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は
じ
め
に

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
（、
先
の
東
日
本

大
震
災
か
ら
二
年
を
経
た
こ
の
年
、
日
本
は
経
済

面
、
政
治
面
、
文
化
面
と
様
々
な
場
面
に
お
い
て

岐
路
に
あ
っ
た
。
富
士
山
の
世
界
遺
産
登
録
、
二

〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
等
を
経
験

し
た
平
成
二
十
五
年
は
、
様
々
な
変
化
の
年
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
ん
な
中
、
日
本
は
も
う
一
つ
、
大
き
な
文
化

的
（
精
神
的
（
岐
路
に
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
全
国

各
地
か
ら
伊
勢
の
地
に
多
く
の
人
々
が
足
を
運
ん

だ
。
そ
の
数
は
神
宮
司
庁
の
発
表
に
よ
る
と
千
四

百
二
十
万
人
を
越
え
、
実
に
人
口
の
十
分
の
一
を

越
え
た
計
算
に
な
る
。
日
本
は
第
六
十
二
回
神
宮

式
年
遷
宮
に
沸
き
立
っ
た
。

こ
の
年
の
六
月
二
日
、
公
益
財
団
法
人
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
所
（
千
葉
・
柏
（
に
て
開
催
さ
れ
た

﹁
伝
統
の
日
﹂
に
お
い
て
、
皇
室
研
究
の
第
一
人

者
で
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
・
道
徳
科
学
研
究
セ
ン

タ
ー
教
授
（
研
究
主
幹
（
の
所
功
氏
が
、
モ
ラ
ロ

ジ
ー
の
創
建
者
・
廣
池
千
九
郎
（
一
八
六
六
～
一

九
三
八
（
の
著
書
﹃
伊
勢
神
宮
﹄（
一
九
〇
八
（

及
び
﹃
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
﹄（
一
九
一
五
（
を

手
が
か
り
に
、
神
宮
の
起
源
、
式
年
遷
宮
を
そ
の

内
容
と
し
て
講
演
（﹁
学
び
の
集
い
﹂（
を
行
っ

た
。
本
書
﹃
お
伊
勢
さ
ん
の
式
年
遷
宮
と
廣
池
千

九
郎
﹄
は
、
そ
の
講
演
を
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た

講
演
記
録
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
順
に

紹
介
し
な
が
ら
、
式
年
遷
宮
の
精
神
か
ら
読
み
取

れ
る
﹁
伝
統
継
承
﹂
の
精
神
の
現
代
的
意
義
を

探
っ
て
み
た
い
。

本
書
の
構
成

ま
ず
、
本
書
の
概
観
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
に

な
っ
て
い
る
。

目
次

刊
行
に
寄
せ
て 
廣
池
幹
堂

自
　
序

　
︱ 

廣
池
千
九
郎
博
士
﹃
伊
勢
神
宮
﹄
の
再

発
見
︱

一
、﹁
伝
統
﹂
は
＂
常
若
＂
の
英
知

二
、
廣
池
千
九
郎
著
﹃
伊
勢
神
宮
﹄
の
出
版

三
、
私
家
版
の
反
響
と
増
訂
版
の
普
及

四
、﹁
天
祖
天
照
大
神
﹂
と
﹁
我
が
国
体
﹂

五
、
内
宮
の
創
立
事
情
と
実
年
代

六
、
外
宮
の
創
立
事
情
と
御
饌
殿

七
、
神
明
造
と
式
年
遷
宮
の
成
立

八
、
神
宮
で
二
十
年
ご
と
の
総
造
替

九
、
遷
宮
の
中
断
と
民
間
奉
賛
の
復
興

十
、
毎
年
の
神
嘗
祭
と
式
年
の
遷
宮
祭

む
す
び

　
︱
神
宮
の
式
年
遷
宮
か
ら
学
ぶ
こ
と
︱

近
現
代
の
式
年
遷
宮
と
主
な
出
来
事

皇
大
神
宮
と
豊
受
大
神
宮
の
神
域
図

「
伝
統
」
と
は
何
か

本
書
は
一
般
に
言
わ
れ
る
﹁
伝
統
﹂
の
意
味
を

検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
重
要
な
個
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
こ
の

