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さ
つ
ま
い
も
と
帝
国
日
本

）

六
七　
（

は
じ
め
に

　

今
日
は
、
さ
つ
ま
い
も
と
い
う
作
物
の
歴
史
に
つ
い
て
、
と
く

に
帝
国
日
本
の
中
心
で
は
な
く
、
そ
の
周
縁
と
の
関
係
か
ら
お
話

し
し
た
い
と
思
う
。

　

な
ぜ
、
さ
つ
ま
い
も
か
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
米
作
中
心
に
語

ら
れ
て
き
た
日
本
の
食
農
史
に
、
下
層
労
働
者
な
ど
底
辺
の
人
び

と
や
、
離
島
や
植
民
地
な
ど
中
心
か
ら
離
れ
た
地
域
の
住
民
や
兵

士
に
と
っ
て
の
貴
重
だ
っ
た
食
べ
も
の
の
歴
史
を
対
置
さ
せ
る
こ

と
で
、
日
本
の
食
農
史
の
広
域
化
と
深
化
を
同
時
に
画
策
す
る
た

め
で
あ
る
。
山
口
県
農
事
試
験
場
長
の
納
富
金
作
は
、
一
九
三
九

年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
甘
藷
は
其
の
特
性
上
栽
培
容

易
に
し
て
凶
作
少
く
農
業
経
営
乃
至
農
家
経
済
上
［
自
給
食
料
の

意
味
］
或
は
国
民
食
糧
の
充
実
上
重
大
な
役
割
を
な
す
も
の
で
我

が
国
に
於
て
は
米
麦
に
亜つ

ぐ
重
要
食
用
作
物
と
し
て
樺
太
を
除
き

全
国
に
其
の
生
産
を
見
る
も
の
で
あ（
る
）
1

」。
米
麦
の
次
に
重
要
な

作
物
と
い
う
位
置
づ
け
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。

　

二
つ
目
は
、
納
富
が
「
燃
料
国
策
の
見
地
よ
り
「
ガ
ソ
リ
ン
」

混
用
酒
精
の
原
料
と
し
て
甘
藷
の
積
極
的
増（
産
）
2

」
が
奨
励
さ
れ
て

い
る
時
代
的
背
景
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
さ
つ
ま
い
も
は
戦
時

中
に
工
業
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
原
料
と
し
て
も
栽
培
さ
れ
て
お
り
、

単
な
る
農
作
物
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
農
業
と
工
業
に
同
時
に
利
用
さ
れ
る
性
質
は
、
食
べ
も
の

の
歴
史
に
お
い
て
盲
点
に
な
り
や
す
い
。

　

三
つ
目
は
、
上
記
二
点
と
も
関
係
す
る
が
、
帝
国
日
本
の
ア
ジ

ア
と
太
平
洋
を
巡
る
戦
争
と
の
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
個
人
的
な
経

験
か
ら
述
べ
る
と
、
島
根
県
奥
出
雲
の
実
家
の
近
所
に
住
ん
で
い

る
元
関
東
軍
の
兵
隊
だ
っ
た
方
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
ア
ジ
ア
・
太

二
四
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（

平
洋
戦
争
の
最
終
局
面
で
台
湾
に
移
動
し
た
が
、
そ
こ
で
は
食
事

に
は
困
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
食
べ
て
い
た
の
は
な
ん
で

す
か
、
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
さ
つ
ま
い
も
が
結
構
あ
っ
た
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、『
も
の
と
人
間
の
文
化
史　

さ
つ
ま
い
も
』（
一
九
九

九
年
）
を
執
筆
し
た
坂
井
健
吉
は
、
彼
の
叔
父
が
兵
士
と
し
て
南

洋
で
従
軍
し
て
い
た
と
き
の
話
を
収
録
し
て
い
る
。

　

す
ぎ
し
太
平
洋
戦
争
の
時
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の

ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
ラ
ウ
バ
ル
は
、
日
本
軍
の
兵
站
基
地
の

あ
っ
た
所
で
、
自
活
園
と
称
す
る
農
園
が
部
隊
ご
と
に
さ
か

ん
に
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
日
本
か
ら
持
っ
て
行
っ
た

い
ろ
い
ろ
の
作
物
が
作
ら
れ
て
い
た
が
、
最
も
人
気
で
あ
っ

た
の
は
さ
つ
ま
い
も
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

新
し
く
開
墾
し
た
畑
は
サ
ツ
マ
イ
モ
が
よ
く
で
き
、
作
り

方
が
簡
単
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
り
方
は
、
最

初
は
日
本
か
ら
持
っ
て
い
っ
た
種
イ
モ
か
ら
苗
を
作
る
が
、

作
っ
て
い
る
所
か
ら
「
ツ
ル
先
苗
」
を
挿
し
て
お
く
だ
け
で
、

ス
コ
ー
ル
（
に
わ
か
雨
）
が
あ
っ
て
早
く
活
着
し
、
よ
く
繁

茂
し
て
、
三
か
月
も
す
る
と
、
握
り
拳
大
の
イ
モ
が
五
〜
六

個
で
き
た
。
こ
の
イ
モ
を
収
穫
し
、
掘
っ
た
後
に
ま
た
畝
を

作
っ
て
、
ツ
ル
先
苗
を
植
え
る
と
い
う
方
法
で
、
年
三
回
く

ら
い
は
繰
り
返
し
て
十
分
食
べ
ら
れ
る
イ
モ
が
収
穫
で
き
、

こ
の
イ
モ
の
お
陰
で
大
勢
の
兵
隊
が
飢
え
か
ら
救
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
病
虫
害
も
さ
ほ
ど
苦
労
す
る
も
の
は
な
か
っ
た

が
、
戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
爆
撃
が
増
え
、
イ
モ
畑

が
や
ら
れ
る
の
が
つ
ら
か
っ
た
と
い
っ
て
い（
た
）
3

。

　

ま
た
、
戦
争
末
期
に
な
る
と
各
地
で
家
庭
菜
園
が
作
ら
れ
、
そ

こ
で
か
ぼ
ち
ゃ
と
共
に
、
す
で
に
の
べ
た
増
殖
力
を
持
つ
さ
つ
ま

い
も
も
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
は
輸
出

産
品
と
し
て
生
糸
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
、
桑
畑
の
木
々
を
抜
い

て
さ
つ
ま
い
も
を
栽
培
し
た
と
い
う
事
例
も
見
ら
れ（
た
）
4

。
こ
の
よ

う
に
、
さ
つ
ま
い
も
は
、
食
糧
補
給
の
整
備
に
力
を
入
れ
ず
に
現

地
調
達
を
原
則
と
し
た
帝
国
日
本
の
拡
張
と
そ
の
戦
争
と
、
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
さ
つ
ま
い

も
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
た
く
さ
ん
の
研
究
が
存
在
し
て

い
る
が
す
べ
て
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
史
料

の
収
集
・
分
析
も
道
半
ば
で
、
ま
だ
研
究
の
端
緒
に
つ
い
た
に
過

ぎ
な
い
。
今
回
機
会
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
現
時
点
で
の
問
題
意

