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昨
今
、
歴
史
家
が
、
過
去
数
世
紀
に
食
せ
ら
れ
た
食
物
に
つ
い
て
新
た
な
関
心
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日

私
達
の
食
生
活
に
多
く
の
変
化
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
起
源
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
異
な
る
階
級
や

王
国
内
の
異
な
る
地
域
に
浸
透
し
て
い
く
複
雑
な
過
程
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い

て
、
過
去
一
一
十
年
間
に
認
め
ら
れ
る
主
要
な
変
化
は
、
肉
食
の
減
退
と
野
菜
・
豆
類
に
対
す
る
闘
心
の
増
大
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
関

心
の
増
大
は
、
食
料
品
屈
の
底
頭
に
認
め
ら
れ
る
商
品
の
多
様
化
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
栽
培
し
う
る
新
種
の
野
菜
を

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活
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求
め
て
、
多
数
の
人
々
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
旅
行
し
、
ア
ジ
ア
を
含
む
他
の
諸
大
陸
に
旅
立
ち
、
日
本
、
中
国
を
訪
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
探
求
の
背
後
に
ひ
そ
む
熱
望
は
ふ
た
つ
あ
り
、
多
く
の
種
類
の
野
菜
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
冬
期
に
お
い
て
も
食

卓
に
供
し
得
て
、
し
か
も
粟
園
で
容
易
に
栽
培
し
う
る
青
物
を
持
ち
帰
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
共
イ
ギ
リ
ス
人
が
豆
類
を
多
く
食
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
貴
方
が
た
日
本
人
は
肉
を
多
く
食
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
の
訪
日
の
年
、

一
九
七
二
年
(
昭
和
国
十
七
年
〉

と
第
一
一
回
目
の
訪
日
の
年
、

一
九
七
七
年
(
昭
和
五
十
二
年
)
の
問
に
認
め
ら
れ
る
日
本
人
の
食
生
活
の
変
化
に
一
驚
さ
せ
ら
れ
た
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
、
食
生
活
の
玄
化
に
関
心
が
め
る
に
ち
が
い
な
い
。

今
日
の
状
況
は
、
多
く
の
点
で
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
み
ら
れ
る
展
開
と
酷
似
し
て
い
て
、
そ
の
展
開
も
ま
た
類
似

の
環
境
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
は
、
急
激
な
物
価
高
騰
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
富
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し

て
貧
富
の
差
が
激
化
し
た
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
る
ま
い
。
中
産
階
級
や
上
流
階
級
の
手
許
に
あ
つ
ま
っ
た

富
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
宗
を
飾
り
、
服
装
を
優
雅
に
整
え
、
当
時
海
外
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
ま
す
ま
す
豊
か
に
流
入
し
た
新
奇
な
も

の
ー
ー
決
し
て
賛
沢
と
は
い
え
な
い
ー
ー
を
入
手
す
る
た
め
に
、
惜
し
げ
も
な
く
費
や
さ
れ
た
。
こ
れ
、
り
新
奇
な
も
の
の
中
に
は
、
海
外

か
ら
輸
入
さ
れ
た
新
し
い
食
料
品
ゃ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
栽
培
し
う
る
食
用
の
新
種
の
植
物
が
含
ま
れ
て
い
た
。
中
産
階
級
と
上
流
階
級

の
生
活
水
準
は
土
井
し
、
書
官
移
品
は
直
ち
に
生
活
必
需
品
と
な
っ
た
。
十
七
位
起
の
推
移
の
う
ち
に
、
こ
の
繁
栄
の
好
況
期
は
衰
退
し
、

停
滞
の
時
代
が
|
|
あ
る
人
は
不
況
と
呼
ぶ
ー
ー
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
き
時
代
と
悪
し
き
時
代
を
わ
か
っ
た
め
に
、
通
例
歴
史
家
に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
る
転
期
は
、

一
六
四

O
年
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
六
二

0
年
代
に
、

一
部
の
畑
眼
の
士
は
、
こ
の
将
来
の
問
題
を
見
越
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
物
価
は
、

一
六
四

O
年
か
ら
一
七
五

O
年
ま
で
の
約
一

0
0年
間
、
安
定
し
た
水
準
に
納
っ
て
い
た
。
食
料
品
の

生
産
者
で
、
穀
物
や
食
肉
と
い
っ
た
基
本
的
商
品
価
格
の
着
実
な
上
昇
に
慣
れ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
張
り
合
い
の
な
い
時
代
で
あ



っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
不
況
も
発
明
の
才
に
拍
車
を
か
け
、
十
六
世
紀
に
子
り
れ
た
異
国
風
の
晴
好
を
満
た
す
新
食
品
に
対
す
る
関
心
は

持
続
さ
れ
た
。
穀
物
や
食
肉
よ
り
も
市
場
で
よ
い
価
格
で
売
れ
る
の
で
、
農
家
の
関
心
は
珍
奇
な
食
品
を
需
要
す
る
多
く
の
人
々
を
育
成

し
、
鼓
舞
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
経
済
的
条
件
が
悪
い
方
向
に
反
転
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
食
生
活
の
変
化

は
継
続
し
、
よ
り
多
数
の
人
に
、
よ
り
広
汎
な
地
域
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
英
国
人
の
食
習
慣
の
変
化
に
つ
い
て
、
私
達
は
、
何
を
発
見
し
う
る
の
か
。
第
一
に
、
食
習
慣
に
関
す
る
安
易
な
一
般
化
に

つ
い
て
警
告
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
日
、

ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
レ
デ
に
逼
ば
れ
る
食
料
品
の
山
を
仔
細
に
点
検
す
る
時
に
、
そ
の

町
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
族
の
属
す
る
社
会
層
に
よ
っ
て
、
そ
の
晴
好
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
に
お
い
て

も
、
そ
の
多
様
性
は
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
大

多
数
の
人
々
は
、
近
隣
で
、
即
ち
村
内
で
、
隣
村
で
、
あ
る
い
は
近
く
の
市
場
町
で
入
手
可
能
な
食
品
に
依
存
し
て
い
た
。

ロ
ン
ド
ン
は

例
外
で
、
か
な
り
遠
方
の
詰
州
か
ら
供
給
を
得
て
い
た
。
即
ち
、
バ
タ
ー
は
、

ノ
l
サ
ン
パ

l
ラ
ン
ド
か
ら
、
東
北
に
二
五

0
マ
イ
ル

(
約
四

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
も
離
れ
た
処
か
ら
、

ロ
ン
ド
ン
ヘ
沿
岸
航
路
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
最
物
は
、
六

0
マ
イ
ル
(
約
一

C

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
先
の
テ

l
ム
ズ
河
の
上
流
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
東
南
の
諸
州
か
ら
も
た
、
り
さ
れ
た
が
、
海
路
を
利
用
す

る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ
た
。
食
肉
は
、
さ
ら
に
遠
方
か
ら
供
給
さ
れ
た
。
即
ち
、
家
畜
は
ウ
ェ

i
ル
ズ
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
歩
か
さ

れ
て
、
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
首
都
の
場
合
、
需
要
の
巨
大
さ
か
ら
し
て
も
、
特
別
の
事
例
で
あ
る
。

