
ソ
バ
は
苦
い
か
美
味
し
い
か

︱
日
中
間
に
お
け
る
ソ
バ
の
位
置
づ
け
の
差
異
と
そ
の
歴
史
的
背
景

中

林

広

一

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
ソ
バ
が
中
国
の
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
か
検
討
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
︵
1
︶

︒
そ
こ
で
の
議

論
は
ソ
バ
の
栽
培
や
利
用
法
︑
あ
る
い
は
社
会
的
・
経
済
的
階
層
と
の
相
関
性
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
を
踏

ま
え
た
上
で
中
国
に
お
け
る
ソ
バ
と
い
う
作
物
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
き
た
︒

そ
の
際
︑
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
日
本
の
食
文
化
に
お
け
る
ソ
バ
の
位
置
づ
け
と
の
間
に
あ
る
大
き
な
差
異
で
あ
る
︒
中
国
に
お
い

て
ソ
バ
は
歴
史
上
一
貫
し
て
イ
ネ
・
コ
ム
ギ
な
ど
の
穀
物
に
劣
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
︑
基
本
的
に
は
貧
困
層
や
山
地
の
住
民
の

間
で
利
用
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
そ
の
評
価
の
低
さ
は
社
会
に
お
け
る
関
心
の
低
さ
に
も
つ
な
が
り
︑
都
市
部
に
持
ち
込
ま
れ
た
と

し
て
も
︑
さ
し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う
な
食
材
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ソ
バ
を
用
い
た
食
品
が
都
市
部
の
市
場
に
お
い
て
売

買
さ
れ
る
事
例
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
数
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
が
︵
2
︶

︑
こ
う
し
た
状
況
は
日
本
に
お
け
る
利
用
の
あ
り
方
を
想
起

1



す
れ
ば
か
な
り
異
質
で
あ
る
と
言
い
う
る
︒

日
本
に
お
け
る
ソ
バ
の
利
用
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
硬
軟
取
り
混
ぜ
る
と
枚
挙
に
暇
が
無
く
︑
こ
こ
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
触
れ

る
だ
け
の
紙
幅
は
な
い
が
︵
3
︶

︑
江
戸
期
に
は
都
市
部
で
ソ
バ
の
利
用
が
盛
ん
に
な
り
︑
屋
台
を
始
め
と
し
た
様
々
な
営
業
ス
タ
イ
ル
の

も
と
で
ソ
バ
を
提
供
す
る
店
が
江
戸
中
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
た
こ
と
は
共
通
し
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
情
景
は

日
中
の
食
文
化
の
間
に
存
す
る
差
異
を
引
き
立
た
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
こ
う
し
た
差
異
に
私
た
ち
の
目
は
引
き
付
け
ら
れ
る
︒

わ
け
て
も
日
本
と
中
国
と
が
自
然
環
境
と
し
て
似
通
っ
て
い
る
点
︑
歴
史
的
に
長
い
期
間
交
流
を
重
ね
て
き
た
点
︑
そ
し
て
そ
れ
ら

に
起
因
す
る
文
化
的
な
共
通
項
の
多
さ
に
思
い
を
い
た
す
な
ら
ば
︑
こ
の
差
異
に
対
す
る
驚
き
は
一
層
強
ま
っ
て
く
る
︒

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
関
心
を
出
発
点
と
し
て
︑
ソ
バ
を
め
ぐ
る
日
中
の
差
異
に
い
か
な
る
要
素
が
働
き
か
け
て
い
た
の
か
追

究
し
て
い
き
た
い
︒
具
体
的
に
は
ソ
バ
に
対
し
て
人
々
の
抱
く
価
値
観
・
味
覚
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

以
下
︑
節
を
改
め
て
検
討
に
移
っ
て
い
こ
う
︒

一

中
国
に
お
け
る
ソ
バ
の
評
価

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
︑
中
国
に
お
い
て
ソ
バ
に
与
え
ら
れ
る
評
価
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒
ソ
バ
が
コ
メ
や
コ
ム
ギ
と
比
べ
て
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
背
景
と
し
て
は
様
々
な
要
素
が
考
え
ら
れ
︑

例
え
ば
単
位
面
積
当
た
り
の
収
量
の
違
い
や
栽
培
サ
イ
ク
ル
中
に
お
け
る
他
の
作
物
と
の
組
み
合
わ
せ
方
な
ど
農
法
に
ま
つ
わ
る
要

素
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒

2



た
だ
︑
そ
れ
は
中
国
に
限
定
さ
れ
た
現
象
に
対
す
る
説
明
と
し
て
は
成
立
し
え
て
も
︑
日
本
と
の
比
較
の
中
で
は
そ
こ
ま
で
説
得

力
は
持
ち
え
な
い
︒
特
に
華
中
は
同
じ
温
帯
に
属
し
︑
地
理
的
に
も
日
本
と
同
様
の
形
で
山
間
地
域
が
展
開
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
都
市
部
で
盛
ん
に
ソ
バ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
日
本
と
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
中
国
と
で
扱
わ
れ
方
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
と
の
比
較
の
中
で
ソ
バ
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
た
め
に
は
生
産
面
と
は
異
な
っ
た

角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
の
検
討
に
当
た
り
︑
ま
ず
は
中
国
の
人
々
が
ソ
バ
の
味
に
対
し
て
有
し
て
い
た
価
値
観
︑
特
に
美
味
し
い
／
不

味
い
と
い
っ
た
感
覚
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
︒
言
わ
ば
︑
消
費
の
面
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
︑
ま
た
整

理
・
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
日
中
間
に
評
価
の
差
異
が
発
生
す
る
背
景
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒

と
は
言
え
︑
中
国
に
お
い
て
心
性
や
感
覚
と
い
っ
た
人
々
の
内
面
に
属
す
る
事
柄
を
史
料
の
中
か
ら
探
り
当
て
て
来
る
の
は
極
め

て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
点
を
主
題
と
し
て
記
さ
れ
た
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
ら

れ
る
が
︑
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は
零
細
な
記
述
を
採
集
し
︑
そ
こ
か
ら
洞
察
を
試
み
る
こ
と
が
︑
民
衆
の
心
の
内
に
迫
る
唯
一

と
言
っ
て
も
よ
い
方
法
で
あ
ろ
う
︒

以
下
に
掲
げ
る
表
1
は
︑
こ
う
し
た
意
図
に
基
づ
き
︑
ソ
バ
の
味
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
記
述
を
地
方
志
か
ら
拾
い
集
め
︑
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
︒
個
々
の
事
例
は
い
ず
れ
も
簡
潔
な
記
述
に
と
ど
ま
り
︑
ま
た
類
似
の
表
現
も
多
い
︵
4
︶

︒
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ

と
は
少
な
い
が
︑
総
体
と
し
て
把
握
し
て
み
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
側
面
も
あ
る
︒
一
�
し
た
限
り
で
は
肯
定
的
な
評
価
と
否
定
的