識
の
あ
り
か
に
つ
い
て
ご
報
告
し
、
ご
批
判
を
い
た
だ
き
、
以
降

の
研
究
の
糧
と
し
た
い
。

二
四
四
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帝
国
日
本

）

六
九　
（
二
四
五

１　

庶
民
の
作
物

　

民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
が
『
甘
藷
の
歴
史
』（
一
九
六
二
年
）

で
批
判
し
た
よ
う
に
、
生
産
力
中
心
の
農
業
史
の
な
か
の
作
物
は

米
が
中
心
で
あ
り
、
甘
藷
、
つ
ま
り
「
さ
つ
ま
い
も
」（
唐
藷
、

蕃
藷
）
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
甘
藷
は
、

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
伝
わ
っ
て
き
て
以
来
、
日
本
の
歴

史
に
欠
か
せ
な
い
作
物
で
あ
る
。
肥
沃
で
な
い
土
地
で
も
育
て
や

す
く
、
ま
た
、
太
陽
光
を
炭
水
化
物
に
か
え
る
交
換
率
が
も
っ
と

も
高
い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
よ
い
作
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
米

の
よ
う
に
納
税
の
対
象
と
な
り
、
国
家
の
保
護
を
受
け
る
よ
う
な

花
形
の
作
物
で
は
な
い
。
税
金
も
ほ
と
ん
ど
か
け
ら
れ
ず
、
比
較

的
自
由
に
栽
培
で
き
た
庶
民
の
作
物
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
の
欠
点

は
、
低
温
で
は
腐
り
や
す
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
つ
ま
い
も
が
活
躍
す
る
の
は
日
本
史
だ
け
で
は
な
い
。
さ
つ

ま
い
も
の
世
界
史
は
も
っ
と
古
く
か
ら
書
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
小
林
仁
の
研
究
に
よ
る
と
、
さ
つ
ま
い
も
は
ペ
ル
ー
海

岸
の
チ
ル
カ
谷
の
遺
跡
か
ら
出
土
さ
れ
た
根
が
最
も
古
い
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
放
射
性
炭
素
の
測
定
に
よ
っ
て
、
紀
元
前
八
〇
〇

〇
年
か
ら
一
万
年
ほ
ど
と
推
定
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
ペ
ル
ー

の
遺
跡
か
ら
は
紀
元
前
一
三
〇
〇
年
か
ら
一
〇
〇
〇
年
頃
の
「
サ

ツ
マ
イ
モ
の
乾
燥
し
た
根
、
葉
、
花
、
根
を
描
い
た
綿
布
、
あ
る

い
は
サ
ツ
マ
イ
モ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
土
器
」
が
多
数
発
掘
さ
れ

て
い（
る
）
5

。

　

一
六
世
紀
の
初
頭
ス
ペ
イ
ン
領
の
中
南
米
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

伝
わ
っ
て
以
来
、
中
国
大
陸
や
台
湾
島
、
琉
球
列
島
を
経
由
し
て

琉
球
に
伝
わ
っ
た
。
太
陽
の
沈
ま
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
わ
れ

た
ス
ペ
イ
ン
帝
国
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
さ
つ
ま
い
も
が
、
琉
球

か
ら
長
崎
の
平
戸
と
、
薩
摩
に
伝
わ
り
、
そ
こ
か
ら
、
西
日
本
に

伝
播
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

宮
古
島
で
は
、
長ち

ょ
う

真し
ん

氏う
じ

旨し

屋お
く

が
一
五
九
七
年
に
福
建
省
福
州

に
漂
着
し
て
、
そ
こ
で
さ
つ
ま
い
も
を
見
つ
け
、
三
年
後
に
宮
古

島
に
持
っ
て
帰
っ
て
育
て
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
る
。
宮

古
島
で
は
、
長
真
氏
を
「
芋
の
神
様
と
し
て
」
祭
る
芋ん

ー
ぬ
し
ゅ
う
う
た
き

ヌ
主
御
嶽

が
現
存
し
て
い
る
。

　

他
方
、
沖
縄
本
島
で
は
、
一
六
〇
五
年
ご
ろ
に
、
野の

國ぐ
に

總そ
う

管か
ん

が

沖
縄
か
ら
中
国
の
福
建
省
福
州
に
わ
た
っ
た
と
き
さ
つ
ま
い
も
を

発
見
し
て
持
ち
帰
り
地
元
で
栽
培
し
て
い
た
と
こ
ろ
よ
く
実
が
な

っ
た
の
で
、
琉
球
王
国
の
士
族
の
儀
間
真
常
が
そ
れ
を
沖
縄
で
普

及
さ
せ
た
と
こ
ろ
よ
く
育
ち
、
多
く
の
人
を
飢
餓
か
ら
救
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
の
享
保
期
に
は
、
青
木
昆
陽
（
甘
藷
先
生
と
呼
ば
れ
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七
〇　
（

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
だ
ろ
う
）
が
将
軍
徳
川
吉

宗
の
命
で
小
石
川
薬
園
と
養
生
所
で
さ
つ
ま
い
も
の
栽
培
を
始
め

た
。
一
七
三
五
年
に
彼
は
『
蕃
薯
考
』
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ

以
来
、
関
東
を
中
心
に
広
ま
り
、
都
市
や
農
村
の
下
層
の
な
か
で

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
し
、
救
荒
作
物
と
し
て
、

飢
餓
の
救
世
主
と
も
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
作
物
の
歴
史
も
見

逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
宮
古
島
や
沖
縄
本
島
で
の
さ

つ
ま
い
も
の
受
容
の
方
が
早
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
日
本
史
の
教

科
書
で
青
木
昆
陽
を
中
心
に
語
ら
れ
る
さ
つ
ま
い
も
史
観
は
そ
ろ

そ
ろ
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

宮
本
常
一
は
、
そ
の
焦
点
を
も
っ
ぱ
ら
江
戸
時
代
に
定
め
て
い

て
、
近
代
の
さ
つ
ま
い
も
に
つ
い
て
は
言
及
は
あ
る
も
の
の
詳
し

く
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
治
維
新
以
後
も
、
さ
つ
ま
い

も
は
民
衆
の
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
芋
焼
酎
な

ど
の
原
料
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
た
。

　

焼
酎
の
原
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
後
段
で
触
れ
る
よ
う
に
、

小
豆
島
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
た
と
こ
ろ
、
さ
つ
ま
い
も
の

ツ
ル
や
葉
っ
ぱ
の
佃
煮
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
応
用
と

し
て
魚
の
佃
煮
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
ま

た
、
さ
つ
ま
い
も
を
入
れ
る
大
き
な
甕
が
ど
こ
の
家
に
も
置
い
て

あ
り
、
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
熊
本
の
水
俣
出
身
で
あ
る
石
牟
礼
道
子
の

作
品
に
も
「
か
ら
い
も
」
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
九
州
で
は
、

「
さ
つ
ま
い
も
」
と
呼
ば
ず
に
「
か
ら
い
も
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多

い
。
水
俣
の
人
々
に
と
っ
て
も
、「
か
ら
い
も
」
は
欠
か
せ
ぬ
食

料
で
あ
っ
た
。
名
前
を
複
数
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
さ
つ

ま
い
も
と
い
う
食
べ
も
の
が
た
ど
っ
た
多
様
性
、
地
域
性
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
近
代
日
本
の
下
層
社
会
と
そ
の
植
民
地
の
歴
史
の