農
村
に
お
い
て
、
人
々
の
食
事
は
、
地
元
で
容
易
に
入
手
し
う
る
産
物
に
依
存
し
て
い
た
。
ウ
l
ス
タ
ァ
州
、

へ
レ
フ
ォ
ド
州
の
よ
う

な
中
部
諸
州
の
西
部
で
は
、
林
檎
酒
用
の
林
檎
が
大
量
に
収
穫
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
地
方
の
朝
食
は
ト
ー
ス
ト
と
林
檎
酒
で
あ
り
、
事
実

主
要
な
飲
料
は
林
檎
酒
で
あ
っ
た
。
大
麦
と
ホ
ッ
プ
が
栽
培
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
東
部
、
東
南
部
で
は
、
ビ

i
ル
が
豊
富
で
、
林
檎

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活
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四

酒
は
事
実
上
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
か
）
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
で
は
、
気
候
の
上
で
小
麦
や
犬
市
況
の
栽
培
が
困
難
な
た
め
に
、
主
穀
は
、
燕

麦
で
あ
り
、
イ
ー
ス
ト
を
入
れ
た
パ
ン
の
代
り
に
、
人
々
は
「
タ
ラ
ッ
プ
ブ
レ
ッ
ド
L

（
ロ
ぽ
℃
げ
吋

2
3
と
か
「
オ
ー
ト
・
ヶ
l
ク
」
と
呼

ば
れ
る
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
し
、
ま
た
ひ
き
割
り
の
燕
麦
で
、
粥
や
オ
I
ト
・
ミ
l
ル
を
料
理
し
た
。
北
部
の
気
候
は
穀
物
よ
り
牧
草
の
栽

培
を
容
易
に
す
る
の
で
、
ミ
ル
ク
が
充
分
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
酪
農
製
品
が
豊
富
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

「
英
国
人
の
食
生
活
」
に
つ
い

て
論
ず
る
に
際
し
、
安
易
な
一
般
化
を
い
ま
し
め
る
事
実
を
心
の
奥
に
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
が
変
れ
ば
、
異
な
っ
た
食
事
が
摂
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
今
日
、
私
達
は
、
十
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
異
な
る
地
方
に
異
な
っ
た
農
業
経
済
の
展
開
し
た
こ
と
を
承

知
し
て
お
り
、
そ
の
多
様
性
の
有
す
る
経
済
的
意
義
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
況
期
の
農
業
経
営
者
の
生
計
は
、
そ
の
多
様
性
の
維

持
と
拡
大
に
か
か
っ
て
い
る
。
彼
等
の
生
産
物
は
、
結
局
の
処
、
食
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
た
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

将
来
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
歴
史
家
が
勇
気
を
奮
い
起
し
て
、
地
方
の
食
生
活
に
取
り
組
む
も
の
と
敢
え
て
断
言
す
る
が
、
現
在
の
処

地
方
の
食
生
活
に
つ
い
て
の
調
査
や
、
あ
る
い
は
比
較
可
能
な
ま
で
に
突
っ
込
ん
だ
研
究
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
今
日
で
も
、
ア
マ
チ

ュ
ア
で
あ
る
と
専
門
家
で
あ
る
と
を
間
わ
ず
、
多
く
の
地
方
史
家
が
こ
の
問
題
に
取
り
懸
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
。
し
か
し
、
さ
し
当
つ

て
こ
こ
で
は
、

一
般
化
し
た
議
論
で
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
歴
史
家
を
し
て
、
さ
ら
に
探
求
せ
ん
と

刺
戟
し
、
鼓
舞
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
食
生
活
の
変
化
に
関
し
て
認
め
ら
れ
ろ
主
要
な
傾
向
の
ふ
た
つ
を
あ
と
づ

け
た
い
。
私
の
第
一
の
関
心
事
は
、
英
国
の
食
生
活
の
基
本
的
食
料
品
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
れ
は
、
穀

物
、
食
肉
、
魚
で
あ
っ
た

Q

し
か
し
、
時
代
に
よ
っ
て
支
配
的
に
な
っ
た
穀
物
、
食
肉
、
魚
の
種
類
ば
、
価
格
と
噌
好
の
変
化
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
第
二
の
傾
向
は
、

一
五
二
三
年
に
、
プ
ィ
ツ
ハ
ァ
バ
ァ
ト
匂
比
谷

2
Z
3）
が
、
「
特
選
の
食
物
」

ハ
片
山
口
口
〕
可
同

003
と
呼
ん
だ
も
の
と
か
か
わ
り
が
あ
る
。
私
達
は
、
流
行
を
方
向
づ
け
る
人
が
撰
択
し
た
新
し
い
食
品
の
導
入
に
詮
目
せ



ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
は
、
今
日
で
も
、
十
七
世
紀
で
も
同
様
に
、
大
抵
は
、

ロ
ン
ド
ン
在
住
者
か
、
定
期
的
に
ロ
ン
ド
ン
を

訪
れ
る
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
外
国
と
の
接
触
の
あ
る
貴
族
、
地
主
、
裕
福
な
商
人
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
最
新
の
流
行
を
ロ
ン
ド
ン

に
も
た
ら
し
、

ロ
ン
ド
ン
で
ひ
ろ
め
、
そ
の
流
行
を
採
り
入
れ
る
資
力
の
あ
る
人
々
と
出
合
っ
た
。
彼
等
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
と
流
行
を

農
村
の
邸
に
携
え
帰
り
、
メ
ッ
セ

i
ヂ
と
流
行
を
ひ
ろ
め
た
。
私
達
の
文
書
史
料
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
で
以
下
の
結
論
を
与
え
る
に
充

分
な
光
を
与
え
て
い
る
。
即
ち
、
か
く
し
て
新
し
い
作
物
が
、
圏
内
の
辺
部
な
地
方
の
農
場
に
導
入
さ
れ
、
新
し
い
晴
好
の
食
物
が
王
国

の
津
々
浦
々
に
ま
で
普
及
し
た
と
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
食
さ
れ
た
パ
ン
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
無
知
と
は
い
え
な
い
。
い
か
な
る
時
代
で
も
、
小
麦
の
パ
ン
が
最
良
と
考
え

ら
れ
、
ふ
す
ま
を
取
り
除
く
た
め
に
簡
い
に
よ
く
か
け
る
程
上
質
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
ク
リ
ー
ム
色
の
小
麦
粉
が
社
会

的
優
位
の
表
象
と
さ
れ
、

そ
の
よ
う
に
焼
か
れ
た
パ
ン
は
、

「
マ
ン
チ
ェ
ト
」

(
B
g
nげ
0
0
と
呼
ば
れ
た
。

し
か
し
十
七
世
紀
の
庶
民

の
大
多
数
は
、
大
麦
の
パ
ン
を
食
し
た
。
と
い
う
の
も
、
大
変
は
耐
寒
性
の
強
い
作
物
で
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
用
途
に
適
し
た
食
物
で
、
ピ

ー
ル
や
蒸
溜
酒
の
原
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
豊
作
の
時
に
は
家
畜
の
舗
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
燕
麦
は
寒
冷
な
風
土
で
も
よ
く
成
育

