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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
木
下
純
平
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
喫
茶

の
伝
播
と
変
遷
に
つ
い
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
事
例
と
し
て
発
表
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
今
回
の
発
表
で
は
、
喫
茶
と
い
う
生
活
に
密
着
し
た
習
俗

を
「
飲
料
」「
道
具
」「
作
法
」
な
ど
の
要
素
か
ら
検
証
し
、
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
な
要
因
で
伝
播
し
、伝
播
先
の
地
域
の
文
化
と
融
合
し
、

地
域
独
自
と
も
い
え
る
喫
茶
の
形
態
を
形
成
し
て
き
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ト
ル
コ
共
和
国
、
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
に
お
け
る
紅
茶
に
関
連
し
た
喫
茶
を
事
例
と
し
て
探
っ
て
い
き
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
喫
茶
と
は
ま
ず
何
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
は
喫
茶
を
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
習
俗
で
あ
り
、
歴
史

と
と
も
に
世
界
の
多
く
の
人
々
の
日
常
の
習
慣
と
な
り
、
日
本
の
茶

道
の
よ
う
に
伝
統
文
化
も
形
成
し
て
き
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
き

ま
す
。

　

喫
茶
が
多
く
の
地
域
の
生
活
に
浸
透
、
定
着
し
た
理
由
と
し
て
、

ま
ず
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
飲
料
自
体
が
持
つ
覚
醒
作
用
な
ど
の
効

能
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
効
能
と
と
も
に
、
人
の
集
ま
る
時

間
や
空
間
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
も
、
世
界
各
地
に
習
慣
と
し

て
定
着
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
客
を

も
て
な
し
、
親
交
を
深
め
、
情
報
交
換
の
場
、
集
会
の
場
と
な
る
と

と
も
に
、
店
に
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
人
々
の
み
が
集
ま
り
ク
ラ
ブ

化
す
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
人
々
の
生
活
に
お
い
て
、
社
会
機
能
を

も
つ
場
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
も
定
着
の
要
因
の
一
つ
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
喫
茶
の
場
の
多
様
な
利
用
の
さ
れ
方
は
、
顧
客
の
用
途

に
合
わ
せ
て
、
多
様
な
喫
茶
の
場
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
喫
茶
の
場
で
嗜
ま
れ
る
喫
茶
の
習
慣
は
「
飲
料
」「
道

具
」「
作
法
」
か
ら
な
る
喫
茶
文
化
一
式
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、

学
会
報
告
一

喫
茶
の
伝
播
と
変
遷　

―

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
事
例
と
し
て―

木　

下　

純　

平



－  �  －

喫
茶
の
伝
播
と
変
遷
（
木
下
）

－  �  －

あ
る
時
代
に
作
ら
れ
た
道
具
や
作
法
が
、
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が

れ
る
こ
と
で
、固
有
の
文
化
と
も
見
な
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
喫
茶
は
歴
史
の
中
で
政
治
、
経
済
、
宗
教
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
各
地
に
伝
播
す
る
と
と
も
に
、
伝
播
地

の
文
化
と
融
合
す
る
こ
と
で
、
伝
播
し
た
喫
茶
文
化
一
式
か
ら
新
た

に
分
化
、
変
容
し
、
地
域
的
特
徴
を
そ
な
え
た
喫
茶
文
化
一
式
が
形

成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
流
動
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
喫
茶
は
、
食
文
化
研
究
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
化
の

諸
相
の
中
で
も
日
常
生
活
に
密
着
し
た
側
面
、
つ
ま
り
暮
ら
し
の
文

化
と
い
う
も
の
に
は
民
族
の
伝
統
的
な
価
値
体
系
が
強
く
作
用
し
て

い
る
」
も
の
で
あ
り
、
喫
茶
の
研
究
は
「
文
化
を
そ
な
え
た
存
在
と

し
て
の
人
間
像
、
具
体
的
な
人
間
像
を
と
ら
え
る
」
も
の
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　　

喫
茶
の
体
系
的
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、W

illiam
 H
.U
kers

と

い
う
方
が
書
い
た
「A
ll about coffee(1922)｣

や
「A

ll about 
tea(193�)

」
が
有
名
で
す
が
、
二
〇
世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
古
典

で
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
に
お
い
て
も
ユ
ー
カ
ー
ズ
の
研
究
を
念
頭

に
、「
茶
の
文
化
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
と
い
う
も
の
が
、
国
立

民
族
学
博
物
館
の
共
同
研
究
の
中
で
一
九
七
八
年
か
ら
七
九
年
度
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
共
同
研
究
で
は
、
茶
樹
の
生
態
か
ら
茶
の
人
体
へ
の
影
響
や

