緒
に
追
い
詰
め
て
、
ヤ
リ
で
ブ
ス
ッ
と
刺
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
最
初
に
ヤ

リ
を
刺
し
た
人
に
は
、
一
番
ヤ
リ
と
し
て
の
特
典
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ノ
シ

シ
の
頭
で
す
。
で
す
か
ら
、
獲
っ
た
人
は
、
う
れ
し
そ
う
に
頭
を
叩
い
て
割
っ
て
、

そ
の
な
か
か
ら
脳
み
そ
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
脳
み
そ
を
洗
っ
て
持
ち
帰
り
ま
し

た
。
そ
し
て
食
べ
ら
れ
な
い
イ
ノ
シ
シ
の
鼻
は
、
犬
に
ご
ほ
う
び
と
し
て
あ
げ
て

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
平
等
に
分
配
す
る
の
で
す
。

な
ぜ
平
等
に
分
配
す
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
た
ま
た
ま
久
連
子
の
場
合
は
三

人
の
猟
師
さ
ん
で
し
た
が
、
基
本
的
に
狩
猟
の
集
団
は
も
っ
と
大
が
か
り
な
人
数

で
す
。
そ
の
と
き
に
、
マ
タ
ギ
の
人
び
と
は
鉄
砲
で
ク
マ
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
な

ど
を
狙
っ
て
撃
ち
ま
す
が
、
そ
の
場
合
も
、
基
本
的
に
ま
っ
た
く
平
等
に
分
け
ま

す
。
獲
っ
た
人
に
一
番
多
く
渡
し
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
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彼
ら
は
絶
対
に
そ
う
し
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
い
か
に
鉄
砲
の
う
ま
い
人
で
あ
っ
て
も
、
年
を
と
れ
ば
反
応
も
鈍

く
な
る
し
、
目
も
見
え
な
く
な
る
。
い
ま
は
花
形
の
射
撃
手
で
あ
っ
て
も
、
や
が

て
老
い
て
い
け
ば
、
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
集
団
に
属
し
て
い
る
限
り
、

同
じ
よ
う
な
分
け
前
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
集
団
・
組
織

を
永
続
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
平
等
に
分
け
る
こ
と
が
最
も
合
理
的
な
や
り

方
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
ま
だ
一
七
～
一
八
歳
の
、
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
て
で
、
た
だ
単

に
声
を
か
け
て
動
物
を
追
い
込
む
だ
け
の
人
も
、
鉄
砲
で
撃
っ
た
人
も
、
ま
っ
た

く
平
等
に
分
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
平
等
に
分
け
た
分
を
家
族
に
持
っ
て
帰
り
、

家
族
と
と
も
に
食
事
を
す
る
。
そ
う
い
う
あ
り
よ
う
が
、
人
間
の
集
団
的
な
食
糧

獲
得
の
最
初
の
形
態
で
あ
る
狩
猟
と
い
う
文
化
の
な
か
に
み
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
う
や
っ
て
持
ち
帰
っ
た
食
糧
を
、
家
長
は
家
族
に
分
配
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
分
配
す
る
た
め
に
は
、
味
覚
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
分
配
さ
れ
た
食
糧
を
同
じ
時
間
に
調
理
し
て
食
べ
れ
ば
、
家
族
は
ま
っ
た

く
同
じ
味
の
も
の
を
食
べ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
集
団
と
し
て
の
独
自
性
の
よ

う
な
も
の
が
継
承
さ
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
こ
の
食
べ
も
の
は
ど
う
う
ま
い
と

か
、
ど
う
い
う
歯
ご
た
え
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
合
う
わ
け
で
、
そ
の

意
味
で
は
、
味
覚
も
集
団
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
集
団
の
特
質
は
味
覚
体
験
の
共
通
性
で
あ
り
、
こ
れ
が
今
日
の

い
わ
ゆ
る
⽛
わ
が
家
の
味
⽜⽛
お
ふ
く
ろ
の
味
⽜
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
で
す

か
ら
、
共
食
と
い
う
の
は
、
同
じ
味
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
と
し

て
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
共
食
の
意
味
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
デ
ー
ト
の
話
を
し
ま

し
た
が
、
人
間
関
係
に
お
け
る
親
密
さ
の
表
現
と
い
う
こ
と
が
共
食
の
基
本
的
な

意
味
で
し
て
、
日
本
語
の
こ
と
わ
ざ
に
も
⽛
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
仲
間
⽜
と
い

う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
さ
に
共
食
に
お
け
る
人
間
関
係
の
社
会
的
親

密
性
を
示
す
言
葉
で
し
て
、
人
間
と
人
間
と
の
距
離
を
、
ど
れ
だ
け
一
緒
に
食
事

を
す
る
の
か
と
い
う
共
食
の
尺
度
で
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
共
食
の
意
味
と
い
う
の
は
、
食
の
味
覚
を
共
有
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
が
、
同
じ
時
間
、
同
じ
場
所
、
同
じ
よ
う
な
食
べ
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
親
密
さ
を
増
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

ま
た
、
冒
頭
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
共
食
は
誓
約
と
確
認
の
場
で
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
結
婚
式
に
お
け
る
三
三
九
度
も
そ
う
で
す
し
、
そ
の
後
、
親
族
を
招

い
て
行
う
披
露
宴
は
⽛
こ
れ
で
一
族
に
な
っ
た
⽜
と
か
⽛
二
人
の
結
婚
を
認
め

た
⽜
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
に
食
事
を
し
な
が
ら
承
認
す
る
場
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
す
と
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
を
共
食
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
さ
ら
に
ミ
サ
の
と
き
に
神
父
さ
ん
が
信
者
に
白
い
パ
ン
を
配
り
ま
す
。

い
ま
は
ワ
イ
ン
は
一
緒
に
飲
み
ま
せ
ん
が
、
昔
は
必
ず
、
ミ
サ
の
と
き
に
ワ
イ
ン

を
飲
ん
で
、
パ
ン
を
食
べ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
神
と
の
誓
約
の
場
、
つ
ま
り
神
と

の
共
食
の
場
に
な
る
わ
け
で
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
サ
に
お
け
る
ワ
イ
ン
は
キ

リ
ス
ト
の
血
の
代
わ
り
で
あ
り
、
パ
ン
は
キ
リ
ス
ト
の
体
に
見
立
て
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
を
信
者
た
ち
が
一
緒
に
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
共
食
行
為
を
行
い
、

共食という文化
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神
と
の
誓
約
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
古
代
の
史
料
に
⽛
共
食
者
⽜
と
い
う
役
職
が
出
て