な
か
で
さ
つ
ま
い
も
の
た
ど
っ
た
道
筋
を
、
政
治
、
社
会
、
科
学
、

そ
し
て
、
民
衆
の
心
性
の
次
元
ま
で
探
り
な
が
ら
、
描
い
て
い
き

た
い
。

２　

下
層
社
会
の
主
食

　

日
本
人
は
「
米
食
民
族
」
で
は
な
い
、「
米
食
悲
願
民
族
」
で

あ
る
、
と
東
畑
精
一
が
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終

わ
る
ま
で
、
日
本
は
、
一
度
も
本
国
で
十
分
な
米
を
生
産
し
た
こ

と
が
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
植
民
地
で
あ
る
台
湾
や
朝
鮮
で
産
米
増
殖
運
動

を
始
め
、
品
種
改
良
事
業
を
活
性
化
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
膨
大
な
米

を
移
入
し
て
い
た
。
台
湾
の
蓬
莱
米
は
関
西
圏
に
、
朝
鮮
米
は
東

京
圏
に
送
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
足
り
な
い
の
で
、
タ
イ
、
ビ
ル
マ
、

二
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フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
）
な
ど
か
ら
イ
ン
デ
ィ
カ
米
を
輸
入
し
た
。
さ
ら
に
、
粟
、
稗

な
ど
の
雑
穀
も
白
米
に
混
ぜ
て
食
べ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
デ
ィ
カ
米
を
輸
入
し
、
雑
穀
を
加
え
て
も
、

都
市
の
下
層
で
、
車
夫
や
屑
拾
い
を
す
る
人
々
は
食
べ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
腹
を
満
た
し
た
の
は
、
残
飯
屋
の
安
価

な
調
理
済
み
の
食
べ
も
の
と
、
さ
つ
ま
い
も
で
あ
っ
た
。

　

中
川
清
編
『
明
治
東
京
下
層
生
活
誌
』（
一
九
九
四
年
）
に
収

め
ら
れ
て
い
る
『
時
事
新
報
』
の
、
一
八
九
六
年
一
〇
月
か
ら
一

一
月
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
記
事
「
東
京
の
貧
民
」
に
は
、「（
乞

食
小
僧
は
）
貰
い
も
の
の
少
な
き
と
き
は
や
む
を
え
ず
稼
ぎ
高
の

中
に
て
大
福
餅
、
焼
き
芋
、
蒲
鉾
な
ど
を
買
い
こ
れ
に
て
空
腹
を

凌
ぎ
」
と
あ
る
し
、
同
著
に
収
め
ら
れ
て
い
る
呉
文
聡
の
「
東
京

府
下
貧
民
の
状
況
」（
一
八
九
一
年
）
に
も
、
こ
ん
な
記
述
が
あ

る
。「

上
等
」
極
下
等
米
、
挽
き
割
り
、
南
京
米
の
粥
、「
中
等
」

粉こ

米ご
め

、
キ
ラ
ズ
［
お
か
ら
の
こ
と
―
引
用
者
註
］、
蕎
麦
下し
た

粉こ

、
な
お
三
度
食
す
る
は
ま
れ
に
て
二
食
も
し
く
は
一
食
を

以
て
一
日
を
凌
ぎ
ま
た
は
焼
き
芋
あ
る
い
は
安
野
菜
を
塩
煮

に
し
て
食
物
と
す
。「
下
等
」
最
下
等
の
者
に
至
て
は
芥ご

溜み

箱
を
探
り
腐
敗
物
を
拾
い
食
す
（
本
所
荒
井
町
に
は
六
〇
日

間
焼
き
芋
の
み
食
せ
し
者
あ（
り
）
6

）

　

焼
き
芋
を
六
〇
日
間
食
べ
た
人
も
い
る
、
と
い
う
の
は
驚
く
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
つ
ま
い
も
は
、
米
と
違
っ
て
、

腹
に
も
た
れ
る
の
で
す
ぐ
に
飽
き
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。「
焼
き

芋
」
が
、
明
治
期
日
本
の
都
市
下
層
社
会
で
、
餓
死
に
至
る
道
の

り
の
最
後
の
砦
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記
述
か
ら
分

か
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
都
市
だ
け
で
は
な
い
。
水
田
を
開
き
に
く
い
離
島
や
山

間
地
で
も
、
さ
つ
ま
い
も
は
重
要
な
主
食
で
あ
っ
た
。
宮
本
常
一

は
こ
う
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

私
の
子
供
の
こ
ろ
、
小
学
校
へ
弁
当
を
持
っ
て
行
く
も
の

と
行
か
な
い
も
の
に
お
の
ず
か
ら
区
別
が
あ
っ
た
。
士
族
・

神
官
・
僧
侶
・
商
店
な
ど
、
村
の
上
層
階
級
の
子
供
は
み
な

弁
当
を
持
っ
て
行
っ
た
。
白
米
を
た
い
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
た
か
ら
で
あ
る
。
甘
藷
や
ム
ギ
飯
は
わ
る
い
食
物
と
さ
れ
、

そ
れ
を
弁
当
に
持
っ
て
行
く
勇
気
の
あ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
昼
に
な
る
と
、
み
な
は
し
っ
て
自
分
の
家
へ
食
べ
に

帰
っ
た
も
の
で
あ（
る
）
7

。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
宮
本
常
一
は
、
山
口
県
の
離
島

で
あ
る
周
防
大
島
出
身
で
あ
る
。
小
豆
島
、
奄
美
大
島
、
五
島
列

島
、
沖
縄
列
島
な
ど
、
日
本
列
島
の
南
半
部
の
離
島
が
だ
い
た
い

二
四
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そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
甘か
ん

藷し
ょ

、
つ
ま
り
さ
つ
ま
い
も
が
育
て
ら
れ

て
い
た
。
周
防
大
島
で
彼
は
甘
藷
と
ム
ギ
飯
を
も
り
も
り
食
べ
て

育
っ
た
。
普
段
は
屈
辱
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
物
心
が

つ
い
て
か
ら
、「
島
外
の
も
の
」
か
ら
「
イ
モ
食
い
」
と
言
わ
れ

て
憤
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
イ
モ
」
は
日
本
で
は
、

他
人
を
蔑
視
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
。「
イ
モ
ネ
エ
ち
ゃ
ん
」

と
は
垢
抜
け
な
い
田
舎
の
女
性
を
指
し
て
い
う
蔑
称
で
あ
り
、

「
バ
カ
イ
モ
」
は
、
さ
つ
ま
い
も
が
た
く
さ
ん
と
れ
て
貧
乏
人
に

食
べ
ら
れ
る
ゆ
え
に
イ
モ
に
つ
け
ら
れ
た
蔑
称
で
あ
る
。

　

宮
本
常
一
の
憤
り
は
、
自
分
を
「
イ
モ
食
い
」
と
非
難
し
た
島

外
の
人
間
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
日
本
の
歴
史

を
稲
と
コ
メ
を
中
核
に
据
え
て
し
か
書
け
な
い
研
究
者
に
も
向
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
稲
以
外
の
主
食
で
あ
る
、
稗
、