引
用
は
、
平
成
二
十
一
年
の
皇
后
陛
下
の
御
大
婚

五
十
年
（
金
婚
式
（
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
た
記
者

書
評
・
図
書
紹
介

所
功
著

﹃
お
伊
勢
さ
ん
の
式
年
遷
宮
と 

　
廣
池
千
九
郎
﹄

竹
中
　
信
介
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ま
せ
ん
。
ま
さ
に
﹃
我
が
国
体
の
淵
源
を
論
述
﹄

す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て

﹃
神
宮
の
歴
史
・
沿
革
・
現
状
を
記
載
﹄
さ
れ
た

と
こ
ろ
に
、
大
き
な
特
色
が
見
ら
れ
ま
す
﹂（
一

二
頁
（
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
東
京
帝
国
大

学
教
授
の
井
上
哲
次
郎
博
士
の
序
文
や
、﹃
古
事

類
苑
﹄
編
纂
以
来
の
恩
師
井
上
頼

博
士
の
賞
賛

の
言
葉
を
引
用
し
、
当
時
の
高
評
価
を
強
調
す

る
。
こ
の
よ
う
に
高
い
評
価
を
得
た
﹃
伊
勢
神

宮
﹄（
増
訂
版
（
で
あ
っ
た
が
、
批
判
も
少
な
く

な
か
っ
た
た
め
、
廣
池
は
数
年
思
索
を
深
め
﹁
神

宮
中
心
国
体
論
﹂
と
い
う
論
考
を
仕
上
げ
、
そ
の

論
考
を
﹃
伊
勢
神
宮
﹄（
増
訂
版
（
の
冒
頭
部
分

に
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の

が
、﹃
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
﹄（
一
九
一
五
（
で
あ

る
。
廣
池
は
﹃
伊
勢
神
宮
﹄（
増
訂
版
（
の
発
刊

後
、﹁
一
種
の
宗
教
的
信
仰
﹂
を
得
、
日
本
国
体

の
淵
源
を
天
照
大
神
の
岩
戸
籠
り
の
際
に
発
せ
ら

れ
た
慈
悲
寛
大
・
自
己
反
省
の
徳
に
見
出
し
た
こ

と
を
、﹃
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
﹄
新
序
﹁
発
刊
の

辞
﹂
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
神
宮
』（
増
訂
版
）
の
教
育
界
へ
の
影
響

先
ほ
ど
﹃
伊
勢
神
宮
﹄（
増
訂
版
（
が
普
及
し

く
て
新
し
い
﹂（
八
頁
（
と
い
う
表
現
が
、
も
っ
と

も
よ
く
神
宮
及
び
式
年
遷
宮
の
伝
統
を
捉
え
た
言

葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
ま
た
、
氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
が

一
九
六
七
年
に
神
宮
を
参
拝
し
た
際
に
記
帳
し
た

﹁
こ
の
聖
地
に
お
い
て
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の

根
底
に
あ
る
統
一
性
を
感
じ
て
い
ま
す
﹂
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
伊
勢
神
宮
』
及
び
『
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
』
の�

成
立
過
程

こ
こ
で
は
、
廣
池
千
九
郎
著
﹃
伊
勢
神
宮
﹄
及

び
﹃
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
﹄
の
成
立
過
程
と
い
う

視
点
か
ら
、
氏
の
主
張
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、﹃
伊
勢
神
宮
﹄
は
、
明
治
四
十
一
年

（
一
九
〇
八
（
に
発
刊
さ
れ
た
廣
池
の
手
に
よ
る

東
洋
法
制
史
の
立
脚
地
か
ら
、
神
宮
と
皇
室
な
ら

び
に
日
本
の
国
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
廣
池
の

所
見
が
陳
述
さ
れ
た
書
物
で
、
私
家
版
の
形
で
諸

家
に
献
呈
さ
れ
批
評
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
増
訂
版
が
翌
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
（、

