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「
大
本
一
門
に
は
ず
ば
ぬ
け
た
大
物
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
君
ィ
、
大
変
な
出
来
事
だ
よ
」。

こ
の
言
葉
は
、
篆
刻
家
・
画
家
・
陶
芸
家
・
書
道
家
・
漆
芸
家
・
料
理
家
な
ど
の
様
々
な
顔
を
持
つ
北
大

路
魯
山
人
の
口
癖
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
一
門
の
お
作
品
展
の
開
催
が
迫
っ
て
き
た
。「
古
今
独
歩　

魂
の
煌
め
き
～
耀
盌
と
書
画
～
」
を
宣
伝

文
句
に
、
平
成
二
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
一
月
十
二
日
ま
で
の
七
日
間
、
東
京
都
北
区
の
〈
北ほ

く

と
ぴ
あ
〉
を

会
場
に
開
催
す
る
。

世
間
か
ら
は
、
思
想
家
・
芸
術
家
と
も
呼
ば
れ
る
大
本
教
祖
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
芸
術
と
宗
教
の
両
者

は
根
源
を
一
に
し
て
い
る
と
説
き
、
宗
教
の
理
想
を
芸
術
に
顕
現
す
べ
く
、
生
涯
を
か
け
て
陶
芸
や
書
画
な
ど
、

膨
大
な
芸
術
作
品
を
残
し
た
。
と
り
わ
け
楽
焼
茶
盌
「
耀
盌
」
は
、
聖
師
最
晩
年
の
昭
和
十
九
年
暮
れ
よ
り

わ
ず
か
一
ヵ
年
余
り
の
間
に
三
千
点
余
り
も
造
ら
れ
た
。

本
展
の
開
催
は
、
首
都
東
京
か
ら
、
芸
術
・
文
化
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
発
信
を

通
し
て
、
東
日
本
大
震
災
で
罹
災
さ
れ
た
人
々
を
含
め
て
、
多
く
の
日
本
人
に
「
美
」
の
世
界
か
ら
、
生
き

る
力
と
勇
気
を
提
供
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

東
京
で
一
門
の
お
作
品
が
一
堂
に
展
観
で
き
る
の
は
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
椿
山
荘
美
術
館
で
の
「
大
本
芸

術
作
品
展
」
以
来
、実
に
三
十
八
年
振
り
で
あ
る
。
初
公
開
の
お
作
品
も
あ
り
、こ
の
機
会
に
友
人
知
人
を
誘
っ

て
鑑
賞
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

開
催
初
日
の
六
日
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｅ
テ
レ
ビ
が
午
後
九
時
か
ら
九
十
分
間
、
日
本
人
の
近
代
思
想
の
歩

み
を
描
く
大
型
シ
リ
ー
ズ
番
組
「
日
本
人
は
何
を
考
え
て
き
た
の
か
」
の
第
九
回
、『
ひ
ろ
が
る
民
衆
宗
教
～

出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
と
大
本
教
事
件
～
』
と
題
し
て
大
本
を
取
り
上
げ
る
。

大
本
の
思
想
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
）
と
芸
術
（
一
門
の
作
品
展
）
が
奇
し
き
め
ぐ
り
合
わ
せ
を
得
て
、
国
祖
の

ご
再
現
を
祝
う
節
分
大
祭
を
前
に
同
時
に
紹
介
さ
れ
る
慶
事
は
、
開
教
百
二
十
年
記
念
行
事
の
掉
尾
を
飾
る

に
ふ
さ
わ
し
い
。

春は
る

の
花は

な
あ
き秋

の
も
み
ぢ
の
妙た

へ

な
る
も

神か
み

の
す
さ
び
の
錦

に
し
き

な
り
け
り

五
代
教
主
作
引
出
黒
茶
盌

［
金
竜
海
土
・
鉱
泉
鉄
釉
（
月
宮
宝
座
松
釉
仕
立
て
）］

王
仁
三
郎
と
一
門
の
作
品
展
迫
る	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長	

森も
り

良よ
し

秀ひ
で
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て
る
た
め
、
地
球
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
物
質
循
環
か

ら
考
え
る
と
、
か
な
り
の
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
方
法
も
自
然
の
摂
理
か