き
ま
す
。⽛
共
食
者
(あ
え
た
げ
び
と
)⽜
と
い
っ
て
、
日
本
書
紀
の
雄
略
天
皇
の
条

に
、⽛
呉
の
国
の
人
が
来
た
と
き
に
共
食
者
に
○
○
(人
名
)を
置
け
⽜
と
い
う
の

が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
外
国
か
ら
使
者
が
来
た
場
合
、
言
葉
が
わ
か
り
ま
せ

ん
か
ら
、
ま
ず
一
緒
に
食
事
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
持
ち
を
通
わ
せ
合
い
、
そ

の
う
え
で
具
体
的
な
外
交
儀
礼
な
ど
の
交
渉
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
っ
た
く
見

知
ら
ぬ
国
の
人
び
と
が
来
れ
ば
、
ま
ず
は
共
食
者
に
任
命
さ
れ
た
人
が
一
緒
に
食

事
を
す
る
わ
け
で
、
雄
略
天
皇
の
と
き
は
呉
の
人
、
推
古
天
皇
の
と
き
は
新
羅
の

人
と
食
事
を
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
延
喜
式
と
い
う
古
代
律
令
の
施
行
細
則
の
な
か
に
、⽛
蕃
客

来
臨
の
と
き
に
は
共
食
二
人
⽜
と
い
う
か
た
ち
で
、
使
者
に
対
し
て
人
間
を
使
う

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
古
代
の
国
家
制
度
の
ひ
と
つ
と
し
て
共
食
者
を
置

き
、
外
国
の
人
が
来
た
ら
ま
ず
共
食
を
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

さ
ら
に
他
の
史
料
で
古
代
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
継
体
天
皇
二
十
一
年
の
と
き
、

筑
紫
国
造
磐
井
の
乱
で
磐
井
を
鎮
圧
し
た
の
は
近
江
毛
野
と
い
う
人
物
で
し
た
が
、

じ
つ
は
磐
井
の
反
乱
を
起
こ
し
た
人
物
と
近
江
毛
野
は
昔
か
ら
の
仲
間
で
、⽛
こ

れ
か
ら
自
分
は
鎮
圧
に
行
く
が
、
そ
の
相
手
は
昔
、
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
仲
間

で
、
友
だ
ち
だ
っ
た
⽜
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
か

た
ち
で
同
じ
場
所
で
共
食
を
す
る
こ
と
が
、
古
代
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持

っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
神
話
の
話
に
な
っ
て
い
き
ま
す
と
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
日
本
の

国
を
産
ん
だ
わ
け
で
す
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
国
(死
の
国
)へ
行
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
を
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
国
ま
で
訪
ね
て
い
っ
て
、
な
ん
と
か
連
れ
戻
そ
う

と
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
戸
喫
(よ
も
つ
へ
ぐ
い
ᴷ
死
者

の
国
の
食
べ
も
の
を
食
べ
る
こ
と
)を
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
も
う
元
の
世

界
に
は
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。
死
者
と
共
食
し
た

人
は
、
も
う
生
者
と
は
共
食
で
き
な
い
。
そ
う
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
古
事

記
の
神
話
か
ら
も
わ
か
る
わ
け
で
、
日
本
の
古
代
に
お
い
て
も
、
か
な
り
古
い
段

階
か
ら
共
食
が
持
つ
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
考
え
て
み
た
い
の
は
、
神
人
共
食
と
い
う
問
題
で
す
。
神
様
と
人
間
が
共

に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
神
様
を
呼
ん
で
、

い
ろ
い
ろ
お
願
い
し
ま
す
が
、
神
を
呼
ぶ
た
め
の
装
置
が
あ
っ
て
、
ま
ず
竹
や
木

を
四
本
立
て
て
、
そ
こ
に
注
連
縄
を
張
り
、
食
べ
も
の
を
供
え
ま
す
。
こ
れ
は
ど

う
い
う
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
と
、
四
本
の
柱
は
依
代
と
い
っ
て
、
神
様
が
降
り

て
来
る
場
所
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
本
の
柱
は
神
の
住
居
で
あ
る
こ
と
を

示
し
ま
す
。
そ
し
て
、
注
連
縄
に
吊
る
御
幣
は
、
い
わ
ば
神
様
の
着
物
で
す
。

住
居
が
あ
っ
て
、
着
物
が
あ
れ
ば
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
食
べ
も
の
で
す
。

そ
の
食
べ
も
の
を
机
に
供
え
て
、
神
を
呼
び
、
お
祈
り
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
い
ま

だ
に
地
鎮
祭
と
い
う
か
た
ち
で
執
り
行
わ
れ
、
神
様
に
来
て
も
ら
っ
て
、
こ
の
土

地
に
地
震
や
火
災
な
ど
の
災
い
が
起
き
な
い
よ
う
に
お
願
い
を
し
ま
す
。
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こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
臨
時
に
神
を
呼
ぶ
装
置
で
す
が
、
恒
常
的
に
⽛
い
つ
も
こ

こ
に
来
て
く
だ
さ
い
⽜
と
い
う
か
た
ち
で
設
け
た
の
が
神
社
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

神
社
に
行
け
ば
神
様
が
い
る
の
で
は
な
く
て
、
特
定
の
神
様
に
⽛
こ
の
神
社
に
降

り
て
き
て
く
だ
さ
い
⽜
と
お
願
い
す
る
た
め
に
、
神
社
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
そ
し
て
神
が
来
た
と
き
に
は
、
食
べ
も
の
を
供
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
神
人
共
食
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
の
神
道
で
神
主
さ
ん
が

儀
式
を
や
る
と
き
、
儀
式
を
始
め
る
宣
言
が
終
わ
る
と
、
献
饌
(神
様
の
食
べ
も
の

を
供
え
る
)を
し
ま
す
。
そ
こ
に
神
様
が
降
り
て
く
る
と
、
献
饌
の
後
で
神
主
さ
ん

が
祝
詞
を
読
み
ま
す
。
祝
詞
は
、
基
本
的
に
は
願
い
ご
と
で
す
。
結
婚
式
で
あ
れ

ば
、⽛
○
○
村
の
Ａ
と
○
○
村
の
Ｂ
が
、
こ
こ
で
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
の
二
人
に

末
永
く
幸
せ
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
⽜
と
い
う
よ
う
な
願
い
ご