早
稲
田
大
学
出
版
部
か
ら
刊
行
さ
れ
、
大
い
に
普

及
し
た
。
こ
の
増
訂
版
は
、
氏
に
よ
る
と
﹁
そ
の

内
容
は
、
伊
勢
神
宮
の
単
な
る
解
説
書
で
は
あ
り

会
見
に
お
け
る
お
言
葉
（
詳
し
く
は
本
書
六
～
七
頁

参
照
（
を
受
け
て
の
所
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
ど
も
は
表
の
型
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
に
内
の
心
が
伴
っ
た
伝
統
を
大
事

に
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
表
に
見
え
る

型
に
と
ら
わ
れ
て
内
に
秘
め
ら
れ
た
心
を
失

わ
な
い
よ
う
、
真
心
の
こ
も
っ
た
実
の
あ
る

伝
統
を
大
切
に
し
、
活
用
し
た
い
と
思
い
ま

す
。（
七
頁
（

氏
は
、
こ
の
よ
う
に
本
来
の
伝
統
が
も
っ
と
も

よ
く
伝
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
日
本
の
皇
室

で
あ
り
、
皇
室
か
ら
祭
祀
を
預
か
っ
て
お
ら
れ
る

の
が
伊
勢
の
神
宮
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
引
用
こ
そ
が
、
本
書
に

一
貫
す
る
氏
の
主
張
で
あ
り
、
今
後
の
日
本
が
果

た
す
べ
き
役
割
を
考
察
す
る
上
で
鍵
と
な
る
重
要

な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
書
評
の

終
わ
り
に
再
び
触
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
氏
は
日
本
的
な
伝
統
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
神
宮
及
び
そ
の
式
年
遷
宮
を
手
が
か
り

に
、﹁
常
若
﹂（ever youthful

（
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
提
示
す
る
。
氏
の
﹁
神
宮
は
、
常
に
古
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こ
の
よ
う
に
述
べ
つ
つ
、
そ
の
成
立
の
実
年
代

を
お
お
よ
そ
三
世
紀
後
半
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

一
方
の
外
宮
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。
宇
治
に
祀
ら
れ
る
内
宮
か
ら
約
五
キ
ロ
離
れ

た
山
田
に
外
宮
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
祭
神
の

﹁
豊
受
大
神
﹂
は
初
め
、
丹
波
に
祀
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
が
、﹃
止
由
気
大
神
宮
儀
式
帳
﹄
に
よ

る
と
、
雄
略
天
皇
（
五
世
紀
中
頃
（
の
夢
に
現
れ

た
天
照
大
神
の
希
望
に
よ
り
、﹁
度
会
の
山
田

原
﹂
に
遷
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て

﹁
御
饌
殿
﹂
が
造
ら
れ
、
天
照
大
神
の
朝
の
大
御

饌
・
夕
の
大
御
饌
を
日
別
に
供
え
奉
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
氏
は
、
天
照
大
神
と
稲