な
評
価
の
混
在
し
た
情
報
の
羅
列
の
よ
う
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
表
を
通
覧
し
た
上
で
整
理
・
分
析
し
て

い
く
と
︑
特
徴
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ソバは苦いか美味しいか3



4
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一
点
目
は
評
価
の
質
で
あ
る
︒﹁
〇
﹂・﹁
×
﹂
で
示
さ
れ
た
記
述
は
︑﹁
佳
﹂・﹁
美
﹂・﹁
堪
食
﹂
あ
る
い
は
﹁
悪
﹂・﹁
劣
﹂・﹁
不
堪

食
用
﹂
と
い
っ
た
文
言
を
用
い
て
美
味
し
い
／
不
味
い
と
い
う
ソ
バ
の
味
に
対
す
る
評
価
を
下
す
も
の
で
あ
る
︒
一
方
で
コ
ム
ギ
と

の
比
較
の
中
で
ソ
バ
を
劣
る
も
の
と
判
断
す
る
評
価
も
何
例
か
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
△
﹂
で
示
し
た
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
︒
現
代
風

に
言
え
ば
絶
対
評
価
と
相
対
評
価
に
該
当
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒
こ
の
場
合
︑
相
対
評
価
と
し
て
低
く
評
価
さ
れ
て
い
て
も
︑
そ

れ
は
あ
く
ま
で
他
の
作
物
と
の
比
較
の
中
で
生
じ
る
感
覚
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
ソ
バ
を
不
味
い
も
の
と
し
て
見
な
し
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
︒
従
っ
て
︑
こ
こ
で
は
﹁
△
﹂
を
付
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
外
と
し
て
お
く
︒

二
点
目
は
ソ
バ
の
品
種
と
評
価
の
相
関
性
で
あ
る
︒
一
般
的
に
私
た
ち
は
ソ
バ
と
呼
び
表
す
こ
と
が
多
い
が
︑
実
際
に
は
食
用
と

さ
れ
る
ソ
バ
は
二
種
類
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
前
者
に
は
F
a
g
o
p
y
ru
m

es-

cu
len
tu
m

M
o
e
n
c
h
︑
後
者
に
は
F
a
g
o
p
y
ru
m

ta
ta
ricu
m
︵
L
.︶
G
a
e
rtn
の
学
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
︑
同
じ
ソ
バ
属
の
植
物
で
は
あ
る
が
分
類
学
的
に
は
別
種
で
あ
る
︒
私
た
ち
が
普
段
口
に
す
る
ソ
バ
の
大
半
は
フ
ツ
ウ
ソ
バ
で
あ

り
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
近
年
に
な
っ
て
健
康
維
持
に
効
果
の
あ
る
成
分
に
注
目
が
集
ま
り
︑
日
本
で
も
や
や
知
ら
れ
つ
つ
あ
る
品
種

で
あ
る
︒
両
者
は
茎
の
色
・
種
子
の
形
︑
あ
る
い
は
繁
殖
方
法
の
違
い
な
ど
で
区
別
さ
れ
る
が
︑
よ
り
特
徴
的
な
の
は
味
の
違
い
で

あ
る
︒
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
異
な
り
強
い
苦
味
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
食
品
と
し
て
加
工
す
る
際
に
手
を
加
え
な
い
こ
と

に
は
苦
味
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
︒
表
内
に
甜
蕎
麦
と
苦
蕎
麦
の
名
称
が
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
そ
の
史
料
内
に
お
い
て
は
フ

ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
こ
う
し
た
形
で
弁
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
考
え
て
よ
い
︒

そ
し
て
こ
の
違
い
が
味
の
評
価
と
の
間
で
明
確
な
相
関
性
を
形
作
る
︒
甜
蕎
麦
の
説
明
に
は
﹁
甘
﹂︵
ア
マ
シ
︑
も
し
く
は
ウ
マ

シ
︶
の
語
が
︑
苦
蕎
麦
に
は
﹁
苦
﹂︵
ニ
ガ
シ
︶
の
語
が
含
ま
れ
る
事
例
が
多
く
︑
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
肯
定
的
評
価
と
否
定

6



的
評
価
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
フ
ツ
ウ
ソ
バ
が
否
定
的
に
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
事
例
は
皆
無
に
等
し
い
︒

無
論
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
事
例
は
散
見
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
ら
は
条
件
つ
き
の
肯
定
で
あ
り
︑
例
え
ば

n
o
.56
の
ケ
ー
ス
は
﹁
磨す

り
漉

し
た
た

ら
し
め
︑
製つ

く

り
て
餻
と
為
せ
ば
︑
味
の
苦
き
は
而
し
て
甘
き
に
転
じ
﹂
と
餻
︵
穀
物
粉
の
生
地
を
加

熱
し
て
作
る
食
品
︶
を
作
る
際
に
﹁
漉
﹂
の
工
程
︵
5
︶

を
経
る
こ
と
で
﹁
苦
﹂
が
﹁
甘
﹂
に
転
じ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
な
さ
れ
た
評
価

で
あ
る
︵
6
︶

︒
ま
た
︑
n
o
.70

の
ケ
ー
ス
は
︑
当
地
が
雲
南
と
い
う
非
漢
族
が
多
く
居
住
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
反
映
さ
せ
た
評
価
と

考
え
ら
れ
る
︒
雲
南
で
は
現
在
で
も
彝
族
を
始
め
と
し
た
諸
民
族
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
利
用
し
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
地
域
的
な
特

殊
性
が
影
響
し
て
の
評
価
で
あ
り
︑
や
は
り
中
国
全
体
で
見
れ
ば
例
外
に
属
す
る
事
例
と
言
え
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
以
上
の
諸
点
か
ら
窺
え
る
の
は
︑
こ
れ
ら
の
事
例
の
中
に
フ
ツ
ウ
ソ
バ
を
不
味
い
も
の
と
し
て
記
す
も
の
が
一

つ
と
し
て
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
フ
ツ
ウ
ソ
バ
を
﹁
不
味
い
﹂
と
見
な
す
感
覚
が
中
国
の
人
々
の
間
で
は

共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
美
味
し
く
食
べ
ら
れ
る
食
材
・
食
品
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
江
戸
の
人
々
や
現
代

の
日
本
人
と
の
間
に
共
通
し
た
感
覚
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
品
種
の
欄
に
お
け
る
甜
蕎
麦
と
苦
蕎
麦
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
見
出
さ
れ
る
反
面
︑
よ
り
広
い
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
あ
る
蕎
麦
に
対
す
る
評
価
は
﹁
〇
﹂
と
﹁
×
﹂
が
入
り
混
じ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
三
点
目
の
特
徴
で
あ
り
︑

こ
の
不
規
則
性
が
表
1
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
と
言
え
る
が
︑
実
は
こ
れ
も
こ
の
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
対
す
る
評

価
を
踏
ま
え
た
上
で
捉
え
な
お
し
て
み
る
と
︑
整
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
︑
蕎
麦
の
中
で
も
﹁
〇
﹂
が
付
さ
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
︑
n
o
.2