す
る
の
で
、
燕
麦
の
パ
ン
は
一
般
に
北
部
で
食
さ
れ
た

Q

ラ
イ
麦
の
パ
ン
は
、
石
地
の
土
壌
(
例
え
ば
へ
レ
フ
ォ
ド
州
)
の
ご
く
一
部
の

地
方
で
食
さ
れ
、
重
労
働
に
従
事
す
る
人
々
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
ラ
イ
麦
の
パ
ン
は
、

「
腹
持
ち
が
よ
い
」
と
い
わ

れ
、
特
に
採
炭
夫
に
貯
ま
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
特
に
凶
作
の
年
に
、

ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
人
々
は
ラ
イ
麦
の
パ
ン
や
(
小
麦
と
ラ

イ
麦
を
混
ぜ
た
)

マ
ス
リ
ン

(
B
Eロ
ロ
)
の
パ
ン
を
食
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
何
故
な
ら
、
ラ
イ
麦
は
、
バ
ル
ト
海
諸
国
か
ら
、
ダ
ン
チ

ッ
ヒ
を
通
じ
て
輸
入
さ
れ
る
唯
一
の
穀
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
極
端
に
穀
物
が
不
足
し
た
時
に
は
、
人
々
は
え
ん
ど
う
豆
ゃ
い

ん
げ
ん
豆
を
パ
ン
用
に
用
い
た
。
レ
ス
タ
ァ
州
で
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
育
て
ら
れ
た
人
々
は
、
そ
れ
を
好
ん
だ
が
、
外
来
者
に
は
無

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活

五
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ノ、

理
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
パ
ン
に
つ
い
て
、
あ
る
記
者
は
さ
げ
す
ん
で
、

「
固
い
鉄
を
も
消
化
で
き
る
就
鳥
の
よ
う
な
胃
袋

を
持
つ
田
舎
者
に
お
ま
か
せ
し
た
い
」
と
記
し
て
い
る
。
勿
論
、
通
常
は
、
パ
ン
用
の
小
麦
を
長
持
ち
さ
せ
る
た
め
に
、
混
ぜ
物
を
す
る

の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。
普
通
家
禽
の
餌
に
用
い
ら
れ
た
蕎
麦
は
、
同
じ
く
大
麦
に
混
ぜ
て
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、

ロ
ン
ド
ン
の
洗
煉
さ

れ
た
紳
士
諸
公
は
、
こ
れ
に
も
偏
見
を
抱
い
て
い
た
。
ト

1
マ
ス
・
コ
ガ
ン
(
叶
F
o
g自
の
O
何
回
る
は
、

「
人
間
の
食
物
と
い
う
よ
り
豚

の
飼
料
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
誰
し
も
が
で
き
れ
ば
小
麦
の
パ
ン
を
食
べ
た
い
と
望
み
、
十
七
世
紀
の
初
頭
よ
り
も
、

末
葉
に
お
い
て
、
多
数
の
人
々
が
折
に
ふ
れ
て
、
小
麦
の
パ
ン
を
食
し
、
楽
し
む
機
会
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
内
の

多
く
の
地
方
で
、
小
麦
が
栽
培
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
私
達
が
、
食
肉
に
対
す
る
晴
好
を
観
察
す
る
時
に
、
よ
り
本
質
的
な
文
化
が
認
め
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
歴
史
家
も
、

英
国
の
歴
史
家
も
と
も
に
ひ
と
し
く
、
十
五
世
紀
を
肉
食
の
増
大
の
時
代
と
み
る
点
で
、
意
見
の
一
致
を
み
る
。
即
ち
十
五
世
紀
に
お
い

て
、
人
口
は
(
確
か
に
急
激
に
増
大
す
る
こ
と
な
く
〉
安
定
し
て
い
て
、
農
家
も
市
場
に
供
給
す
る
よ
り
も
、
自
家
用
に
供
給
す
る
こ
と

に
関
心
を
抱
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
持
続
さ
れ
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
消
費
す
る
食
肉
量
に
驚
嘆
し
た
外

国
人
の
コ
メ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
印
象
は
、
勿
論
、

ロ
ン
ド
ン
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
地
主
の
邸
に
お
け
る
見
聞
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

マ
ン
ト
ゥ
ヴ
ァ
か
ら
訪
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
は
、
そ
の
す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、

ロ
ン
ド
ン
に
は
、

ロ
ン

パ
ル
デ
ィ
ア
の
主
要
都
市
の
ど
の
ふ
た
つ
を
合
せ
た
よ
り
多
数
の
肉
屋
が
い
る
と
患
っ
た
と
。
牛
肉
と
羊
肉
と
が
好
ん
で
食
さ
れ
た
が
十

七
世
紀
の
推
移
の
う
ち
に
、
羊
肉
が
牛
肉
よ
り
優
先
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
転
換
は
、
緩
慢
に
進
行
し
、
羊
毛
価
格
の
下
落
の
事
実
と

関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
羊
を
羊
毛
用
に
飼
育
す
る
よ
り
、
食
肉
用
に
飼
育
す
る
方
が
有
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、

牧
畜
業
者
は
、
食
肉
用
の
家
畜
の
飼
育
よ
り
、
酪
農
が
よ
り
有
利
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
食
肉
用
の
家
畜
飼
育
よ
り



も
酪
農
の
方
が
回
転
が
早
く
、
従
っ
て
必
要
な
資
本
も
よ
り
少
額
で
済
む
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
家
消
費
用
の
食
料
を
生
産
す
る
こ
と

の
な
い
都
市
の
工
業
労
働
者
の
数
が
増
大
し
、
農
村
の
一
部
で
も
同
じ
現
象
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
等
は
、
市
場
で
バ
タ
ー
や
チ
i
ズ
を
購

入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

酪
農
製
品
は
、

「
貧
者
の
精
肉
」
と
考
え
ら
れ
、

「
白
い
肉
」
〈
当
E
5
5
8
0
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
特
に
金
属
器
生
産
の
中
心
で
あ
っ
た
バ
ア
ミ
ン
ガ
ム
や
、
炭
坑
地
帯
で
あ
っ
た
ニ
ュ

i
カ
ッ
ス
ル
の
よ
う
な
工
業
都
市
の
近
く

に
、
十
七
世
紀
に
、
高
度
に
市
場
指
向
性
の
強
い
酪
農
地
帯
の
成
長
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
酪
農
業
に
わ
さ
れ
て
、
牛

肉
生
産
が
相
対
的
に
縮
小
し
た
原
因
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ま
た
、
相
対
的
な
価
格
変
化
の
影
響
を
受
け
て
、
ど
の
食
肉
が
健
康
に
最

も
よ
い
の
か
と
い
う
議
論
伝
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
に
は
、
羊
肉
が
婦
人
や
子
供
、
病
人
や
老
人
に
ふ
さ
わ
し
い
食

肉
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
や
、
羊
肉
は
牛
肉
の
犠
牲
に
お
い
て
、
前
面
に
お
ど
り
出
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
豚
肉
が
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
十
六
世
紅
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
農
場
で
豚
の
鏑
育
が

行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
豚
の
飼
育
は
特
に
酪
農
地
域
で
顕
著
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
バ
タ
ー
や
チ
l
ズ
の
製
造
に
際
し
て
生

