
●
醍
醐
味
と
チ
ー
ズ
。

言
葉
の
意
味
は
時
代
を
経
て
、
変
わ
る
。

食
に
ま
つ
わ
る
言
葉
で
い
う
と
、「
美
味
し
い
」
な
ど
、
そ
の
典
型
で

あ
る
。
も
と
も
と
、「
い
し
」、
つ
ま
り
「
良
し
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

丁
寧
語
の
接
頭
語
、「
お
」
が
つ
い
た
の
が
「
お
い
し
い
」。
味
覚
表
現
だ

け
で
な
く
、
も
っ
と
、
広
い
意
味
で
、
単
純
に
善
悪
の
良
い
と
い
う
意
味

だ
っ
た
も
の
が
、
美
味
の
意
味
、
味
が
良
い
と
い
う
だ
け
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。

「
旨
い
」
は
逆
。「
あ
ま
し
」、
つ
ま
り
、
甘
い
も
の
は
美
味
し
い
と
い

う
こ
と
で
、
そ
れ
の
転
の
よ
う
な
の
だ
が
、
も
っ
と
広
い
意
味
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
味
覚
表
現
と
し
て
は
、
上
品
で
は
な
い
言
い
方
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
っ
た
く
、
言
葉
は
生
き
物
な
の
だ
と
改
め
て
思
う
。

こ
ん
な
話
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
と
あ
る
雑
誌
に
、「
日
本
人

と
チ
ー
ズ
」
と
い
っ
た
エ
ッ
セ
イ
を
依
頼
さ
れ
た
時
だ
っ
た
。

そ
の
テ
ー
マ
か
ら
、「
醍
醐
味
」
と
い
う
言
葉
の
話
が
思
い
浮
か
ん
だ

か
ら
、
で
あ
る
。

「
そ
れ
が
、
山
登
り
の
醍
醐
味
で
す
よ
ね
」

な
ど
と
い
う
言
い
方
を
し
、
本
当
の
面
白
さ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使

わ
れ
る
が
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
醍
醐
の
よ
う
な
味
と
い
う
こ
と
で
、
素

晴
ら
し
い
味
を
差
す
。

で
は
、
そ
の
醍
醐
と
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
、
チ
ー
ズ
な
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
は
。

「
牛
乳
製
品
を
発
酵
の
段
階
に
し
た
が
っ
て
五
つ
（
乳
（
に
ゆ
う
）、
酪

「
食
の
文
化
変
容
」
序
説
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（
ら
く
）、
生
酥
（
し
よ
う
そ
）、
熟
酥
（
じ
ゆ
く
そ
）、
醍
醐
）
に
分
け
、

そ
れ
ら
五
つ
の
味
を
五
味
（
ご
み
）
と
い
い
、
あ
と
の
も
の
ほ
ど
美
味
で

あ
る
と
す
る
」
と
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
は
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ル
ク

か
ら
も
っ
と
も
発
酵
、
あ
る
い
は
熟
成
し
、
美
味
し
く
な
っ
た
も
の
が
醍

醐
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
最
高
の
美
味
（
あ
る
い
は
転
じ
て
、
経
験
）
を
醍

醐
味
と
い
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
が
変
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
く
ら
い
だ

か
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
元
が
古
く
か
ら
の
仏
教
用
語
だ
と
い
う
ぐ
ら
い
な

の
だ
か
ら
、
実
は
日
本
の
チ
ー
ズ
の
歴
史
は
古
い
。

奈
良
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
飛
鳥
時
代
に
、
牛
か
ら
搾
乳
を
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
ミ
ル
ク
か
ら
酪
や
酥
を
作
る
方
法
が
、
中
国
か

ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
牛
は
そ
れ
以
前
に
、
縄
文
末
期
か
ら
弥
生
時
代
に
、

朝
鮮
半
島
経
由
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
乳
製
品
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、

か
し
き
ょ
う

せ
い
み
ん
よ
う
じ
ゅ
つ

六
世
紀
中
国
の
魏
の
賈
思
�
が
書
い
た
『
斉
民
要
術
』
に
詳
し
い
。
こ
れ

は
、
そ
の
時
期
ま
で
の
中
国
の
農
業
技
術
と
食
品
加
工
に
つ
い
て
ま
と
め

ら
れ
た
書
物
で
、
寿
司
の
起
源
で
あ
る
、
馴
鮓
（
ナ
レ
ズ
シ
）
や
麺
、
味

噌
の
類
（
醤
）
等
の
作
り
方
も
書
か
れ
た
、
現
存
す
る
最
古
の
料
理
書
で

も
あ
る
。

こ
の
『
斉
民
要
術
』
に
よ
る
と
、
酪
は
「
乳
を
鍋
に
入
れ
、
弱
火
で
加

熱
す
る
（
草
を
燃
料
に
す
る
と
、
灰
が
乳
に
入
る
し
、
柴
を
燃
料
に
す
る

と
火
力
が
強
く
焦
げ
や
す
い
の
で
、
乾
燥
し
た
糞
を
使
う
と
よ
い
な
ど
と

詳
細
な
説
明
あ
り
）。
こ
れ
を
正
絹
の
布
で
漉
し
、
瓶
に
入
れ
、
体
温
よ

り
や
や
温
か
い
と
こ
ろ
に
置
き
、
酵
と
し
て
そ
れ
以
前
に
作
っ
て
お
い
た

酪
を
乳
一
升
に
対
し
て
小
匙
半
分
ほ
ど
入
れ
る
。
そ
し
て
、
一
晩
寝
か
せ

る
」（『
斉
民
要
術
』
雄
山
閣
出
版
刊
の
日
本
語
訳
よ
り
抜
粋
）
と
あ
る
。

作
っ
た
り
し
た
こ
と
あ
る
方
に
は
す
ぐ
お
分
か
り
だ
と
思
う
。
要
す
る

に
こ
れ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
で
あ
る
。
私
自
身
、
た
ま
に
作
っ
た
り
す
る
こ
と

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
作
り
方
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
乾
酪
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
煮
て
い
る
途
中
で
膜

を
は
っ
た
も
の
を
、
取
り
出
し
、
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
牛
乳
を
温

め
て
、
膜
が
張
る
の
は
、
誰
で
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ

を
固
め
た
と
い
う
こ
と
だ
。
豆
腐
と
湯
葉
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
か
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
乾
酪
と
い
う
も
の
、
私
自
身
、
中
国
、
雲
南
省
の

昆
明
の
市
場
で
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。「
乳

皮
」
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
た
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
こ
れ
だ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
酥
は
と
い
う
と
、「
瓶
に
入
れ
て
お
い
た
酪
を
天
日
に
さ

ら
す
。
そ
し
て
、
椀
の
上
半
分
を
切
っ
て
、
穴
を
あ
け
た
も
の
に
長
い
柄

を
つ
け
て
お
き
、
そ
れ
で
、
数
時
間
攪
拌
す
る
。
そ
こ
に
湯
を
入
れ
さ
ら

に
攪
拌
し
、
水
を
入
れ
攪
拌
し
と
続
け
る
と
凝
固
し
て
く
る
。
そ
れ
が
、

酥
で
あ
る
」。

こ
う
し
て
凝
固
し
た
も
の
を
集
め
、
水
気
を
切
っ
て
、
鍋
に
入
れ
温
め
、

さ
ら
に
水
分
を
飛
ば
す
。
そ
し
て
、
羊
の
腸
や
染
み
出
な
い
容
器
に
保
存

す
る
と
い
う
。

こ
ち
ら
は
要
す
る
に
、
バ
タ
ー
で
あ
る
。
普
通
は
ミ
ル
ク
か
ら
直
接
作
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る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
り
方
も
あ
る
。
正
確
に
言
う
と
、
イ
ン
ド
の
ギ
ー

の
作
り
方
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
バ
タ
ー
オ
イ
ル
と
い
う
べ
き
か
、
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
四
千
メ
ー
ル
く
ら
い
の
高
地
の
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
集
落
を