利
用
形
態
の
類
型
化
、
ま
た
日
本
を
中
心
に
中
国
、
イ
ギ
リ
ス
や
東

南
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る
喫
茶
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー

に
つ
い
て
は
原
産
地
で
あ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
の
コ
ー
ヒ
ー
文
化
な
ど
が

触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
、
守
屋
毅
氏
、
石
毛
直
道
氏
、
松

下
智
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
日
本
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア

と
の
喫
茶
の
比
較
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
東
ア
ジ
ア
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど

は
多
い
の
で
す
が
、
中
近
東
の
喫
茶
の
文
化
の
体
系
的
な
研
究
と
い

う
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

中
近
東
と
い
う
地
域
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
や
イ
ラ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
な

ど
を
含
み
、
古
代
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
結
ぶ
重
要
な
地
域
で

あ
り
ま
し
た
。
喫
茶
に
つ
い
て
も
一
六
世
紀
に
は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む

習
慣
が
定
着
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
コ
ー
ヒ
ー
を
伝
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
喫
茶
文
化
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
た
地
域
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、

喫
茶
に
と
っ
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
一
九
世
紀
後
半

以
降
に
な
る
と
、
紅
茶
が
庶
民
の
生
活
の
中
で
も
飲
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
、二
〇
世
紀
後
半
に
は
消
費
量
を
急
激
に
延
ば
し
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
現
在
で
は
日
常
生
活
に
紅
茶
は
欠
か
せ
な
く
な
る
ほ
ど
定

着
し
た
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

中
近
東
の
喫
茶
の
場
は
、
コ
ー
ヒ
ー
を
中
心
に
飲
む
喫
茶
に
、
紅

茶
を
飲
む
喫
茶
が
入
り
込
む
こ
と
で
、
紅
茶
以
前
の
コ
ー
ヒ
ー
文
化

と
融
合
し
た
ユ
ニ
ー
ク
で
多
様
な
喫
茶
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
地
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域
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
喫
茶
と
い
う
日
常
生
活
に
密
着
し
た

習
俗
が
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
伝
播
し
、
地
域
固
有
と
も
言

え
る
喫
茶
を
形
成
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
政
治
的
、
経
済
的
、

社
会
的
側
面
か
ら
検
証
で
き
る
こ
と
か
ら
も
重
要
な
地
域
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
報
告
す
る
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
選

定
理
由
な
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
ほ
ど
理
由
が
あ
り
ま
す
。
ま

ず
第
一
に
、
歴
史
的
、
地
理
的
重
要
性
が
高
い
こ
と
、
第
二
に
、
多

様
な
顧
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
喫
茶
の
店
に
多
様
な
形
態
が
あ
る

こ
と
、
第
三
に
近
年
定
着
し
た
「
伝
統
」
と
し
て
の
紅
茶
を
飲
む
喫

茶
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
つ
目
の
歴
史
的
、
地
理
的
重
要
性
と
し
て
は
、
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
政
治
、
経
済
、
文
化
の
中
心
で
あ
り
、

東
西
貿
易
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
栄
え
た
街
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ

り
ま
す
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
は
一
六
世
紀
前
半
に
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

む
喫
茶
が
定
着
し
て
い
た
エ
ジ
プ
ト
や
、
コ
ー
ヒ
ー
の
積
み
出
し
港

と
な
っ
て
い
た
モ
カ
を
領
域
に
収
め
た
後
、
一
六
世
紀
半
ば
に
な
っ

て
ダ
マ
ス
ク
ス
の
商
人
に
よ
っ
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ

ス
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
人
々
を
通
じ

て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
む
喫
茶
が
伝
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
は
コ
ー
ヒ
ー

の
喫
茶
文
化
の
結
節
点
と
な
っ
た
街
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
ペ
ル
シ
ア
か
ら
紅
茶
を
飲
む
喫
茶

が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
伝
播
し
、
人
々
の
生
活
に
定
着
し
て
い
く
過
程

か
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
喫
茶
が
、
紅
茶
を
飲
む
喫
茶
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
も
、
イ

ス
タ
ン
ブ
ル
は
重
要
な
街
と
言
え
ま
す
。

　

二
つ
目
の
、
多
様
な
顧
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
喫
茶
の
店
の
多

様
性
で
す
が
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
は
大
都
市
ゆ
え
に
地
元
の
男
性
の
社