ら
考
え
る
と
外
れ
て
い
ま
す
。

植
物
工
場
の
研
究
そ
の
も
の
は
、
人
類
が
こ
れ

か
ら
宇
宙
へ
旅
立
つ
時
代
に
向
け
て
、
宇
宙
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
野
菜
を
作
る
た
め
の
技
術
な
ど
、
未
来

に
は
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
研
究
を

否
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
地
球
上
で
農
業
を
営
む
私
た
ち
は
、

従
来
の
大
自
然
の
恵
み
の
も
と
で
栽
培
す
る
土
耕

栽
培
を
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
球
の

物
質
循
環
か
ら
す
る
と
、
自
然
の
太
陽
光
線
を
使

い
、
土
の
上
で
農
業
を
営
む
こ
と
こ
そ
が
自
然
の

流
れ
な
の
で
す
。

食
料
自
給
率
増
加
の
た
め
に

日
本
の
食
料
自
給
率
は
た
っ
た
四
十
％
で
す
。

先
進
国
の
中
で
こ
こ
ま
で
低
い
の
は
、
日
本
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

食
料
自
給
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
農
家
だ
け

が
努
力
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
国
民
全
員
が
重

要
な
問
題
と
し
て
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
の
食
料
自
給
率
を
上
げ
る
た
め
に
大
き
な
力

を
持
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
家
庭
菜
園
で
す
。

一
九
六
二
年
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
ア
メ
リ
カ
と
ソ

連
の
冷
戦
に
よ
る
キ
ュ
ー
バ
危
機
が
起
こ
り
ま
し

た
。
冷
戦
以
前
の
キ
ュ
ー
バ
は
、
ソ
連
や
東
欧
諸

国
か
ら
食
料
を
輸
入
し
て
い
て
、
食
料
自
給
率
が

現
在
の
日
本
と
同
じ
よ
う
に
低
い
国
で
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
キ
ュ
ー
バ
危
機
で
、
食
料
が
一

切
入
っ
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

の
時
に
、
キ
ュ
ー
バ
政
府
は
農
業
に
従
事
し
て
い

な
い
人
に
対
し
て
家
庭
菜
園
を
推
奨
し
、
余
っ
て

い
る
農
耕
地
を
開
放
し
ま
し
た
。
そ
し
て
耕
作
し

た
土
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
地
に
し
て
も
構
わ

な
い
と
い
う
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

自
然
の
摂
理
を
考
え
て

実
際
、
有
機
肥
料
を
使
っ
て
も
化
学
肥
料
を
使
っ

て
も
、
姿
形
は
同
じ
野
菜
が
で
き
ま
す
が
、
栄
養

価
に
差
が
生
じ
ま
し
た
。

北
海
道
中
央
農
業
試
験
場
の
調
べ
に
よ
る
と
、

化
学
肥
料
が
入
っ
て
き
た
初
期
の
一
九
五
〇
年
代

の
ホ
ウ
レ
ン
草
に
は
、
一
〇
〇
㌘
あ
た
り
一
五
〇

㍉
㌘
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
年
々
と
減
り
、
今
か
ら
約
二
十
年
前
の

一
九
九
四
年
に
は
八
㍉
㌘
に
ま
で
減
り
ま
し
た
。

ま
た
立
命
館
大
学
の
久
保
幹
教
授
の
調
べ
に
よ

る
と
、
有
機
栽
培
の
野
菜
と
化
学
肥
料
で
栽
培
し

た
野
菜
の
成
分
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
硝
酸
塩
濃
度

に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

硝
酸
を
た
く
さ
ん
含
ん
だ
野
菜
を
食
べ
続
け
る

と
、
血
中
に
酸
素
を
運
ぶ
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が
メ
ト

ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
血
症
を
引
き
起
こ
し
、
血
中
に
酸

素
が
運
べ
な
く
な
り
、
身
体
が
酸
欠
状
態
に
な
る

と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

実
際
、
ア
メ
リ
カ
で
は
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前

に
化
学
肥
料
を
大
量
に
蒔
い
た
牧
草
を
食
べ
た
牛

が
、
バ
タ
バ
タ
と
倒
れ
る
事
例
が
報
告
さ
れ
、
日

本
で
も
乳
幼
児
の
メ
ト
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
血
症
の
発

症
に
よ
り
、
化
学
肥
料
の
多
量
使
用
が
問
題
と
な

り
ま
し
た
。

化
学
肥
料
が
盛
ん
に
な
っ
た
一
九
五
〇
年
代
は
、

「
土
」
は
〝
生
命
〟
で
あ
る
と
い
う
見
方
か
ら
〝
物
質
〟

と
い
う
見
方
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
転
換
期
で
あ

り
、
ゆ
え
に
土
壌
荒
廃
が
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
土
壌
荒
廃
か