じ
る
残
津
を
飼
料
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ど
ん
ぐ
り
、
ぶ
な
の
実
、
栗
も
飼
料
と
な
っ
た
の
で
、
森
林
地
域
で
多
く
の
膝
の
群
が
飼

育
さ
れ
た
。
中
部
諸
州
の
束
部
に
位
置
す
る
一
州
、
レ
ス
タ
ァ
州
で
は
、
大
量
の
い
ん
げ
ん
豆
や
え
ん
ど
う
一
旦
が
栽
培
さ
れ
た
も
の
の
、

他
処
へ
輸
送
し
て
販
売
す
る
た
め
に
便
利
な
河
川
交
通
の
体
系
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
豚
の
飼
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
従
っ
て
レ
ス
タ

ア
叫
川
キ
』
晶
、

『
刈
ノ

J
t

「
国
王
の
食
品
と
い
わ
れ
た
い
ん
げ
ん
立
と
ベ
ー
コ
ン
」
で
有
名
で
あ
っ
た
。
豚
の
飼
育
の
第
四
の
中
心
は
、
こ
の
時
代
、
大

都
市
、
特
に
ロ
ン
ド
ン
に
見
出
さ
れ
る
。
報
粉
製
造
や
石
鹸
製
造
過
程
で
生
じ
た
廃
棄
物
で
、
ま
す
ま
す
多
く
の
豚
を
肥
ら
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
初
期
の
情
況
に
つ
い
て
、

二
ハ
一
二
年
に
な
さ
れ
た
調
査
に
、
は
か
ら
ず
も
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
却

ち
そ
の
調
査
は
、
貴
重
な
穀
物
を
全
く
く
だ
ら
な
い
目
的
に
浪
費
す
る
も
の
と
目
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
の
澱
粉
製
造
業
者
の
数
の
削
減
を
企

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活

七
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図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
気
の
毒
な
澱
粉
製
造
業
者
の
ジ
エ
イ
コ
プ
・
ミ

l
ド

Q
R与
冨

g円
山
岳
は
、

調
査
に
悩
ま
さ
れ
、
激
し
い
非

難
を
蒙
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
十
週
間
に
わ
た
っ
て
澱
粉
製
造
を
禁
止
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
百
頭
の
豚
の
飼
育
も
禁
ぜ
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
蝋
燭
製
造
業
や
脂
蝋
燭
作
り
に
よ
っ
て
、
獣
脂
が
豚
の
飼
料
と
し
て
転
用
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
肉
の
風
味
の

点
で
は
、
穀
物
を
銅
料
と
し
た
豚
肉
に
決
定
的
に
劣
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
価
格
の
点
で
は
、
安
価
で
、
従
っ
て
貧
し

い
人
々
の
聞
に
多
く
の
購
買
者
を
得
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
豚
の
重
要
な
飼
料
は
大
麦
で
あ
り
、
ピ

i
ル
醸
造
業
者
に
よ
っ
て
、
ビ
ー
ル
醸
造
の
残
り
洋
が
豚
の
飼
料
と
し
て
大
量

に
用
い
ら
れ
た
。
十
七
世
紀
の
推
移
と
と
も
に
、
穀
物
価
格
が
、
容
赦
な
く
下
落
し
た
の
で
、
農
家
は
、
収
穫
し
た
大
麦
を
、
大
量
に
、

ビ
ー
ル
醸
造
業
者
や
蒸
溜
酒
製
造
業
者
に
送
り
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
初
頭
に
は
、
蒸
溜
酒
用
に
麹
を
加
え
な
い
大
麦
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
麹
を
加
え
た
麦
を

用
い
る
よ
り
効
率
が
よ
い
ば
か
り
で
な
く
、
養
豚
業
者
に
、
穀
物
の
津
を
大
量
に
供
給
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
豚
は
「
い
つ

も
酔
っ
払
っ
て
お
り
ま
す
」
と
。
あ
る
人
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
東
に
あ
る
醸
造
所
の
構
内
に
、
二
千
頭
の
酔
っ
払
っ
た
豚
を
目
撃
し
た
と
証

言
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
結
果
、
従
来
十
六
週
間
も
か
か
っ
た
の
に
、
十
二
・
三
週
間
で
、
豚
を
肥
育
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
い
ん
げ
ん
豆
や
え
ん
ど
う
豆
で
肥
育
し
た
豚
肉
の
価
格
が
、

一
ス
ト
ー
ン
(
十
四
ポ
ン
ド
H

六
三
四
二
グ
ラ
ム
)
当
り

一
シ
リ
ン
グ
、
六
ペ
ン
ス
で
、
即
ち
四

O
Mも

安
く
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
肥
育
方
法
に
は
欠
点
が
あ
り
、
肉
が
し
ま
っ
て
い
な
い
上
に
、
塩
づ
け
し
て
も

二
シ
リ
ン
グ
、
六
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
醸
造
業
者
は
、

一
ス
ト
ー
ン
当
り
、

保
存
が
き
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
貧
し
い
人
々
に
は
う
け
た
し
、
海
軍
に
食
料
品
を
納
入
す
る
業
者
も
、
究
極
的
に
は
、
上
等
の

豚
肉
よ
り
、
最
も
安
価
な
豚
肉
を
撰
ん
だ
の
で
あ
る
。
農
村
で
肥
育
さ
れ
た
豚
肉
は
、
富
裕
な
階
層
に
の
み
許
さ
れ
る
賛
沢
で
あ
り
、
貧



し
い
人
々
は
、
安
価
な
豚
肉
を
撰
択
し
、
そ
の
結
果
、
以
前
よ
り
も
多
く
の
肉
を
摂
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

貧
民
の
食
生
活
は
、
こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
情
報
に
よ
っ
て
推
測
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
私
達
は
、
富
裕
な
人
々
が
、
過
去
に
お
い

て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
様
々
な
良
質
の
精
肉
を
楽
し
み
続
け
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
の
多
様
性
は
い
さ

さ
か
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
文
書
史
料
は
、

ロ
ン
ド
ン
の
市
場
向
け
の
仔
牛
の
肉
の
商
業
的
生
産
に
つ
い
て
強
調
し
て
い

る
。
仔
牛
は
、
三
週
間
か
一
カ
月
で
屠
殺
さ
れ
、
白
亜
塊
を
な
め
さ
せ
て
、
肉
を
白
く
さ
せ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た
。
肥
育
を
早
め
る
た

め
に
プ
ラ
ン
デ
イ
ま
で
与
え
、
睡
眠
を
と
ら
せ
て
い
る
。

荘
園
領
主
の
特
権
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
十
七
世
紀
後
半
に
、
多
数
の
地
主
や
い
や
農
民
ま
で
も
が
、
鳩
舎
を
構
え
た
の
で
、
鳩

の
肉
も
多
量
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
近
年
、
建
築
史
家
が
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
特
定
の
地
域
で
、
十
七
世
紀
、
十
八
世
紀
に
新

築
さ
れ
た
鳩
舎
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
鹿
肉
も
ま
た
中
流
階
級
や
上
流
階
級
の
聞
で
食
さ
れ
、
十
七
世
紀
初
頭
よ
り
も
、
十
七
世
紀
の