と
を
し
て
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
撤
饌
と
い
っ
て
、
神
饌
を
下
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
で
神
事
が
終
わ
る
わ
け
で
、
じ
つ
に
簡
単
な
構
造
で
す
が
、
献
饌
と
撤
饌

の
間
は
神
様
が
降
り
て
く
る
と
こ
ろ
に
食
べ
も
の
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

こ
の
神
事
の
間
に
神
様
は
捧
げ
ら
れ
て
い
る
神
饌
を
食
べ
て
い
る
と
み
な
す
わ
け

で
す
。

神
社
で
の
神
事
が
終
わ
り
ま
す
と
、
必
ず
そ
の
後
に
直
会
が
つ
い
て
き
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
、
直
会
は
、
神
事
が
終
わ
っ
て
、
願
い
ご
と
が
済
ん
だ
か

ら
、
打
ち
上
げ
で
一
杯
や
っ
て
、
飲
み
食
い
す
る
楽
し
み
の
場
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
神
事
の
な
か
で
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
事
で
神
様
が
神
饌
を
食
べ
た
後
、
そ
の
神
饌
を

人
間
側
が
食
べ
る
こ
と
が
、
直
会
の
本
来
の
意
味
な
の
で
す
。
こ
こ
で
神
と
人
の

共
食
が
成
立
し
、
神
人
共
食
と
い
う
概
念
が
成
立
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
様

と
人
間
が
仲
良
く
な
り
、
心
が
つ
な
が
る
。
心
が
つ
な
が
る
か
ら
、
人
間
の
願
い

ご
と
を
神
様
が
か
な
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
饌
は
、
一
種

の
お
礼
で
も
あ
り
ま
す
が
、
捧
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
捧

げ
た
も
の
を
後
で
人
間
側
が
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
共
食
し
ま
す
。
そ

の
意
味
で
、
直
会
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

神
社
の
神
饌
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
の
神

事
で
は
、
神
饌
を
一
緒
に
食
べ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
近
代
の
歴
史
的
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
神
饌
に
は
生
饌
と
熟
饌
が

あ
り
、
生
饌
は
生
の
食
べ
も
の
、
熟
饌
は
調
理
し
た
食
べ
も
の
で
す
。
現
在
で
は

生
饌
が
原
則
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
神
様
に
捧
げ
る
と
き
に
は
調
理
を
し
な
い
、

そ
の
ま
ま
の
魚
や
野
菜
な
ど
を
捧
げ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
つ
、
こ
れ
が
始
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、
昔
か
ら
な
か
っ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
く
に
明
治
初
年
に
国
家
神
道
と
い
う
か
た
ち
で
、
神
道

を
国
教
に
し
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
段
階
で
神
社
庁
が
神
式
の
統
一
を
図
り
、
神
式

の
細
か
な
や
り
方
を
決
め
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
、
な
ぜ
か
生
饌
を
原
則
に
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
い
ま
神
社
で
や
る
神
饌
そ
の
も
の
に
調

理
さ
れ
た
熟
饌
が
出
る
例
は
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
熟
饌
が
当

た
り
前
で
し
た
。

つ
ま
り
、
人
間
の
手
で
食
べ
ら
れ
る
状
態
に
し
た
も
の
を
、
神
様
に
捧
げ
て
、

神
様
に
食
べ
て
も
ら
い
、
そ
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
そ
れ
を
人
間
が
食
べ
る
と
い

う
の
が
基
本
で
す
か
ら
、
昔
は
熟
饌
が
本
流
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

共食という文化
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ま
さ
に
神
人
共
食
が
成
立
し
、
願
い
ご
と
を
か
な
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
す
。

こ
れ
が
別
の
か
た
ち
で
言
葉
と
し
て
も
残
っ
て
い
る
の
が
、
正
月
の
餅
直
会
で

す
。
九
州
に
は
餅
直
会
と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
正
月
、
神
棚
に
鏡
餅

を
捧
げ
て
お
き
、
松
が
明
け
る
と
そ
の
鏡
餅
を
下
げ
て
、
そ
れ
を
人
間
が
雑
煮
に

し
て
食
べ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
正
月
の
七
日
間
に
神
様
が
食
べ
た
餅
を
、
今
度

は
人
間
が
食
べ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
神
人
共
食
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
一
年
間
の

家
族
の
安
全
や
豊
作
と
い
う
願
い
が
か
な
う
可
能
性
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

神
様
に
捧
げ
た
餅
を
一
定
期
間
が
過
ぎ
た
ら
人
間
が
食
べ
る
と
い
う
餅
直
会
を
い

ま
で
も
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
も
神
人
共
食
の
一
種
で
し
て
、
そ
う
い
う
行

為
に
よ
っ
て
人
間
と
神
の
距
離
が
縮
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
も
う
少
し
広
い
場
面
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
農
耕

の
お
祭
は
春
祭
と
秋
祭
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
農
耕
民
族
の
な
か
で

も
コ
メ
を
非
常
に
重
要
な
作
物
と
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
コ
メ
を
つ
く
り
始
め
る

前
の
春
の
祝
祭
と
秋
の
収
穫
祭
が
日
本
で
最
大
の
お
祭
と
な
る
の
で
す
。

じ
つ
は
春
の
祝
祭
は
、
い
ま
は
花
見
と
い
う
か
た
ち
で
残
っ
て
い
ま
す
。
農
村

で
は
、
桜
の
花
が
満
開
に
な
る
頃
、
田
起
こ
し
を
し
て
水
田
の
準
備
に
入
り
ま
す

が
、
農
民
た
ち
は
そ
の
頃
、
近
く
の
山
に
登
っ
て
、
山
桜
を
見
な
が
ら
自
分
た
ち

の
村
や
田
ん
ぼ
を
見
下
ろ
し
ま
し
た
。
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
霊
力
が
伝
わ
る
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
山
の
上
で
の
宴
会
で
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
、
自
分
た
ち
の

村
を
見
な
が
ら
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
年
も
村
の
田
ん
ぼ
に
た
く
さ
ん
コ
メ

が
実
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
一
種
の
予
祝
を
お
こ
な
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
見
る
と
い
う
行
為
は
、⽛
国
見
峠
⽜
と
い
う
地
名
に
も
出
て
き
ま
す
。

国
見
峠
と
い
う
地
名
は
、
支
配
者
が
そ
の
国
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
視
界

に
入
っ
た
地
域
は
そ
の
支
配
者
の
権
力
に
よ
っ
て
平
和
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
見
る
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
花

見
と
い
う
予
祝
の
行
為
と
し
て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
予
祝
は
春
に
行
わ
れ
ま
す
が
、
基
本
的
に
一
年
の
始
ま
り
の
春
は