訪
ね
た
時
に
、
書
い
て
あ
る
そ
の
ま
ま
の
作
り
方
、
要
す
る
に
一
旦
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
に
し
て
お
い
た
も
の
か
ら
、
バ
タ
ー
を
作
る
工
程
を
見
た
こ

と
が
あ
る
。

で
は
、
醍
醐
は
と
い
う
と
、
こ
の
作
り
方
は
『
斉
民
要
術
』
に
は
出
て

い
な
い
。
他
の
資
料
を
探
し
て
も
、
見
あ
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、

チ
ー
ズ
の
類
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
…
…
。

そ
れ
か
ら
、
念
の
た
め
に
言
う
と
、
酪
は
日
本
語
も
中
国
語
も
同
じ
だ

が
、
酥
は
日
本
語
の
文
献
で
は
蘇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
記
し
た

以
外
に
も
、
ミ
ル
ク
を
煮
詰
め
る
作
り
方
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
ち
ら

の
方
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
醍
醐
味
な
ど
と
い
い
な
が

ら
、
そ
れ
自
体
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
す
の
が
物
書
き

の
醍
醐
味
？
と
思
っ
た
が
、
見
つ
か
ら
な
い
。

結
局
、
醍
醐
味
と
い
う
言
葉
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
な
の

で
あ
る
。

聖
徳
太
子
の
時
代
に
は
、
一
部
特
権
階
級
の
間
だ
け
と
は
い
え
、
受
け

入
れ
ら
れ
た
乳
製
品
を
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
す
る
と
い
う
文
化
が
、
日
本

で
は
姿
を
消
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
ま
た
、
時
を
経
て
、
明
治
以
降
、
新
た
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ

れ
は
周
知
の
よ
う
に
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
学
で
文
化
人
類
学
を
学
び
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
仕
事
を
し

て
い
る
う
ち
に
「
食
文
化
」
に
目
覚
め
た
。
政
治
経
済
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
以
前
に
、「
何
を
食
べ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
認
識
な
し
に
は
、
国
や

地
域
を
理
解
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

そ
う
し
て
、
食
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
仕
事
を
し
て
い
て
、
特
に
興
味
を

抱
い
た
の
が
、
こ
の
乳
製
品
の
話
の
よ
う
な
「
食
の
文
化
受
容
」
と
い
う

問
題
だ
っ
た
。

如
何
に
し
て
、
そ
し
て
、
何
故
、
人
は
新
し
い
食
を
受
け
入
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
受
け
入
れ
な
い
か
と
言
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。

人
の
味
覚
は
保
守
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
さ
ら
、
説
明
の
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
は
新
し
い
食
を
受
け
入
れ
る
。

例
え
ば
、
大
航
海
時
代
以
前
、
韓
国
の
漬
け
物
は
赤
く
な
か
っ
た
。
イ

ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
激
辛
の
料
理
も
、
今
の
よ
う
な
形
で
は
激
辛
で
は

な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
料
理
に
不
可
欠
な
ト
マ
ト
も
な
か
っ
た
し
、
イ
ギ

リ
ス
人
の
国
民
食
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
＆
チ
ッ
プ
ス
の
チ
ッ
プ
ス
、
つ
ま
り
、

揚
げ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

唐
辛
子
も
ト
マ
ト
も
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
原
産
で
あ
り
、

コ
ロ
ン
ブ
ス
以
降
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
の
に
、
た
か
だ
か
数
百
年
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
多
く
の
国
で

そ
れ
は
「
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
」、「
国
民
食
」
と
化
し
て
い
る
。

も
っ
と
、
短
い
ス
パ
ン
で
見
た
ら
、
文
明
開
化
の
日
本
人
が
カ
レ
ー
を
、

「食の文化変容」序説
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コ
ロ
ッ
ケ
を
、
カ
ツ
レ
ツ
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
、
近
年
、
エ
ス
ニ
ッ
ク

で
あ
っ
た
り
、
ワ
イ
ン
で
あ
っ
た
り
、
書
き
出
す
の
が
面
倒
な
ほ
ど
、

様
々
な
新
し
い
食
を
受
け
入
れ
て
い
る
。

逆
に
も
っ
と
、
長
い
ス
パ
ン
で
見
た
ら
、「
瑞
穂
の
国
」
と
い
う
日
本

で
、
実
は
稲
は
原
産
で
は
な
く
、
渡
来
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
に
と
っ

て
当
た
り
前
の
も
の
、
麺
や
餃
子
、
饅
頭
の
も
と
、
小
麦
だ
っ
て
、
同
様

で
あ
る
。
イ
ラ
ク
の
あ
た
り
が
原
産
地
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
何
時
の
時
代
も
、
保
守
的
な
は
ず
な
の
に
、
新
規
な
食
を
受

け
入
れ
、
現
在
の
よ
う
な
食
の
文
化
体
系
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で
築

い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
何
故
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
考
え
て
き
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
試
み
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
い

う
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

●
味
覚
は
保
守
的
か
。
あ
る
い
は
味
覚
と
は
。

で
は
先
ず
、
人
の
味
覚
は
保
守
的
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
が
正
し
い
か

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

以
前
、
そ
も
そ
も
「
美
味
し
い
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、

『
味
覚
の
探
求
』（
中
公
文
庫
）
と
い
う
本
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

取
材
の
過
程
で
、
興
味
深
い
経
験
を
し
た
。
そ
れ
は
と
あ
る
食
品
会
社
の

研
究
所
で
の
こ
と
。
官
能
試
験
と
呼
ば
れ
る
、
味
覚
の
検
査
を
受
け
た
の

だ
。食

品
会
社
で
行
っ
て
い
る
官
能
試
験
と
い
う
の
は
、
商
品
開
発
の
た
め

に
、
社
員
の
味
覚
を
試
験
し
て
、
特
に
優
れ
た
味
覚
を
持
つ
人
々
を
選
び

出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

具
体
的
に
言
う
と
、
そ
れ
は
閾
値
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ト
の
感
覚
で
感
じ
ら

れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
薄
さ
の
溶
液
を
、
甘
い
か
、
塩
っ
ぱ
い
か
、
苦
い
か
、

酸
っ
ぱ
い
か
、
あ
る
い
は
う
ま
み
が
あ
る
か
と
い
う
五
つ
の
基
本
味
を
理

解
で
き
る
か
と
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
他
は
説
明
の
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
う
ま
み
と
い
う
の
は
、
ア
ミ
ノ
酸
や
イ
ノ
シ
ン
酸
の
よ

う
な
昆
布
、
鰹
節
な
ど
の
だ
し
で
感
じ
る
よ
う
な
味
わ
い
。
も
っ
と
簡
単

に
い
え
ば
、
味
の
素
の
よ
う
な
味
わ
い
で
あ
る
。

以
上
の
五
つ
の
味
覚
が
、
こ
れ
以
上
は
分
離
不
可
能
な
基
本
の
味
わ
い

で
あ
る
と
し
て
、
国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
。
甘
酸
っ
ぱ
い
は
甘
い
と

酸
っ
ぱ
い
に
分
け
ら
れ
る
が
、
甘
い
は
そ
れ
以
上
、
分
け
ら
れ
な
い
味
覚

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
溶
液
で
あ
る
。

甘
い
を
見
分
け
る
の
は
、
し
ょ
糖
を
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
濃
度
に
蒸
留

水
で
溶
い
た
も
の
。

塩
辛
い
は
同
様
に
、
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
〇
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
溶

液
に
し
た
も
の
。

酸
っ
ぱ
い
は
、
酒
石
酸
の
〇
・
〇
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
溶
液
。

苦
い
は
、
硫
酸
キ
ニ
ー
ネ
の
〇
・
〇
〇
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
溶
液
。
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そ
し
て
、
う
ま
み
が
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（M