や
n
o
.6

︑
あ
る
い
は
n
o
.66

の
よ
う
に

﹁
甘
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
蕎
麦
を
美
味
し
い
も
の
と
し
て
評
価
す
る
記
載
が
︑

ソバは苦いか美味しいか7



フ
ツ
ウ
ソ
バ
を
念
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
た
記
述
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
推
測
を
重
ね
る
な
ら
ば
︑
蕎
麦
を
不
味
い
も
の
と
見
な
す
﹁
×
﹂
の
事
例
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ

バ
を
食
し
た
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
先
に
確
認

し
た
﹁
フ
ツ
ウ
ソ
バ
＝
美
味
し
い
﹂
と
い
う
感
覚
の
存
在
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
一
層
説
得
力
が
高
ま
る
が
︑
こ
う
し
た
﹁
美
味
し

い
﹂
と
﹁
不
味
い
﹂
の
混
在
は
︑
あ
る
意
味
甜
蕎
麦
や
苦
蕎
麦
で
は
な
く
蕎
麦
と
い
っ
た
よ
り
一
般
的
な
名
称
を
用
い
た
分
類
な
ら

で
は
の
現
象
と
も
言
え
よ
う
︒

そ
も
そ
も
当
時
の
知
識
人
に
お
い
て
生
物
の
分
類
に
ま
つ
わ
る
知
識
は
等
し
い
形
で
共
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
無

論
︑
当
時
の
知
識
は
現
在
の
よ
う
な
分
類
学
に
よ
る
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
本
草
学
や
農
学
な
ど
の
著
作
に
載
せ

る
知
識
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
著
作
全
て
が
気
軽
に
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
知

識
人
の
間
に
は
非
対
称
的
な
知
の
あ
り
方
︑
す
な
わ
ち
一
人
一
人
が
有
す
る
知
識
の
内
容
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒

ソ
バ
の
記
載
に
引
き
つ
け
て
述
べ
る
な
ら
ば
︑
細
か
く
甜
蕎
麦
と
苦
蕎
麦
に
分
類
す
る
史
料
も
あ
れ
ば
︑
単
に
蕎
麦
と
の
み
記
し
︑

品
種
を
区
別
し
て
さ
ら
に
下
位
の
分
類
を
試
み
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
史
料
も
あ
る
の
は
︑
こ
う
し
た
知
の
非
対
称
性
が
あ
れ
ば
こ

そ
の
こ
と
と
言
え
よ
う
︒

記
録
に
は
残
ら
な
い
が
︑
民
間
レ
ベ
ル
︑
特
に
農
民
の
間
で
も
状
況
は
似
通
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
当
時
の
農
民
は
そ
こ
ま

で
識
字
率
は
高
く
な
く
︑
農
書
は
お
ろ
か
本
草
書
を
読
み
こ
な
せ
る
者
な
ど
皆
無
に
等
し
か
っ
た
と
言
え
る
︒
む
し
ろ
︑
経
験
知
こ

そ
農
の
現
場
に
お
い
て
は
重
視
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
︑
当
然
農
業
に
対
す
る
個
々
の
農
民
の
姿
勢
に
応
じ
て
こ
の
知
の
内
容
も
異

な
っ
て
い
た
︒
日
本
風
に
言
え
ば
篤
農
家
︑
す
な
わ
ち
熱
意
を
も
っ
て
農
業
に
取
り
組
む
農
民
で
あ
れ
ば
︑
ソ
バ
に
つ
い
て
も
フ
ツ

8



ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
違
い
を
観
察
に
よ
っ
て
見
分
け
る
知
識
を
身
に
着
け
︑
さ
ほ
ど
情
熱
を
傾
け
な
い
農
民
で
あ
れ
ば
︑
そ

の
違
い
な
ど
い
さ
さ
か
た
り
と
も
気
に
留
め
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︵
7
︶

︒

史
料
上
︑
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
違
い
に
言
及
が
な
さ
れ
る
の
は
決
し
て
古
い
こ
と
で
は
な
い
︒
管
見
の
限
り
最
も
古

い
記
録
は
一
五
九
六
年
︵
万
暦
二
四
︶
刊
の
﹃
本
草
綱
目
﹄
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
本
草
綱
目
﹄
は
明
の
李
時
珍
の
手
に
な
る
本

草
書
で
︑
そ
の
内
容
自
体
は
一
五
七
八
年
︵
万
暦
六
︶
の
時
点
で
完
成
し
て
い
た
と
言
う
か
ら
︑
一
六
世
紀
中
葉
の
段
階
で
は
ソ
バ

の
中
に
も
苦
味
の
強
い
種
子
を
つ
け
る
品
種
が
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
ソ
バ
自
体
は
前
漢
の
文
帝
・
景
帝
期

︵
B
・
C
・
二
世
紀
︶
の
墓
に
お
い
て
副
葬
品
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
利
用
自
体
は
か
な
り
古
く
ó
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
が
︵
8
︶

︑
こ
の
間
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
と
思
し
き
植
物
に
関
す
る
記
述
は
一
切
見
ら
れ
ず
︑
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ

タ
ン
ソ
バ
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
え
る
︵
9
︶

︒

ま
た
︑﹃
本
草
綱
目
﹄
以
降
︑
品
種
の
違
い
が
意
識
さ
れ
始
め
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
上
述
の
非
対
称
性
が
た
だ
ち
に
解
消
さ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
依
然
と
し
て
民
間
レ
ベ
ル
は
お
ろ
か
知
識
人
レ
ベ
ル
で
す
ら
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
存
在
に
気
付

く
こ
と
の
な
か
っ
た
者
は
数
多
く
存
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
甜
蕎
麦
や
苦
蕎
麦
で
は
な
く
蕎
麦
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
名
称
を
用
い
た

分
類
の
採
用
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
分
類
に
ま
つ
わ
る
話
題
に
つ
い
て
な
ぜ
く
ど
く
ど
し
く
述
べ
て
き
た
か
と
言
え
ば
︑
か
つ
て
の
中
国
に
お
い
て
は

フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
緒
く
た
に
蕎
麦
と
見
な
し
て
い
た
人
々
が
社
会
の
大
半
を
占
め
て
い
た
と

い
う
状
況
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
状
況
は
︑
当
時
の
人
々
が
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ

タ
ン
ソ
バ
を
弁
別
し
て
利
用
し
な
い
が
た
め
に
︑
ソ
バ
を
食
す
る
た
び
に
問
題
な
く
食
べ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
苦
味
に
顔
を
し
か
め
る

ソバは苦いか美味しいか9



ケ
ー
ス
と
が
混
在
す
る
状
況
へ
と
人
々
を
導
く
︒
感
覚
と
し
て
は
私
た
ち
が
シ
シ
ト
ウ
︵
シ
シ
ト
ウ
ガ
ラ
シ
︶
を
食
べ
る
際
に
辛
味