一
月
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
た
し
か
に
田
植
え
は
現
在
の
暦
で
い
え
ば
四
月
か
ら

始
ま
り
ま
す
が
、
年
の
初
め
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
先
に
正
月
に
⽛
今
年
一

年
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
ま
す
よ
う
に
⽜
と
お
祈
り
す
る
か
た
ち
に
徐
々
に
変
わ
っ

て
い
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
山
形
県
で
は
、
雪
中
田
植
え
と
い
っ
て
、
正
月
の
ま
だ
雪
の
降
っ
て

い
る
と
き
に
田
植
え
の
し
ぐ
さ
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、⽛
今
年
も
た
く
さ

ん
と
れ
ま
す
よ
う
に
⽜
と
い
う
お
祭
を
し
て
、
そ
の
後
は
直
会
の
よ
う
な
か
た
ち

で
神
に
捧
げ
た
も
の
を
食
べ
て
、
豊
作
を
予
祝
し
ま
す
。

秋
に
な
っ
て
、
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
る
と
、
そ
れ
を
神
様
に
感
謝
し
て
、
初
穂

を
捧
げ
て
、⽛
来
年
も
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
⽜
と
い
う
感
謝
祭
と
し
て

の
収
穫
祭
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
村
の
鎮
守
の
秋
祭
り
と
い
う
も
の
で
、

も
ち
ろ
ん
共
食
は
伴
い
ま
す
が
、
だ
い
た
い
ど
こ
で
も
収
穫
が
終
わ
っ
た
頃
に
村

の
神
社
の
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

日
本
で
の
コ
メ
の
司
祭
者
の
ト
ッ
プ
は
天
皇
で
す
。
そ
れ
を
最
も
象
徴
す
る
新

嘗
祭
は
、
十
一
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
日
は
、
現
在
は
勤
労
感
謝
の

日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
新
嘗
祭
の
日
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
で
も
、

10



こ
の
日
は
天
皇
が
新
嘗
祭
と
い
う
お
祭
を
や
っ
て
、
神
様
に
神
饌
を
捧
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
四
月
か
五
月
頃
に
な
り
ま
す
と
、⽛
き
ょ
う
、
天
皇
陛
下
は
皇
居
の

田
ん
ぼ
で
田
植
え
を
し
ま
し
た
⽜
と
い
う
記
事
が
載
り
、
九
月
か
十
月
に
な
る
と

⽛
き
ょ
う
、
天
皇
陛
下
は
皇
居
の
田
ん
ぼ
で
稲
刈
り
を
し
ま
し
た
⽜
と
い
う
記
事

が
載
り
ま
す
。
こ
う
し
て
天
皇
が
皇
居
の
田
ん
ぼ
で
刈
っ
た
稲
か
ら
つ
く
っ
た
白

酒
・
黒
酒
と
お
餅
を
、
新
嘗
祭
で
神
様
に
捧
げ
ま
す
。
そ
れ
を
下
げ
て
き
て
、
天

皇
が
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
天
皇
が
一
体
化
し
、
天
皇
が
治
め
る
日
本
の

国
に
神
の
霊
力
が
ば
ら
ま
か
れ
る
。
霊
力
が
ば
ら
ま
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま

り
豊
作
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
祈
念
祭
は
天
皇
が
行
う
予
祝
祭
で
す
が
、
こ
れ
も
旧
正
月
の
二
月
に
豊

穣
を
祈
る
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
年
の
初
め
に
行
わ
れ

る
の
で
す
。

な
ぜ
収
穫
祭
が
十
一
月
二
十
三
日
な
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
雲
南
の
ミ
ャ
オ
族

も
水
田
稲
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
民
族
で
す
が
、
彼
ら
も
十
一
月
の
二
回
目
の
卯

の
日
に
収
穫
祭
を
や
り
ま
す
。
年
に
十
二
支
が
あ
る
よ
う
に
、
日
に
も
十
二
支
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
二
回
目
の
卯
の
日
は
だ
い
た
い
二
十
四
日
頃
に
な
り
ま
す
。
明

治
に
な
っ
た
と
き
、
第
二
卯
の
日
と
い
う
の
を
や
め
て
、
十
一
月
二
十
三
日
を
新

嘗
祭
の
日
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
天
皇
は
こ
の
日
に
収
穫
祭
と
し
て
の
新
嘗
祭
を
や
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
う
す
る
と
実
際
の
収
穫
か
ら
一
カ
月
空
い
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
植
物
が
実
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
植
物
の
生
命
が
一
度
死
ん
だ
こ
と

に
な
り
ま
す
。
穀
霊
が
い
っ
た
ん
死
に
ま
す
か
ら
、
そ
の
死
ん
だ
魂
を
慰
め
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
物
忌
み
の
月
と
し
て
十
月
の
一
カ
月
間
が
充
て

ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
ひ
と
月
お
い
た
十
一
月
の
二
回
目
の
卯
の
日
に
あ
ら

た
め
て
収
穫
祭
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
こ
で
豊
作
を
感
謝
し
、
来
年
の
豊
作
を
祈
り

ま
す
。
こ
の
ズ
レ
は
民
間
の
霜
月
神
楽
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
と
十
月
を
一
カ

月
間
、
空
け
る
の
で
す
。

ま
た
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
十
月
は
神
無
月
で
す
。
神
様
が
出
雲
に
集
ま
り
ま

す
が
、
と
も
か
く
十
月
と
い
う
物
忌
み
の
月
を
避
け
て
、
十
一
月
に
天
皇
は
神
と

共
食
を
し
て
、
新
嘗
祭
と
し
て
豊
作
を
感
謝
し
、
来
年
の
豊
作
を
祈
る
と
い
う
こ

と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
天
皇
の
新
嘗
祭
を
大
が
か
り
に
し
た
の
が
大
嘗
祭
で
、
新
し
い
天
皇
が
い

ち
ば
ん
最
初
に
や
る
新
嘗
祭
を
大
嘗
祭
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
天
皇
の
交
代
儀
礼