SG

）
の
〇
・
〇

五
パ
ー
セ
ン
ト
溶
液
。

同
じ
よ
う
に
ヒ
ト
が
知
覚
で
き
る
限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
濃
度
と
い
う
も
の

に
、
大
変
な
濃
さ
の
違
い
が
あ
る
。
も
っ
と
も
濃
い
甘
さ
の
し
ょ
糖
と

も
っ
と
も
薄
い
苦
さ
の
硫
酸
キ
ニ
ー
ネ
で
は
、
濃
度
が
千
倍
違
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
厳
密
に
言
う
と
、
こ
こ
に
記
し
た
数
値
が
閾
値
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
経
験
値
か
ら
、
テ
ス
ト
に
適
し
た
濃
度

に
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
濃
度
の
割
合
の
違
い
と
し
て

は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）。

つ
ま
り
、
苦
い
や
酸
っ
ぱ
い
は
け
っ
こ
う
薄
い
も
の
で
も
感
知
で
き
る

が
、
甘
い
や
塩
っ
ぱ
い
は
あ
る
程
度
濃
く
な
ら
な
い
と
分
か
ら
な
い
よ
う

に
、
人
間
の
味
覚
は
出
来
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
何
故
か
と
い
う
と
、
苦
い
と
感
じ
る
も
の
、
酸
っ
ぱ
い
と
思
わ

れ
る
も
の
は
毒
で
あ
る
か
、
腐
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
未
熟
で
食
用
に
適

さ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
感
知
す
る
た
め
に
味
覚
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

甘
み
は
人
間
の
基
本
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
糖
分
が
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
サ
イ
ン
で
あ
り
、
塩
っ
ぱ
い
は
汗
が
塩
っ
ぱ
い
こ
と
か
ら
分
か

る
通
り
、
体
液
に
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
が
含
ま
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
常
に
補
給
し
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
が
、
そ
の
「
食
べ
る
べ
し
」

と
い
う
サ
イ
ン
と
し
て
、
感
じ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

糖
分
や
ミ
ネ
ラ
ル
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
量
、
摂
取
し
な
い
と
意
味

が
な
い
。
だ
か
ら
、
微
量
で
あ
れ
ば
、
人
間
の
セ
ン
サ
ー
は
感
知
し
な
い

よ
う
に
出
来
て
い
る
。
対
し
て
、
苦
い
や
酸
っ
ぱ
い
は
食
べ
た
ら
「
危
険

で
あ
る
」
の
サ
イ
ン
な
の
だ
か
ら
、
微
量
で
も
感
知
す
る
よ
う
に
出
来
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

う
ま
み
の
感
じ
方
は
酸
味
や
苦
み
と
甘
み
、
塩
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
あ

た
り
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
う
ま
み
を
持
つ
成
分
が
、
タ
ン
パ
ク
質
と
相
関

関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
タ
ン
パ
ク
質
自
体
は
ほ
と
ん
ど
味
が
な
い
が
、

タ
ン
パ
ク
質
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
ア
ミ
ノ
酸
が
あ
り
、
そ
れ
が
タ
ン

パ
ク
質
の
存
在
を
示
す
サ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
必
要
度
と
い
う
も
の
が
、
糖
等
ほ
ど
量
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

さ
て
。
と
い
う
わ
け
で
、
も
う
何
を
言
い
た
い
か
お
分
か
り
だ
ろ
う
。

味
覚
と
い
え
ば
、「
旨
い
、
不
味
い
」
の
グ
ル
メ
的
な
感
覚
と
し
て
し
か

考
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
一
般
的
に
そ
う
な
の
だ
と
思
う
の
だ
が
、
実
は
味
覚
は
生
存
の
た
め

に
「
食
べ
て
も
大
丈
夫
か
ど
う
か
」、「
食
べ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
を
知

る
た
め
の
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
、
も
と
も
と
は
存
在
し
て
い
た
感
覚
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、「
食
べ
る
と
ア
ブ
ナ
イ
」
と
い
う
こ
と
で
、
食
べ
慣

れ
な
い
も
の
は
食
べ
な
い
と
い
う
保
守
性
を
元
々
持
っ
て
い
た
も
の
だ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、「
食
べ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
に
敏
感
な
セ

ン
サ
ー
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
危
な
さ
そ
う
と
思
い
つ
つ
も
、

新
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
ど
ち
ら
か
。

●
雑
食
で
あ
る
こ
と
と
嗜
好
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
新
し
い
食
を
受
け
入
れ
る
前
提
に
は
、
ヒ
ト
が
雑

食
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。

雑
食
で
は
な
い
動
物
の
食
行
動
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
コ
ア
ラ
は
長

大
な
腸
、
盲
腸
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
他
の
動
物
に
は
食
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
あ
る
種
の
ユ
ー
カ
リ
の
よ
う
な
も
の
を
食
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
羊
や
牛
の
よ
う
に
反
芻
胃
と
い
う
特
別
な

器
官
を
持
つ
生
物
だ
っ
た
ら
、
人
間
な
ど
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
草
だ
っ
て
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
動
物
は
、「
食
べ
て
も
良
い
」
と
い
う
シ

グ
ナ
ル
も
、
人
間
が
持
っ
て
い
る
の
と
は
別
の
形
で
存
在
し
て
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
甘
い
果
実
な
ど
を
好
む
と
い

う
ヒ
ト
と
近
い
嗜
好
を
持
ち
な
が
ら
、
な
お
、
好
む
は
ず
の
な
い
苦
い
木

の
実
を
食
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
。
現
地
の
人
々
と
類
人
猿
が
共

通
し
て
用
い
る
、
薬
効
の
あ
る
植
物
が
あ
り
、
そ
れ
を
採
取
し
て
調
べ
た

専
門
家
の
報
告
で
は
、
下
痢
止
め
、
赤
痢
な
ど
の
抗
生
物
質
、
駆
虫
、
胃

炎
、
抗
殺
菌
な
ど
の
薬
効
の
あ
る
も
の
が
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。

単
純
に
甘
い
も
の
を
好
む
と
か
、
そ
う
い
う
単
純
な
嗜
好
を
越
え
た
と

こ
ろ
で
ヒ
ト
の
嗜
好
、
味
覚
が
発
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
薬
の
話

だ
け
で
な
く
、
ビ
ー
ル
で
あ
っ
た
り
、
各
種
の
発
酵
食
品
な
ど
思
い
浮
か

べ
る
と
、
す
ぐ
に
納
得
が
い
く
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
じ

傾
向
が
類
人
猿
に
も
見
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
類
人
猿
の

雑
食
性
が
ヒ
ト
へ
の
進
化
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
さ
え
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
論
さ
え
あ
る
と
言
う
こ
と
を
知
っ
た
。

先
に
例
を
あ
げ
た
、
コ
ア
ラ
や
牛
、
羊
な
ど
は
（
食
べ
ら
れ
ま
い
と
消

化
し
に
く
く
し
た
り
、
毒
を
含
ん
だ
り
と
い
う
進
化
を
と
げ
た
植
物
を
食

べ
る
た
め
に
）、
体
を
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
と
い
う
方
向
に
進
化

を
と
げ
た
。
食
べ
ら
れ
ま
い
と
す
る
対
象
の
進
化
に
対
応
し
て
、
そ
れ
を

食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
進
化
で
あ
る
。

食
べ
に
く
い
も
の
を
食
べ
る
の
に
、
も
う
一
つ
の
路
線
が
あ
る
。
少
量

食
べ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
を
餌
と
し
て
特
化
さ
せ
ず
、
他
の
諸
々
と

一
緒
に
食
べ
る
こ
と
で
危
険
を
回
避
す
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
雑
食
と

な
る
こ
と
で
、
と
あ
る
食
べ
物
の
持
つ
危
険
性
を
薄
め
る
と
い
う
路
線
で

あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
食
べ
た
も
の
を
認
識
し
、
記
憶
し
て
お
く
と
い
う