作
の
関
係
が
深
い
点
に
言
及
し
、
天
照
大
神
は
稲

作
守
護
の
役
割
を
外
宮
の
豊
受
大
神
に
譲
り
、
み

ず
か
ら
は
太
陽
の
よ
う
に
万
人
・
万
物
を
照
ら
す

皇
祖
神
と
し
て
の
神
格
を
純
化
し
た
こ
と
に
な
る

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

「
御
饌
殿
」
と
「
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
」

外
宮
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
﹁
御
饌
殿
﹂
の

﹁
御
饌
﹂
と
は
神
饌
、
つ
ま
り
神
様
の
召
し
上
が

る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ
う
だ
。﹁
御
饌

殿
﹂
と
は
い
わ
ば
神
様
の
食
堂
で
あ
る
と
い
う
こ

な
っ
た
点
に
注
目
し
、
そ
の
意
義
の
大
き
さ
を
強

調
し
て
い
る
。

内
宮
と
外
宮
の
成
立

ま
ず
、
内
宮
の
成
立
過
程
で
あ
る
が
、
氏
は

﹃
日
本
書
紀
﹄
や
最
近
の
考
古
学
の
成
果
を
も
と

に
再
構
築
さ
れ
た
﹁
古
代
史
像
﹂
に
関
す
る
議
論

（
氏
の
師
事
す
る
田
中
卓
博
士
に
よ
る
議
論
（
を

参
照
し
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
参
り
ま
す
と
、
大
和
朝
廷

の
数
百
年
に
わ
た
る
国
内
統
一
事
業
の
途

上
、
天
照
大
神
を
祀
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

＂
う
ま
し
国
＂
の
伊
勢
が
選
ば
れ
、
神
宮

（
内
宮
（
を
創
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
﹁
祠
﹂
と
は
、
御

神
鏡
（
八や
た
の咫
鏡か
が
み
（
を
納
め
る
ホ
コ
ラ
（
も

と
穂
倉
（
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
ま
た
﹁
斎
い
わ
い

宮の
み
や
﹂
と
は
、
大
神
に
仕
え
る
倭
姫
命
が
籠

も
ら
れ
た
宮
殿
を
指
し
、
そ
の
両
方
が
海
に

近
い
イ
ソ
（
イ
セ
の
語
源
（
に
あ
り
ま
し
た

の
で
﹁
磯い
そ
の
み
や宮﹂

と
も
称
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。（
二
七
頁
（

た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
は
、
明
治
四
十
二
年
と
い
う
年
が
関
係

し
て
い
る
。
こ
の
年
の
十
月
に
第
五
十
七
回
の
式

年
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
た
が
、
附
説
に
お
い
て
、
そ

の
遷
宮
の
概
要
が
説
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き

な
要
因
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
文
部
省

か
ら
全
国
の
学
校
に
対
し
て
﹁
遷
宮
当
日
、
伊
勢

神
宮
に
関
す
る
訓
話
を
行
ふ
﹂
こ
と
が
通
達
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
そ
の
参
考
書
と
し
て
全
国
各
地

の
指
導
者
ら
に
求
め
ら
れ
、
予
想
以
上
の
教
育
力

を
発
揮
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
廣
池
は
、
進
ん
で
﹃
伊
勢
神
宮
﹄（
増

訂
版
（
を
文
部
省
関
係
者
な
ど
に
贈
り
、
全
国
の

学
校
で
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
教
育
す
べ
き
こ
と
を

要
望
し
て
い
た
。
明
治
時
代
で
も
、
そ
の
こ
ろ
ま

で
公
教
育
の
場
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
氏
は
分
析
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
氏
は
遷
宮
の
翌
春
（
明
治
四
十
三

年
四
月
（
か
ら
使
用
の
国
定
﹃
尋
常
小
学
修
身

書
﹄
巻
二
の
十
九
に
、
初
め
て
﹁
ク
ワ
ウ
ダ
イ
ジ

ン
グ
ウ
﹂
が
登
場
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
皇
大
神
（
天
照
大
神
（
は
、
皇
室
の
祖

先
神
で
あ
り
、
日
本
人
の
敬
拝
す
べ
き
総
氏
神
で

あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
教
え
ら
れ
る
こ
と
に



No.73，2014　192モラロジー研究

が
神
宮
参
拝
を
希
望
し
、
所
氏
が
そ
の
案
内
役
を

頼
ま
れ
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
前
泊
し
て
翌
朝
、
ま
ず
外
宮
の
忌