ら
く
る
作
物
の
病
気
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
土
自

体
を
使
わ
ず
に
、
半
閉
鎖
的
な
建
物
の
中
で
、
太

陽
光
線
に
替
わ
る
電
気
照
明
や
空
調
設
備
を
用
い
、

化
学
肥
料
だ
け
で
養
液
栽
培
す
る
植
物
工
場
が
注

目
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

発
電
所
で
起
こ
し
た
電
気
を
使
っ
て
植
物
を
育

何
百
万
の
金
よ
り
一
握
り
の
お
土

大
本
の
教
祖
・
出
口
な
お
開
祖
は
、『
何
ほ
ど

金
を
貯
て
歓
ん
で
お
り
て
も
、
ま
さ
か
の
時
に
は
、

金
銀
で
は
生
命
が
継
げ
ん
ぞ
よ
』『
百
万
円
の
金
よ

り
も
一
握
り
の
お
土
の
ほ
う
が
、
ど
れ
だ
け
大
切

か
分
か
ら
ぬ
』
と
、お
筆
先
（
大
本
神
諭
）
の
中
で
、

拝
金
主
義
を
戒
め
、
お
土
の
大
切
さ
を
示
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
も
う
一
人
の
教
祖
・
出
口
王
仁
三
郎
聖
師

は
農
業
に
つ
い
て
、『
人
間
は
、
一
生
の
間
に
、
少

し
で
も
百
姓
を
し
て
お
か
な
い
と
、
人
生
の
妙
味

は
味
わ
え
な
い
』
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
代
の
人
々
は
昔
に
比
べ
、
農
業
に
携
わ
る
人

が
格
段
に
減
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
お

土
に
触
れ
る
機
会
が
減
り
、〝
お
土
の
尊
さ
を
知
る
〟

こ
と
が
で
き
な
い
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

社
団
法
人
「
愛
善
み
ず
ほ
会
」
は
、
昭
和

二
十
三
年
に
大
本
と
長
野
県
の
稲
作
指
導
団
体
の

「
瑞
穂
会
」
が
協
力
提
携
し
、
出
口
す
み
こ
大
本
二

代
教
主
が
初
代
総
裁
と
な
っ
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

天
地
の
恵
み
に
対
す
る
感
謝
の
心
を
第
一
義
に
、

土
づ
く
り
と
天
産
物
自
給
に
よ
る
農
法
運
動
を
基

軸
に
、
現
在
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
農
業
の
歴
史
と
み
ず
ほ
会

昭
和
二
十
六
年
ご
ろ
、
戦
後
の
肥
料
不
足
と
重

な
り
、
急
速
に
化
学
肥
料
を
使
用
し
た
農
法
が
盛

ん
に
な
り
ま
し
た
。
食
料
不
足
も
あ
っ
た
当
時
、

日
本
に
と
っ
て
は
本
当
に
願
っ
た
も
の
で
あ
り
、

化
学
肥
料
は
日
本
の
農
業
に
大
き
く
寄
与
し
ま
し

た
し
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
事
業
に
お
け
る
一
つ
の

大
き
な
希
望
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
化
学
肥
料
に
傾
倒
し
過
ぎ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
土
壌
汚
染
な
ど
の
弊
害
を
生
む
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

私
の
祖
父
で
、
当
時
愛
善
み
ず
ほ
会
の
専
務
理

事
を
務
め
て
い
た
島
本
覚
也
は
、
直
感
的
に
自
然

の
法
則
か
ら
考
え
て
、
化
学
肥
料
に
偏
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
非
常
に
危
機
感
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
の