能
力
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
結
果
的
に
は
「
大
量
に

食
べ
た
ら
危
険
で
あ
る
」
も
の
を
大
量
に
食
べ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

実
際
、
類
人
猿
は
そ
れ
を
記
憶
で
き
る
よ
う
、
大
脳
皮
質
の
発
達
が
顕
著

な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
多
様
な
も
の
を
食
べ
る
能
力
、
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
多
様
な
も
の
を
食
べ
よ
う
と
す
る
欲
求
を
進
化
さ
せ
て

い
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
他
の
雑
食
動
物
と
は
違
い
が
あ
る
の
だ
と
い

う
。類

人
猿
の
様
々
な
も
の
を
食
べ
て
み
よ
う
と
い
う
方
向
性
の
末
に
、

我
々
、
ヒ
ト
の
「
グ
ル
メ
」
的
嗜
好
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
な
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
ど
こ
で
ヒ
ト
と
類
人
猿
の
嗜
好
、

味
覚
の
境
界
線
が
あ
る
の
か
、
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く

は
明
快
な
境
界
線
で
は
な
く
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
ヒ
ト
は
「
食
べ
て
良
い
、
悪
い
」
を
味
覚
の
基
本
に
持
っ

て
い
て
、
な
お
か
つ
、
雑
食
を
指
向
す
る
と
い
う
面
も
持
っ
て
い
る
わ
け

で
、
と
い
う
こ
と
は
味
覚
に
保
守
的
で
あ
る
（
食
べ
な
れ
た
も
の
を
食
べ

る
）
と
い
う
面
と
、
食
べ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
食
べ
て
み
た
い
と
い
う

好
奇
心
の
相
反
す
る
両
方
の
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
さ
に
、
ヒ
ト
の
味
覚
と
い
う
、
や
や
こ
し
い
感
覚
の
源
泉
は
そ
こ
か

ら
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

社
会
学
、
文
化
人
類
学
で
は
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
マ
ン
と
い
う
概
念
が
あ
る
。

境
界
人
、
周
辺
人
等
と
訳
す
が
、
要
す
る
に
、
と
あ
る
文
化
圏
の
中
心
に

い
る
、
そ
の
文
化
圏
の
約
束
事
（
宗
教
で
あ
っ
た
り
、
食
生
活
で
あ
っ
た

り
）
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
る
コ
ア
の
層
に
対
す
る
、
概
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
立
の
構
図
は
、
集
団
の
中
で
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、

個
人
の
中
で
も
時
と
し
て
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
的
な
行
動
が
表
に
出
た
り
、
そ

の
逆
で
あ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
食
の
文
化
受
容

に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

と
り
あ
え
ず
は
、
個
別
の
事
例
か
ら
、
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

●
シ
ス
テ
ム
と
し
て
受
け
入
れ
る
食
。

十
五
世
紀
以
前
、
旧
大
陸
で
は
す
で
に
、
小
麦
や
米
が
主
食
と
し
て
、

広
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
。
小
麦
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
北
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン

ド
、
中
国
北
部
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
。
米
は
日
本
列
島
か
ら
東
南
ア
ジ

ア
、
イ
ン
ド
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ジ
ャ

ガ
イ
モ
は
さ
ほ
ど
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
な
い
。

何
故
、
十
五
世
紀
か
と
い
う
と
、
こ
れ
以
後
、
世
界
は
大
航
海
時
代
と

な
り
、
急
激
に
交
流
が
盛
ん
に
な
り
、
食
生
活
も
激
変
す
る
か
ら
。

新
世
界
起
源
の
食
材
が
広
ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、
旧
世

界
の
、
例
え
ば
小
麦
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
持
ち
込
ま

れ
、
広
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
。

そ
う
な
る
前
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で
、
何
を
食
べ
て
い
た
か
と
い
う

話
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
書
い
て
お
く
と
、「
主
食
」
に
当
た
る
言
葉
は
多
く
の
言

語
で
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
合
い
は
違
う
。
多
く
の
ア
ジ
ア
人
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に
と
っ
て
の
米
の
持
つ
意
味
と
、
欧
米
人
に
と
っ
て
の
小
麦
、
あ
る
い
は

パ
ン
が
持
つ
意
味
は
違
う
。

「
飯
を
食
う
」
と
い
え
ば
、
食
事
の
意
味
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア

の
多
く
の
言
語
で
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、「
パ
ン
を
食
べ
る
」
と
い
う

言
葉
が
食
事
の
意
味
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
で
も
な

い
は
ず
だ
。

時
代
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
主
食
の
意
味
合
い
が
薄
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
も
、
我
々
の
現
在
の
食
生
活
を
考
え
る
と
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
こ

と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
合
い
の
変
容
を
考
察
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い

こ
と
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
い
話
と
は
微
妙
に
ず
れ
る
の

で
、
割
愛
す
る
。
た
だ
、
食
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
連
れ
、
主
食
の
意
味

合
い
が
薄
れ
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
指
摘
出
来
る
と

思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
。
こ
こ
で
、
一
番
に
注
目
し
た
い
の
が
、
旧
大
陸
で
は
す
で

に
米
や
麦
な
ど
、
広
く
分
布
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
大
陸
で
は
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
な
ど
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
起
源
を
持
つ
人
類
が
、
グ
レ
ー
ト
ジ
ャ
ー
ニ
ー
と
呼

ば
れ
る
長
い
移
動
を
経
て
、
南
米
の
最
南
端
に
ま
で
、
住
み
着
い
た
の
が
、

ほ
ぼ
一
万
年
前
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
、
ま
だ
ど
こ
で
も
、

狩
猟
採
取
を
し
て
い
た
人
類
が
、
や
が
て
、
場
所
に
よ
っ
て
は
農
耕
や
牧

畜
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
文
明
に
至
る
訳
で
あ
る
。

四
大
文
明
が
す
べ
て
旧
世
界
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
文

明
の
礎
と
な
っ
た
農
耕
が
始
ま
っ
た
の
も
、
旧
大
陸
の
方
が
古
い
。

し
か
し
、
十
五
世
紀
の
段
階
で
は
、
マ
ヤ
文
明
、
イ
ン
カ
文
明
と
農
耕

を
基
本
に
し
た
文
明
が
新
大
陸
で
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
主
食

の
伝
播
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
の
が
、
ジ
ャ
レ
ッ

ト
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
で
あ
る
。
一
万
年
前
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
い
た

は
ず
の
人
類
が
、
何
故
、
五
大
陸
で
異
な
っ
た
発
展
の
仕
方
を
し
た
の
か

を
論
じ
た
『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』（
草
思
社
刊
）
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
大
陸

は
南
北
に
長
い
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
と
あ
る
地
域
で
採
取
さ
れ
て
い
た
野
生
種
の
植
物
を
栽
培
す

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
、
南
北
で
は
伝
播
さ
せ
る
の
も
、
難
し
い
と
い

う
の
だ
。
植
物
のD

N
A

に
記
録
さ
れ
て
い
る
、「
こ
の
温
度
に
な
っ
た

ら
発
芽
す
る
」、「
こ
の
よ
う
な
日
照
条
件
に
な
っ
た
ら
」
と
い
う
の
が
狂

う
た
め
に
、
緯
度
の
壁
を
越
え
て
い
く
の
が
難
し
く
、
こ
と
に
赤
道
の
壁

を
越
え
て
い
く
の
が
難
し
く
、
南
北
の
伝
播
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
旧
大
陸
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
東
西
に
長
く
、
結
果
、
発

芽
等
の
条
件
に
問
題
が
な
く
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
の
湿
地
帯
に
あ
っ
た
野
生
種
の
小

麦
は
、
こ
の
地
で
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
そ
れ
が
、
農
耕
の
起
源
で