粟
、
麦
、
甘
藷
な
ど
を
食
べ
て
暮
ら
し
て
い
た
民
が
歴
史
か
ら
消

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
雑
穀
や
芋
類
を
食
べ
る
人
々
が

単
に
経
済
的
に
貧
し
か
っ
た
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
栄

養
価
が
と
て
も
高
く
、
ま
た
、
味
も
豊
か
で
あ
っ
た
事
実
も
一
緒

に
消
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
つ
ま
い
も
に
映
る
階
級
闘
争
と
も

い
う
べ
き
気
迫
が
、
宮
本
常
一
の
文
章
に
は
漲
っ
て
い
る
。

３　

植
民
地
台
湾
の
「
民
食
」

　

さ
ら
に
、
台
湾
米
（
の
ち
に
蓬
莱
米
）
の
日
本
へ
の
移
出
を
目

的
と
す
る
日
本
に
と
っ
て
、
甘
藷
は
、
植
民
地
化
し
た
台
湾
島
の

人
々
の
糧
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

農
業
経
済
学
者
の
川
野
重
任
は
、
そ
の
糧
の
こ
と
を
「
民
食
」

と
名
付
け
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

米
に
就
て
自
給
の
程
度
が
低
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し

も
直
ち
に
食
糧
全
般
に
就
て
自
給
的
基
礎
が
失
は
れ
て
い
る

と
云
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
台
湾
の
民
食
に
特

殊
の
事
情
が
あ
る
。
即
ち
、
米
の
代
り
に
尚
広
く
甘
藷
が
日

常
の
食
糧
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
情
で
あ
る
。

即
ち
、
米
の
代
り
に
尚
広
く
甘
藷
が
日
常
の
食
糧
と
し
て
用

ひ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
情
で
あ（
る
）
8

。

　

そ
し
て
、
表
を
掲
げ
て
、
米
消
費
量
と
甘
藷
消
費
量
の
相
関
性

を
説
明
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。

　
（
１
）
同
じ
く
米
作
農
に
し
て
も
、
中
・
北
部
の
米
作
地

帯
に
於
て
は
、
南
部
畑
作
―
―
甘
蔗
・
甘
藷
作
―
―
地
帯
に

於
け
る
よ
り
も
一
世
帯
平
均
の
米
の
消
費
量
が
多
い
、

（
２
）
畑
作
農
に
於
て
甘
藷
の
消
費
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
然
し
食
糧
は
こ
れ
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
る

二
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を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
な（
る
）
9

。

　　

つ
ま
り
、
台
湾
の
農
民
た
ち
は
、
甘
藷
と
米
を
自
分
の
農
地
で

育
て
、
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
割
合
に
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、

「
二
元
的
」
に
食
べ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
台
湾
の
中
央
研
究
所
や
農
事
試
験
場
、
台
北
帝
国
大

学
の
理
農
学
部
な
ど
が
、
台
湾
島
の
甘
藷
栽
培
の
慣
習
（
施
肥
や

植
え
方
）
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
り
、
品
種
改
良
を
行
っ
た

り
し
た
。
台
湾
島
史
初
の
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
で
あ
る
蓬
莱
米
の
開
発

者
、
磯
永
吉
も
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
た
。
私
の
手

元
に
は
台
湾
の
中
央
研
究
所
の
研
究
者
で
、
磯
永
吉
の
弟
子
で
あ

る
古
城
坤
三
の
「
甘
薯
の
生
育
に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
一
九
三

七
年
の
論
文
が
あ（
る
）
10

。
こ
の
研
究
は
、
一
九
三
五
年
に
病
没
し
た

杉
本
相
模
の
研
究
を
引
き
つ
い
だ
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
六
年
か

ら
一
九
二
九
年
ま
で
の
気
象
条
件
（
日
照
条
件
、
気
温
、
降
水
量

な
ど
）、
甘
藷
の
栽
培
結
果
の
相
関
関
係
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
興
味
深
い
の
は
、
台
湾
に
独
特
な
気
象
条
件
の
特
徴
が
甘
藷

栽
培
に
ど
う
関
係
す
る
か
の
考
察
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

「
本
島
に
於
け
る
甘
藷
栽
培
の
実
情
に
見
る
濠
雨
、
多
照
、
高
温

に
於
け
る
挿
植
苗
の
腐
敗
或
は
乾
燥
期
に
於
け
る
植
付
の
不
能
の

如
き
降
雨
に
関
す
る
障
害
或
は
他
作
物
と
の
輪
作
関
係
如
何
等
は

二
四
九

表　台湾小作農成人一人当米・甘藷消費量

米（石） 甘藷（貫）

米作農 平均 1.7 84

台北 2 14

新竹 1.5 80

台中 1.8 112

台南 0.8 106

高雄 1.4 98

畑作農 台南 0.7 247

1 石＝ 10 斗＝ 100 升＝ 180 リットル
1 貫＝ 1000 匁＝ 3.75kg

訳
で
は
な
く
、
米
も
亦
同
地
域
に
於
け
る
米
作
農
と
略
相
匹

敵
す
る
程
度
に
消
費
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

こ
れ
は
台
湾
に
於
け
る
農
民
の
食
糧
が
米
と
甘
藷
と
の
二

元
的
構
成
を
も
つ
て
い
る
と
云
ふ
事
実
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ

が
可
成
り
の
程
度
に
自
給
的
基
礎
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
、
然
も
同
時
に
又
、
こ
こ
で
の
問
題
た
る

米
に
関
し
て
云
へ
ば
、
藷
作
農
家
に
於
て
も
米
は
既
に
日
常

不
可
欠
の
主
食
と
な
つ
て
い
る
こ
と
、
従
つ
て
、
も
し
こ
れ

ら
の
藷
作
農
に
し
て
陸
稲
作
を
も
全
く
欠
く
な
ら
ば
、
そ
の

限
り
に
於
て
彼
等
は
食
糧
の
自
給
的
基
礎
の
重
要
な
る
一
半
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挿
植
期
、
収
穫
期
を
改
変
せ
し
む
る
大
な
る
要
因
と
な
つ
て
居
り

之
等
の
考
慮
参
酌
の
下
に
地
方
的
挿
植
、
収
穫
の
適
期
が
決
定
去

る
べ
き
こ
と
は
言
を
俟
た
な（
い
）
11

」。
つ
ま
り
、
本
土
よ
り
も
雨
風

が
強
く
、
苗
が
腐
敗
し
や
す
い
台
湾
で
は
、
地
域
ご
と
に
挿
植
、

収
穫
の
時
期
を
変
え
て
い
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け

だ
。
ス
ペ
イ
ン
帝
国
の
拡
大
と
と
も
に
南
か
ら
伝
来
し
て
き
た
こ

の
作
物
が
、
今
度
は
大
日
本
帝
国
の
北
か
ら
の
拡
大
と
と
も
に
や

っ
て
き
た
科
学
者
に
よ
っ
て
実
験
さ
れ
、
そ
の
栽
培
環
境
が
研
究

さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
食
べ
も
の
を
め
ぐ
る
植
民
地

史
の
典
型
的
な
重
層
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
台
湾
で

の
甘
薯
生
産
研
究
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
ま
だ
資
料
の

読
み
込
み
が
足
り
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　

甘
藷
は
、
台
湾
の
み
な
ら
ず
、
戦
時
中
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」