末
に
普
及
し
た
。
十
六
世
紀
末
に
、
ト
l
マ
ス
・
コ
ガ
ン
は
、
鹿
肉
を
「
身
体
に
有
害
な
肉
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
頃
地
主
達
は
鹿
の

猟
園
を
放
棄
し
、
よ
り
利
益
の
多
い
家
畜
の
放
牧
場
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
徳
目
で
さ
え
も
、
必
要
か
ら
つ
く
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
二
ハ
六

O
年
以
降
、
地
主
達
は
、
よ
り
変
化
の
あ
る
食
事
を
求
め
、
野
鳥
を
捕
え
る
た
め
の
お
と
り
の
あ
ひ
る
を
飼

ぃ
、
雄
子
や
鶏
の
よ
う
な
狩
猟
鳥
を
熱
心
に
保
護
し
、
鹿
肉
が
再
び
流
行
し
、
鹿
肉
の
贈
物
は
、
宮
廷
や
農
村
の
地
主
階
級
の
聞
で
珍
重

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

十
五
世
紀
中
に
は
賛
沢
と
目
さ
れ
て
い
た
兎
の
肉
も
、
十
六
世
紀
中
に
、
さ
ら
に
十
七
世
紀
に
入
る
と
一
層
広
汎
に
入
手
し
う
る
よ
う

に
な
り
、
野
生
の
兎
の
飼
育
場
が
有
利
な
土
地
利
用
法
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
は
や
兎
の
飼
育
場
が
か
つ
て
の
よ
う
に

不
毛
の
砂
地
の
地
に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
豊
か
な
牧
草
地
が
利
用
さ
れ
、
ケ
ン
ト
の
あ
る
農
民
は
、
兎
の
飼
育
場
の
収

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活

九
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益
で
、
農
場
全
体
の
地
代
を
支
払
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
で
は
、
兎
の
肉
が
よ
く
売
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
毛
皮
も
よ
く
売

れ
た
。
そ
れ
も
、
蒐
の
毛
皮
で
作
ら
れ
た
帽
子
や
縁
取
り
さ
れ
た
帽
子
が
流
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。

冬
期
に
肉
を
保
存
す
る
た
め
に
塩
づ
け
す
る
こ
と
が
一
般
に
行
な
わ
れ
た
が
、
私
達
の
文
書
史
料
で
は
あ
ま
り
顕
著
で
な
い
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
あ
る
地
方
で
は
、
特
に
冬
期
に
飼
料
が
不
足
す
る
の
で
、
他
の
地
方
よ
り
も
塩
づ
け
肉
を
多
量
に
食
し
て
い
る
。
ま
た
当
時

「
聖
マ
ル
チ
ン
祭
の
牛
肉
」
と
呼
ば
れ
た
慎
製
の
肉
を
食
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
食
肉
が
主
と
し
て
塩
づ
け
肉
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
冬
期
に
お
い
て
さ
え
、
食
肉
の
大
部
分
は
、
生
で
食
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
階
層
の
人
々
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
量
の
、
よ
り
多
種
の
食
肉
の
消
費
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
魚
の
消
費
が

減
少
し
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

一
般
の
人
々
の
間
で
、
や
や
減
少
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
十
六
世
紀
に
、
政
府
は

金
曜
日
と
大
斎
節
中
に
、
魚
を
食
す
る
こ
と
を
強
制
し
よ
う
と
精
力
的
に
努
力
し
た
。

一
六
六
三
年
に
は
、
水
曜
日
を
も
う
一
日
魚
を
食

す
る
日
と
さ
だ
め
た
。
あ
る
魚
は
、
海
で
漁
ら
れ
た
。
ま
さ
に
政
府
が
推
奨
し
た
の
は
、
海
の
魚
を
食
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
海
で
の
漁

拐
は
、
戦
時
に
必
要
と
す
る
水
夫
を
育
成
す
る
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
圏
内
の
あ
る
地
域
、
例
え
ば
水
路
が
縦
横
に
走

り
、
さ
ら
に
十
七
世
紀
に
子
拓
が
進
む
に
つ
れ
て
、
排
水
路
が
ふ
え
た
フ
ェ
ン
の
地
方
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
の
湖
水
地
方
に
お
い
て
、

様
々
の
淡
水
魚
が
供
給
さ
れ
、
あ
る
淡
水
魚
は
特
に
珍
重
さ
れ
た
。
ウ
ィ
ン
ダ
ァ
ミ
ァ
湖
で
は
鱒
の
一
種
で
あ
る
「
い
わ
な
」
(
岳
買
お
)

が
と
れ
、

ロ
ン
ド
ン
の
宴
席
で
特
に
珍
重
さ
れ
た
。

一
六
六

0
年
代
以
降
、
大
斎
節
中
に
魚
を
食
せ
し
め
る
強
制
が
公
式
に
廃
さ
れ
、
ご

く
普
通
の
魚
の
消
費
の
減
少
が
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
の
漁
夫
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
魚
の
販
売
を
撰
択
し
た
た
め

に
一
層
そ
の
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
展
開
と
対
照
的
に
、

一
六
六

O
年
の
王
政
復
古
以
降
、
地
主
の
所
領

の
池
や
沼
で
、
鯉
、
テ
ン
チ
、
す
ず
き
の
養
殖
と
い
う
晴
好
の
明
確
な
復
活
が
生
じ
た
。
か
か
る
企
画
を
推
す
議
論
の
ひ
と
つ
は
、
池
の



あ
る
土
地
を
牧
草
地
と
し
て
利
用
す
る
よ
り
、
魚
を
養
殖
す
る
方
が
よ
り
多
く
の
利
潤
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
四
エ

ー
カ

l
の
土
地
は
、
千
尾
の
鯉
と
そ
の
他
の
魚
を
養
殖
し
て
、

エ
ー
カ
ー
当
り
六
ポ
ン
ド
五
シ
リ
ン
グ
の
収
益
を
、
挙
げ
る
の
に
対
し
、
牧

草
地
と
し
て
利
用
し
た
場
合
エ
ー
カ
ー
当
り
二
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
い
。
白
家
消
費
を
超
え
て
余
っ
た
魚
を
売
即
し
う
る
市
場
が
近
隣
に
あ

れ
ば
、
地
主
に
と
っ
て
、
従
来
の
農
産
物
か
ら
得
ら
れ
る
低
利
潤
を
埋
め
あ
わ
せ
る
格
好
な
提
案
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

地
主
の
あ
る
者
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
、
鯉
を
食
す
る
こ
と
を
流
行
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
例
え
ば
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
伯
夫
人

(
円
、
白
血
吋

Q
R
g門
目
。
る
は
、
テ

i
ム
ズ
河
上
流
の
領
地
の
池
に
、
鯉
、
プ
リ

l
ム
(
鯉
科
の
淡
水
魚
〉
、
一
ア
ン
チ
を
養
殖
し
、
食
事
毎
に
鯉
と
か
わ

か
ま
す
を
供
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
晴
好
は
十
八
世
紀
中
葉
以
降
ま
で
継
続
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
解
明
さ
れ
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス

人
は
、
魚
に
対
し
て
肉
と
同
じ
よ
う
な
情
熱
を
そ
そ
が
な
か
っ
た
の
で
、
十
七
世
紀
中
に
民
衆
に
対
す
る
公
式
の
宗
教
的
統
制
が
緩
和
さ

れ
た
時
に
、
自
分
達
の
晴
好
に
明
ら
か
に
従
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
私
は
、
食
物
に
対
す
る
鴫
好
を
本
能
的
な
も
の
と
考
え
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
逆
に
、
私
達
の

体
験
は
、
過
去
二
、
一
ニ

0
年
問
、
食
物
に
対
す
る
晴
好
が
新
し
い
理
論
や
流
行
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
、
操
作
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
近
代
初
頭
に
お
い
て
も
、
同
様
の
力
が
作
用
し
た
。
将
来
に
わ
た
っ
て
、
重
大
な
意
義
を
持
つ
は
ず
の
食
生
活
の
変
化
が

こ
の
時
代
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
開
始
も
、
新
し
い
食
物
に
対
す
る
噌
好
と
態
度
を
根
底
か
ら
変
化
さ
せ
た
新
し
い
理
論
と
流

行
と
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
に
新
し
い
影
響
は
、
外
国
か
ら
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
か
ら
及
ん
だ
。
始
め
に
理
論
が
到
来
し

た
。
古
典
を
ラ
テ
ン
語
で
、
後
に
英
語
で
注
意
深
く
変
ん
だ
古
典
学
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
は
詳
述
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

コ
ル
メ
ラ

(の
oESo--m)
は
、
野
菜
と
果
物
を
食
す
る
こ
と
に
明
ら
か
に
共
感
を
示
し
た
。

」
れ
ら
の
食
物
は
、

貧
困
の
故
に
貧
者
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
彼
は
、
健
康
の
た
め
に
ょ
い
と
推
奨
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
海
外
を
旅
行
し
た
時
に
、
こ
の
理
論
が
実
践
さ
れ

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活
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て
い
る
こ
と
を
見
聞
し
た
。

一
六
一
七
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
た
プ
ィ
ネ
ス
・
モ
リ
ソ
ン

(HJ1HMgZRZgロ
)
は
、

イ
タ
リ
ア

人
が
、
野
菜
と
根
菜
の
安
価
な
サ
ラ
ダ
を
沢
山
食
し
て
い
た
と
論
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
の
背
後
に
、
野
菜
と
果
物
に
対

す
る
偏
見
、
即
ち
無
価
値
で
、
健
康
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
偏
見
が
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ネ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
旧
式
で

あ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
流
行
を
方
向
づ
け
る
人
々
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
異
な
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
影
響
力
の
強
い
ド
イ
ツ
の

人
文
主
義
者
コ
ン
ラ
ッ
ト
・
へ

l
レ
ス
バ
ッ
ハ
(
同

8
5仏
国

時

g
g口
ご
の
農
書
(
一
五
七

O
年
〉
は
、

時
を
移
さ
ず
英
訳
さ
れ
(
一

五
七
七
年
〉
た
の
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
。

彼
は
、

大
筋
で
コ
ル
メ
ラ
の
見
解
を
繰
り
返
し
、

料
理
す
る
に
も
火
を

必
要
と
し
な
い
果
物
と
野
菜
を
食
す
る
貧
し
い
人
々
の
良
識
を
称
賛
し
て
い
る
。

事
実
、

ヘ
ン
リ
イ
八
世
が
特
定
の
果
物
や
野
菜
を
積

極
的
に
愛
好
し
始
め
た
四

O
年
以
前
に
、
こ
の
流
行
は
宮
廷
の
サ
ー
ク
ル
に
浸
透
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ヘ
シ
リ
イ
八
世
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ

一
世
や
そ
の
妻
ア
ラ
ゴ
ン
家
の
キ
ャ
サ
リ
ン
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
の
諸
例
に
確
か
に
追
従
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
ケ
ン
ト
州
の
テ
イ
ナ
ム
(
寸
ミ
ロ
E
B
)
に
、
多
種
多
様
の
樹
を
植
え
、
桜
桃
の
果
樹
園
を
作
り
、

野
菜
の
中
で
も
、

朝
鮮
あ
ざ
み

(
四
日

ouomgwvowg〉
に
対
し
て
飽
く
こ
と
の
な
い
食
慾
を
示
し
た
。

か
く
て
、

一
五
四
三
年
、

へ
ン
リ
イ
入
世
が
カ
レ
イ
訪
問
を
計

画
し
た
時
に
、
副
司
令
官
ラ
イ
ル
卿

(
E
E
E巴
ろ
は
、

「
国
王
陛
下
の
た
め
に
」
近
隣
の
す
べ
て
の
朝
鮮
あ
ざ
み
を
購
入
す
べ
し
と

の
指
令
書
を
ロ
ン
ド
ン
か
ら
受
領
し
た
。

国
王
の
例
に
従
っ
て
、
貴
族
も
地
主
達
も
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
野
菜
、
果
物
、
薬
草
に
対
す
る
関
心
を
つ
の

ら
せ
た
。
彼
等
も
領
地
に
果
樹
を
植
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
集
め
た
果
物
の
品
種
の
多
様
さ
を
誇
り
と
し
た
。
彼
等
は
外
国
か
ら
庭
師
を
招

き
、
温
室
内
で
栽
培
に
成
功
し
た
レ
モ
ン
や
オ
レ
ン
デ
と
い
っ
た
異
国
風
の
果
物
を
誇
示
し
、
楽
し
み
と
し
た
。
ま
た
菜
園
に
は
、
同
様

に
多
種
多
様
の
レ
タ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
等
が
栽
培
さ
れ
た
。
宮
廷
の
サ
ー
ク
ル
で
活
動
し
た
著
作
者
達
は
、
こ
れ
ら
新
奇
な
も
の
は
す
べ
て



滋
養
分
の
豊
か
な
食
物
で
あ
る
と
す
る
導
入
者
の
見
解
を
裏
書
き
し
、
こ
の
新
し
い
流
行
を
確
実
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
ト

i
マ
ス

-
モ
ハ
ッ
ト
(
叶
，
y
o
g回
目
宮
。
R
m
w
C
は
、
こ
の
種
の
影
響
力
の
あ
る
著
者
の
一
例
で
あ
る
。
彼
は
、
サ
マ
セ
ッ
ト
公
夫
人
ハ
ロ

E
Z目
的
色

ω
0
5
2由
O
H
)

の
侍
医
で
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム

Q
B
R
Z
d
q
m同窓口
mvmB)
に
伺
候
し
、
そ
の
臨
終
の
床
に
侍
り
、
晩
年

に
は
、
ベ
ン
プ
ル
ッ
ク
伯
(
何
回

γ

ユ
O
同

H
U
叩
ヨ
ヴ

g
w
o
)
の
家
中
に
仕
え
た
。
彼
は
、

地
上
の
す
べ
て
の
果
実
は
、

そ
の
純
粋
さ
と
滋
養
分

が
素
晴
し
い
と
明
白
に
表
明
し
た
。
彼
の
論
ず
る
処
で
は
、
果
樹
園
の
果
物
、
薬
草
、
野
菜
(
根
の
部
分
も
葉
の
部
分
も
)
そ
し
て
す
べ