の
一
種
で
あ
り
、
か
な
り
大
々
的
に
行
わ
れ
、
皇
居
の
水
田
で
刈
っ
た
稲
で
は
な

く
、
悠
紀
国
と
主
基
国
か
ら
の
稲
を
捧
げ
ま
す
。

悠
紀
国
は
東
日
本
、
主
基
国
は
西
日
本
の
国
で
す
が
、
厳
密
に
は
悠
紀
国
と
主

基
国
の
指
定
さ
れ
た
悠
紀
田
・
主
基
田
と
い
う
田
ん
ぼ
で
と
れ
た
コ
メ
を
献
上
し

て
、
白
酒
・
黒
酒
を
つ
く
り
、
お
餅
を
つ
く
っ
て
、
天
皇
が
神
に
捧
げ
る
と
い
う

非
常
に
大
が
か
り
な
行
事
で
す
。
こ
れ
が
大
嘗
祭
と
し
て
、
天
皇
が
交
代
す
る
た

び
に
行
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
今
上
天
皇
は
生
前
退
位
さ
れ
ま
す
の
で
、
い
ま
の
皇
太
子
が
天
皇
に

な
る
と
き
に
は
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
昭
和
天
皇
の
と
き
に
は
、
一

月
七
日
に
亡
く
な
ら
れ
て
、
そ
の
年
に
は
大
嘗
祭
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

年
は
一
年
間
、
物
忌
み
と
し
て
休
む
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
平
成
二
年

共食という文化
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に
天
皇
の
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
、
そ
こ
に
今
上
天
皇
が
世
界
か
ら
お
客
さ
ん
を
呼

ん
で
、⽛
私
が
新
し
い
天
皇
で
す
⽜
と
い
う
披
露
パ
ー
テ
ィ
ー
を
や
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
も
、
天
皇
は
神
と
一
緒
に
食
事
を
す
る
と
い
う
儀
式
を
し
て
い
ま
す
。

新
嘗
祭
は
、
宮
中
の
神
嘉
殿
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
大
嘗
祭
の
と
き
は
皇
居
に
大
嘗

宮
と
い
う
神
社
を
造
り
ま
す
。
そ
の
大
嘗
宮
で
、
天
皇
は
神
と
共
同
飲
食
(神
人

共
食
)を
し
ま
す
。

と
く
に
日
本
の
場
合
、
コ
メ
文
化
が
中
心
で
す
か
ら
、
コ
メ
と
、
そ
こ
か
ら
造

っ
た
酒
と
餅
を
神
饌
と
し
て
神
に
捧
げ
ま
す
。
た
だ
、
天
皇
と
い
う
と
、
い
か
に

も
コ
メ
の
司
祭
者
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
ア
ワ
・
ヒ

エ
も
一
緒
に
神
様
に
捧
げ
て
、
食
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
農
耕
全
般
に
わ
た
っ

て
、
水
田
も
畑
も
、
両
方
の
作
物
と
も
神
様
に
捧
げ
て
、
そ
れ
を
神
と
共
食
す
る

こ
と
が
、
現
在
で
も
国
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

神
饌
は
コ
メ
と
餅
と
酒
で
し
て
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
時
代

に
神
社
本
庁
が
神
道
の
統
一
を
は
か
っ
た
と
き
に
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
地
方
に
も
伝
統
的
な
大
き
な
神
社
が
い
く
つ
か
あ
っ

て
、
昔
か
ら
そ
の
土
地
で
と
れ
た
物
、
そ
の
土
地
の
産
物
を
神
様
に
捧
げ
て
い
ま

す
。
さ
す
が
に
神
社
本
庁
も
、
地
方
の
大
き
な
神
社
の
神
饌
の
内
容
ま
で
変
え
る

こ
と
は
で
き
な
く
て
、
い
ま
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
諏
訪
大
社
は
、
上
社
と
下
社
に
分
か
れ
て
い
ま
し
て
、
上
社
が
狩
猟

の
神
様
、
下
社
が
水
田
稲
作
の
神
様
で
、
上
社
で
は
シ
カ
の
首
が
捧
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
さ
す
が
に
生
々
し
い
の
で
、
現
在
は
Ṟ
製
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸

時
代
ま
で
は
首
を
切
っ
た
ま
ま
の
シ
カ
を
捧
げ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
い
る
の
が
、
先
ほ
ど
の
猟
師
さ
ん
を
見
に
い
っ
た

椎
葉
の
神
楽
で
す
が
、
切
っ
た
ば
か
り
の
血
が
流
れ
る
イ
ノ
シ
シ
の
首
を
神
様
に

捧
げ
ま
す
。
椎
葉
は
、
山
の
中
で
、
狩
猟
が
重
要
で
す
か
ら
、
イ
ノ
シ
シ
を
お
礼

と
し
て
神
様
に
捧
げ
る
わ
け
で
、
諏
訪
大
社
も
同
じ
で
し
た
。

香
取
神
宮
も
、
も
と
も
と
は
狩
猟
・
漁
撈
で
す
か
ら
、
サ
ケ
の
皮
を
細
く
切
っ

た
も
の
や
鳥
を
神
様
に
捧
げ
、
そ
れ
を
神
と
と
も
に
共
食
し
て
い
ま
す
。
椎
葉
の

神
楽
の
と
き
も
、
一
昼
夜
か
け
て
神
楽
が
舞
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
次
の
日
に
は
イ

ノ
シ
シ
の
頭
を
雑
炊
に
し
て
食
べ
ま
す
。
私
た
ち
も
見
学
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ

う
や
っ
て
食
べ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
神
に
捧
げ
た
も
の
を

人
間
が
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
特
殊
神
饌
は
、
地
方
の
大
き
な
神
社
に
残
り
ま
し
た
が
、
本
来
は

天
皇
の
力
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
コ
メ
中
心
に
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

基
本
的
に
は
そ
の
土
地
の
狩
猟
の
獲
物
な
ど
を
そ
の
土
地
の
神
に
捧
げ
る
こ
と
が

今
日
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

他
の
角
度
か
ら
共
食
の
問
題
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
古
代
の
話
を
し
ま

し
た
が
、
中
世
に
⽛
一
味
⽜
と
い
う
言
葉
が
成
立
し
ま
す
。
い
ま
で
も
時
代
劇
な

ど
で
⽛
あ
の
悪
党
一
味
が
云
々
⽜
と
い
う
ふ
う
に
使
い
ま
す
が
、
あ
の
⽛
一
味
⽜

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
同
じ
味
を
味
わ
っ
た
人
び
と
と
い
う
意
味
で
す
。⽛
一
味

同
心
⽜
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
の
味
を
味
わ
っ
た
者
は
同
じ
心
を
持