火
屋
殿
近
く
で
大
御
饌
祭
の
準
備
と
参
進
の

様
子
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
も
う

そ
れ
だ
け
で
非
常
に
感
銘
し
た
と
い
わ
れ
ま

し
た
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
毎
年
、
ラ
マ
ダ
ン
（
断

食
月
、
イ
ス
ラ
ム
太
陰
暦
九
月
（
に
昼
の
太

陽
が
出
て
い
る
間
、
飲
食
し
な
い
で
禁
欲

し
、
食
物
に
感
謝
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
同

氏
に
と
っ
て
、
日
本
人
が
千
数
百
年
も
前
か

ら
毎
日
朝
夕
、
大
神
さ
ま
に
心
を
こ
め
て
御

饌
を
差
し
上
げ
感
謝
し
て
い
る
こ
と
に
、
深

く
共
感
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。（
三
三
頁
（

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
同
氏
の
ラ
マ
ダ
ン
の
体
験
を

引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
語
る
氏
の
指
摘
は
、
比
較

文
化
論
あ
る
い
は
比
較
宗
教
論
の
視
点
か
ら
も
非

常
に
重
要
で
興
味
深
い
。
こ
こ
で
日
本
、
イ
ス
ラ

ム
双
方
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、﹁
食
物
に
対
す

る
感
謝
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
物

こ
の
よ
う
に
準
備
し
た
御
饌
が
辛か
ら

櫃ひ
つ

に
納
め

ら
れ
ま
す
と
、
毎
日
朝
夕
、
春
夏
（
新
暦
の

四
月
～
九
月
（
は
朝
八
時
と
夕
方
四
時
、
秋

冬
（
十
月
～
三
月
（
は
朝
九
時
と
夕
方
五

時
、
当
番
の
神
職
さ
ん
が
忌
火
屋
殿
の
前
で

お
祓
い
を
受
け
て
御
饌
殿
に
向
か
い
ま
す
。

そ
し
て
御
饌
を
捧
持
す
る
禰
宜
が
、
刻き
ざ
み階
段

を
昇
っ
て
殿
内
へ
入
り
、
各
御
神
座
の
前
に

御
饌
を
供
え
て
一
た
ん
退
出
し
、
階
下
で

祝の
り
と詞

を
奏
上
し
て
八
度
拝
を
行
い
、
神
々
が

食
事
を
終
え
ら
れ
た
こ
ろ
、
再
び
昇
殿
し
て

御
饌
を
撤て
っ

下か

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
三
二
～
三
三
頁
（

こ
の
よ
う
に
千
数
百
年
に
渡
っ
て
続
け
ら
れ
て

い
る
﹁
日
別
朝
夕
大
御
饌
祭
﹂
に
、
日
本
人
で
あ

る
評
者
も
感
服
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
外
国
人

の
目
に
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
、
氏
の
次
の
体
験
談
が
参
考
に
な
る
の
で
、

参
考
に
引
用
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
平
成
十
一
年

秋
、
世
界
文
化
遺
産
の
京
都
会
議
に
記
念
講
演
の

た
め
来
日
し
た
世
界
銀
行
副
総
裁
の
イ
シ
ュ
マ

ル
・
シ
ェ
ラ
デ
ル
デ
ィ
ン
氏
（
エ
ジ
プ
ト
出
身
（

と
だ
。
神
々
の
食
事
は
古
く
か
ら
朝
夕
の
二
度
丁

重
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
﹁
日
別
朝
夕
大

御
饌
祭
﹂
と
い
う
。
食
材
は
、
伊
勢
市
内
な
ど
の

神
田
で
収
穫
さ
れ
た
御
米
、
二
見
の
御
園
で
栽
培

さ
れ
た
野
菜
と
果
物
、
二
見
の
御
塩
浜
で
調
整
さ

れ
た
堅
塩
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
御
水
は
毎

日
未
明
に
外
宮
境
内
の
井
戸
か
ら
汲
ん
で
く
る
と

い
う
。
当
日
の
動
き
を
次
の
引
用
に
見
て
み
よ
う
。

前
夜
か
ら
身
を
清
め
て
奉
仕
す
る
神
職
（
禰

宜
以
下
五
名
（
は
、
当
日
朝
（
五
時
、
冬
期

は
六
時
（、
忌い
み

火び

屋や

殿
で
木
を
擦す

り
合
わ
せ

て
火
を
お
こ
し
、
蒸
し
た
御
飯
を
、
素
焼
の

土
器
に
ト
ク
ラ
ベ
の
葉
を
敷
き
、
そ
の
上
に

こ
ん
も
り
と
盛
り
付
け
ま
す
。
ま
た
、
野
菜

や
果
物
も
形
よ
く
切
っ
て
四
寸
土
器
に
盛

り
、
さ
ら
に
干
魚
は
数
枚
重
ね
、
海
藻
も
小

高
く
盛
ら
れ
ま
す
。（
三
二
頁
（

こ
の
よ
う
に
朝
五
時
（
冬
期
は
六
時
（
か
ら
準

備
が
整
え
ら
れ
て
い
く
が
、
調
理
や
素
材
を
で
き

る
だ
け
天
然
自
然
の
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
が
大

切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ

の
後
の
動
き
は
次
の
引
用
の
と
お
り
で
あ
る
。
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本
文
明
の
発
展
の
礎
を
築
い
た
天
皇
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
見
ら
れ
な
い
が