交
の
場
と
な
る
店
だ
け
で
な
く
て
、
男
女
と
も
気
軽
に
入
る
こ
と
が

で
き
る
店
、
音
楽
を
楽
し
む
た
め
の
店
、
商
人
相
手
の
出
前
専
門
の

店
、
職
業
別
の
同
業
者
間
の
情
報
交
換
の
場
と
な
る
店
な
ど
、
多
様

な
顧
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
喫
茶
の
場
の
事
例
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
は
周
辺
諸
国
の
類
縁
性
と
と
も
に
人
々
の
習
慣
や

文
化
、
社
会
規
範
な
ど
を
反
映
さ
せ
た
独
特
の
喫
茶
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
の
理
由
と
し
て
、
紅
茶
を
飲
む
喫
茶
が
近
年
定

着
し
、「
伝
統
」
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
本
発

表
で
検
証
の
対
象
と
し
た
「
紅
茶
」
と
い
う
も
の
が
、
一
九
世
紀
末

に
は
ペ
ル
シ
ア
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
の
、
一
九
五
〇
年
代
以
降

よ
う
や
く
ト
ル
コ
の
庶
民
の
生
活
に
定
着
し
た
、
外
来
の
新
し
い

飲
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
伝
統
的
な
飲
料
と
し
て
現

地
の
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

一
九
五
〇
年
代
以
前
の
喫
茶
の
状
況
を
記
憶
し
て
い
る
人
々
か
ら
も
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ま
だ
情
報
を
直
接
得
る
可
能
性
が
高
く
、「
伝
統
」
と
な
っ
た
紅
茶

を
飲
む
喫
茶
の
定
着
過
程
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
点
で
も
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
は
重
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
政
策
や
商
業
化
、
工
業

化
の
影
響
の
検
証
に
つ
い
て
も
、
喫
茶
の
習
慣
、
文
化
の
浸
透
、
定

着
の
年
代
が
新
し
い
た
め
、
情
報
が
多
く
残
り
、
法
律
の
施
行
や
イ

ン
フ
ラ
の
整
備
状
況
な
ど
を
具
体
的
に
細
か
く
追
う
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

以
上
が
地
域
の
選
定
理
由
で
あ
り
、
歴
史
的
、
地
理
的
広
が
り
、

政
治
、
経
済
、
工
業
の
検
証
や
、
人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
、

具
体
的
に
喫
茶
の
伝
播
と
変
遷
が
考
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
本
発
表
に
お
い
て
は
、
二
〇
世
紀
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

の
紅
茶
を
飲
む
喫
茶
を
中
心
に
、
喫
茶
の
伝
播
と
変
遷
の
過
程
を
検

証
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
回
の
検
証
で
は
、
喫
茶
の
構
成
要
素
と
し
て
、
人
が
喫
茶
系
飲

料
を
飲
む
た
め
に
最
低
限
必
要
な
紅
茶
な
ど
の
「
飲
料
」、
茶
碗
や

や
か
ん
な
ど
の
「
道
具
」、
入
れ
方
、
飲
み
方
な
ど
の
「
作
法
」
を

対
象
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
、
ど
こ
か
ら
伝
播

し
、
地
域
固
有
の
文
化
と
融
合
し
て
変
容
を
遂
げ
、
独
自
性
を
獲
得

し
て
い
っ
た
の
か
を
事
例
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
要
素
と
と
も
に
、
多
様
な
顧
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
喫
茶
の
場
の
事
例
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
周
辺
国
と
の
類
縁
性
と

と
も
に
人
々
の
習
慣
や
文
化
、
社
会
規
範
な
ど
を
反
映
さ
せ
た
多
様

な
喫
茶
の
場
の
形
態
を
と
ら
え
て
い
き
ま
す
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
こ
こ
か
ら
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
喫
茶
の
事
例
を

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
あ
る
ト
ル

コ
共
和
国
の
茶
の
消
費
の
現
状
を
み
て
み
る
と
、
国
内
の
茶
の
消
費

量
は
二
〇
〇
五
年
度
に
は
二
一
万
五
〇
八
六
ト
ン
で
世
界
第
三
位
と

な
っ
て
い
ま
す
。
国
内
の
コ
ー
ヒ
ー
と
茶
の
消
費
量
の
割
合
に
つ
い

て
は
、
総
消
費
量
で
見
る
と
茶
が
コ
ー
ヒ
ー
の
八
～
九
倍
は
消
費
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
民
一
人
当
た
り
の
茶
の
消
費
量
は
年
間
約
三
キ
ロ

グ
ラ
ム
で
、
世
界
第
四
位
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
三
倍
ぐ
ら
い
の

消
費
量
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
茶
生
産
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
度
で
は
生
産
量
が