も
あ
る
よ
う
だ
が
）、
東
西
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
小
麦
は
外
皮
が
堅
く
、
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中
の
実
の
方
は
崩
れ
や
す
く
、
含
ま
れ
て
い
る
グ
ル
テ
ン
の
た
め
に
、
水

を
加
え
て
練
っ
て
ド
ウ
に
し
、
そ
の
後
加
熱
す
る
と
い
う
加
工
法
、
調
理

法
も
、
こ
の
地
で
生
ま
れ
、
広
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
西
洋
の
パ
ン
、
イ

ン
ド
な
ど
の
ナ
ン
、
チ
ャ
パ
テ
ィ
の
類
、
あ
る
い
は
中
国
の
饅
頭
（
ま
ん

と
う
）、
餃
子
、
麺
の
よ
う
な
食
品
も
生
ま
れ
た
。

米
は
長
江
流
域
の
原
産
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
同
様
に
野
生
種
が
栽
培
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
東
南
ア
ジ
ア
や
日
本
に
ま
で
、
広
ま
っ
た
。
こ
ち
ら

は
小
麦
と
違
っ
て
、
粒
の
ま
ま
の
調
理
に
具
合
の
良
い
も
の
な
の
で
、
基

本
的
に
は
粒
食
さ
れ
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
粉
に
し
て
麺
状

に
し
た
り
、
ラ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
の
よ
う
な
加
工
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
狩
猟
採
取
か
ら
、
農
耕
へ
と
い
う
歴
史
の
流
れ
で
も
あ
る
わ

け
で
、
米
や
小
麦
と
い
う
食
品
を
受
け
入
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
以
前
に
、

農
耕
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
だ
ろ
う
。

狩
猟
採
取
の
よ
う
に
、
食
糧
の
確
保
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
あ
る
生
活
よ
り

も
、
安
定
的
に
ほ
ぼ
、
間
違
い
な
く
食
料
を
得
ら
れ
る
農
耕
と
い
う
暮
ら

し
を
選
ん
だ
。

農
耕
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
る
冨
か
ら
、
労
働
か
ら
自
由
な
指
導
者
層
、
あ

る
い
は
官
僚
層
、
兵
士
の
誕
生
か
ら
、
周
辺
の
狩
猟
採
取
民
を
駆
逐
し
て

い
く
と
い
う
流
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
農
耕
の
た
め
に
必
要
な
灌
漑
設
備
を
作
る
の
に
、
小
さ
い
集
落

の
労
働
力
で
は
足
り
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
集
落
の
集
合
体
、
つ
ま
り
、

「
く
に
」
の
形
成
が
加
速
さ
れ
る
と
い
う
面
も
あ
る
。

農
耕
が
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
要
素
か
ら
、
周
辺
に
影
響
を
与
え
、
併

呑
し
、
結
果
的
に
は
そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
広
め
て
い
く
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
米
や
麦
を
美
味
し
い
と
思
っ
た
か
ら
、
受
け
入
れ
た
」
と
い
う
面
も
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
稲
作
と
は
無
縁
で

あ
っ
た
ア
ジ
ア
の
山
岳
民
族
の
地
で
、
周
辺
の
多
数
派
民
族
と
の
接
触
で
、

米
の
味
を
覚
え
、
市
場
経
済
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
例
も
、

多
く
見
聞
き
し
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
狩
猟
採
取
よ
り
も
、
限
ら
れ
た
地
域
に
多
数
の

人
間
が
居
住
出
来
る
、
そ
し
て
、
安
定
的
に
食
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
、
農
耕
の
シ
ス
テ
ム
の
優
位
性
が
、
農
耕
と
そ
れ
に
伴
う
食
文
化

を
広
め
た
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
単
純
に
米
や
麦
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は

留
ま
ら
な
い
。
稲
作
で
あ
れ
ば
、
灌
漑
用
水
路
に
湧
い
て
く
る
小
魚
を
捕

り
、
食
用
と
す
る
こ
と
で
、
タ
ン
パ
ク
源
を
得
、
食
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
を

保
つ
。
魚
は
捕
れ
た
り
、
捕
れ
な
か
っ
た
り
で
あ
る
か
ら
、
大
量
に
捕
れ

た
時
に
、
保
存
す
る
術
を
考
え
る
。
そ
れ
が
世
界
中
で
見
ら
れ
る
干
物
で

あ
っ
た
り
、
ア
ジ
ア
に
特
徴
的
な
シ
オ
カ
ラ
（
塩
蔵
し
て
、
発
酵
さ
せ

た
）
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ナ
レ
ズ
シ
（
塩
と
魚
だ
け
で
な
く
、
炊
い

た
ご
飯
も
一
緒
に
漬
け
込
み
、
乳
酸
発
酵
さ
せ
る
）
で
あ
っ
た
り
と
い
っ

た
も
の
だ
。

「食の文化変容」序説
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ス
シ
の
起
源
も
、
東
南
ア
ジ
ア
、
メ
コ
ン
川
流
域
の
稲
作
地
帯
で
あ
ろ

う
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
稲
作
と
共
に
伝
播
し
、
や
が
て
日
本
風

の
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ
た
の
が
、
フ
ナ
ズ
シ
で
あ
っ
た
り
、
イ
ズ
シ
、

オ
シ
ズ
シ
、
ひ
い
て
は
ニ
ギ
リ
ズ
シ
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
米
と
魚
と
い
う
セ
ッ
ト
が
育
っ
た
が
、
米
と
の
コ
ン

ビ
に
な
っ
た
も
の
に
は
も
う
一
つ
、
あ
る
。
大
豆
で
あ
る
。

米
を
植
え
て
い
る
水
田
の
畦
道
に
大
豆
を
植
え
、
こ
れ
を
タ
ン
パ
ク
源

と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
南
部
を
中
心
に
見
ら
れ
る
。

大
豆
は
優
秀
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
る
が
、
た
だ
、
加
熱
調
理
が
面
倒
と
い

う
欠
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
モ
ヤ
シ
、
味
噌
、
醤
油
、
豆
腐
、
湯
葉

等
々
の
食
品
に
加
工
さ
れ
、
米
食
と
の
セ
ッ
ト
と
し
て
、
広
ま
っ
た
。

小
麦
の
場
合
は
、
多
く
の
場
合
、
家
畜
と
搾
乳
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い

る
。
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
、
小
麦
の
野
生
種
が
自
生
す
る
湿
地
帯
に

は
、
そ
れ
を
食
べ
る
動
物
も
集
ま
っ
た
。
中
で
大
人
し
い
も
の
を
家
畜
化

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
牛
の
祖
先
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ヒ
ト
は
そ
の
ミ
ル
ク
が
食
用
に
な
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
こ

の
栄
養
価
は
高
い
が
、
腐
敗
し
や
す
い
食
品
を
保
存
す
る
術
と
し
て
、

ヨ
ー
グ
ル
ト
、
チ
ー
ズ
、
バ
タ
ー
な
ど
の
加
工
法
を
考
え
出
し
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
小
麦
の
栽
培
方
法
と
共
に
広
ま
っ
た
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

た
だ
、
中
国
北
部
な
ど
で
は
、
こ
の
搾
乳
と
い
う
文
化
は
定
着
し
て
い

な
い
。
麦
と
大
豆
と
い
う
セ
ッ
ト
の
方
が
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。つ

ま
り
、
稲
作
や
小
麦
栽
培
は
、
単
独
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な

く
、
魚
（
と
そ
の
保
存
食
品
）
や
大
豆
、
あ
る
い
は
搾
乳
の
文
化
と
乳
製

品
と
い
う
も
の
と
の
「
セ
ッ
ト
」
と
し
て
、
受
容
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
農
耕
を
ベ
ー
ス
と
し
た
人
類
の
基
底
的
な
食
文