評
者
は
、
皇
位
継
承
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
﹁
三
種

の
神
器
﹂
継
承
の
制
度
が
政
治
的
に
定
め
ら
れ
た

時
期
も
天
武
天
皇
の
時
代
で
は
な
い
か
と
見
て
い

る
。
神
器
の
う
ち
﹁
八
咫
鏡
﹂
の
本
体
が
伊
勢
の

神
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
今
回
本
書
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
式
年
遷
宮
﹂
の
制
度
を

発
案
し
た
天
武
天
皇
を
中
心
に
古
代
史
を
考
え
る

こ
と
で
、
本
書
の
理
解
が
よ
り
深
ま
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
読
者
に
は
こ
の
点
に
是
非
注
目
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

遷
宮
の
中
断
と
民
間
奉
賛

先
ほ
ど
南
北
朝
期
等
に
二
十
年
毎
に
遷
宮
が
斎

行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
背
景
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
氏
に
よ
る

と
、
南
北
朝
期
に
入
る
と
、
朝
廷
の
威
力
が
弱
ま

り
室
町
幕
府
も
内
紛
に
よ
っ
て
不
安
定
で
あ
っ
た

た
め
、
造
替
の
費
用
を
十
分
に
調
達
で
き
な
っ

た
。
そ
の
た
め
遷
宮
が
徐
々
に
遅
延
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
外
宮
で
は

永
享
六
年
（
一
四
三
四
（、
ま
た
内
宮
で
は
寛
正

三
年
（
一
四
六
二
（
に
遷
宮
が
行
わ
れ
て
以
後
、

う
。こ

こ
で
は
、
な
ぜ
二
十
年
毎
に
遷
宮
を
行
う
こ

と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
、
氏
の
議
論
に

従
っ
て
検
討
し
て
お
く
。
従
来
諸
説
あ
る
も
の

の
、
古
代
に
中
国
か
ら
朝
鮮
を
経
て
伝
わ
っ
た
暦

法
（
太
陰
太
陽
暦
（
を
も
と
に
、
太
陰
暦
の
十
九

年
に
七
回
閏
月
を
加
え
れ
ば
太
陽
暦
の
十
九
年
と

一
致
し
て
ズ
レ
を
調
整
で
き
る
こ
と
か
ら
、
満
十

九
年
（
数
え
二
十
年
（
で
一
周
期
、
と
い
う
当
時

最
新
の
科
学
知
識
が
参
考
に
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
と
氏
は
考
え
て
い
る
。
氏
は
そ
れ
に
加
え
、
む

し
ろ
結
果
的
に
二
十
年
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
よ
し

と
す
る
経
験
の
知
恵
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
こ

そ
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

前
半
の
暦
法
を
根
拠
と
す
る
見
解
で
あ
る
が
、

以
下
に
評
者
の
意
見
も
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。

式
年
遷
宮
の
発
案
者
で
あ
る
天
武
天
皇
は
、
日
本

初
の
天
文
台
（﹁
占
星
台
﹂（
を
設
置
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
る
。
評
者
の
見
方
で
は
、
道
教
に

精
通
し
て
い
た
天
武
天
皇
が
最
新
の
科
学
を
取
り

入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
う
る
こ
と

で
あ
る
。
ち
な
み
に
天
武
天
皇
は
﹃
古
事
記
﹄
及

び
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
編
纂
を
命
じ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
お
り
、
国
内
的
に
も
対
外
的
に
も
古
代
日

質
的
な
恵
み
へ
の
感
謝
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
む
し
ろ
宗
教
的
・
精
神
的
な
深
み
か
ら
来
る

感
謝
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
が
響
鳴
し
合
っ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
人
間
存
在
の
基
礎
と
な