二
一
万
七
五
四
〇
ト
ン
で
、
世
界
五
位
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
図
一

の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の
生
産
量
、
消
費
量
の
変

化
を
見
る
と
、
急
激
に
伸
び
て
お
り
、
大
体
生
産
量
と
消
費
量
が
ほ

ぼ
同
じ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
内
で
生
産
さ
れ
た
茶
葉
は

ほ
と
ん
ど
国
内
で
消
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
生
産
量
と
消
費
量
の
点
か
ら
も
、
現
在
ト
ル
コ
は
世
界
で
も
有

数
の
茶
の
生
産
・
消
費
国
と
言
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
紅
茶
を
飲

む
習
慣
と
い
う
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

移
り
住
ん
で
き
た
ペ
ル
シ
ア
人
を
中
心
に
広
ま
っ
た
新
し
い
習
慣
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、「
飲
料
」
と
し
て
の
チ
ャ
イ
（
紅
茶
）
の
浸
透
と
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い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
チ
ャ
イ
は
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
に
一
九
世
紀
に
ペ
ル
シ
ア
か
ら
伝
わ
る
と
と
も
に
、「
チ
ャ
イ

ハ
ー
ネ
」「
チ
ャ
イ
オ
ジ
ャ
ー
ウ
」
と
い
う
よ
う
な
チ
ャ
イ
を
冠
す

る
店
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、第
一
次
大
戦
以
降
、コ
ー

ヒ
ー
の
価
格
の
高
騰
に
よ
っ
て
、
安
価
な
チ
ャ
イ
が
多
く
飲
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
前
後
、
ト
ル

コ
国
内
に
お
い
て
、
紅
茶
が
大
量
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
、
都
心
だ
け
で
な
く
田
舎
や
遊
牧
民
の
間
に
も
チ
ャ
イ
は
定
着
し

て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、一
九
七
〇
年
代
以
降
は
図
一
の
よ
う
に
、

生
産
量
、消
費
量
と
も
に
急
激
に
伸
び
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

チ
ャ
イ
と
と
も
に
重
要
な
喫
茶
飲
料
で
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
に
も
少
し

触
れ
て
お
く
と
、
一
六
世
紀
以
降
に
形
成
さ
れ
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

お
け
る
喫
茶
の
場
が
「
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
」
や
「
カ
フ
ヴ
ェ
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
は
、
カ
フ
ヴ
ェ
つ
ま
り
コ
ー
ヒ
ー

が
喫
茶
の
場
の
主
た
る
飲
料
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
現
在
で
は

チ
ャ
イ
も
飲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
店
舗
に
冠
す
る
名
前
か
ら
は
定
着

時
点
の
飲
料
の
種
類
と
年
代
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
、「
道
具
」
の
現
地
化
を
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
グ
ラ

ス
の
変
遷
で
す
が
、
現
在
ト
ル
コ
国
内
で
チ
ャ
イ
を
飲
む
際
に
は
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
型
グ
ラ
ス
の
チ
ャ
イ
バ
ル
ダ
ー
ウ
の
利
用
が
主
流
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
の
グ
ラ
ス
は
ト
ル
コ
周
辺
の
イ
ス
ラ
ム
の

国
々
で
は
そ
れ
ほ
ど
見
か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

図 1　トルコにおける紅茶の生産量と消費量

（FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSの統計データより作成）
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一
九
世
紀
以
降
に
ト
ル
コ
に
チ
ャ
イ
が
伝
播
し
た
際
の
器
に
つ

い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
す
が
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
型
の
チ
ャ
イ

バ
ル
ダ
ー
ウ
と
い
う
の
は
、
一
九
三
五
年
に
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
に
よ
っ

て
ト
ル
コ
初
の
ガ
ラ
ス
メ
ー
カ
ー
と
し
て
創
業
さ
れ
たP

as, abahçe

社
が
現
在
製
造
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ト
ル
コ
独
自
の
茶
器
で

あ
る
と
い
え
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
形
状
の
グ
ラ
ス
は
、
一
九
五
〇
年
に
書
か
れ
た
ト
ル

コ
人
作
家
の
サ
イ
ト
・
フ
ァ
ー
イ
ク
の
短
編
小
説
の
「
裏
町
の
カ

フ
ェ
」
に
も
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
カ
フ
ヴ
ェ
で
利
用
さ
れ
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
一
九
五
〇
年
以
前
に
は
既
に
チ
ャ
イ

用
の
グ
ラ
ス
と
し
て
庶
民
の
カ
フ
ヴ
ェ
で
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、現
在
で
は
チ
ャ
イ
バ
ル
ダ
ー
ウ
は
、イ
ラ
ン
、モ
ロ
ッ
コ
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
や
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ム
ス
リ
ム
街
な
ど
、
イ
ス