の
有
無
を
気
に
し
な
が
ら
お
っ
か
な
び
っ
く
り
口
に
す
る
状
況
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

以
上
の
議
論
は
決
し
て
実
証
的
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
名
が
書
物
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
一
六
世
紀
以
降
に

お
い
て
も
品
種
へ
の
認
識
は
徹
底
さ
れ
ず
︑
む
し
ろ
未
分
化
の
状
況
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
事
情
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の
時
期
を

通
じ
て
苦
味
に
対
す
る
経
験
が
ソ
バ
の
評
価
を
低
く
貶
め
る
要
素
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
言
う
な
れ
ば
︑
フ
ツ

ウ
ソ
バ
の
中
に
あ
た
か
も
同
種
の
よ
う
な
顔
を
し
て
入
り
混
じ
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
こ
そ
が
︑
中
国
に
お
い
て
ソ
バ
の
評
価
を
決
定
づ

け
る
鍵
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
日
本
に
お
い
て
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
に
あ
っ
た
の
か
︒
次
節
に
お
い
て
は
こ
の
点
に
つ
い

て
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

二

日
本
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ

さ
て
︑
以
下
日
本
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
歴
史
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
︑
ま
ず
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
栽

培
・
利
用
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
文
章
の
引
用
か
ら
始
め
た
い
︒

﹁
ど
︑
し
ち
ェ
ん
︒
こ
︑
し
ち
ェ
ん
﹂﹁
ソ
バ
を
︑
つ
く
ら
に
ャ
あ
︑
な
ら
ン
と
︑
な
ら
ァ
﹂﹁
長
友
先
生
の
も
ッ
ち
ョ
り
ャ

る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
わ
け
チ
︑
も
ろ
チ
﹂﹁
は
ョ
﹂﹁
つ
く
ら
ね
ャ
︑
い
か
ン
わ
ィ
﹂

と
い
う
わ
け
で
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
附
属
農
場
で
本
格
的
に
栽
培
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
年
は
順
調
な
天
候
で
︑
普
通
ソ

10



バ
も
か
な
り
の
豊
作
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
よ
り
数
倍
の
︑
十
何
俵
と
い
う
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
収
穫
が
あ
っ
た
︒

農
場
で
は
︑
大
Ä
日

お

お

み

そ

か

の
と
き
に
︑
そ
の
年
に
実
っ
た
ソ
バ
を
使
っ
て
﹁
年
忘
れ
の
そ
ば
﹂
を
食
う
し﹅

き﹅

た﹅

り﹅

に
な
っ
て
い
た
︒

そ
こ
で
︑﹁
こ
と
し
ャ
﹂﹁
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
︑
ぎ
ョ
う
さ
ン
︑
で
け
タ
か
リ
﹂﹁
こ
り
ュ
︑
ひ
と
ッ
﹂﹁
く
ち
ェ
︑
み
ろ
じ
ャ
︑

ね
カ
﹂

と
い
う
わ
け
で
思
い
切
り
大
量
の
﹁
そ
ば
切
り
﹂
が
作
ら
れ
た
︒
後
に
な
っ
て
聞
い
た
の
だ
が
︑
そ
ば
に
は
﹁
ダ
シ
汁
﹂
が

一
番
と
あ
っ
て
︑
ブ
ロ
イ
ラ
ー
用
の
ニ
ワ
ト
リ
数
羽
が
つ
ぶ
さ
れ
︑
薬
味
も
タ
ッ
プ
リ
用
意
さ
れ
︑
万
端
の
準
備
が
完
了
し
て

い
た

︱
︒

と
こ
ろ
が
︑
楽
し
い
筈
の
年
越
し
の
ソ
バ
の
会
食
が
︑
ま
る
で
通
夜
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
う
︑
へ
ぇ
ツ
！
﹂

﹁
こ
ら
ァ
ー
︑
に
げ
ッ
せ
ェ
！

た
ま
ら
ン
ど
﹂

﹁
ま
こ
ッ
！

に
げ
も
ン
じ
ャ
﹂

﹁
な
ン
ぶ
︑
ニ
ワ
ト
リ
の
し
ュ
る
で
ェ
む
﹂

﹁
こ
ら
ァ
︑
の
ど
を
と
お
ら
ン
わ
ィ
！
﹂

と
︑
異
口
同
音
に
仰
天
し
な
が
ら
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
苦
さ
を
︑
文
字
通
り
全
員
が
味
わ
っ
た
︒
一
時
は
騒
然
と
な
っ
た
が
︑

つ
ぎ
の
瞬
間
︑
失
望
と
落
胆
で
一
同
情
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

そ
し
て
︑
容
器
の
ド
ン
ブ
リ
に
は
黄
色
の
灰
汁
の
よ
う
な
も
の
が
つ
い
て
い
て
︑
洗
っ
て
も
簡
単
に
は
消
え
な
か
っ
た
︒
私

は
こ
の
席
に
客
と
し
て
招
か
れ
た
も
の
の
︑
実
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
試
作
の
張
本
人
な
の
で
︑
農
夫
た
ち
を
な
ぐ
さ
め
る
言
葉
も

ソバは苦いか美味しいか11



咄
嗟

と

っ

さ

に
は
出
て
こ
な
か
っ
た
︵
10
︶

︒

文
中
の
長
友
先
生
と
は
著
者
の
長
友
大
氏
︒
本
文
が
公
刊
さ
れ
た
時
点
で
は
宮
崎
大
学
農
学
部
教
授
で
あ
り
︑
ま
た
舞
台
と
な
る
農

場
も
宮
崎
大
学
農
学
部
の
附
属
農
場
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
事
件
﹂
が
生
じ
た
明
確
な
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
前
後
の
内
容
か
ら

推
測
す
る
に
一
九
六
〇
年
代
後
半
頃
の
こ
と
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
文
章
は
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
失
敗
談
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
本
節
の
関
心
に
基
づ
い
て
眺
め
て

み
る
と
異
な
っ
た
捉
え
方
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
口
に
し
た
際
の
農
民
の
反
応
は
︑
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
を
食
べ
た
経
験
が
無
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
日
本
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
定
着
・
普
及
を
考
え
る
際
の
重

要
な
史
料
と
も
見
な
し
う
る
︒

と
り
わ
け
︑
農
民
が
め
い
め
い
方
言
で
や
り
と
り
す
る
様
は
実
に
生
き
生
き
と
し
て
い
て
現
場
の
様
子
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
だ

け
で
な
く
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
苦
味
に
対
す
る
率
直
な
感
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
農
民
の
反
応
を
目
に

し
た
時
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
果
た
し
て
日
本
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
︒

そ
し
て
︑
そ
う
し
た
疑
問
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
各
種
史
資
料
に
当
た
っ
て
み
る
と
︑
実
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
明
確
に
姿
を
現
す
の
は
か

な
り
後
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
点
に
気
付
か
さ
れ
る
︒
以
下
︑
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
︒