と
し
て
も
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
文
芸
評
論
家

で
作
家
の
木
村
毅
が
、『
甘
藷
伝
来
記
』（
開
成
館
、
一
九
四
五

年
）
と
い
う
本
の
同
名
の
小
説
の
な
か
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
類
推
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

思
へ
ば
渺び

よ
う

た
る
一
塊
の
薩
摩
薯
よ
！　

お
前
は
初
め
ル
ソ

ン
島
に
作
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
支
那
に
渡
り
、
琉
球
に
送

ら
れ
、
そ
し
て
日
本
へ
来
た
。
だ
か
ら
、
薩
摩
薯
は
既
に
南

洋
と
ア
ジ
ヤ
大
陸
と
日
本
と
を
結
ん
で
、
吾
々
が
熱
心
に
大

東
亜
の
連
絡
を
希
望
し
た
先
触
れ
を
し
て
ゐ
る
と
申
せ
ま（
す
）
12

。

　

ま
た
、
木
村
毅
は
、
技
術
院
総
裁
の
多
田
礼
吉
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
し
て
「
そ
り
や
あ
、
さ
つ
ま
い
も
は
大
い
に
役
立
つ
。
こ

れ
に
は
充
分
な
期
待
が
か
け
ら
れ
る
。
腐
ら
し
て
は
ダ
メ
だ
が
、

輸
送
さ
へ
う
ま
く
考
へ
れ
ば
、
確
か
に
こ
の
時
局
に
最
も
役
立
つ

も
の
の
一
つ
で
あ（
る
）
13

」
と
述
べ
、「
さ
つ
ま
い
も
は
謂
は
ゞ
時
局

の
登
場
者
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
第
一
文（
と
）
14

「
こ
の
歴
史
的
な

貴
重
な
宝
を
腐
ら
す
や
う
な
事
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
は
取
り
も
直

さ
ず
、
南
洋
と
、
ア
ジ
ヤ
大
陸
と
、
日
本
と
を
結
び
、
そ
れ
を
締

め
る
大
切
な
紐
を
腐
ら
す
も
の
だ
と
い
ふ
責
任
を
取
つ
て
貰
は
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま（
す
）
15

」
と
い
う
締
め
の
文
に
込
め
ら
れ
た

み
ず
か
ら
の
主
張
を
補
強
し
て
い
る
。

　

木
村
毅
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
の
編
集
に
関
わ
っ
た
り
、
中
里

介
山
の
『
大
菩
薩
峠
』
の
出
版
を
手
掛
け
た
り
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ

ル
と
の
翻
訳
権
の
交
渉
を
行
な
っ
た
り
し
た
著
名
な
出
版
人
・
文

化
人
で
あ
っ
た
が
、
時
局
の
講
談
刷
新
の
た
め
に
今
度
は
さ
つ
ま

い
も
に
目
を
付
け
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
文
化
的
眼
力
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

４　

さ
つ
ま
い
も
の
蔓

　

瀬
戸
内
海
最
大
の
島
で
あ
る
小
豆
島
で
も
、
さ
つ
ま
い
も
が
よ

二
五
〇
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く
食
べ
ら
れ
て
い
た
。
自
家
用
の
田
ん
ぼ
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
そ

れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
秋
に
さ
つ
ま
い
も
を
収
穫
す
る
と

冷
え
な
い
よ
う
に
芋
釜
に
い
れ
て
一
年
間
近
く
保
存
す
る
。
小
豆

島
の
特
産
品
と
い
え
ば
、
オ
リ
ー
ブ
や
素
麺
や
ゴ
マ
油
や
醤
油
だ

け
れ
ど
、
さ
つ
ま
い
も
が
小
豆
島
食
生
活
史
の
な
か
で
重
要
な
位

置
を
占
め
る
こ
と
を
、
小
豆
島
の
福
田
港
の
み
な
さ
ん
は
丁
寧
に

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
も
っ
と
も
驚
い
た
の
は
、
小
豆
島
の
名
産

の
佃
煮
で
あ
る
。
小
豆
島
は
海
産
物
に
恵
ま
れ
、
小
魚
の
佃
煮
は

み
や
げ
物
と
し
て
も
喜
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
最
初
は
海
産
物
で

は
な
く
、
さ
つ
ま
い
も
の
蔓
の
佃
煮
か
ら
始
ま
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

瀬
戸
内
海
最
大
の
島
で
、
貴
重
な
食
材
で
あ
っ
た
さ
つ
ま
い
も
は
、

そ
の
蔓
も
含
め
て
重
要
な
食
材
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
一
〇
年
前
に
同
僚
た
ち
と
対
馬
に
調
査
に
行
っ

た
と
き
、
平
地
の
少
な
い
こ
の
島
で
も
水
田
が
少
な
く
さ
つ
ま
い

も
が
大
量
に
植
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
つ
ま
い
も
は
「
孝
行
芋
」
と

呼
ば
れ
、
貴
重
な
食
料
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
が
、
そ
ん
な

昔
の
旅
を
思
い
出
し
た
。
さ
つ
ま
い
も
の
で
ん
ぷ
ん
か
ら
作
ら
れ

た
黒
っ
ぽ
い
麺
を
魚
介
や
地
鶏
の
出
し
汁
に
入
れ
て
食
べ
る
「
ろ

く
べ
い
（
六
兵
衛
）」
の
歯
ご
た
え
と
風
味
は
い
ま
も
忘
れ
ら
れ

な
い
。
実
は
、
島
原
地
方
に
も
六
兵
衛
が
存
在
し
、
別
の
国
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
同
じ
名
前
、
同
じ
内
容
の
食

べ
も
の
が
存
在
し
た
の
か
、
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

　

離
島
と
い
え
ば
、
や
は
り
平
地
の
少
な
い
五
島
列
島
で
も
、
さ

つ
ま
い
も
は
重
要
な
食
材
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
ま
で
も
、
さ

つ
ま
い
も
を
原
料
と
す
る
か
ん
こ
ろ
も
ち
と
い
う
素
朴
な
お
菓
子

が
有
名
で
あ
る
。「
か
ん
こ
ろ
」
は
、
五
島
列
島
の
方
言
で
、
サ

ツ
マ
イ
モ
を
薄
く
切
っ
て
天
日
干
し
し
た
も
の
を
指
す
が
、
こ
れ

を
も
ち
米
と
一
緒
に
混
ぜ
て
つ
い
た
餅
で
あ
る
。
す
で
に
一
七
世

紀
の
中
頃
に
は
さ
つ
ま
い
も
が
五
島
列
島
に
普
及
し
て
お
り
、
豊

凶
の
差
が
激
し
い
こ
の
地
域
で
、
重
要
な
食
糧
と
し
て
重
宝
さ
れ

た
。
か
ん
こ
ろ
餅
は
、
も
と
も
と
は
さ
つ
ま
い
も
が
育
ち
に
く
い

冬
の
保
存
食
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

５　

石
牟
礼
道
子
の
か
ら
い
も

　