ラ
ム
圏
を
中
心
に
輸
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
実
際
に
現
地

で
確
認
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
現
地
の
物
価
と
比
べ
て
も
値
段
的
に

は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、今
後
、

諸
地
域
の
喫
茶
文
化
へ
の
ト
ル
コ
製
チ
ャ
イ
バ
ル
ダ
ー
ウ
の
浸
透
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
道
具
」
の
現
地
化
の
も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
サ
モ
ワ
ー
ル

と
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
ト
ル
コ
で
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
呼
ば
れ
る
二
段
式
の
や
か

ん
で
す
が
、
現
在
の
ト
ル
コ
の
家
庭
に
は
必
ず
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
を
使
っ
た
お
茶
の
入
れ
方
は
、
下
の
や

か
ん
で
ま
ず
お
湯
を
沸
か
し
て
、
上
の
や
か
ん
に
茶
葉
と
お
湯
を
入

れ
、
一
五
分
ほ
ど
蒸
ら
し
、
紅
茶
の
原
液
み
た
い
な
も
の
を
つ
く
っ

て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
飲
む
際
に
は
、
グ
ラ
ス
に
原
液
の
紅
茶
を
グ

ラ
ス
半
分
ほ
ど
そ
そ
ぎ
、
後
は
好
み
の
量
に
お
湯
で
割
っ
て
、
個
人

で
砂
糖
を
加
え
ま
す
。
こ
の
使
い
方
の
原
理
は
サ
モ
ワ
ー
ル
と
同
じ

と
い
え
ま
す
。

　

現
在
は
ト
ル
コ
の
家
庭
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
る
チ
ャ
イ
ダ
ン

ル
ッ
ク
で
す
が
、
一
九
世
紀
に
チ
ャ
イ
が
ト
ル
コ
へ
伝
播
し
た
時
に

は
、
家
庭
で
ロ
シ
ア
の
サ
モ
ワ
ー
ル
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

サ
イ
ト
・
フ
ァ
ー
イ
ク
の
一
九
三
六
年
の
短
編
小
説
に
も
「
サ
モ

ワ
ー
ル
」
と
題
し
た
内
容
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
説
で
は
、

母
の
思
い
出
と
と
も
に
サ
モ
ワ
ー
ル
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
九
三
〇
年
か
ら
四
〇
年
ご
ろ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
家
庭
に
は
サ
モ

ワ
ー
ル
が
あ
り
、
一
家
団
欒
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。
発
祥
の
地
の
ロ
シ
ア
で
は
、
一
八
四
〇
年
ご
ろ
に
小

説
に
も
登
場
し
始
め
、
一
八
七
〇
年
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
未

成
年
」
と
い
う
小
説
に
も
、
サ
モ
ワ
ー
ル
が
生
活
の
必
需
品
と
し
て

登
場
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
ト
ル
コ
で
チ
ャ
イ
を
飲
む
喫
茶
が
家
庭
に
定
着
し
て
い

く
中
で
、
ペ
ル
シ
ア
経
由
で
伝
わ
っ
た
サ
モ
ワ
ー
ル
か
ら
、
ス
ト
ー
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ブ
な
ど
に
乗
せ
る
だ
け
の
家
庭
用
の
簡
易
版
と
し
て
チ
ャ
イ
ダ
ン

ル
ッ
ク
が
作
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
現
代
の
ト
ル
コ
の
生
活
に
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
と
し

て
取
り
込
ま
れ
た
サ
モ
ワ
ー
ル
で
す
が
、
ト
ル
コ
に
チ
ャ
イ
を
伝
え

た
ペ
ル
シ
ア
に
お
い
て
サ
モ
ワ
ー
ル
は
現
在
も
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
ロ
シ
ア
に
お
い
て

は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
サ
モ
ワ
ー
ル
な
ど
の
茶
を
淹
れ
る
た
め
の
道
具
が
、
伝

播
し
た
後
、
歴
史
と
と
も
に
人
々
の
生
活
に
取
り
込
ま
れ
、
定
着
や

変
容
を
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
な
る
と
い
え
ま
す
。

　

喫
茶
の
要
素
の
三
つ
目
に
、「
作
法
」
と
し
て
の
砂
糖
の
使
い
方

を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
現
在
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
は
角
砂
糖
が
チ
ャ