日
本
の
歴
史
上
︑
ソ
バ
に
初
め
て
言
及
が
な
さ
れ
る
記
録
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
六
年
七
月
戊
子
条
に
見
え
る
も
の
が
そ
れ
で

あ
る
︵
11
︶

︒
そ
し
て
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
ソ
バ
の
利
用
に
つ
い
て
触
れ
る
史
料
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
れ
ら
の
中
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
特

徴
を
示
す
記
述
︑
例
え
ば
茎
の
色
や
種
子
の
形
︑
苦
味
を
持
つ
味
な
ど
を
採
り
上
げ
る
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
︒
な
お
︑
江
戸
期
の

12



史
料
に
は
﹁
苦
蕎
麦
﹂
な
る
植
物
が
登
場
す
る
が
︑
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
説
明
す
る
に
は
少
々
事
情
が
込
み
入
っ
て
い
る
た

め
︑
詳
細
は
次
節
に
譲
り
︑
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
に
す
る
︒

そ
れ
で
は
︑
明
治
期
以
降
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
利
用
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
も
ま
た
疑
問
で
あ
る
︒
例
え

ば
︑
市
村
)
氏
は
一
八
九
四
年
︵
明
治
二
七
︶
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
つ
い
て
﹁
此
種
類
ハ
支
那
及
ビ
日
本

ニ
生
ゼ
ズ
﹂︵
二
五
〇
ペ
ー
ジ
︶
と
言
及
し
て
い
る
︵
12
︶

︒
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
中
国
で
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
︑

こ
の
記
述
は
事
実
誤
認
で
あ
る
が
︑
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
市
村
氏
自
身
に
よ
る
誤
認
で
は
な
く
当
該
箇
所
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
ス
イ
ス
の
植
物
学
者
ド
ゥ
・
カ
ン
ド
ル
の
著
作
に
お
い
て
な
さ
れ
た
誤
認
で
あ
る
︵
13
︶

︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は
記
述
内
容
の
是

非
は
さ
て
お
き
︑
市
村
氏
が
海
外
の
研
究
成
果
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
を
重
視
し
た
い
︒
と
り
わ
け
フ
ツ
ウ
ソ
バ
に
対

し
て
は
﹁
此
種
ハ
我
邦
ニ
多
ク
栽
培
セ
ラ
レ
﹂︵
二
四
九
ペ
ー
ジ
︶
と
実
見
に
基
づ
い
た
記
述
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
致

す
な
ら
ば
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
対
す
る
不
確
か
な
記
述
は
一
層
際
立
つ
と
言
え
︑
当
時
は
研
究
者
に
す
ら
明
確
な
情
報
が
把
握
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
植
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

こ
の
状
況
は
時
代
を
下
っ
て
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
日
本
植
物
図
鑑
﹄︵
一
九
二
五
︶
や
﹃
牧
野
日
本
植
物

図
鑑
﹄︵
一
九
四
〇
︶
な
ど
牧
野
富
太
郎
氏
の
手
に
な
る
植
物
図
鑑
を
紐
解
い
て
み
て
も
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
﹄
に
お
い
て
は
フ
ツ
ウ
ソ
バ
や
シ
ャ
ク
チ
リ
ソ
バ
︵
F
a
g
o
p
y
ru
m

d
ib
o
try
s︶
と
い
っ
た
近
縁
種
が
立
項
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
当
時
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
日
本
で
は
極
度
に
マ
イ
ナ
ー
な
植
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︵
14
︶

︒

実
は
牧
野
氏
は
一
九
二
九
年
︵
昭
和
四
︶
に
上
州
戸
倉
︵
現
群
馬
県
利
根
郡
片
品
村
︶
に
て
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
発
見
し
た
と
の
報

告
を
行
っ
て
い
る
が
︵
15
︶

︑
こ
の
報
告
内
容
は
む
し
ろ
上
記
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
言
う
の
は
︑
こ
の
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ

ソバは苦いか美味しいか13



は
路
傍
に
一
株
の
み
育
ち
︑﹁
其
附
近
ヲ
見
廻
シ
テ
見
タ
ガ
他
デ
ハ
一
向
ニ
見
付
カ
ラ
﹂
ず
︑﹁
ド
ウ
シ
テ
此
レ
ガ
此
処
ニ
生
エ
テ
ヰ

タ
カ
分
ラ
ズ
其
土
地
ノ
人
ニ
聴
テ
見
テ
モ
一
向
何
ノ
手
懸
リ
モ
ナ
﹂
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
ダ
ッ
タ
ン

ソ
バ
は
現
地
の
農
民
に
と
っ
て
は
栽
培
は
お
ろ
か
存
在
す
ら
認
知
さ
れ
て
い
な
い
存
在
に
過
ぎ
な
い
し
︑
ま
た
そ
の
生
育
に
つ
い
て

も
牧
野
氏
が
﹁
何
カ
ノ
農
作
物
ノ
種
子
ニ
雑
ッ
テ
偶
然
此
処
ニ
生
エ
タ
﹂
と
推
測
し
︑﹁
5
ニ
角
稀
有
ノ
事
﹂
と
判
断
さ
れ
る
よ
う

な
状
況
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
︒
何
よ
り
︑
牧
野
氏
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
実
見
し
つ
つ
も
﹃
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
﹄
に
項
目
を
設
け

な
か
っ
た
事
実
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
希
少
性
を
強
く
物
語
っ
て
い
る
︒

一
方
で
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
一
般
的
な
植
物
図
鑑
に
そ
の
名
を
載
せ
ず
︑
帰
化
植
物
に
ま
つ
わ
る
書
籍
・
図
鑑
等
で
採
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
示
唆
的
で
あ
る
︒
長
田
武
正
氏
に
よ
れ
ば
帰
化
植
物
と
は
﹁
自
然
の
営
力
に
よ
ら
ず
人
為
的
営
力
に
よ
っ
て
︑

意
識
的
ま
た
は
無
意
識
的
に
移
入
さ
れ
た
外
来
植
物
が
野
生
の
状
態
で
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
︵
16
︶

﹂
を
指
し
︑
加
え
て
近
代
以
降
に
侵
入

し
た
植
物
は
新
帰
化
植
物
と
し
て
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
名
称
の
是
非
い
か
ん
は
さ
て
お
き
︑
一
般
に
帰
化
植
物
・
外
来
植

物
と
い
う
言
葉
は
新
帰
化
植
物
の
定
義
を
念
頭
に
置
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ
う
し
た
帰
化
植
物
の
名
を
冠
し
た
書
籍
・

図
鑑
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
近
年
に
な
っ
て
日
本
で
増
え
つ
つ
あ
る
植
物
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
︒

た
だ
し
︑
日
本
へ
の
具
体
的
な
移
入
時
期
に
つ
い
て
は
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
研
究
の
た
め
海
外
か
ら
種
子
を
取
り
寄