考
え
は
時
代
の
流
れ
に
反
し
て
い
る
と
、
圧
力
を

受
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

愛
善
み
ず
ほ
会
は
そ
の
活
動
の
中
で
、
従
来
の

有
機
肥
料
と
堆
肥
を
使
っ
た
有
機
農
業
の
技
術
を

突
き
詰
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
愛
善
酵
素

農
法
」
と
い
う
微
生
物
農
法
で
す
。

ま
た
覚
也
は
、
王
仁
三
郎
聖
師
と
す
み
こ
初
代

総
裁
か
ら
、
酵
素
農
法
の
研
究
を
す
る
よ
う
と
の

ご
教
示
を
受
け
、
そ
の
研
究
に
専
念
す
る
た
め
に
、

別
団
体
と
し
て
「
酵
素
の
世
界
社
」
を
設
立
。
現

在
こ
の
「
愛
善
み
ず
ほ
会
」
と
「
酵
素
の
世
界
社
」

が
両
輪
と
な
り
、
日
本
国
内
は
も
と
よ
り
、
中
国
、

韓
国
、
東
南
ア
ジ
ア
等
で
、
土
作
り
を
基
準
と
し

た
農
業
技
術
の
普
及
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
よ
り

今
求
め
ら
れ
る
食
・
農
・
環
境

—

今
こ
そ
お
土
の
こ
こ
ろ
を—

講師  島
しま

本
もと

光
みつ

久
ひさ

（［社］愛善みずほ会理事）
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い
て
、
上
か
ら
も
下
か
ら
も
土
中
の
セ
シ
ウ
ム
の

移
動
は
な
い
は
ず
の
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
回

の
試
験
と
も
処
理
前
と
処
理
後
の
量
が
わ
ず
か
な

が
ら
減
少
し
て
い
ま
し
た
。
土
の
中
に
微
生
物
以

外
の
、
神
秘
の
力
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
な
結
果
が
出
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
が
何
か
と
言
わ
れ
て
も
、
現
代
科
学
で
は

説
明
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
数
値
が
下
が
る
要
因

が
や
は
り
〝
何
か
〟
あ
る
と
い
う
感
触
が
あ
り
ま

し
た
。

セ
シ
ウ
ム
の
半
減
期
は
三
十
年
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
私
は
三
十
年
も
か
か
ら
ず
に
、
非
常
に

良
い
テ
ン
ポ
で
下
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な

と
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

広
島
、
長
崎
の
原
爆
も
、
当
時
は
し
ば
ら
く
不

毛
の
地
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
数
年

後
に
は
予
想
以
上
に
放
射
線
量
は
下
が
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
に
つ
い
て
王
仁
三
郎
聖
師
は
『
何
か
の
力