イ
と
と
も
に
出
さ
れ
、
三
つ
、
四
つ
と
入
れ
て
飲
ま
れ
ま
す
。
し
か

し
、
ペ
ル
シ
ア
か
ら
紅
茶
が
伝
播
し
た
時
点
で
は
、
ガ
ン
ド
と
い
う

甜
菜
糖
の
塊
を
小
さ
く
砕
い
て
、
口
に
含
み
な
が
ら
飲
ん
で
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
で
も
イ
ラ
ン
や
ト
ル
コ
東
部
に
お
い
て
ガ
ン

ド
や
氷
砂
糖
な
ど
を
口
に
含
み
な
が
ら
チ
ャ
イ
を
飲
む
光
景
を
よ
く

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ラ
ン
で
は
ガ
ン
ド
を
客
の
前
で
割
る
こ
と
が
も
て
な
し

の
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
砂
糖
に
歓
待
の
象

徴
的
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
砂
糖
を
か
じ
り
な
が
ら

飲
む
飲
み
方
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
に
も
あ
る
た
め
、
ロ
シ
ア
か
ら

ペ
ル
シ
ア
に
伝
播
し
、
ト
ル
コ
に
も
伝
わ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

現
代
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
、
砂
糖
を
か
じ
り
な
が
ら
飲
む

飲
み
方
を
目
に
す
る
こ
と
は
す
く
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
角
砂
糖
や
粉
末
状
な
ど
の
溶
け
や
す
い
砂
糖
が
、
ガ
ン
ド
や
氷

砂
糖
の
よ
う
に
な
か
な
か
溶
け
な
い
砂
糖
よ
り
も
安
価
に
出
回
っ
た

た
め
に
、
口
に
砂
糖
を
含
め
な
が
ら
飲
む
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
変
化
に
伴
っ
て
、
砂
糖
を
混
ぜ
る
た
め
に

必
要
と
な
る
ス
プ
ー
ン
も
グ
ラ
ス
に
添
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

推
察
で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
飲
み
方
と
し
て
、
チ
ャ
イ
を
受
け
皿
に
移
し
て
飲
む

と
い
う
飲
み
方
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
ト
ル
コ
で
は
あ
ま
り
見
か
け

な
い
の
で
す
が
、
昔
は
ロ
シ
ア
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
見
ら
れ
た
飲
み

方
で
、
イ
ラ
ン
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
「
作
法
」
の
一

つ
と
し
て
、
グ
ラ
ス
を
乗
せ
る
ソ
ー
サ
と
い
う
道
具
と
と
も
に
伝
播

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
喫
茶
の
各
要
素
を
検
証
し
て
み
る
と
、
チ
ャ
イ
の
定

着
に
際
し
て
各
要
素
間
だ
け
で
な
く
「
道
具
」
の
中
で
も
定
着
や
変

容
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
き
ま
す
。
つ
ま

り
こ
れ
は
喫
茶
が
徐
々
に
現
地
化
し
て
い
く
過
程
を
み
る
こ
と
だ
と

も
い
え
ま
す
。

　

次
に
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
喫
茶
の
場
の
多
様
化
に
触
れ
さ
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せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
首
都
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
初
め
て
作
ら
れ
た
の
は
一
五
五
四
年
ご
ろ
と
い

わ
れ
て
お
り
、
喫
茶
は
ア
レ
ッ
ポ
や
ダ
マ
ス
カ
ス
か
ら
移
り
住
ん
だ

商
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
、
外
来
の
習
慣
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
街
中
に
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
、
一
八
世
紀

ご
ろ
に
は
高
級
官
僚
が
出
入
り
し
宴
席
に
も
使
わ
れ
た
高
級
な
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
や
、
簡
易
な
コ
ー
ヒ
ー
キ
オ
ス
ク
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
の

コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な
各
兵
団
専
用
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
も
作

ら
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、一
九
世
紀
初
頭
に
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
っ

て
タ
ン
ジ
マ
ー
ト
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
街
に
は
西
洋
風
の
カ
フ
ェ

も
作
ら
れ
る
な
ど
、
時
代
と
と
も
に
多
様
な
喫
茶
の
場
が
形
成
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　

一
九
世
紀
後
半
の
紅
茶
の
伝
播
、
浸
透
後
は
、「
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー

ネ
」の
よ
う
に
コ
ー
ヒ
ー
を
冠
し
た
店
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
で
す
が
、

コ
ー
ヒ
ー
の
か
わ
り
に
安
価
に
な
っ
た
チ
ャ
イ
が
徐
々
に
飲
ま
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
も
多
様
な
形
態
の
喫
茶
の
場
の
一
つ
に
、「
ク
ラ
ト
ハ
ー
ネ
」