て
の
穀
物
と
一
豆
類
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

特
定
の
野
菜
が
、
優
先
順
位
を
上
下
し
て
い
た
。
そ
の
模
様
に
つ
い
て
、
私
達
は
一
層
立
入
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

十

4

a

オ
Y

ガ

'
Pツ
ク

リ

ー

ク

ぱ
、
葱
と
大
蒜
は
、
地
主

ιふ
さ
わ
し
く
、
韮
は
貧
し
く
聴
い
人
々
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
人
と

彼
等
の
韮
に
つ
い
て
、
シ
ヰ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
醐
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
末
、
茸
は
食
用
と
し
て
危
険
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
が
、
十
七
世
紀
の
前
半
に
は
、
注
意
深
く
賞
味
さ
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
、
勿
論
、
き
ざ
な
偏
見
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き

た
富
裕
な
階
層
の
家
庭
内
で
の
話
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

薬
草
や
野
菜
に
対
す
る
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
接
近
は
、
異
な
っ
た
体
験
に
根
ざ
し
て
い
た
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン

ス
か
ら
宗
教
的
迫
害
を
逃
れ
て
き
た
人
々
が
も
た
ら
し
た
食
物
に
対
す
る
稽
好
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
下
々
か
ら
比
較
的
孤
立
し
た
上
流

階
層
の
人
々
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
都
市
の
真
只
中
で
、
仲
間
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
中
産
の
市
民
と
生
活
を
と
も
に
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
彼
等
は
、

ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
テ

i
ム
ズ
河
沿
い
や
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
南
部
の
諸
都
市
で
、
菜
園
を
構
え
、
自
分
達
の
食
習

慣
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
努
力
で
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
朝
鮮
あ
ざ
み
、
そ
の
他
の
野
菜
や
薬
草
が
普
及
し
、
市
場
で
容
易
に
入

手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活
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中
世
末
期
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
食
物
は
極
度
に
香
辛
料
を
用
い
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
新
鮮
で
な
い
食
肉
の
風
味

を
ご
ま
か
す
た
め
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
ラ
ブ
の
料
理
法
と
接
触
し
た
結
果
、
香
辛
料
の
流
行
と
な

っ
た
と
す
る
ト
オ
ビ
イ
・
ピ
!
タ
ァ
ソ
ン
(
寸
与
吋
句
2
2
8
D
)
の
最
新
の
研
先
成
果
に
私
は
左
組
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ギ
リ
ス
の

料
理
法
に
認
め
ら
れ
る
ア
ー
モ
ン
ド
や
ば
ら
香
水
と
い
っ
た
材
料
は
、
そ
の
料
理
法
の
起
源
を
物
語
っ
て
い
る

Q

ア
ラ
ブ
風
の
料
理
法
は

長
い
期
間
継
続
し
た
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
に
、
最
終
的
に
新
し
い
流
行
に
席
を
譲
る
こ
と
と
な
り
、
野
菜
や
薬
草
の
賞
味
は
、
よ
り
織

細
な
風
味
に
対
す
る
晴
好
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
パ
ア
キ
ン
ソ
ン

Q
o
Fロ

E
H
E
D
gろ
が
、

一
六
二
九
年
に
著

し
た
植
物
に
関
す
る
著
作
の
中
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
で
知
ら
れ
て
い
る
様
々
の
野
菜
や
薬
草
の
効
用
に
つ
い
て
論
議
し
て
い
る
処
か

ら
確
認
さ
れ
る
。
彼
は
、
熱
心
に
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
興
味
を
外
国
人
特
に
オ
ラ
ン
ダ
人
伝
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ラ
ン
ダ

人
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
受
け
ワ
け
な
い
よ
う
な
強
烈
な
風
味
を
好
む
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
薬
草
も
、
根
菜
も
、

「
富
め
る
者
に

も
、
貧
し
き
者
に
も
、
食
す
る
に
ふ
さ
わ
し
き
」
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
感
服
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い

に
し
て
も
オ
ラ
ン
ダ
人
の
慣
習
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
、
熟
知
さ
れ
、
記
録
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
今
日
私
達
が
食
す
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
バ
タ

l
付
。
ハ
ン

ι芥
子
菜
を
の
せ
て
食
べ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
芥
子
菜
だ
け
を
茄
で

た
り
、
他
の
薬
草
と
と
も
に
茄
で
て
食
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
つ
い
て
偉
大
な
鑑
定
家
で
あ
り
、
パ
ァ
キ
ン
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、
珍
味
を
楽
し
む
イ
ギ
リ
ス
入
も
ま
た
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
自
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
日
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
パ
ァ
ナ
ァ
ド
城

美
術
館
(
出
向

S
E
P凹
H
Z
Z
5
2
5
)
の
所
蔵
に
か
か
る

「
風
車
の
あ
る
風
景
」
と
題
さ
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
ル
派
の
絵
画
に
、
様
々
の

種
類
の
キ
ャ
ベ
ツ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
風
車
は
後
最
に
非
常
に
小
さ
く
措
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
前
景

に
、
市
場
に
ろ
ば
を
引
い
て
い
く
若
い
婦
人
の
背
に
担
わ
れ
た
荷
寵
に
キ
ャ
ベ
ツ
が
描
か
れ
て
い
る
。
キ
ャ
ベ
ツ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸



か
ら
ロ
ン
ド
ン
港
に
到
着
す
る
船
の
積
荷
に
も
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ベ
ツ
は
、

「
新
奇
な
も
の
」
の
鑑
定
家
の
気
む

ず
か
し
い
稽
好
を
確
か
に
満
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
彼
等
は
庭
師
に
命
じ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
必
要
と
す
る
キ
ャ
ベ
ツ
の
栽

培
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

今
日
私
達
が
食
す
る
よ
う
に
、
茄
で
た
ほ
う
れ
ん
草
に
バ
タ
ー
を
つ
け
て
食
べ
る
こ
と
を
推
奨
し
た
の
ち
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
あ
る
薬
草
は
、

そ
う
簡
単
に
イ
ギ
リ
ス
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
も
オ
ラ
ン
ダ
人
も
、

オ
ラ
ン
ダ
せ
り

合同

M24即
日
〉
を
野
菜
と
し
て
好
み
、
茄
で
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
薬
味
と
し
て
用
い
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
か
わ
ら
蓬

Q
R
S問
。
ろ
や

間
香

Q
O
D
I
D
o
-
)

は
そ
の
呑
り
が
強
す
ぎ
た
た
め
に
、
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
他
の
果
物
や
青
物
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

到
来
し
、
定
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ヴ
エ
ン
ト
リ
イ
卿
合
可
巧
己

g
g
の
0
4
8
R
U
1
)
は、

一
六
七

O
年
に
、
そ
の
影

響
に
つ
い
て
一
殻
化
し
た
。
即
ち
人
々
は
、
一
日
一
回
、
充
実
し
た
食
事
を
摂
り
、
「
と
り
わ
け
大
都
市
の
周
辺
」
で
は
、
果
物
、
薬
草
、