が
働
い
て
い
る
』
と
述
べ
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
ま

す
。
今
回
の
実
験
で
も
自
然
の
治
癒
力
の
中
に
あ

る
〝
神
秘
の
力
〟
が
働
い
て
い
る
と
い
う
感
覚
を

得
ま
し
た
。

お
土
に
触
れ
る
生
活
を

今
は
競
争
社
会
で
多
く
の
日
本
人
が
ス
ト
レ
ス

を
抱
え
て
い
て
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
時

期
に
入
っ
て
い
ま
す
。

食
事
も
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
時
代
に
還
り
、
ゆ
っ

く
り
と
し
た
社
会
生
活
に
戻
る
べ
き
で
す
。
そ
の

中
で
も
農
業
の
あ
る
暮
ら
し
、
お
土
や
植
物
に
触

れ
る
こ
と
が
、
生
活
の
リ
ズ
ム
を
改
善
し
て
く
れ

る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

そ
し
て
『
百
万
円
の
金
よ
り
も
一
握
り
の
お
土

の
ほ
う
が
、
ど
れ
だ
け
大
切
か
わ
か
ら
ぬ
』
と
い

う
な
お
開
祖
の
お
示
し
が
、
今
こ
そ
世
に
問
わ
れ

る
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

七
割
程
度
し
か
消
化
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
発
酵

処
理
を
施
し
て
、
味
噌
や
納
豆
に
す
る
こ
と
で
、

一
〇
〇
％
に
近
い
形
で
消
化
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

同
じ
物
を
食
べ
て
も
、
よ
り
高
い
栄
養
価
を
得

ら
れ
る
こ
と
が
、
発
酵
食
品
の
良
い
と
こ
ろ
で
す
。

消
化
が
促
進
さ
れ
れ
ば
、
お
通
じ
が
良
く
な
り

ま
す
。
便
の
半
分
は
、
食
物
の
消
化
し
き
れ
な
か
っ

た
繊
維
質
で
、
あ
と
の
半
分
は
腸
内
細
菌
の
死
に

殻
で
す
。
昨
今
、
そ
の
便
の
量
が
戦
前
の
三
分
の

一
に
減
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

私
た
ち
の
お
腹
の
腸
内
細
菌
が
減
っ
て
い
る
証
拠

な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
自
己
免
疫
力
の
低
下
と
も
関
係
し

て
い
て
、
喘
息
や
ア
ト
ピ
ー
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー

性
の
病
気
が
増
加
し
て
い
る
の
は
、
腸
内
細
菌
の

減
少
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
無
菌
、
除
菌
な
ど
で
菌
を
排
除
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
腸
内
細
菌
を
増
や
し
、
自
己

免
疫
力
を
高
め
る
発
酵
食
品
を
積
極
的
に
摂
取
す

る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

神
秘
の
力
が
働
い
て
い
る

昨
年
の
八
月
か
ら
九
月
、
そ
し
て
今
年
の
七
月

か
ら
八
月
に
か
け
て
、
福
島
県
の
計
画
的
避
難
地

域
と
な
っ
て
い
る
伊
達
郡
川
俣
町
で
土
壌
中
の
セ

シ
ウ
ム
と
微
生
物
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
調
査
し

ま
し
た
。

現
代
科
学
や
物
理
学
か
ら
す
る
と
、
放
射
能
、

特
に
土
壌
中
の
セ
シ
ウ
ム
を
微
生
物
で
分
解
す
る

こ
と
は
不
可
能
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
土
を
微
生
物
で
発
酵
さ
せ
て
、
一
ヵ

月
間
処
理
し
た
ら
ど
う
な
る
か
を
実
験
し
ま
し
た
。

結
果
は
、
残
念
な
が
ら
セ
シ
ウ
ム
の
量
に
ほ
と

ん
ど
変
化
は
な
く
、
微
生
物
に
よ
る
発
酵
だ
け
で

は
セ
シ
ウ
ム
は
分
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
完
全
密
閉
さ
れ
て

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
植
物
に
と
っ
て
よ
り
良
い

環
境
を
作
る
た
め
に
、
土
作
り
は
大
変
重
要
な
の

で
す
。

積
極
的
な
発
酵
食
品
の
摂
取
を

酵
素
と
は
全
て
の
生
物
が
生
命
維
持
に
欠
か
せ

な
い
、
タ
ン
パ
ク
質
で
で
き
た
物
質
で
す
。
微
生

物
は
エ
サ
の
有
機
物
を
分
解
す
る
時
に
、
対
外
に

放
出
し
ま
す
。
私
た
ち
人
間
は
体
の
中
で
作
ら
れ

る
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
や
プ
ロ
テ
ア
ー
ゼ
な
ど
の
各
種
体

内
消
化
酵
素
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
発
酵
食
品
か

ら
も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
健
康
維
持
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

発
酵
食
品
に
は
味
噌
や
麹
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
発
酵
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
堆
肥
も
食
品
も
同
じ
で

す
。一

般
農
家
の
方
に
は
有
機
物
が
腐
れ
ば
堆
肥
に

な
る
と
お
考
え
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

腐
っ
た
食
品
は
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
堆
肥
も

腐
敗
し
た
も
の
は
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

愛
善
み
ず
ほ
会
で
は
、
発
酵
さ
せ
る
と
い
う
見

地
か
ら
堆
肥
、
有
機
肥
料
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
堆
肥
や
肥
料
を
発
酵
さ
せ
て
、
土
壌

中
の
病
原
菌
と
戦
っ
て
く
れ
る
微
生
物
を
培
養
す

る
と
、
細
菌
は
一
㌘
中
に
約
五
億
か
ら
十
億
と
い

う
数
で
発
生
し
、
土
の
温
度
は
約
五
〇
～
六
〇
度

ま
で
達
し
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
堆
肥
か
ら
は
良
質
な
腐
植
が
作
ら