化
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

蛇
足
な
が
ら
述
べ
て
お
く
と
、
農
耕
が
狩
猟
採
取
よ
り
も
圧
倒
的
に
優

位
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
、
そ
れ
と
接
し
た
民
族
が
受
け
入
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
考
古
学
者
で
狩
猟
採
取
民
の
暮
ら
し
を
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
し
て
き
た
小
山
修
三
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
に
伺
っ
た
話
だ
が
、

農
行
民
と
接
触
を
持
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
狩
猟
採
取
を
続
け
て
い
る
民
族

の
事
例
も
い
く
ら
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
は
、
一
定
面
積
に
居
住
可
能
な
ヒ
ト
の
数
を
農
耕
は
圧
倒
的
に
増

や
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
狩
猟
採
取
よ
り
も
、
農
耕
の
方
が
労
働

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
間
が
少
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
逆
に

よ
り
多
く
の
時
間
を
割
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
要
素
か

ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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●
新
世
界
起
源
の
食
の
受
容
に
つ
い
て
。

ヒ
ト
は
何
を
食
べ
て
き
た
か
、
を
考
え
る
上
で
、
十
五
世
紀
に
始
ま
る

大
航
海
時
代
は
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。

新
大
陸
か
ら
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
唐
辛
子
、
ト
マ
ト
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な

ど
が
旧
大
陸
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
カ
オ
や

キ
ャ
ッ
サ
バ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
育
た
な
い
も
の
、
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
熱
帯
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
同
じ

熱
帯
の
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

新
大
陸
に
は
旧
大
陸
の
様
々
な
穀
物
、
野
菜
、
そ
し
て
家
畜
な
ど
が
持

ち
込
ま
れ
た
。

こ
の
栽
培
植
物
の
交
換
は
、「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
交
換
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。旧

大
陸
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
新
大
陸
へ
の
移
動
は
、
人
の
移
動
に
伴
う

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
、
考
察
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

食
べ
慣
れ
た
も
の
を
、
移
住
先
で
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
。

し
か
し
、
新
大
陸
の
食
品
の
受
容
は
、
そ
れ
と
は
無
縁
で
あ
る
。
で
は
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
新

し
い
も
の
を
、
如
何
に
し
て
受
け
入
れ
た
の
か
。

こ
の
設
問
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
、「
言
葉
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
こ
と
を
当
初
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
ス

ペ
イ
ン
小
麦
」、「
ス
ペ
イ
ン
粟
」、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
な

ど
で
は
「
ト
ル
コ
小
麦
」、
そ
の
ト
ル
コ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
小
麦
」

と
呼
ん
だ
と
い
う
。

そ
の
呼
称
に
軽
蔑
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
し
て
、
既
存
の
穀

物
の
代
用
品
と
い
う
意
味
合
い
が
見
て
取
れ
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
は
痩
せ
た
土
地
で
も
栽
培
す
る
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
、
植
え

た
量
に
対
す
る
収
穫
量
が
小
麦
な
ど
よ
り
も
圧
倒
的
に
優
れ
て
い
た
た
め

に
、「
貧
者
の
小
麦
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
当
初
は
あ
ま
り
に
も
既
存
の

栽
培
植
物
と
違
う
も
の
と
し
て
、
忌
避
さ
れ
た
。
種
を
蒔
く
の
で
は
な
く
、

種
芋
で
増
え
る
も
の
な
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
る
飢
饉
の
際
に
、
そ
れ
を
導
入
し
て
い
た
地
域

で
は
、
被
害
が
少
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
広
ま
っ
て
い
く
。
南
直
人

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
舌
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）
に
よ

る
と
、
肥
沃
な
地
域
ほ
ど
、
そ
の
導
入
は
遅
か
っ
た
と
い
う
。
や
せ
た
土

地
で
も
収
穫
が
期
待
で
き
る
も
の
と
し
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
、
や
が
て
、

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
受
容
に
は
、
ほ
ぼ
二
世
紀
を
費
や
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
頻
発
し
た
、
飢
饉
か
ら
、
必
要
に
迫
ら
れ
て

受
け
入
れ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
味
は
と
も
か
く
、

収
穫
の
効
率
の
良
さ
が
小
麦
な
ど
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
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で
は
、
唐
辛
子
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
言
葉
が
ヒ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
チ
リ
・
ペ
ッ
パ
ー
等
と
い
う
呼
び
方
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
胡
椒

の
代
用
品
と
し
て
で
あ
る
。
熱
帯
ア
ジ
ア
の
一
部
で
し
か
栽
培
が
出
来
な

か
っ
た
胡
椒
に
対
し
て
、
唐
辛
子
は
よ
り
広
範
な
地
域
で
栽
培
が
可
能
で

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
代
用
品
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
日
本
で
も
、
例
え
ば
、
現
在
で
も
九
州
な
ど
「
柚
子
胡
椒
」

と
い
う
よ
う
に
、
実
は
唐
辛
子
を
使
っ
て
い
て
も
、
胡
椒
と
い
う
。

私
事
で
は
あ
る
が
、
九
州
生
ま
れ
の
私
が
、
母
親
と
食
べ
物
の
話
を
し

て
い
て
、
胡
椒
を
云
々
と
言
わ
れ
て
、
お
か
し
い
と
思
う
と
、
母
親
が

言
っ
て
い
た
の
は
唐
辛
子
の
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
意
識
し
た
の
だ
っ
た
。
私
自
身
が
唐
辛
子
を
胡
椒
と
呼
ば
な
い
の

は
、
東
京
暮
ら
し
が
長
く
な
っ
た
か
ら
か
。
ど
う
も
、
記
憶
は
曖
昧
な
の

だ
が
。

ト
マ
ト
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
正
直
に
い
っ
て
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
ナ
ス
科
の
仲
間
で
あ
り
、
栽
培
に
は
違
和
感
が
な

か
っ
た
こ
と
、
酸
味
の
あ
る
果
物
と
し
て
は
、
さ
ほ
ど
違
和
感
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
た
か
と
想
像
で
き
る
く
ら
い
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
十
八
世
紀

か
ら
顕
著
な
商
人
階
級
の
勃
興
と
共
に
、
料
理
の
簡
素
化
が
進
む
流
れ
に

ト
マ
ト
が
フ
ィ
ッ
ト
し
た
、
元
々
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
明
に
存
在
し
た
ト
マ

ト
を
用
い
た
ソ
ー
ス
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
面

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
は
観
賞
用
と

し
て
、
そ
し
て
、
徐
々
に
食
用
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

●
意
識
の
上
下
関
係
と
食
の
受
容
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
農
耕
の
始
ま
り
、
あ
る
い
は
新
大
陸
の
食
物

の
受
容
に
は
、
書
い
て
き
た
よ
う
に
長
い
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
間
の
ス
パ
ン
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い

素
早
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
。

明
治
維
新
の
日
本
の
食
文
化
の
変
容
な
ど
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
仏
教

の
影
響
で
肉
食
を
忌
避
し
て
い
た
日
本
人
が
、
肉
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
洋
食
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
定
着
し
た
。

も
と
よ
り
、
様
々
な
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
根
付
く

わ
け
で
は
な
く
、
選
択
的
受
容
と
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
変
容
を
遂
げ
る

わ
け
で
は
あ
る
。
カ
ッ
ト
レ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
エ
ル
の
ア
レ

ン
ジ
と
思
わ
れ
る
ト
ン
カ
ツ
、
ク
ロ
ケ
ッ
ト
の
ア
レ
ン
ジ
で
あ
る
コ
ロ
ッ

ケ
、
そ
し
て
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
な
ど
が
、
明
治
か
ら
大
正
に
至
る
時
期
に
は
、

定
着
し
て
、
普
通
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

カ
レ
ー
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と
日
本
人
』

（
講
談
社
現
代
新
書
）
等
に
詳
細
に
述
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
ち
ら
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
何
故
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
般
に
仔
牛
肉
に
衣