せ
て
栽
培
す
る
事
例
︵
17
︶

や
﹁
戦
後
︑
北
海
道
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
の
酪
農
家
が
サ
ハ
リ
ン
︵
旧
樺
太
︶
か
ら
持
ち
込
ん
だ
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
で

草
地
開
発
を
行
っ
た
﹂
事
例
︵
18
︶

な
ど
移
入
の
経
緯
が
判
明
し
て
い
る
事
例
は
稀
で
あ
り
︑
む
し
ろ
記
録
に
残
ら
な
い
形
で
持
ち
込
ま
れ

る
事
例
も
数
多
く
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

14



と
は
言
え
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
様
々
な
ル
ー
ト
で
日
本
に
移
入
す
る
も
︑
そ
の
ま
ま
日
本
の
自
然
環
境
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒
長
田
氏
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
つ
い
て
﹁
日
本
に
は
ま
れ
に
帰
化
︵
19
︶

﹂
と
記
し
︑
ま
た
﹁
畑
周
辺

の
路
傍
な
ど
に
野
生
化
す
る
が
︑
定
着
し
な
い
︵
20
︶

﹂
と
説
明
す
る
文
献
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
同
じ
帰
化
植
物
で
も
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ

ソ
ウ
の
よ
う
に
瞬
く
間
に
そ
の
数
を
増
や
し
て
既
存
の
生
態
系
に
割
り
込
ん
で
い
き
︑
社
会
問
題
に
な
る
よ
う
な
繁
殖
力
を
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
は
有
し
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
が
故
に
幾
度
に
わ
た
り
移
入
す
る
機
会
を
持
ち
つ
つ
も
植
物
学
者
た
ち
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
︑
日
本
の
歴
史
上
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
不
在
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
以
前
に
は
ダ
ッ

タ
ン
ソ
バ
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
記
録
は
な
く
︑
種
子
が
持
ち
込
ま
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
栽
培
や
野
生
化
を
通
じ
て
定
着

す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
仮
に
定
着
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
に
と
ど
ま
り
︑
日
本
の
農
業
・
食

文
化
を
考
え
る
上
で
は
影
響
力
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒

三

江
戸
期
に
お
け
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂

以
上
︑
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
日
本
に
お
い
て
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
生
育
を
確
認
で
き
る
事
例
が
一
九
世
紀
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
は
な
く
︑
従
っ
て
人
々
の
間
で
こ
れ
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
こ
の
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
有
無
が
日
本
と
中
国
の
間
に
あ

る
大
き
な
差
異
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
が
ソ
バ
の
味
に
対
す
る
印
象
︵
美
味
し
い
／
不
味
い
︶
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

ソバは苦いか美味しいか15



と
こ
ろ
で
︑
日
本
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
も
う
一
つ
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
︒

そ
れ
は
江
戸
期
の
文
献
に
散
見
さ
れ
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
の
存
在
で
あ
る
︒﹁
苦
蕎
麦
﹂
に
つ
い
て
は
︑
寺
島
良
安
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄

︵
一
七
一
二
年
︵
正
徳
二
︶
刊
︶
や
小
野
蘭
山
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄︵
一
八
〇
三
年
︵
享
和
三
︶
刊
︶
に
項
目
が
立
て
ら
れ
︑
ま
た
高

野
長
英
の
手
に
な
る
﹃
二
物
考
﹄︵
一
八
三
六
年
︵
天
保
七
︶
刊
︶
に
も
﹁
苦
蕎
麦
﹂
の
文
言
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
こ
の

﹁
苦
蕎
麦
﹂
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
︑
例
え
ば
上
記
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
﹁
日
本
で
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
が
初
め
て
文
献
に
登
場
す
る
﹂
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
︵
21
︶

︑
ま
た
俣
野
敏
子
氏
も
明
確
に
は
そ
の
関
係
性
に
言
及
し
な
い
も
の

の
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
紹
介
す
る
文
脈
の
中
で
﹃
二
物
考
﹄
の
﹁
苦
蕎
麦
﹂
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︵
22
︶

︒

こ
れ
ら
の
論
者
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
江
戸
期
の
文
献
に
登
場
す
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
比
定
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
︑

日
本
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
利
用
は
一
八
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
︑
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
す
る
前
節
で
の
検

討
結
果
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
江
戸
期
に
お
け
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
が
ど
の
よ
う
な
植
物
だ
っ
た
の
か
確
認
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

さ
て
︑
こ
の
作
業
に
当
た
っ
て
ま
ず
は
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
内
容
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
︒
差
し
当
た
っ
て
本
書

巻
一
〇
三
穀
類
︑
苦
蕎
麦
に
見
え
る
記
述
を
示
し
て
お
く
︒

﹃
本
草
綱
目
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒
苦
蕎
麦
は
南
方
に
産
す
る
も
の
で
あ
る
︒
春
の
社
日
の
前
後
に
播
種
を
行
う
︒
茎
は

青
く
︑
枝
や
葉
は
多
い
︒
蕎
麦
︵
の
葉
︶
に
似
て
と
が
り
︑
花
を
咲
か
せ
る
︒
そ
の
花
は
緑
色
を
帯
び
て
い
る
︒
そ
の
実
も
ま

た
蕎
麦
に
似
て
お
り
︑
や
や
と
が
っ
て
は
い
る
が
︑︵
蕎
麦
の
よ
う
に
︶
角
を
作
る
ほ
ど
に
は
と
が
っ
て
い
な
い
︒
そ
の
味
は

16



甘
・
苦
で
あ
り
︑︵
そ
の
性
質
は
︶
温
で
あ
る
︒
小
毒
が
あ
る
︒
農
家
で
は
う
す
で
ひ
き
︑
つ
い
て
粉
末
に
し
︑
蒸
し
て
ゆ
げ

に
よ
っ
て
黄
汁
を
滴
り
落
と
し
て
取
り
除
く
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
餻
³
を
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
色

は
ブ
タ
の
肝
の
よ
う
で
あ
る
︒
穀
類
の
中
で
も
下
等
の
も
の
で
あ
る
︒
飢
饉
が
起
き
た
年
に
飢
え
を
し
の
ぐ
た
め
だ
け
に
用
い

ら
れ
る
︵
23
︶

︒

こ
れ
ら
の
特
徴
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
そ
れ
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
先
述
の
通
り
本
書
の
記
述
を
日
本
の
文
献
に
お
け
る
初

出
と
位
置
付
け
る
見
解
が
な
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
︑
こ
の
﹁
苦
蕎
麦
﹂
が
当
時
の
日
本
に
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
少
し
留
保
が
必
要
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑

冒
頭
に
言
及
が
あ
る
通
り
︑
こ
の
記
述
は
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
記
載
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
24
︶

︒
上
述
の
よ
う
に
﹃
本
草
綱
目
﹄

は
明
の
李
時
珍
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
本
草
書
で
あ
り
︑
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
一
六
世
紀
末
の
中
国
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
存

在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
︑
一
八
世
紀
前
半
の
日
本
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
に
は
慎
重
を
期
さ
ね