れ
、
土
を
柔
ら
か
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
植
物

の
根
に
と
っ
て
非
常
に
良
い
物
質
を
た
く
さ
ん
作

り
、
そ
れ
が
農
業
分
野
に
お
け
る
発
酵
の
技
術
に

貢
献
し
ま
し
た
。

ま
た
食
品
分
野
に
お
い
て
も
発
酵
食
品
は
、
整

腸
効
果
を
も
た
ら
す
な
ど
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
の
大
豆
を
食
べ
て
も
、
腸
は
全
く
消
化
せ
ず

に
そ
の
ま
ま
排
泄
さ
れ
ま
す
。
消
化
を
促
す
た
め

に
、
柔
ら
か
く
煮
た
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
六
、

で
食
料
自
給
率
を
一
気
に
一
〇
〇
％
に
引
き
上
げ

た
と
い
う
実
績
が
あ
り
ま
す
。

各
自
が
家
庭
で
食
べ
る
分
だ
け
の
食
料
を
栽
培

す
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
食
糧
自
給
率
は
上
が
り
ま

す
。
都
会
で
も
プ
ラ
ン
タ
ー
で
栽
培
す
る
こ
と
は

可
能
で
す
の
で
、
植
物
に
触
れ
る
機
会
を
作
っ
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。
根
菜
や
葉
菜
類
か
ら
始
め

る
と
、
失
敗
が
少
な
く
て
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組

み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

堆
肥
に
よ
る
土
作
り

土
（
土
壌
）
は
直
径
二
㍉
以
下
の
砂
と
粘
土
か

ら
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
砂
と
粘
土
は
人
間
で
い

う
骨
格
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は

私
た
ち
の
体
が
動
か
な
い
よ
う
に
、
生
命
を
持
っ

て
動
か
す
た
め
に
、
動
物
の
死
骸
や
残
根
な
ど
の

食
物
残
渣
と
い
っ
た
未
分
解
有
機
物
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

さ
ら
に
土
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
も

の
が
〝
腐
植
〟
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
腐
植
と

は
人
間
で
い
う
と
こ
ろ
の
筋
肉
で
す
。

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
「
腐
葉
土
」
が
売
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
腐
葉
土
に
は
腐
植
に
な
る

前
の
物
質
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
落
ち

葉
が
堆
積
し
て
、
そ
れ
が
腐
植
に
変
わ
る
直
前
の

黒
々
と
し
た
物
質
、
そ
れ
ら
が
腐
植
に
変
わ
る
の

で
す
。

堆
肥
は
、
腐
植
を
積
極
的
に
蓄
積
さ
せ
る
た
め

に
入
れ
ま
す
が
、
土
が
十
分
に
完
成
す
る
ま
で
に

は
五
年
、
十
年
と
長
い
年
月
を
要
し
ま
す
。
こ
の

腐
植
が
土
の
物
理
性
、
化
学
性
、
生
物
性
を
改
善

し
て
、
植
物
の
根
の
働
き
を
助
け
、
成
長
を
促
進

す
る
と
い
う
摂
理
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
腐
植
が

き
ち
ん
と
蓄
積
し
た
状
態
で
は
、
土
が
黒
々
と
し
、

柔
ら
か
く
フ
カ
フ
カ
と
し
た
状
態
に
な
り
ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
十
分
な
水
分
や
空
気
で
隙
間

が
で
き
、
植
物
が
大
地
に
根
を
下
ろ
す
構
造
を
作



阿づまの光　　　4 

霊
魂
（
心
）
の
働
き
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
た
ほ
か
、

信
仰
の
大
切
さ
を
説
い
た
。「
一
霊
四
魂
を
磨
く
こ

と
、
神
さ
ま
か
ら
無
限
の
神
徳
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
努
め
る
。
自
己
の
運
命
を
積
極
的
に
開
拓
し

て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
地
上
に
天
国
を
建
設
す
る

神
業
に
参
加
す
る
こ
と
こ
そ
が
人
生
の
本
分
で
あ

る
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
善
事
を
な
す
こ
と
が
生
き
る

目
的
と
考
え
る
と
、
気
持
ち
が
楽
に
な
り
ま
し
た

（
四
十
三
歳
・
男
性
・
一
般
）」「
一
霊
四
魂
の
教
え
は
、

他
宗
教
の
教
え
よ
り
も
納
得
で
き
ま
し
た
（
五
十
五

歳
・
男
性
・
一
般
）」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
十
七
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・