を
つ
け
て
揚
げ
る
も
の
だ
っ
た
の
が
、
ト
ン
カ
ツ
（
あ
る
い
は
関
西
で
は

牛
カ
ツ
）
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
だ
け
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
仔
牛
肉
が
流
通
す
る
の
は
、
搾
乳
の
た
め
の
牛
を
飼
っ

て
い
る
中
で
、
不
要
な
牡
の
仔
牛
を
屠
畜
す
る
か
ら
で
あ
る
。
仔
牛
の
胃

の
中
に
含
ま
れ
る
レ
ン
ネ
ッ
ト
と
い
う
酵
素
は
、
チ
ー
ズ
作
り
に
不
可
欠

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
子
牛
肉

が
流
通
す
る
。

し
か
し
、
日
本
で
は
元
々
農
耕
用
の
牛
し
か
お
ら
ず
、
明
治
維
新
後
、

肉
食
を
ま
た
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
、
そ
れ
を
肉
用
と
し
て
い
た
。

た
だ
、
そ
れ
は
牛
を
農
耕
に
用
い
て
い
た
地
域
に
限
ら
れ
、
関
東
周
辺

で
は
馬
を
農
耕
に
用
い
て
い
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
（
信
州
の
馬
刺
、
あ

る
い
は
内
蔵
を
煮
込
む
お
た
ぐ
り
な
ど
、
そ
の
馬
を
食
用
と
し
た
事
例
で

あ
る
が
、
馬
を
食
べ
た
地
域
は
限
ら
れ
る
）。
そ
こ
で
、
肉
食
の
禁
忌
が

解
け
た
段
階
で
、
肉
用
の
飼
育
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
飼
育
が
よ
り
容
易

で
時
間
的
に
も
短
時
間
で
済
む
豚
の
方
が
選
ば
れ
た
。
東
京
近
辺
に
多
数

の
養
豚
場
が
作
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、
仔
牛
の
肉
の
料
理
を
、
関
西
で
は
よ
り
一
般
的
な
牛

肉
で
、
そ
し
て
、
東
京
で
は
肉
質
の
感
じ
は
近
く
思
わ
れ
る
豚
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
に
上
げ
た
カ
ツ
、
コ
ロ
ッ
ケ
、
カ
レ
ー
は
明
治
の
三

大
洋
食
と
呼
ば
れ
る
が
、
概
し
て
、
西
は
牛
、
東
は
豚
の
料
理
と
し
て
定

着
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
が
、
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
明
治
時
代
の
文
化
受
容
で
、
最
初
に
上
げ
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト

が
、「
上
下
の
意
識
」
で
あ
る
。
相
手
が
上
だ
と
思
う
な
ら
、
受
け
入
れ
、

下
だ
と
思
う
な
ら
、
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

文
明
開
化
の
明
治
時
代
、
西
洋
は
そ
の
文
明
を
体
現
し
て
い
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
そ
の
模
倣
か
ら
始
ま
っ
た
改
革
に
は
、
食
を
含
め
て
素
直
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

肉
食
の
禁
忌
が
解
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
中
華
料
理
で
も
、
朝
鮮
料

理
で
も
受
容
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
、
西
洋
が
中
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
「
上
」

だ
と
意
識
し
て
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
た
中
国
、
朝
鮮
の
も
の
を
こ

の
時
期
は
見
下
し
、
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
時
期
の
人
々
の
意
識
の
問
題
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の

だ
。中

華
の
場
合
は
、
南
京
町
、
中
華
街
の
成
立
、
つ
ま
り
、
華
僑
の
移
住

か
ら
徐
々
に
広
ま
る
が
、
本
格
的
に
は
関
東
大
震
災
後
の
混
沌
、
朝
鮮
料

理
に
い
た
っ
て
は
、
植
民
地
化
に
伴
い
、
多
数
の
朝
鮮
人
が
国
内
に
も
居

住
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
痕
跡
は
な
い
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
価
値
観
の
混
沌
の
時
期
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

あ
る
い
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
の
例
を
あ
げ
て
も
よ
い
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
ブ
ー

ム
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
こ
る
前
に
も
、
多
数
の
日
本
人
が
ア
ジ
ア
を
旅

し
、
滞
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
そ
の
料
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
以
後
、
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
（
あ

る
い
は
そ
れ
に
付
随
し
て
タ
イ
人
等
も
）
が
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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に
難
民
と
し
て
渡
っ
た
。
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
開
い
た
店
が
、

徐
々
に
現
地
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
ブ
ー
ム
的
現
象
と
な
る
。
そ

れ
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ブ
ー
ム
で
あ
る
。

そ
の
欧
米
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
ブ
ー
ム
の
末
に
、「
い
ま
、
パ
リ
で
流
行

の
」
と
か
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
が
新
し
い
」
と
い
っ
た

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
共
に
、
日
本
に
も
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
欧
米
と
い
う
「
上
」
の
お
墨
付
き
で
も
っ
て
受
容
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
食
の
文
化
受
容
に
は
、
差
別
、
あ
る
い
は
上
下

の
意
識
が
常
に
付
き
ま
と
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

●
ヘ
ル
シ
ー
。
あ
る
い
は
「
身
体
に
よ
い
」
と
い
う
こ
と
。

こ
の
上
下
意
識
と
関
係
す
る
の
が
、「
身
体
」
の
問
題
で
あ
る
。

「
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
」
と
い
う
言
葉
を
、
タ
イ
山
岳
部
の
少
数
民
族
が

知
っ
て
い
た
と
い
う
話
を
、
石
毛
直
道
前
民
博
館
長
か
ら
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
。
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
過
多
の
心
配
な
ど
必
要
な
さ
そ
う
な
栄
養
状
態

の
暮
ら
し
を
し
て
い
て
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
単
語
を
知
っ
て
い
た

と
い
う
の
だ
。

「
身
体
に
よ
い
」
と
い
う
情
報
が
あ
れ
ば
、
受
け
入
れ
る
と
い
う
側
面

が
あ
る
。

最
近
の
事
例
で
は
、
ワ
イ
ン
で
あ
る
。
赤
ワ
イ
ン
に
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル

が
大
量
に
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
飲
ん
で
い
れ
ば
心
臓
病
の
発
生
が
少

な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
レ
ン
チ
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
か
ら
、
日
本

だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
で
ワ
イ
ン
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
層

が
増
え
た
。
割
合
と
し
て
は
少
な
い
が
、
実
は
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
は
お
茶

に
も
含
ま
れ
て
い
て
、
量
と
し
て
は
お
茶
の
方
が
飲
め
る
か
ら
、
そ
れ
で

も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、「
赤
ワ
イ
ン=

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル=

健
康
に

良
い
」
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
る
と
、
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ば
薬
的
に
受

容
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
上
で
飲
み
続
け
て
い
れ
ば
、
や
が
て
、
そ
の
味
に
も
な
じ
み
…
…

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
寿
司
が
欧
米
を
は
じ
め
各
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
も
同

じ
傾
向
が
あ
る
。
狂
牛
病
の
存
在
も
あ
っ
た
が
、
肉
食
過
多
、
カ
ロ
リ
ー

の
取
り
す
ぎ
と
い
う
意
識
の
あ
る
層
に
、
よ
り
、
ヘ
ル
シ
ー
な
食
生
活
と

い
う
こ
と
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
生
魚
を
食
べ
る
な
ん
て
、

と
い
う
違
和
感
も
当
初
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
生
牡
蠣

を
食
べ
た
り
、
あ
る
い
は
生
っ
ぽ
い
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
な
ど
食
べ
て
い

る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
。

明
治
期
の
日
本
人
が
洋
食
を
受
け
入
れ
た
の
に
も
、
同
様
の
傾
向
が
見

ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
時
期
の
日
本
人
と
西
洋
人
と
は
明
ら
か
な
体
格
の
差