つ
と
い
う
一
種
の
誓
約
の
儀
礼
で
す
か
ら
、⽛
一
味
⽜
と
い
う
言
葉
は
、
じ
つ
は

共
同
飲
食
か
ら
来
て
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
一
味
同
心
を
確
認
す
る
た
め
に
、
一
味
神
水
と
い
う
儀
式
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
は
神
の
水
を
一
つ
の
味
と
し
て
一
同
で
味
わ
う
行
為
で
す
。
記
録
で
は

ど
の
よ
う
に
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
熊
野
の
牛
王
宝
印
を
押
し
た
紙
の
表
に

⽛
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
一
緒
に
行
動
を
起
こ
す
。
こ
の
行
動
に
関
し
て
は
神

か
ら
も
裏
切
ら
れ
ず
に
目
的
を
遂
行
す
る
⽜
と
い
う
起
請
文
を
書
い
て
、
名
前
を

書
き
連
ね
、
そ
れ
を
神
社
の
前
に
持
っ
て
い
っ
て
焼
き
ま
す
。
焼
い
て
で
き
た
灰

を
、
そ
の
神
社
の
水
の
中
に
入
れ
、
そ
の
水
を
灰
ご
と
全
員
で
回
し
飲
み
し
ま
す
。

一
味
同
心
に
な
っ
て
、
一
味
神
水
の
儀
式
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、⽛
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
仲
間
を
裏
切
ら
な
い
⽜
と
い
う
誓
約
の
儀
式
を
行
う
わ
け
で
、
人
び
と
は

も
し
こ
れ
に
違
反
す
る
と
神
罰
が
当
た
る
と
考
え
ま
し
た
。

⽝
源
平
盛
衰
記
⽞
の
な
か
に
も
、
加
賀
の
僧
兵
が
加
賀
の
白
山
神
社
の
前
で
起

請
文
を
焼
い
て
、
一
味
神
水
の
儀
式
を
お
こ
な
っ
て
、
比
叡
山
に
強
訴
に
行
っ
た

と
い
う
記
述
が
出
て
き
ま
す
。
比
叡
山
に
強
訴
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
下
手
を

す
る
と
比
叡
山
の
僧
兵
と
ぶ
つ
か
っ
て
戦
闘
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
う
い
う
場
合
で
も
裏
切
り
者
が
出
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
儀

式
を
お
こ
な
っ
た
の
で
す
。

一
味
神
水
は
誓
約
の
意
味
を
持
つ
と
言
い
ま
し
た
が
、
私
は
も
と
も
と
中
世
の

村
落
史
が
専
門
で
し
て
、
そ
の
頃
に
見
て
い
た
古
文
書
の
な
か
に
、
荘
園
の
土
地

の
広
さ
を
測
る
大
検
注
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
近
世
で
い
う
と
こ
ろ
の
⽛
検

地
⽜
で
、⽛
こ
の
土
地
は
誰
の
土
地
で
、
誰
が
耕
し
て
い
て
、
そ
の
者
が
年
貢
の

責
任
者
に
な
っ
て
、
こ
の
面
積
に
対
す
る
年
貢
を
き
ち
ん
と
納
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
⽜
と
い
う
丈
量
作
業
を
行
い
ま
す
が
、
こ
の
大
検
注
を
行
う
と
き
に
も
一
味

神
水
を
や
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
土
地
の
丈
量
は
非
常
に
重
要
で
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
年
貢

が
全
部
決
ま
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
場
で
う
そ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、

一
味
神
水
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、⽛
私
は
こ
れ
だ
け
の
土
地
を
耕
し
て
い
ま
す

か
ら
、
こ
れ
だ
け
年
貢
を
納
め
ま
す
⽜
と
い
う
こ
と
を
神
に
誓
う
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
共
食
の
延
長
で
あ
る
一
味
神
水
は
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
や
っ
て
い

ま
す
。

近
江
の
古
文
書
調
査
で
も
、
近
世
初
頭
の
も
の
に
、
上
の
ほ
う
の
村
か
ら
来
て

耕
作
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
下
の
ほ
う
の
村
か
ら
も
来
て
耕
作
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
し
ま
っ
て
、
出
入
り
の
争
い
に
な
る
と
い
う
話
が
出
て
き
ま

し
た
。
当
然
、
そ
れ
は
解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
調
停
役
が
入
っ
て

解
決
し
ま
す
が
、
そ
の
後
は
や
は
り
一
味
神
水
を
し
て
、
問
題
に
な
っ
た
と
こ
ろ

の
前
で
神
水
を
一
緒
に
飲
み
、⽛
今
後
そ
う
い
う
こ
と
が
間
違
い
な
い
よ
う
に
⽜

と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
世
文
学
の
大
家
か
ら
は
、
遊
女
と
客
が
契
り
を
結
ん
だ
と
き
に
も
一

味
神
水
を
や
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
、

中
世
の
一
味
神
水
の
名
残
は
近
世
の
江
戸
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ

て
い
ま
す
。

共
食
は
、
身
分
の
問
題
と
も
関
係
し
て
き
ま
す
。
と
く
に
中
世
社
会
は
、
身
分

制
の
厳
し
い
社
会
で
し
た
か
ら
、
共
食
と
身
分
が
非
常
に
密
接
に
絡
ま
っ
て
き
ま

す
。
共
食
を
行
う
と
い
う
の
は
、
集
団
的
な
同
一
性
を
確
認
す
る
場
で
す
か
ら
、

あ
る
儀
式
で
食
事
を
す
れ
ば
、
そ
の
食
事
を
し
た
全
体
が
一
つ
の
集
団
と
し
て
認

共食という文化
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識
さ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
儀
式
の
料
理
に
必
ず
共
通
す
る
献
立
が
入
っ
て

き
ま
す
が
、
身
分
制
社
会
で
す
か
ら
、
上
の
身
分
の
者
も
下
の
身
分
の
者
も
ま
っ

た
く
同
じ
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
献
立
が
か
な
り
異
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
同
じ
も
の
を
食
べ
る
。
同
じ
も
の
を
食
べ
て
、
集
団

と
し
て
は
同
じ
だ
け
れ
ど
も
、
献
立
の
数
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
身
分
を

確
認
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
共
食
に
よ
る
紐
帯
と
身
分
に
よ
る
格
差
を
確
認
す
る
場
所
と
し

て
、
身
分
制
社
会
に
お
け
る
共
食
の
儀
式
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
饗
献
立
と
本
膳

献
立
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
か
で
も
大
饗
料
理
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
の