出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
十
一
月

二
十
一
日
午
後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港

区
新
橋
の
航
空
会
館
に
お
い
て
、
森
良
秀
東
京
宣

教
セ
ン
タ
ー
次
長
を
講
師
に
「
人
は
何
の
た
め
に

生
き
る
の
か—

人
生
に
と
っ
て
大
切
な
も
の—

」

と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
三
十
一
人（
内
、

一
般
十
六
人
）。

講
座
で
は
、
現
代
社
会
の
問
題
点
に
触
れ
な
が

ら
、
人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
、
神
と
人
と
の
関
係
、

開
教
120
年
東
光
苑
秋
季
大
祭

開
教
百
二
十
年
東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝

祭
・
七
五
三
詣
り
は
十
一
月
十
一
日
、
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
文
営
大
本
楽
天
社
代

表
の
も
と
執
行
さ
れ
、
四
百
二
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
の
祭
務
部
長
、
少
年

少
女
祭
員
は
山
梨
主
会
の
小
池
翔
音
く
ん
と
東
京

主
会
の
土
方
清
美
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支

部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
中
嶋
浩
山
梨
主
会
長
、
添

釜
は
村
井
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
十
一
月
四
日
に
梅
松
苑
で
執

行
さ
れ
た
『
開
教
百
二
十
年
大
本
開
祖
大
祭
』
と
、

同
祭
典
後
に
道
院
台
湾
総
主
院
の
一
行
が
執
り

行
っ
た
檀フ

ー

チ訓
で
『
圓
充
達
化
』
の
お
示
し
が
東
京

本
部
に
ご
下
付
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
。「
圓
が

充
実
し
目
標
達
成
す
る
よ
う
、
信
徒
は
身
魂
を
磨

き
、
仲
よ
く
和
合
し
て
、
み
教
え
や
信
仰
の
喜
び

を
宣
べ
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
べ
た
。

続
い
て
斎
主
を
務
め
ら
れ
た
出
口
文
営
大
本
楽

天
社
代
表
が
あ
い
さ
つ
。
最
近
の
教
団
に
ま
つ
わ

る
話
題
を
紹
介
。
新
聞
や
一
般
誌
、
ま
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

等
で
大
本
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
ふ
れ
「
歴
代
教

主
・
教
主
補
さ
ま
の
姿
に
学
び
な
が
ら
、
自
分
に

で
き
る
立
替
え
立
直
し
の
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
強
調
さ
れ
た
。

最
後
に
藤
本
和
治
南
米
本
部
特
派
宣
伝
使
が
あ

い
さ
つ
。
開
教
百
二
十
年
を
慶
祝
し
、
南
米
本
部

の
信
徒
が
今
年
一
年
を
通
じ
て
四
十
六
人
が
聖
地

参
拝
し
た
こ
と
や
ブ
ラ
ジ
ル
宣
教
の
歴
史
な
ど
を

紹
介
し
た
。

平
成
25
年
１
月

１
日
（
火
）	

午
前
７
時
00
分

		

新
年
祭

１
日
（
火
）
〜
３
日
（
金
）

		

年
賀

６
日
（
日
）
〜
12
日
（
土
）

		

「
古
今
独
歩
」
出
口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門

の
作
品
展
〜
魂
の
煌
め
き
耀
盌
と
書
〜

		

会
場

北
と
ぴ
あ
（
北
区
王
子
１—

11—

１
）

13
日
（
日
）

		

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

		

講
題

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

—

人
類
の
予
言
と
警
告—

		

講
師

出
口
眞
人
（
大
道
場
講
師
）

	

19
日
（
土
）

		

聖
師
毎
年
祭
（
65
年
）

東
光
苑
主
催
祭
典
・
行
事
予
定

平
成
24
年
12
月

９
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

12
日
（
水
）	

		

作
品
展
チ
ラ
シ
・
招
待
券
街
頭
配
布
活
動

16
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

開
祖
聖
誕
祭
（
176
年
）

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

今
を
幸
せ
に
生
き
る

—

運
を
開
く
５
つ
の
鍵—

		
講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

		
会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
１—

18—

１
）

25
日
（
火
）	

午
前
10
時
30
分

		

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
21
年
）

26
日
（
水
）

		

作
品
展
チ
ラ
シ
・
招
待
券
街
頭
配
布
活
動