が
あ
り
、
男
性
が
水
た
ば
こ
を
吸
い
な
が
ら
ゲ
ー
ム
を
し
て
、
チ
ャ

イ
を
飲
む
、
男
の
社
交
場
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
チ
ャ
イ
の
浸
透
と
と
も
に
増
え
た
“
茶
の
家
”
を
意
味
す

る
「
チ
ャ
イ
エ
ヴ
ィ
」
は
、
男
性
の
社
交
場
に
も
同
じ
よ
う
に
あ

り
ま
す
が
、
健
全
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
店
内
で
の
テ
ー
ブ
ル

ゲ
ー
ム
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
ス
ト
リ
ー

ト
カ
フ
ェ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
街
な
か
に
あ
る
も

の
な
の
で
す
が
、
都
市
生
活
の
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
つ
つ

あ
り
、「
ク
ラ
ト
ハ
ー
ネ
」
の
よ
う
な
社
会
性
を
も
た
な
い
こ
と
で
、

女
性
客
の
利
用
を
容
易
に
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。写真 1　チャイジ（2010 年 筆者撮影）
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史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）

　

そ
の
他
に
は
、「
チ
ャ
イ
オ
ジ
ャ
ー
ウ
」と
い
う
も
の
が
あ
り
、チ
ャ

イ
の
出
前
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
店
舗
形
態
で
す
。
カ
パ
ル
チ
ャ
ル

シ
ュ
（
グ
ラ
ン
ド
バ
ザ
ー
ル
）
な
ど
大
き
な
商
店
街
だ
け
で
な
く
、

小
さ
な
チ
ャ
ル
シ
ュ
（
市
場
）
な
ど
に
も
あ
り
、
商
店
街
の
一
角
の

ス
ペ
ー
ス
に
紅
茶
を
入
れ
る
た
め
の
茶
道
具
、
茶
具
一
式
だ
け
が
あ

り
、基
本
的
に
は
客
席
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の「
チ
ャ
イ
オ
ジ
ャ
ー
ウ
」

で
の
注
文
方
法
は
、
商
店
と
直
通
で
結
ば
れ
た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
や
電

話
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
注
文
後
数
分
以
内
に
チ
ャ
イ
や
コ
ー
ヒ
ー
が

商
店
に
写
真
一
の
よ
う
な
チ
ャ
イ
ジ
と
呼
ば
れ
る
配
達
人
に
よ
っ
て

届
け
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
は
様
々
な
お
茶
を
飲
む
場
が
あ

り
ま
す
。「
チ
ャ
イ
ハ
ー
ネ
」や「
カ
フ
ェ
」「
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
」「
チ
ャ

イ
バ
フ
チ
ェ
シ
」「
デ
ル
ネ
ッ
キ
」「
ロ
カ
ル
」
と
い
う
よ
う
に
、様
々

な
形
式
の
喫
茶
の
場
が
時
代
と
と
も
に
多
様
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
の
喫
茶
の
場
は
対
象
と
す
る
顧
客
も
異
な
っ
て
い
て
、

本
を
読
み
た
い
人
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
い
人
の
集
ま
る
店
、
地
元
の
男

性
の
社
交
場
と
し
て
の
み
使
わ
れ
る
店
、
家
族
連
れ
や
男
女
と
と
も

に
入
る
こ
と
が
で
き
る
店
、
同
業
者
や
退
役
軍
人
、
政
治
的
目
的
を

持
っ
た
団
体
専
用
の
ク
ラ
ブ
形
式
の
店
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

喫
茶
の
場
は
、
社
会
的
機
能
も
備
え
た
文
化
複
合
と
も
い
え
、
物
質

文
化
と
と
も
に
喫
茶
文
化
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ト
ル
コ
の
喫

茶
文
化
の
特
徴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ト
ル
コ
に
は
、
喫
茶
の
店
以
外
の
社
交
の
場
も
古
く
か
ら

存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
ハ
マ
ム
と
呼
ば
れ
る
ト
ル
コ
の
お
風

呂
で
す
が
、
女
性
に
と
っ
て
は
憩
い
の
場
と
し
て
、
喫
茶
の
場
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
、
お
風
呂
の
後
に
コ
ー
ヒ
ー
や
チ
ャ
イ
を
飲
み

な
が
ら
世
間
話
を
す
る
と
い
う
、
女
性
の
社
交
場
と
い
う
面
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
他
、
ボ
ザ
ハ
ー
ネ
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
そ
こ
で
は

ボ
ザ
と
い
う
小
麦
の
甘
酒
み
た
い
な
も
の
を
飲
む
と
こ
ろ
も
あ
り
、

ま
た
、
古
く
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
は
酒
を
出
す
居
酒
屋
も
あ
っ
た