石
牟
礼
道
子
は
、
水
俣
病
の
患
者
や
家
族
の
聞
き
書
き
で
あ
る

『
苦
海
浄
土
』（
一
九
六
九
年
）
な
ど
、
近
代
社
会
に
虐
げ
ら
れ
た

人
び
と
の
目
線
か
ら
多
く
の
著
作
を
あ
ら
わ
し
た
が
、
そ
の
表
現

世
界
の
中
で
庶
民
の
食
べ
る
食
べ
も
の
の
位
置
は
特
徴
的
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
『
食
べ
ご
し
ら
え 

お
ま
ま
ご
と
』（
一
九
九
四

年
）
は
、「
か
ら
い
も
」
の
話
が
た
く
さ
ん
登
場
す
る
。
か
ら
い

も
と
は
、
九
州
南
部
の
さ
つ
ま
い
も
の
呼
称
で
あ
る
。

　

と
く
に
「
か
ら
藷
を
抱
く
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
印
象
深
い
。

二
五
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「
も
う
な
、
並
の
人
生
の
二
〇
倍
く
ら
い
、
食
い
こ
ん
で
お
い
た

で
、
ま
だ
胸
や
け
が
残
っ
と（
る
）
16

」
な
ん
て
い
う
南
九
州
の
農
村
地

帯
の
中
年
男
の
言
葉
か
ら
石
牟
礼
は
話
を
始
め
る
。
東
京
の
ス
ラ

ム
で
六
〇
日
間
焼
き
芋
を
食
べ
た
人
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
わ

た
し
と
の
対
談
の
な
か
で
も
、
石
牟
礼
は
、「
四
六
時
中
、
茹
で

て
あ
り
ま
す
か
ら
。
お
な
か
が
す
け
ば
、
か
ら
い
も
籠
と
い
う
の

が
ど
の
家
に
も
あ
っ
て
、
子
ど
も
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
置

い
て
お
く
ん
で
す
け
ど
」、
子
ど
も
の
と
き
に
食
べ
た
く
て
「
天

秤
棒
で
つ
つ
き
落
と
し
た
」
と
言
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
母
は

天
秤
棒
さ
え
あ
れ
ば
、
わ
ざ
と
届
く
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、「
か
ら
い
も
は
、
水
俣
が
一
番
お
い
し
か
っ

た
」
と
も
胸
を
張
っ
て
い
た
し
、「
い
き
な
り
団だ

子ご

」
の
作
り
方

も
教
え
て
く
れ
た
。
か
ら
い
も
の
「
皮
を
む
い
て
、
お
米
と
一
緒

に
仕
込
ん
で
、
炊
く
。
ご
ち
そ
う
は
他
に
何
も
い
ら
な
い
ん
で
す
。

お
米
が
炊
け
れ
ば
、
か
ら
い
も
も
す
っ
か
り
炊
け
て
、
混
ざ
り
あ

っ
て
、
ほ
の
甘
い
、
風
味
の
あ
る
ご
飯
が
。
そ
れ
を
団
子
の
形
に

し
て
、
お
米
を
粉
に
し
て
、
餡
子
の
よ
う
に
切
り
ま
し
て
、
か
ら

い
も
の
形
の
ま
ん
ま
に
小
麦
粉
を
こ
ね
て
、
巻
い
て
結
ん
で
。
塩

を
ち
ょ
っ
と
入
れ
て
。
お
砂
糖
は
入
れ
ま
せ（
ん
）
17

」。

　

な
ぜ
対
談
を
思
い
出
し
た
か
と
い
え
ば
、「
か
ら
藷
を
抱
く
」

で
、
石
牟
礼
が
東
京
で
「
か
ら
い
も
」
に
再
会
す
る
場
面
が
描
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
水
俣
の
患
者
さ
ん
た
ち
に
付
き
添
っ
て
、

丸
の
内
の
オ
フ
ィ
ス
街
の
路
上
で
チ
ッ
ソ
を
訴
え
る
座
り
込
み
を

し
た
と
き
、「
津
田
塾
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
の
才
媛
た
ち
」
も

一
緒
に
参
加
し
て
い
た
。
彼
女
た
ち
が
焼
き
芋
を
買
っ
て
石
牟
礼

に
わ
た
す
光
景
が
沁
み
る
。

　
「
道
子
さ
ん
に
も
、
は
い
！
」

　

突
然
、
や
き
か
ら
藷
に
再
会
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
ら
は

そ
れ
を
「
お
さ
つ
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。「
お
」
が
つ
く

分
だ
け
、
藷
は
美
女
た
ち
の
胸
で
位
が
上
が
っ
た
よ
う
に
み

え
た
。
そ
れ
は
な
ん
と
も
情
け
な
い
藷
の
味
だ
っ
た
け
れ
ど

も
、
路
上
の
冷
え
が
骨
に
し
み
透
る
夕
刻
、
熱
い
お
さ
つ
は

懐
炉
の
よ
う
で
も
あ
り
、
彼
女
ら
の
愛
ら
し
さ
と
や
さ
し
さ

が
身
に
し
み
、
彼
女
を
生
み
育
て
て
下
さ
っ
た
母
君
さ
ま
方

に
わ
た
し
は
感
謝
し（
た
）
18

。

　

水
俣
の
庶
民
の
食
べ
も
の
で
あ
る
か
ら
い
も
の
こ
と
を
、
東
京

の
女
子
学
生
が
「
お
」
と
い
う
接
頭
辞
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
こ

と
に
石
牟
礼
道
子
は
注
意
を
向
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
さ
つ
ま
い

も
は
、
場
所
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
位
置
付

け
も
変
わ
る
か
ら
だ
。
石
牟
礼
は
、「
い
ー
し
や
ー
き
い
も

う
ー
」
と
い
う
声
を
聞
い
て
走
る
彼
女
た
ち
に
「
水
俣
の
わ
が
家

か
ら
藷
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
」
と
記
し
、
そ
の
あ

二
五
二
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と
つ
ぎ
の
よ
う
な
定
言
に
至
る
。「
彼
女
た
ち
は
ケ
ー
キ
を
抱
い

た
り
は
し
な
い
。
か
ら
藷
を
抱
く
の
で
あ（
る
）
19

」。

　

歴
史
の
暗
部
を
掘
り
起
こ
す
と
き
に
し
ば
し
ば
私
が
陥
り
が
ち

な
の
は
、
そ
の
被
害
者
た
ち
を
「
抵
抗
者
」
と
い
う
枠
組
み
に
押

し
込
む
こ
と
で
あ
る
。
水
俣
病
の
患
者
や
運
動
者
た
ち
は
い
つ
も

戦
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
か
ら
い
も
や
魚
を

食
べ
、
毎
日
を
暮
ら
す
生
活
者
で
あ
る
。
食
の
研
究
の
醍
醐
味
は

こ
こ
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
く
ら
し
か
ら
歴
史
の
深
い
部
分
へ
と

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
で
あ
る
。
か
ら
い
も
を
は
じ
め
と
す
る