代
表
的
な
料
理
の
ス
タ
イ
ル
で
す
が
、
そ
れ
が
出
て
く
る
の
が
芥
川
龍
之
介
の

⽝
薯
蕷
粥
⽞
と
い
う
⽝
今
昔
物
語
集
⽞
か
ら
採
っ
た
小
説
で
す
。
貴
族
の
大
臣
の

屋
敷
で
大
饗
が
行
わ
れ
る
と
、⽛
下
し
物
⽜
と
い
っ
て
、
必
ず
料
理
の
お
下
が
り

が
回
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
お
下
が
り
で
あ
る
薯
蕷
粥
を
食
べ
、
貴
族
に
仕
え
て
い

た
あ
る
武
士
が
⽛
こ
ん
な
う
ま
い
も
の
は
初
め
て
だ
。
も
っ
と
食
べ
た
い
⽜
と
言

う
と
、
敦
賀
の
武
士
が
⽛
食
い
た
い
な
ら
、
お
れ
の
と
こ
ろ
へ
来
い
⽜
と
言
っ
て
、

連
れ
て
い
っ
て
、
薯
蕷
粥
を
た
ら
ふ
く
食
わ
せ
た
と
い
う
小
説
で
す
が
、
そ
の
発

端
は
大
饗
で
し
た
。

た
と
え
ば
永
久
四
(一
一
一
六
)年
の
藤
原
忠
通
が
お
こ
な
っ
た
大
饗
が
あ
り
ま

す
。
藤
原
の
貴
族
に
よ
る
大
饗
は
、
大
臣
に
な
っ
た
と
き
や
正
月
に
、
い
ま
で
い

え
ば
内
閣
の
高
級
官
僚
ク
ラ
ス
が
行
う
儀
式
で
、
主
客
に
天
皇
の
親
族
を
招
き
ま

す
。
そ
の
な
か
で
最
も
身
分
の
高
い
人
か
ら
低
い
人
ま
で
、
料
理
の
ラ
ン
ク
が
四

つ
の
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
ま
す
が
、
カ
ニ
な
ど
一
～
二
品
は
必
ず
同
じ
も
の
を
食
べ

ま
す
。
部
分
的
に
一
～
二
つ
ぐ
ら
い
は
同
じ
献
立
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集

団
と
し
て
の
同
一
性
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
料
理
の
品
数
に
よ
っ
て
身
分
の
違

い
を
認
識
さ
せ
る
。
そ
う
い
う
儀
式
と
し
て
、
共
食
の
場
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
安
時
代
の
代
表
料
理
で
あ
る
大
饗
料
理
が
、
や
が
て
日
本
的
に
発

展
し
て
、
室
町
時
代
に
本
膳
料
理
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
こ
れ

が
今
日
の
日
本
料
理
の
原
型
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
将
軍
の
御
成
と
い

っ
て
、
将
軍
の
家
来
が
将
軍
を
自
宅
に
招
い
て
、
そ
こ
で
本
膳
料
理
の
大
宴
会
を

催
す
の
で
す
。

三
好
亭
の
場
合
、
式
三
献
(食
べ
る
の
で
は
な
く
三
三
九
度
の
よ
う
に
飲
む
だ
け
)か

ら
始
ま
り
、
そ
の
後
か
ら
料
理
が
出
て
、
三
献
ま
で
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
七
五
三
の

本
膳
が
出
て
、
そ
の
後
、
四
献
、
五
献
、
六
献
、
七
献
と
続
い
て
、
十
七
献
ま
で

出
て
い
ま
す
か
ら
、
一
晩
か
か
り
ま
す
。
能
の
番
組
を
一
つ
ず
つ
観
な
が
ら
、
酒

を
飲
み
、
食
べ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
た
次
の
能
が
始
ま
る
。
そ
う
い
う
か
た
ち

で
す
か
ら
、
夕
方
か
ら
始
ま
っ
て
、
翌
朝
七
時
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
り
ま
す
し
、
じ

つ
は
椎
葉
の
神
楽
も
、
三
十
三
番
を
や
り
ま
す
か
ら
、
次
の
朝
ま
で
か
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
夜
を
徹
し
た
宴
会
が
行
わ
れ
て
、
将
軍
、
お
よ
び
御
相
伴
衆
、
御

供
衆
、
御
走
衆
と
い
う
、
将
軍
の
周
り
に
い
る
二
十
数
名
の
連
中
は
、
と
く
に
豪

華
な
料
理
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
よ
り
身
分
の
低
い
御
部
屋
衆
、
申
次
詰

衆
、
御
小
人
衆
は
、
献
立
の
数
が
ず
っ
と
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
れ
よ

り
低
い
身
分
の
者
に
は
本
膳
だ
け
が
出
て
、
そ
れ
よ
り
も
身
分
の
低
い
者
に
は
三

の
膳
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
献
立
の
数
が
全
然
違
い
ま
す
。

し
か
し
、
よ
く
見
て
い
く
と
、
棗
汁
な
ど
、
必
ず
同
じ
も
の
が
献
立
の
な
か
に
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入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
部
分
的
に
は
同
じ
も
の
を
食
べ
な
が
ら
、
身
分
に
よ

っ
て
献
立
が
違
う
と
い
う
共
食
の
構
造
が
、
身
分
制
社
会
の
な
か
で
う
ま
く
利
用

さ
れ
て
い
る
例
で
す
。

な
お
さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
将
軍
の
献
立
を
つ
く
っ
た
人
と
そ

れ
以
下
の
身
分
の
献
立
を
つ
く
っ
た
料
理
人
が
違
う
と
い
う
点
で
す
。
将
軍
の
献

立
を
つ
く
っ
た
の
は
、
進
士
美
作
守
と
い
っ
て
、
進
士
流
と
い
う
武
家
の
包
丁
の

流
派
の
料
理
人
で
す
。
そ
れ
よ
り
身
分
の
低
い
ほ
う
の
献
立
は
小
西
氏
が
つ
く
り

ま
し
た
。

料
理
人
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
火
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
身
分
に
よ
っ

て
火
が
分
か
れ
る
の
で
す
。
別
火
・
合
火
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、⽛
お
べ
っ
か
⽜

と
い
う
言
葉
も
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
特
別

扱
い
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
身
分
が
高
け
れ
ば
、
将
軍
と
同
じ
合
火
と
し
て
の

調
理
に
な
り
ま
す
が
、
身
分
が
下
が
る
と
火
が
違
っ
て
く
る
と
い
う
か
た
ち
で
、

火
を
変
え
る
の
で
す
。
こ
れ
も
共
食
の
問
題
で
す
。

こ
の
火
の
問
題
は
、
け
っ
こ
う
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
一
緒
に
食
べ
る
か
ど