る
﹁
食
物
﹂
を
契
機
に
対
話
の
可
能
性
が
生
ま
れ

る
こ
と
の
比
較
文
化
・
比
較
宗
教
論
的
、
さ
ら
に

人
間
学
的
な
意
味
は
大
き
い
。

式
年
遷
宮
の
成
立

い
よ
い
よ
こ
こ
か
ら
式
年
遷
宮
の
歴
史
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
氏
に
よ
る
と
、
遷
宮
の
制

度
は
、
第
四
十
代
の
天
武
天
皇
が
立
案
し
、
そ
の

崩
御
に
よ
り
皇
后
で
あ
っ
た
持
統
女
帝
が
初
め
て

実
施
し
た
と
い
う
の
が
、
神
宮
の
古
伝
で
あ
り
、

今
日
の
通
説
で
あ
る
。
内
宮
の
遷
宮
が
初
め
て
行

わ
れ
た
の
が
、
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
（
で
、

外
宮
は
そ
の
二
年
後
の
同
六
年
（
六
九
二
（
で
あ

る
と
い
う
か
ら
、
実
に
今
（
二
〇
一
四
年
（
か
ら

千
三
百
年
以
上
前
に
遡
る
と
い
う
こ
と
だ
。
近
現

代
の
遷
宮
の
周
期
を
見
る
と
二
十
年
毎
と
な
っ
て

い
る
が
、
過
去
南
北
朝
期
等
に
は
二
十
年
毎
に
遷

宮
を
斎
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

そ
ん
な
状
況
下
で
活
躍
し
た
の
が
民
間
の
僧
尼
達

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
後
ほ
ど
見
て
み
よ
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神
宮
に
伝
わ
る
﹁
伝
統
継
承
﹂
の
精
神
を
概
略
的

に
で
は
あ
る
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
評
者
の
読

後
の
印
象
と
し
て
、
本
書
は
本
文
六
一
頁
と
コ
ン

パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は

非
常
に
深
く
、
廣
池
千
九
郎
の
神
宮
及
び
国
体
の

研
究
、
さ
ら
に
式
年
遷
宮
の
歴
史
的
意
義
が
評
者

に
非
常
に
重
く
響
い
て
き
た
こ
と
を
記
し
て
お

く
。
最
後
に
、
氏
の
注
目
す
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー

と
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
と
い
う
側
面
か
ら
、
神
宮
に

伝
わ
る
﹁
伝
統
継
承
﹂
の
精
神
の
現
代
的
意
義
に

触
れ
、
書
評
の
筆
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

氏
は
、
社
会
の
流
れ
も
遷
宮
と
同
様
概
ね
二
十

年
を
周
期
に
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
本
書
で
は
、
明
治
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の

歩
み
を
も
と
に
、
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
（
道
徳
・
教

育
・
文
化
な
ど
（
と
ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
（
政
治
・

経
済
・
軍
事
な
ど
（
の
二
つ
の
側
面
が
交
互
に
続

い
て
き
た
と
い
う
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
か
ら
、
第
六
十
二
回
の
式
年
遷

宮
以
降
は
、
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
ベ
ー
ス
に
ハ
ー

ド
・
パ
ワ
ー
を
発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
そ

う
だ
と
い
う
氏
の
議
論
は
、
日
本
文
明
論
や
日
本

文
化
論
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
興
味
深
い
。
さ

ら
に
氏
は
﹁
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
神
を

神
嘗
祭
と
式
年
遷
宮

本
書
の
ま
と
め
の
前
に
氏
は
、
神
嘗
祭
と
式
年

遷
宮
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
。
神
嘗
祭
と
は
神
宮

だ
け
の
特
殊
な
祭
典
で
、
古
来
最
も
重
要
視
さ
れ

て
き
た
と
い
う
。
こ
の
神
嘗
祭
は
、
旧
暦
九
月
、

新
暦
十
月
の
中
旬
に
、
内
宮
と
外
宮
の
す
べ
て

（
百
二
十
五
社
（
で
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
趣
旨
は

﹁
秋
に
収
穫
さ
れ
た
新
殿
の
＂
お
初
穂
＂
を
、

真
っ
先
に
伊
勢
の
大
神
さ
ま
に
お
供
え
し
召
し
上

が
っ
て
頂
く
大
祭
﹂（
五
一
頁
（
と
い
う
も
の
で
あ

る
。一

方
、
神
嘗
祭
と
式
年
遷
宮
と
の
関
係
は
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
に
関
し
て
は
本
書
の
一
読