ば
な
ら
な
い
︒

む
し
ろ
︑
そ
う
し
た
関
心
か
ら
本
書
に
目
を
通
す
の
で
あ
れ
ば
︑
注
目
す
べ
き
は
寺
島
良
安
の
手
に
な
る
按
語
で
あ
ろ
う
︒
上
記

﹃
本
草
綱
目
﹄
の
引
用
に
続
い
て
寺
島
は
以
下
の
よ
う
な
按
語
を
加
え
る
︒

思
う
に
︑
苦
蕎
麦
は
現
在
栽
培
す
る
者
は
い
な
い
︒
こ
れ
は
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
田
蕎
麦
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︵
25
︶

︒

ソバは苦いか美味しいか17



こ
こ
で
は
当
時
の
日
本
に
お
い
て
﹁
苦
蕎
麦
﹂
が
栽
培
作
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
と
共
に
︑
こ
れ
を
田
蕎
麦
に
比
定

す
る
寺
島
の
見
解
が
示
さ
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
田
蕎
麦
と
は
何
か
︒
按
語
に
続
い
て
田
蕎
麦
に
関
す
る
言
及
が
続
く
が
︑
そ
こ
で
は
茎
や
種
が
ソ
バ
に
似
て
い
る
こ

と
︑
湿
地
に
生
育
す
る
植
物
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
る
︵
26
︶

︒
形
態
が
類
似
し
つ
つ
も
細
部
に
お
い
て
異
な
り
︑
ま
た
生
育
環
境
と
し

て
湿
地
を
好
む
と
い
っ
た
特
徴
を
勘
案
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
現
在
の
植
物
分
類
で
言
う
と
こ
ろ
の
ミ
ゾ
ソ
バ
で
あ
り
︵
27
︶

︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
︒

こ
れ
ら
の
諸
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
記
載
に
登
場
す
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
は
中
国
の
文
献
の
引
き
写
し
に
過

ぎ
ず
︑
加
え
て
別
の
作
物
と
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
は
日
本
の
文
献
に
お
け
る
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
の
初
出
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
︑
江
戸
期
に
こ
の
植
物
が
日
本
に
お
い
て
生
育
し
て
い
た
こ
と
の
証
明
と
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な

い
︒と

こ
ろ
で
︑
李
時
珍
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
た
﹁
苦
蕎
麦
﹂
の
語
を
寺
島
良
安
が
ミ
ゾ
ソ
バ
と
し
て
理
解
し

た
こ
と
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
︒
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
次
に
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
の
記
載
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
は
﹁
苦

蕎
麦
﹂
の
項
の
記
載
を
掲
げ
る
︒

路
傍
溝
中
ニ
多
シ
春
子
生
ス
長
乄
数
寸
或
ハ
一
二
尺
ニ
至
ル
茎
弱
乄
藤
蔓
ノ
如
シ
葉
互
生
ス
蕎
麦
葉
ニ
似
テ
長
ク
上
ニ
一
尖
ア

リ
下
ニ
両
尖
ア
リ
テ
牛
面
ノ
形
ノ
如
シ
葉
ノ
中
央
ニ
黒
ク
八
ノ
字
ノ
形
ア
ル
者
ア
リ
故
ニ
八
文
字
草
ノ
方
言
ア
リ
夏
月
茎
上
ニ

花
ア
リ
扛
板
帰
花
ノ
如
ク
白
色
又
紅
色
ノ
者
ア
リ
後
実
ヲ
結
ブ
小
ニ
乄
三
稜
ア
リ
蓼
子
ニ
似
タ
リ
霜
後
苗
根
共
ニ
枯
ル
子
落
テ
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地
ニ
ア
リ
春
ニ
至
テ
生
ス
︵
28
︶

一
見
し
て
明
ら
か
な
の
は
︑
こ
の
記
述
が
﹃
本
草
綱
目
﹄
や
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
内
容
と
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
重
複
し
な

い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
単
に
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
が
既
存
の
本
草
書
の
内
容
を
忠
実
に
引
き
写
し
つ
つ
注
を
加
え
て
い
く
よ
う
な

伝
統
的
な
本
草
学
の
ス
タ
イ
ル
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
苦
蕎
麦
﹂
に
ま
つ
わ
る
説
明
が

ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
で
は
な
く
ミ
ゾ
ソ
バ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
へ
と
変
じ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
︒

記
述
の
一
つ
一
つ
を
検
討
し
て
い
く
煩
は
こ
こ
で
は
避
け
る
が
︑
葉
の
形
を
﹁
牛
面
﹂
と
形
容
し
︑
葉
の
表
面
に
浮
き
出
た
八
の

字
状
の
黒
斑
に
言
い
及
ぶ
点
だ
け
で
も
︑
ミ
ゾ
ソ
バ
の
特
徴
を
明
確
に
指
摘
し
た
記
述
で
あ
る
こ
と
は
自
ず
と
知
り
う
る
︒
加
え
て

﹁
苦
蕎
麦
﹂
の
和
名
と
し
て
﹁
ミ
ゾ
ソ
バ
﹂・﹁
タ
ソ
バ
﹂
の
名
称
も
与
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
小
野
蘭
山
の
中
で
苦
蕎
麦
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
植
物
が
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
︒

こ
の
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
に
お
け
る
記
述
の
態
度
は
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
と
の
比
較
の
中
で
考
え
て
み
る
と
興
味
深
い
も
の
が

あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
段
階
で
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
特
徴
を
反
映
さ
せ
た
記
述
が
残
さ
れ
て
い
た
︒
無
論
︑
そ

れ
は
正
確
な
植
物
同
定
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
苦
蕎
麦
＝
ミ
ゾ
ソ
バ
﹂
と
い
う
誤
っ
た
認
識
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
︑﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
の
記
述
に
お
い
て
は
﹁
苦
蕎
麦
﹂
を
ミ
ゾ
ソ
バ
と
捉
え
る
認
識
は
自
明
の
も
の
へ
と
変
じ
て
お
り
︑
ダ
ッ

タ
ン
ソ
バ
の
特
徴
を
示
す
記
載
は
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
︒

こ
れ
は
︑﹁
苦
蕎
麦
＝
ミ
ゾ
ソ
バ
﹂
と
い
う
誤
解
が
︑
か
え
っ
て
正
し
い
認
識
と
し
て
定
着
し
︑
江
戸
期
の
民
衆
の
間
で
共
有
さ

れ
て
い
く
過
程
と
見
て
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
高
野
長
英
の
﹃
二
物
考
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
は
﹁
按
ス
ル
ニ
本
邦
在
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ル
処
ノ
苦
蕎
麦
ノ
類
ナ
リ
︵
29
︶

﹂
と
簡
潔
に
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
︑
そ
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
︵
30
︶

︑

博
識
で
聞
こ
え
る
高
野
長
英
が
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
等
の
書
物
を
目
に
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︵
31
︶