う
か
は
、
合
火
と
別
火
と
い
う
か
た
ち
で
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

日
本
で
は
⽛
肉
を
食
べ
る
と
穢
れ
る
⽜
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

⽛
穢
れ
て
い
る
間
は
八
幡
社
へ
お
祈
り
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
身
が
清
浄
な
間

で
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
い
け
な
い
⽜
と
い
う
こ
と
で
、
最
も
大
き
な
穢
れ
は
死
の

穢
れ
、
二
番
目
は
女
性
の
産
の
穢
れ
、
三
番
目
は
食
の
穢
れ
で
す
。
シ
カ
と
イ
ノ

シ
シ
を
食
べ
た
ら
一
〇
〇
日
穢
れ
る
。
そ
の
合
火
は
三
〇
日
で
あ
る
。
サ
ル
は
九

〇
日
、
タ
ヌ
キ
と
ウ
サ
ギ
と
ト
リ
は
一
一
日
、
魚
は
三
日
と
い
う
か
た
ち
で
、
穢

れ
時
が
違
い
ま
す
。

こ
れ
は
神
社
ご
と
に
全
部
決
ま
っ
て
い
ま
し
て
、⽛
う
ち
は
何
日
間
穢
れ
て
る

か
ら
来
て
は
い
け
な
い
⽜
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
光
山
は
、
諏
訪
と
並
ぶ

狩
猟
の
神
様
で
す
が
、
そ
の
狩
猟
の
神
様
で
さ
え
、
シ
カ
を
食
べ
た
ら
二
一
日
穢

れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
日
光
で
は
明
治
初
年
ま
で
、
シ
カ
を
神
様
に

捧
げ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
辺
は
少
し
矛
盾
し
て
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
そ
う
い
う

か
た
ち
で
穢
れ
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
に
合
火
・
又
合
火
が
出
て
き
ま
す
。
春
日
社
で
は
、
シ
カ
・
イ
ノ
シ

シ
が
五
〇
日
、
合
火
が
三
〇
日
、
又
合
火
が
二
一
日
で
す
。
た
と
え
ば
Ａ
と
い
う

人
物
が
シ
カ
の
肉
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
ら
五
〇
日
間
穢
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

そ
の
間
は
神
社
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
。⽛
黙
っ
て
い
れ
ば
わ
か
ら
な
い
じ
ゃ
な

い
で
す
か
⽜
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
違
う
。
昔
の
人
に
と
っ

て
み
れ
ば
、
神
社
で
願
い
が
か
な
う
か
ど
う
か
は
大
切
な
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ

は
厳
格
に
守
り
ま
す
。
宮
中
に
出
仕
す
る
人
も
、
穢
れ
た
ら
宮
中
に
行
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
た
た
り
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
が
食
べ
た
ら
、
Ａ
は
五
〇
日
間
穢
れ
ま
す
。
Ａ
の
友
だ
ち
の

Ｂ
は
、
Ａ
が
穢
れ
て
い
る
間
に
合
火
で
Ａ
と
一
緒
に
食
事
を
す
る
と
、
Ｂ
は
肉
を

食
べ
て
い
な
く
て
も
、
Ｂ
も
穢
れ
ま
す
。
そ
の
Ｂ
の
穢
れ
は
三
〇
日
で
す
。
Ｃ
は
、

肉
を
食
べ
た
Ａ
と
は
会
っ
た
こ
と
も
話
し
た
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
Ａ
に
穢
れ

を
移
さ
れ
た
Ｂ
と
一
緒
に
食
事
を
し
た
ら
、
Ｃ
も
ま
た
穢
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

れ
は
二
一
日
で
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
火
で
調
理
し
た
も

の
を
と
も
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
の
時
代
に
は
非
常
に
厳
格
な
意
味
を

持
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
同
じ
火
に
よ
っ
て
調
理

共食という文化
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し
た
も
の
を
と
も
に
食
べ
る
こ
と
の
意
味
の
強
さ
、
大
き
さ
が
重
要
だ
っ
た
の
で

す
。最

後
に
、
共
食
の
意
義
と
現
在
に
つ
い
て
で
す
。
私
は
長
田
弘
の
⽝
食
卓
一
期

一
会
⽞
と
い
う
詩
集
が
好
き
な
の
で
す
が
、
こ
の
詩
集
の
あ
と
が
き
に
あ
る
⽛
食

卓
は
、
ひ
と
が
一
期
一
会
を
共
に
す
る
場
。
そ
う
い
う
お
も
い
が
、
い
つ
も
ず
っ

と
胸
に
あ
る
。
食
卓
に
つ
く
こ
と
は
、
じ
ぶ
ん
の
人
生
の
席
に
つ
く
こ
と
。
ひ
と

が
じ
ぶ
ん
の
日
々
に
も
つ
人
生
の
テ
ー
ブ
ル
が
、
食
卓
だ
。
か
ん
が
え
て
み
れ
ば
、

人
生
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
誰
と
食
卓
を
共
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
⽜
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
見
事
に
共
食
の
意
義
を
物
語
っ
て
い
る
文
章
だ

と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
社
会
で
は
、
共
食
に
対
し
て
孤
食
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
、
基
本
的
に
は
全
部
、
共
食
で
し
た
。
旅
に
出
る
と
か
、

山
仕
事
に
行
く
と
か
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
離
れ
た
場
所
で
弁
当
な
ど
を
食
べ
ま

す
が
、
基
本
的
に
食
事
は
共
同
で
と
る
の
が
原
則
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

現
代
社
会
に
な
っ
て
、
家
族
間
の
分
業
が
進
み
、
生
活
時
間
が
違
っ
て
く
る
と
、

一
緒
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
分
業
社
会
の
多
様
化
の
な
か
で
現
代

社
会
に
お
け
る
個
食
・
孤
食
が
発
展
し
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
共
食
と
家
族
と
い
う
問
題
が
だ
ん
だ
ん
失
わ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
分
業
社
会
の
多
様
化
と
い
う
問
題
と
食
の
供
給
シ
ス
テ
ム
の
問
題

が
あ
っ
て
、
お
金
さ
え
出
せ
ば
簡
単
に
、
駅
前
な
ど
で
朝
飯
を
と
る
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
コ
ン
ビ
ニ
で
弁
当
を
買
っ
て
き
て
、
自
分
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
共
食
と
い
う
、
人
間
の
集
団
的
な
き
ず
な

を
示
す
機
会
が
、
家
族
の
な
か
で
も
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、

私
の
拙
い
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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