日
々
の
食
べ
も
の
か
ら
、「
公
害
」
を
捉
え
返
す
こ
と
は
、
そ
の

抵
抗
の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
描
く
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、

「
被
害
」
や
「
悲
劇
」
と
い
う
概
念
で
本
質
化
さ
れ
な
い
水
俣
の

歴
史
像
を
も
た
ら
す
一
助
と
な
る
と
私
は
思
う
。

６　

戦
争
、
さ
つ
ま
い
も
、
沖
縄

　

本
土
と
異
な
り
さ
つ
ま
い
も
の
花
が
開
花
し
や
す
い
沖
縄
県
農

事
試
験
場
を
中
心
と
し
て
、
さ
つ
ま
い
も
の
品
種
改
良
が
盛
ん
に

な
り
、
そ
の
技
術
に
基
づ
い
て
高
品
質
・
多
収
量
の
さ
つ
ま
い
も

が
西
南
日
本
を
中
心
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
近
代
日
本

の
特
徴
で
あ
る
。

　

帝
国
日
本
で
初
め
て
さ
つ
ま
い
も
の
人
工
交
配
が
な
さ
れ
た
の

は
、
一
九
一
四
年
で
、
沖
縄
県
立
糖
業
試
験
場
の
国
頭
苗
圃
の
付

帯
事
業
で
あ
る
。
さ
つ
ま
い
も
は
稲
や
麦
と
は
開
花
や
結
実
が
異

な
り
、
人
工
交
配
は
、
世
界
で
も
珍
し
い
事
例
で
あ
っ
た
。
つ
づ

い
て
台
湾
で
は
一
九
二
二
年
に
人
工
育
種
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
県
農
事
試
験
場
が
育
種
し
た
も
っ
と
も
重
要
な
品
種
は
、

一
九
三
四
年
に
育
成
さ
れ
た
、
多
収
の
沖
縄
一
〇
〇
号
で
あ
る
。

一
九
三
八
年
三
重
県
農
事
試
験
場
で
育
成
さ
れ
た
「
護
国
藷
」
と

と
も
に
、
藷
ご
飯
の
材
料
と
な
り
、
戦
時
中
の
庶
民
を
支
え
た
。

育
種
者
は
鹿
児
島
県
出
身
の
松
永
高
元
。
一
九
一
七
年
か
ら
一
九

四
三
年
ま
で
農
事
試
験
場
に
勤
め
、
場
長
も
勤
め
た
。
そ
こ
で
、

さ
つ
ま
い
も
の
育
種
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
人
工
交
配
技
術
の
中

で
画
期
的
だ
っ
た
の
は
、
鴻
巣
試
験
地
の
寺
尾
博
に
よ
る
「
交
配

不
和
合
群
」
の
研
究
で
あ
る
。
自
然
界
の
植
物
は
自
家
受
粉
し
て

し
ま
う
と
遺
伝
的
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
雄
花
と
雌
花
を

別
々
の
株
に
持
つ
と
い
う
戦
略
を
と
る
と
う
も
ろ
こ
し
の
よ
う
な

植
物
も
あ
る
。
さ
つ
ま
い
も
の
場
合
は
、
自
家
受
粉
し
て
も
結
実

し
な
い
よ
う
自
家
不
和
合
性
を
持
ち
、
人
工
的
に
交
配
し
て
も
し

ば
し
ば
結
実
し
な
い
事
例
が
見
ら
れ
た
。
寺
尾
は
、
稲
で
は
、
陸

羽
一
三
二
号
と
い
う
日
本
の
東
北
地
方
の
支
配
的
な
品
種
に
も
関

わ
っ
て
い
る
育
種
研
究
者
の
中
心
に
あ
る
人
物
だ
が
、
交
配
を
妨

げ
る
交
配
不
和
合
性
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
拙
著
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『
稲
の
大
東
亜
共
栄
圏
』
で
述
べ
た
よ
う
に
、
寺
尾
は
の
ち
に
国

立
農
事
試
験
場
の
場
長
に
な
り
、
日
本
本
国
の
み
な
ら
ず
、
占
領

地
の
水
稲
品
種
の
収
集
や
育
種
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な（
る
）
20

。

「
稲
も
亦
大
和
民
族
な
り
」
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
茎
が
短
く
、

肥
料
を
多
投
し
て
も
、
台
風
が
来
て
も
倒
伏
し
に
く
い
日
本
稲
の

特
徴
を
、
日
本
人
の
粘
り
強
さ
に
た
と
え
た
言
葉
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
稲
の
育
種
で
は
、
埼
玉
県
の
国
立
鴻
巣
試
験

場
が
中
心
と
な
っ
て
生
態
学
的
に
育
種
が
計
画
さ
れ
、
各
地
域
の

支
場
や
県
立
農
事
試
験
場
で
育
成
さ
れ
た
も
の
が
配
布
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
が
、
さ
つ
ま
い
も
の
場
合
は
、
交
配
と
配
布
の
セ
ン

タ
ー
は
沖
縄
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
に
始
ま
っ
た

「
農
林
省
委
託
甘
薯
生
産
改
良
増
殖
試
験
事
業
」
は
、
各
府
県
か

ら
収
集
し
た
さ
つ
ま
い
も
を
沖
縄
県
農
事
試
験
場
小
禄
試
験
地

（
現
在
の
那
覇
空
港
の
近
く
）
で
育
成
し
、
選
抜
試
験
を
繰
り
返

し
、
各
府
県
に
配
布
す
る
の
で
あ
る
。
配
布
さ
れ
た
の
は
、
埼
玉

県
、
岩
手
県
、
千
葉
県
、
石
川
県
、
高
知
県
、
長
崎
県
、
三
重
県
、

鳥
取
県
、
鹿
児
島
県
、
宮
崎
県
、
愛
媛
県
、
茨
城
県
で
あ
る
。
沖

縄
や
台
湾
は
亜
熱
帯
地
域
で
あ
り
、
季
節
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と

は
い
え
、
基
本
的
に
は
年
中
さ
つ
ま
い
も
を
栽
培
で
き
る
こ
と
も

メ
リ
ッ
ト
だ
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
沖
縄
一
〇
〇
号
は
、

戦
後
は
中
国
で
普
及
し
「
勝
利
一
〇
〇
号
」
と
し
て
庶
民
の
口
に

入
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
東
北
地
方
の
北
部
と
北
海
道
は
気
温
が
低
い
の
で
さ
つ

ま
い
も
は
ほ
と
ん
ど
育
た
な
い
。
岩
手
県
南
部
が
北
限
で
あ
る
。

で
は
、
東
北
地
方
の
救
荒
作
物
は
な
に
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
カ

ブ
で
あ
っ
た
。
カ
ブ
は
ダ
イ
コ
ン
と
異
な
り
炭
水
化
物
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

話
を
戻
す
と
、
沖
縄
発
の
技
術
は
、
帝
国
日
本
の
版
図
に
お
い

て
も
用
い
ら
れ
、
台
湾
や
南
方
で
も
さ
つ
ま
い
も
の
品
種
の
改
良

と
大
量
生
産
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
戦
時
中
は
、
石
油
不

足
の
な
か
貴
重
な
燃
料
、
つ
ま
り
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
の
原
料
と
し