が
あ
っ
た
。
で
、
彼
ら
が
食
べ
て
い
る
も
の
を
食
べ
た
ら
、
体
格
が
良
く

な
る
…
…
と
い
う
思
考
回
路
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
ん
な
事
例
も
あ
る
。
出
来
た
ば
か
り
の
日
本
海
軍
が
、
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英
国
海
軍
と
共
に
演
習
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
海
軍
で
は
脚
気
、

壊
血
病
等
の
病
気
が
多
発
し
た
の
に
、
英
国
側
は
何
も
な
い
。
で
、
彼
ら

の
食
生
活
が
…
…
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

実
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
の
際
な
ど
、
同
じ
病
気
が
多
発
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
長
い
大
航
海
時
代
に
、
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
、
結
局
、
レ

モ
ン
を
摂
取
さ
せ
て
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
と
る
と
、
起
こ
ら
な
い
と
か
、
そ

の
よ
う
な
経
験
の
差
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
食
生
活
の
方

が
優
れ
て
い
る
と
い
う
方
向
に
思
考
が
い
き
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。

本
当
に
身
体
に
良
い
か
、
ヘ
ル
シ
ー
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ

う
思
わ
れ
る
と
、
受
容
の
き
っ
か
け
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最

初
に
述
べ
た
チ
ー
ズ
の
話
で
も
、
一
九
六
〇
年
代
に
小
学
校
給
食
に
接
し

た
世
代
は
、
石
鹸
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
を
、「
身
体
に
よ
い
か

ら
」
と
無
理
し
て
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
覚
え
が
あ
る
。
食
べ
る
こ
と
を
強
制

さ
せ
ら
れ
た
。

そ
の
過
程
で
チ
ー
ズ
の
味
を
覚
え
、
や
が
て
は
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
が
、
ブ

ル
ー
が
と
い
う
よ
う
に
な
る
。「
身
体
に
良
い
」、「
ヘ
ル
シ
ー
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
食
習
慣
の
薬
食
い
と
で
も
い
う
べ
き
き
っ
か
け
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
新
奇
な
食
品
の
本
格
的
な
受
容
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

●「
×
×
み
た
い
な
も
の
」
と
い
う
元
の
存
在
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
事
例
で
も
多
々
あ
る
よ
う
に
、「
×
×
小

麦
」
で
あ
る
と
か
、
チ
リ
ペ
ッ
パ
ー
、
胡
椒
（
胡
の
山
椒=

花
椒
）
と
い
う

呼
称
に
顕
著
な
よ
う
に
、「
×
×
の
代
わ
り
、
×
×
の
よ
う
な
も
の
」
と

い
う
理
解
の
仕
方
を
さ
れ
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う

傾
向
も
あ
る
。
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
の
、
代
用
品
と
し
て
の
受
容
と
い

う
形
で
あ
る
。

概
し
て
、
ま
る
っ
き
り
知
ら
な
い
も
の
に
対
し
て
は
抵
抗
が
あ
っ
て
も
、

見
知
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
「
と
っ
か
か
り
」
が
あ
れ
ば
、

受
け
入
れ
や
す
い
と
い
う
傾
向
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。食

材
に
関
し
て
は
、
こ
の
事
例
は
挙
げ
だ
し
た
ら
き
り
が
な
い
だ
ろ
う
。

「
×
×
の
よ
う
な
も
の
、
代
わ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
効
率
が
良
か
っ
た

り
、
育
て
安
か
っ
た
り
す
る
と
受
け
入
れ
、
そ
の
後
、
徐
々
に
そ
の
×
×

と
の
違
い
も
認
識
し
、
そ
れ
な
り
の
使
い
方
を
す
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

食
材
に
限
ら
ず
、
料
理
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

数
多
く
の
麺
類
を
食
べ
慣
れ
て
い
た
日
本
人
だ
か
ら
、
そ
の
仲
間
と
し
て

パ
ス
タ
と
い
う
新
種
も
簡
単
に
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
し
、
カ
レ
ー
ラ
イ

ス
も
、
食
べ
慣
れ
た
米
が
一
緒
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
丼
物
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

み
た
い
な
理
解
が
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
カ
ツ
の
よ
う
な
揚
げ
物
は
テ
ン
プ

ラ
の
仲
間
と
い
う
理
解
が
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
欧
米
人
が
寿
司
を
受
容
し
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た
際
も
、
生
の
オ
イ
ス
タ
ー
、
生
っ
ぽ
い
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
な
ど
を
想

起
し
た
ら
、
と
い
う
こ
と
で
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
化
的
翻
訳
を
し
て
、
そ
の
上
で
理
解
し
、
受
容
す
る
と
い

う
流
れ
で
あ
る
。

●
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
い
う
こ
と
。

「
×
×
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
理
解
の
仕
方
は
、
ま
た
、
料
理
の
場

合
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
翻
訳
、
つ
ま
り
、
ア
レ

ン
ジ
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
形
も
可
能
に
す
る
。

カ
レ
ー
が
御
本
家
イ
ン
ド
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
紹
介
さ
れ
た
時
、
ホ
ワ
イ

ト
ソ
ー
ス
、
あ
る
い
は
ド
ミ
グ
ラ
ス
等
々
の
よ
う
な
肉
を
食
べ
る
ソ
ー
ス

の
ス
パ
イ
シ
ー
な
新
し
い
パ
タ
ー
ン
と
し
て
受
け
入
れ
（
ラ
イ
ス
を
添
え

る
の
は
、
温
野
菜
の
感
覚
で
あ
る
）、
イ
ギ
リ
ス
式
の
小
麦
を
炒
め
た
も

の
と
な
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
る
と
、
ご
飯

も
の
、
丼
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
一
旦
、
翻
案
、
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
も
の
が
定
着
し
、
昇
華

さ
れ
た
上
で
、
本
物
と
い
う
べ
き
か
、
御
本
家
の
も
の
も
ま
た
、
定
着
す

る
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
。

和
風
カ
レ
ー
に
馴
染
ん
だ
末
に
、
イ
ン
ド
の
カ
レ
ー
そ
の
も
の
、
あ
る

い
は
東
南
ア
ジ
ア
の
カ
レ
ー
な
ど
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

ケ
チ
ャ
ッ
プ
炒
め
の
よ
う
な
ス
パ
ゲ
テ
ィ
か
ら
、
御
本
家
イ
タ
リ
ア
そ
の

ま
ま
の
パ
ス
タ
も
ま
た
定
着
し
て
い
く
。
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
ア
レ
ン
ジ
さ

れ
た
中
華
料
理
に
慣
れ
親
し
ん
だ
上
で
、
本
格
中
華
も
広
ま
る
と
い
う
の

も
、
日
本
で
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
焼
き
肉
屋
の
朝
鮮
・
韓
国
料
理
に
慣
れ
た

上
で
、
よ
り
本
格
的
な
も
の
、
と
い
う
の
も
同
じ
で
あ
る
。
要
は
ス
テ
ッ

プ
を
踏
む
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
。

さ
て
。
以
上
が
、
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
食
の
文
化
受
容
に
つ
い
て

の
雑
感
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
あ
ま
り
に
も
茫
洋
と
し
た
、
あ
る
い
は
巨
大
な
テ
ー
マ
で

あ
り
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
だ
が
、
大
雑
把
な
話
を
展
開
し
て
い
る
こ
と

は
承
知
し
て
い
る
。
食
材
、
あ
る
い
は
食
に
関
わ
る
道
具
な
ど
の
受
容
と
、

料
理
、
調
理
法
の
受
容
で
は
意
味
合
い
も
違
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。
国
、

あ
る
い
は
民
族
、
文
化
圏
に
よ
る
受
容
の
パ
タ
ー
ン
、
程
度
の
違
い
も
あ

る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
を
押
さ
え
た
上
で
考
え
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

と
り
あ
え
ず
は
、
そ
の
試
論
の
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
我
々
の
食
は
こ
れ
か
ら
、
ど
こ
に
行
く
の
か
…
…
。
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