根
菜
の
消
費
が
増
大
し
た
と
。
こ
の
観
察
は
、
他
処
よ
り
も
ロ
ン
ド
ン
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
に
く
わ
し
い
地
主
の
そ
れ
で
あ
る
。
他
の

人
の
観
察
に
お
い
て
、
時
折
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
人
々
の
食
生
活
の
多
様
性
に
つ
い
て
、
再
び
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
デ
大
学
の
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
教
授
(
司
円
。
同

0
8
2
∞3
2
0
5
は、

一
七
二
三
年
に
、
貧
し
い
人
々
が
食
事
に
際
し
て

食
肉
を
摂
り
す
ぎ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
十
八
世
紀
初
頭
に
明
ら
か
と
な
っ
た
階
級
に
よ
る
食
生
活
の
違
い
に

つ
い
て
の
正
確
な
観
察
で
あ
ろ
う
。
貧
し
い
人
々
が
よ
り
多
量
の
肉
を
摂
取
す
る
よ
う
に
な
り
、
富
め
る
者
は
、
新
奇
な
も
の
を
食
す
る

こ
と
を
撰
択
し
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
果
物
と
野
菜
は
、
グ
レ
ゴ
リ
イ
・
キ
ン
グ
(
の
詰
ぬ
O

弓
同
区
間
)
の
一
六
八
八
年
の
統
計
の

上
で
、
全
農
業
生
産
の
五
銘
を
占
め
て
い
た
。

一
六

O
O年
に
は
、
そ
の
よ
う
な
推
計
に
当
っ
て
、
全
く
無
視
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

よ
り
詳
し
く
食
物
の
歴
史
を
研
究
す
れ
ば
す
る
程
、
食
習
慣
が
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

そ
の
変
化
の
度

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活

五
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六

合
、
範
囲
は
、
時
代
と
と
も
に
変
り
、
海
外
か
ら
の
影
響
、
あ
る
い
は
圏
内
の
影
響
、
あ
る
い
は
双
方
の
影
響
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
国
内
の
変
化
に
は
、
ふ
た
つ
の
局
面
が
あ
る
。
即
ち
、
地
理
的
に
変
化
す
る
と
と
も
に
、
階
級
的
に
も
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
達
の
最
近
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
何
が
よ
き
食
事

で
あ
り
、
何
が
悪
し
き
食
事
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
将
来
確
実
な
判
断
を
下
し
得
る
か
否
か
疑
問
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
五
年

に
、
ふ
た
り
の
著
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
は
、
十
六
世
紀
と
十
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
食
事
在
比
較
し
て
、
食
肉
の
消
費
量
の
低
下

か
ら
、
栄
養
の
水
準
の
低
下
を
示
す
も
の
と
即
座
に
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
の
今
日
、
は
た
し
て
彼
等
は
同
じ
よ
う
に
断
言

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
達
の
新
聞
紙
上
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
菜
食
主
義
者
が
六

O
M増
大
し
た
と
報
道
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

報
道
か
ら
、
栄
養
の
水
準
が
低
下
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
食
事
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
傾
向
は
、
蛋
白
質

を
食
肉
で
は
な
く
、
豆
類
か
ら
摂
取
す
る
と
い
う
考
え
方
に
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
の
考
え
方
は
、
私
の
友
人
の
周
辺
の
多
く
の
人

々
に
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
医
学
界
で
提
起
さ
れ
た
食
養
生
に
関
す
る
諸
理
論
は
、
現
在
の
状
況
の
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
り
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
で
よ
り
効
果
的
に
影
響
を
及
ほ
し
つ
つ
あ
ろ
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
、

人
々
を
説
い
て
彼
等
の
食
習
慣
を
変
化
さ
せ
た
当
時
の
流
行
に
つ
い
て
観
察
す
る
上
で
、
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
の
私
達
の
生
活
体
験
が
、
過
去
を
理
解
す
る
上
で
、
新
し
い
展
望
を
与
え
る
。
と
こ
数
年
の
う
ち
に
、
食
物
の
歴
史
に
つ
い
て
よ

り
多
く
の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
学
術
雑
誌
が
、

一
九
八
四
年
の
秋
に
刊
行
さ
れ
る
と
予
告
さ
れ
た
。
そ
の
表
題

は
、
『
食
事
と
食
事
法

l
l人
聞
の
食
物
の
歴
史
と
文
化
に
つ
い
て
の
探
求
』
(
匂
g
h
N
S

弘、S
凡
さ
ミ
h

・
同
h
問、NO--Q尽
き
と
3
H
F
由
同
珍
刊
号
、

Q
3札
口
世
恥

N
H
S
E
A
刊
同
尽
き
き
弓
己
記
司
、
礼
的
討
さ
室
内
・
)
で
あ
る
。
過
去
に
つ
い
て
私
達
の
知
識
が
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
七
世
紀
に
わ
た

る
(
一
二
六
四
年
か
ら
一
九
五
四
年
に
い
た
る
)
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
生
活
水
準
を
推
定
す
る
た
め
に
一
九
五
六
年
に
設
定
さ
れ
た
食
事
の



内
容
に
つ
い
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
、
新
し
い
研
究
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
見
直
す
と
と
を
私
は
強
く
希
望
す
る
。
何
故
な
ら
一
五

0
0

年
か
ら
一
七
五

O
年
の
時
期
に
つ
い
て
の
食
事
を
考
え
る
上
で
、
パ
タ
!
と
チ

i
ズ
を
省
略
し
、
豚
肉
の
消
費
を
全
く
註
意
を
払
う
こ
と

も
な
く
、
野
菜
と
果
物
に
つ
い
て
も
全
く
無
視
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
の
こ
と
は
、
二
十
年
以
前
の
こ
と
で
あ

る
が
、
数
年
の
う
ち
に
、
事
態
が
急
速
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

追

記

本
稿
は
「
立
教
大
学
国
際
学
術
交
流
制
度
」
に
も
と
づ
き
、
一
九
八
四
年
度
の
招
蒋
研
究
員
と
し
て
訪
日
さ
れ
た
ジ
ヨ
オ
ン
・
サ
l
ス
ク
博
士
の
公

開
講
演
で
あ
る
@
本
講
演
は
、
一
九
八
四
年
十
月
十
三
日
(
土
)
立
教
大
学
第
九
号
館
中
講
堂
で
、
三

O
O名
を
超
す
聴
衆
を
集
め
て
行
な
わ
れ
た
@

サ
l
ス
ク
博
士
の
一
連
の
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
「
立
教
大
学
留
際
学
術
交
流
報
告
審
」
第
五
輯
、
ジ
ヨ
オ
ン
・
サ
!
ス
ク
著
、
鵜
川
馨
訳
『
一
七
O

O
年
に
い
た
る
イ
ギ
リ
ス
農
業
史
、
最
近
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
』
東
京
、
立
教
大
学
、
一
九
八
五
年
五
月
十
五
日
、
を
参
照
さ
れ
た
い
@

な
お
、
そ
の
後
、
サ
l
ス
ク
博
士
か
ら
送
付
さ
れ
た
参
考
文
献
リ
ス
ト
を
次
頁
に
収
録
す
る
@

十
七
世
紀
に
お
け
る
英
国
人
の
食
生
活

セ
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