を
お
勧
め
し
た
い
が
、
式
年
遷
宮
は
、
毎
年
十
月

に
行
わ
れ
る
神
嘗
祭
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
大
祭
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
氏
は
式
年
遷
宮
祭
を
﹁
大
神

嘗
祭
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
理
解
の
手
助
け

と
な
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
本
書
を
順
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て

廣
池
千
九
郎
の
﹃
伊
勢
神
宮
﹄
及
び
﹃
伊
勢
神
宮

と
我
国
体
﹄
の
成
立
過
程
と
史
的
意
義
を
見
て
き

た
。
そ
の
上
で
、
所
氏
の
議
論
を
も
と
に
伊
勢
の

ど
れ
だ
け
殿
舎
が
朽
ち
て
も
造
替
す
る
こ
と
が
難

し
く
な
り
、
や
む
な
く
何
と
か
仮
殿
（
修
理
（
遷

宮
で
済
ま
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
ん
な
中
、
神
宮
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た

人
々
が
、
民
間
の
僧
尼
達
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
橋

の
架
け
替
え
か
ら
始
ま
っ
た
。
や
が
て
志
を
継
い

だ
尼
僧
・
慶
光
院
清
順
上
人
は
、
外
宮
の
百
三
十

年
ぶ
り
の
遷
宮
に
尽
力
し
た
と
い
う
。
内
宮
の
方

は
、
慶
光
院
の
志
を
継
い
だ
尼
の
周
養
上
人
が
天

正
三
年
（
一
五
七
五
（、
ま
ず
正
殿
の
仮
殿
遷
宮

に
こ
ぎ
つ
け
た
。
次
い
で
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉

の
協
賛
を
得
て
勧
進
を
続
け
、
同
十
三
年
（
一
五

八
五
（
の
内
宮
及
び
外
宮
遷
宮
の
大
き
な
力
と

な
っ
た
と
い
う
。
内
宮
の
遷
宮
は
一
二
四
年
ぶ
り

で
あ
っ
た
。

氏
は
、
こ
れ
を
機
会
に
従
来
は
内
宮
の
二
年
後

で
あ
っ
た
外
宮
の
遷
宮
も
、
内
宮
と
同
年
に
行
う

先
例
が
開
か
れ
た
点
に
着
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に

江
戸
時
代
初
期
に
入
る
と
、
従
来
の
二
十
年
目

（
満
十
九
年
（
よ
り
も
一
年
長
い
二
十
一
年
目

（
満
二
十
年
（
ご
と
に
、
八
年
間
準
備
し
て
遷
宮

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
氏
は
強
調
す

る
。
徳
川
政
権
下
の
安
定
期
が
開
か
れ
た
こ
と
が

よ
く
伺
わ
れ
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
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敬
い
人
を
思
い
や
り
互
い
に
助
け
合
う
、
日
本
的

な
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
の
伝
統
が
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
﹂（
六
一
頁
（
と
述
べ
、
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
伝

え
て
い
く
知
恵
を
神
宮
か
ら
学
び
た
い
と
し
、
本

書
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

ハ
ー
ド
・
パ
ワ
ー
面
で
あ
る
近
代
的
科
学
文
明

が
発
展
し
た
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
内
な
る
ソ
フ

ト
・
パ
ワ
ー
の
在
り
方
を
も
う
一
度
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
重
要
な
の
は
何
を

受
け
継
ぐ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
習
を
継

承
し
た
の
で
は
、
人
々
に
苦
し
み
が
残
る
の
み
で

発
展
性
は
見
込
め
な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
し
な
が

ら
、
互
い
に
試
行
錯
誤
し
続
け
、
未
来
を
拓
く
知

恵
を
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
宮
に
伝
わ
る

﹁
伝
統
継
承
﹂
の
精
神
の
現
代
的
意
義
が
真
に
発

揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

︹
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
︺

（
東
日
本
大
震
災
か
ら
三
年
後
の

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
（
火
（（