て
生
産
が
拡
大
し
て
い
く
。
石
油
に
サ
ツ
マ
イ
モ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ

か
ら
作
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
を
混
ぜ
て
、
戦
闘
機
な
ど
の
燃
料
に
し

た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
戦
争
末
期
に
な
る
と
国
民
の
食
料
不
足
が
顕
著
に
な

り
、
庶
民
が
飢
え
を
し
の
ぐ
た
め
に
、
家
の
庭
や
校
庭
や
街
路
樹

の
根
元
な
ど
に
飢
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
戦
争
体
験
者
が
語

る
こ
と
で
あ
る
。
さ
つ
ま
い
も
の
品
種
改
良
も
、
米
軍
が
沖
縄
に

上
陸
し
、
日
本
が
本
土
決
戦
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
と
し
て
沖
縄
の
戦

場
化
を
進
め
る
な
か
、
中
止
と
な
る
。
そ
こ
で
鹿
児
島
県
指
宿
市

の
鹿
児
島
県
農
事
試
験
場
の
温
泉
熱
利
用
育
苗
園
で
、
温
泉
熱
を

利
用
し
た
温
室
で
沖
縄
の
自
然
に
近
い
環
境
が
作
ら
れ
て
い
る
の
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で
、
試
験
継
続
を
目
指
し
た
。
敗
戦
直
後
の
台
風
に
よ
っ
て
温
室

が
破
壊
さ
れ
る
も
、
試
験
担
当
者
の
湯
之
上
忠
の
努
力
に
よ
り
、

一
九
四
五
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
一
万
粒
の
種
子
を
採
取
し
て
、

事
業
継
続
へ
先
鞭
を
つ
け（
た
）
21

。

　

戦
時
中
に
は
た
く
さ
ん
の
さ
つ
ま
い
も
増
産
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
登

場
し
た
。
大
石
俊
雄
の
『
増
産
要
訣　

甘
藷
の
栽
培
法
』
も
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

大
東
亜
戦
争
は
未
曽
有
の
大
聖
戦
で
あ
り
こ
れ
を
勝
ち
抜

く
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
神
命
を
賭
し
て
戦
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
農
民
と
し
て
は
私
利
私
欲
に
迷
わ
ず
、

国
家
の
要
望
す
る
国
策
作
物
を
万
難
を
排
し
て
増
産
し
供
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
農
民
の
使
命
で
あ
り
責
務

で
あ
る
。
私
は
今
迄
高
級
果
樹
の
栽
培
を
為
し
多
く
の
利
益

を
収
め
て
居
つ
た
の
で
あ
る
が
、
一
反
歩
の
果
樹
を
作
る
労

力
資
材
で
優
に
甘
藷
な
ら
ば
五
、
六
段
以
上
栽
培
し
得
る
こ

と
を
考
え
た
時
に
、
も
う
断
然
果
樹
を
中
止
し
て
甘
藷
を
作

る
決
意
を
し（
た
）
22

。

　

近
時
は
無
水
酒
精
、
焼
酎
等
を
造
り
、
殊
に
酒
類
は
自
動

車
、
航
空
機
な
ど
の
燃
料
と
し
化
学
工
業
に
医
薬
に
将
又
爆

弾
の
爆
薬
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
利
用
せ
ら
れ
戦
時
下

に
於
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
作
物
と
な
つ
た
。
殊
に
戦
時
下

に
於
て
は
食
糧
を
外
国
に
依
存
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
の

問
題
で
あ
つ
て
米
麦
に
次
ぐ
主
要
作
物
と
し
て
登
場
す
る
に

至
つ（
た
）
23

。

　

大
石
は
、
福
島
の
研
究
熱
心
な
果
樹
農
家
で
、
噴
霧
器
の
改
良

や
品
種
改
良
に
没
頭
し
て
い
た
篤
農
家
で
あ
っ
た
。
幾
多
の
優
良

品
種
を
育
成
し
、
一
九
三
〇
年
七
月
四
日
に
大
日
本
連
合
青
年
団

よ
り
最
高
名
誉
の
産
業
賞
、
一
九
三
三
年
一
月
一
四
日
に
も
高
松

宮
よ
り
奨
励
金
を
得
て
い
る
。
そ
の
彼
が
、
戦
局
を
に
ら
み
、
果

樹
栽
培
を
捨
て
、
そ
こ
に
さ
つ
ま
い
も
を
植
え
た
の
で
あ
る
。
ぶ

ど
う
な
ど
の
果
樹
は
、
日
本
で
は
生
糸
生
産
の
衰
退
後
、
桑
畑
の

跡
地
の
傾
斜
地
に
植
え
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
果
樹
を
や
め

た
あ
と
、
人
間
の
糧
に
な
る
よ
う
な
作
物
を
植
え
る
こ
と
は
難
し

い
。
た
だ
、
さ
つ
ま
い
も
で
あ
れ
ば
、
傾
斜
地
で
も
育
つ
。
そ
こ

で
大
石
は
、
さ
つ
ま
い
も
の
研
究
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

敗
戦
後
も
、
日
本
列
島
の
飢
え
は
続
い
た
。
そ
ん
な
な
か
、
さ

つ
ま
い
も
の
栽
培
面
積
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
。
だ
が
、
一

九
五
〇
年
あ
た
り
を
ピ
ー
ク
と
し
て
ま
た
減
少
を
始
め
る
。
さ
つ

ま
い
も
は
、
飢
え
た
農
民
、
貧
し
い
都
市
下
層
民
、
中
央
か
ら
離
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れ
た
離
島
の
住
民
の
食
べ
も
の
だ
が
、
戦
争
は
そ
の
階
級
差
を
一

旦
な
く
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
に
経
済
復
興
を
遂
げ
る
と
、
ふ
た

た
び
さ
つ
ま
い
も
の
記
憶
は
、
日
本
列
島
か
ら
徐
々
に
薄
ま
っ
て

い
く
。

　

平
地
の
少
な
い
離
島
の
食
、
東
京
や
熊
本
の
下
層
労
働
者
た
ち

の
食
、
栽
培
・
育
種
実
験
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
沖
縄
、
南
洋
の
戦

場
で
兵
士
が
栽
培
し
た
作
物
、
植
民
地
台
湾
で
の
「
民
食
」
と
さ

つ
ま
い
も
栽
培
実
験
、
戦
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
生
産
の
た
め
の
栽
培
、

戦
争
末
期
の
家
庭
菜
園
。
こ
の
よ
う
な
さ
つ
ま
い
も
の
歴
史
は
、

支
配
者
と
い
う
よ
り
は
被
支
配
者
、
権
力
者
と
い
う
よ
り
は
非
権

力
者
、
北
よ
り
も
南
の
人
び
と
生
き
様
を
相
対
的
に
色
濃
く
映
し

出
し
て
い
る
。
さ
つ
ま
い
も
を
め
ぐ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
研
究
も

も
ち
ろ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
さ
つ
ま
い
も
を
知
る
こ

と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
れ
を
食
べ
た
庶
民
の
抑
圧
と
心
性
を
知

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
。
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