の
で
す
が
、
昔
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
店
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
営
ん
で
い
た
店
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
お
酒
を
飲

み
た
い
人
が
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
喫

茶
以
外
の
社
交
場
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
か
ら
も
、
現
在
の
喫

茶
の
店
の
形
態
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　　

以
上
、
現
代
の
ト
ル
コ
共
和
国
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
喫
茶

に
つ
い
て
、「
飲
料
」
と
し
て
紅
茶
、「
道
具
」
と
し
て
チ
ャ
イ
用
グ

ラ
ス
の
チ
ャ
イ
バ
ル
ダ
ー
ウ
と
チ
ャ
イ
ダ
ン
ル
ッ
ク
、「
作
法
」
と

し
て
紅
茶
の
入
れ
方
や
砂
糖
の
使
い
方
と
い
う
事
例
か
ら
、
日
常
生

活
に
定
着
し
た
喫
茶
と
い
う
習
俗
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
先
の
地
域
の

文
化
と
融
合
し
、
地
域
独
自
と
も
い
え
る
喫
茶
の
形
態
を
形
成
し
て

い
る
か
を
見
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
喫
茶
の
場
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
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喫
茶
の
伝
播
と
変
遷
（
木
下
）

ざ
ま
な
顧
客
の
ニ
ー
ズ
や
人
々
の
暮
ら
し
に
あ
わ
せ
て
、
多
様
化
し

て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
一
九
世
紀
に
ペ
ル
シ
ア
か
ら
紅
茶
を
飲
む
喫
茶
が
、「
飲

料
」「
道
具
」「
作
法
」
と
い
う
喫
茶
文
化
一
式
と
し
て
伝
播
し
、徐
々

に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
現
地
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
要
素
に

よ
っ
て
変
容
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
き
た

か
と
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
け
る
、こ
れ
ら
の
要
素
の
変
容
に
つ
い
て
は
、

茶
葉
や
砂
糖
に
は
生
産
、
流
通
と
い
う
国
家
の
政
策
面
の
要
因
が
強

く
、
ま
た
茶
道
具
に
関
し
て
は
、
製
造
技
術
の
導
入
と
い
う
技
術
面

の
要
因
と
と
も
に
、
現
地
の
人
々
の
習
慣
や
文
化
的
要
素
を
取
り
込

ん
だ
道
具
の
機
能
や
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
喫
茶
の
場
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
オ
ス
マ
ン

帝
国
が
西
洋
化
を
進
め
て
い
く
時
代
に
、
男
性
の
社
交
場
と
し
て
の

面
の
強
か
っ
た
カ
フ
ヴ
ェ
ハ
ー
ネ
な
ど
に
対
し
て
、
西
洋
化
や
近
代

化
に
伴
い
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
女
性
も
入
る
こ
と
が
で
き
る
西
洋
風
カ

フ
ェ
や
チ
ャ
イ
ハ
ー
ネ
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
喫
茶

の
場
の
多
様
化
を
通
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
け
る
女
性
の
立

場
の
変
化
に
つ
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま

す
。

　

　

そ
し
て
、
今
回
の
発
表
を
踏
ま
え
た
今
後
の
課
題
と
し
て
、
喫
茶

の
歴
史
的
、
地
理
的
広
が
り
。
政
治
、
経
済
、
工
業
の
影
響
の
検
証
、

人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
と
と
も
に
、
喫
茶
が
つ
く
り
出
す
時
間
と

空
間
か
ら
喫
茶
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
も
と
ら
え
て
、
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
の
喫
茶
の
習
慣
、
文
化
の
浸
透
と
定
着
過
程
、
多
様
な
喫
茶
の

場
の
形
成
要
因
を
探
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
今
後
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
以
外
の
都
市
の
調
査
も
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
喫
茶
の
要
素

の
同
質
性
と
異
質
性
、
他
地
域
と
の
差
異
を
綿
密
に
比
較
検
討
し
、

ど
の
よ
う
に
習
慣
や
文
化
が
伝
播
し
、
受
容
さ
れ
、
ま
た
変
容
し
て

き
た
の
か
を
よ
り
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
中
近
東
と
そ
の
周

辺
地
域
ま
で
視
野
に
入
れ
た
、
喫
茶
と
い
う
地
理
的
、
歴
史
的
な
広

が
り
を
持
っ
た
習
慣
、
文
化
の
伝
播
と
変
遷
の
研
究
へ
と
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
学
文
学
研
究
科
超
域
文
化
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）