︒

と
も
あ
れ
︑
こ
う
し
た
認
識
は
一
定
の
市
民
権
を
得
つ
つ
明
治
期
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
差
し
当
た
り
二
点
ほ
ど
事
例
を
挙
げ

て
お
く
と
︑
一
八
七
七
年
︵
明
治
一
〇
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
小
石
川
植
物
園
草
木
目
録
︵
32
︶

﹄︑
そ
し
て
一
九
一
六
年
︵
大
正
五
︶
刊
行

の
﹃
民
間
薬
用
植
物
誌
︵
33
︶

﹄
に
お
い
て
記
さ
れ
る
﹁
苦
蕎
麦
﹂
に
は
学
名
と
し
て
﹁
P
o
ly
g
o
n
u
m
th
u
n
b
erg
ii
S
.e
t
Z
.﹂
が
充
て
ら
れ

て
お
り
︑﹁
苦
蕎
麦
﹂
は
ミ
ゾ
ソ
バ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

﹃
小
石
川
植
物
園
草
木
目
録
﹄
の
編
者
は
伊
藤
圭
介
︒
伊
藤
は
著
名
な
本
草
学
者
で
あ
り
︑
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
本
草
学
・

植
物
学
の
泰
斗
と
称
す
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
︒
当
時
東
京
大
学
理
学
部
に
お
い
て
員
外
教
授
の
職
に
あ
っ
た
伊
藤
が
小
石
川
植
物
園

に
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
植
物
に
つ
い
て
植
物
学
的
に
分
類
を
行
い
︑
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
︵
34
︶

︒

ま
た
︑﹃
民
間
薬
用
植
物
誌
﹄
の
編
者
は
梅
村
甚
太
郎
︒
梅
村
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
本
草
学
者
︒
各
地
の
旧
制

中
学
や
師
範
学
校
で
教
員
を
務
め
つ
つ
動
植
物
の
採
集
・
鑑
定
に
取
り
組
む
在
野
の
学
者
で
︑﹁
最
後
の
本
草
学
者
の
一
人
﹂
と
称

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
︵
35
︶

︒
こ
れ
ら
本
草
学
・
植
物
学
の
素
養
を
十
二
分
に
備
え
た
人
物
が
﹁
苦
蕎
麦
﹂
を
ミ
ゾ
ソ
バ
と
し
て
認
識
し
て

い
た
事
実
は
当
時
の
植
物
認
識
を
考
え
る
上
で
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹁
苦
蕎
麦
＝
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
﹂
と
い
う
本

来
の
関
係
は
江
戸
期
に
お
い
て
本
草
学
者
の
間
で
は
一
般
的
で
は
な
く
︑
そ
う
し
た
状
況
が
明
治
期
以
降
も
継
受
さ
れ
て
い
っ
た
事

実
が
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
は
本
節
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
な
江
戸
期
の
文
献
に
登
場
す
る
﹁
苦
蕎

麦
﹂
に
対
し
て
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
を
指
し
示
す
語
と
捉
え
る
理
解
の
不
成
立
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒

20



お
わ
り
に

や
や
話
題
は
不
規
則
に
飛
び
交
い
議
論
が
錯
綜
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
最
後
に
本
稿
で
検
討
し
た
こ
と
を
整
理
し
な
お
し
て
お
こ
う
︒

ま
ず
︑
日
本
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
生
育
・
栽
培
の
始
ま
り
は
ご
く
近
年
に
お
け
る
こ
と
で
あ
る
︒
無
論
︑
古
い
時
代
か
ら

日
本
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
が
︑
結
果
と
し
て
そ
れ
は
日
本
の
自
然
環
境
の
中
で
定
着
す
る
ま
で
に
は
至

ら
な
か
っ
た
︒
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
人
々
の
間
で
一
定
の
認
知
を
得
︑
ま
た
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
二
〇
世
紀
後
半
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
︒

一
方
で
︑
江
戸
期
の
文
献
に
お
い
て
は
﹁
苦
蕎
麦
﹂
と
い
う
植
物
の
名
称
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
ダ
ッ

タ
ン
ソ
バ
で
は
な
く
ミ
ゾ
ソ
バ
を
指
す
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
︑
当
時
日
本
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ

バ
が
存
在
し
な
い
︑
も
し
く
は
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
︑
当
時
の
学
者
の
間
で
は
類
似
し
た
植
物
で
あ
る
ミ
ゾ
ソ

バ
を
意
味
す
る
名
称
と
し
て
誤
解
さ
れ
︑
そ
の
誤
解
が
長
く
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

仮
に
以
上
の
検
討
結
果
に
誤
り
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
一
九
世
紀
以
前
の
状
況
と
し
て
中
国
で
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
生
育
・
繁

殖
し
︑
日
本
で
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
自
体
が
存
在
し
な
い
／
知
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
︑
と
い
う
対
照
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
差
異
が
日
中
両
国
の
食
文
化
に
お
け
る
ソ
バ
の
位
置
づ
け
へ
と
関
わ
っ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
中
国
に
お
い
て
は

先
述
し
た
よ
う
に
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
違
い
が
民
衆
レ
ベ
ル
で
知
れ
渡
っ
て
お
ら
ず
︑
ソ
バ
は
問
題
な
く
食
べ
ら
れ
る

ソバは苦いか美味しいか21



こ
と
も
あ
れ
ば
︑
苦
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
当
た
り
は
ず
れ
の
大
き
い
食
材
と
い
う
認
識
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
︒

味
覚
が
自
身
を
と
り
ま
く
文
化
︑
自
身
の
育
っ
た
地
域
・
家
庭
の
持
つ
価
値
観
に
影
響
さ
れ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
側
面
の
強
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
︵
36
︶

︑
こ
の
こ
と
が
持
つ
意
味
は
大
き
い
︒
と
言
う
の
も
︑
過
去
の
あ
る
時
点
︑
し
か
も
フ
ツ
ウ
ソ
バ

と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
区
別
が
未
分
化
の
時
点
で
ソ
バ
に
対
す
る
認
識
が
確
立
し
て
し
ま
っ
た
結
果
︑﹁
ソ
バ
＝
苦
い
・
不
味
い
﹂
と

い
っ
た
価
値
観
は
次
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
︑
食
文
化
の
一
部
と
し
て
固
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

同
じ
図
式
を
日
本
に
当
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
︒
中
国
か
ら
日
本
へ
と
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
持
ち
込
ま
れ
な
い
︑
あ
る
い
は
持
ち

込
ま
れ
た
も
の
の
定
着
し
な
か
っ
た
︑
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
作
物
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
状
況
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
当
然
古
い
時
代
の

日
本
に
お
い
て
人
々
が
ソ
バ
を
口
に
し
て
当
た
り
は
ず
れ
を
経
験
す
る
と
い
う
機
会
は
発
生
し
な
い
︒
そ
こ
で
は
ソ
バ
に
﹁
苦

い
﹂・﹁
不
味
い
﹂
と
い
う
感
想
を
抱
く
こ
と
も
な
く
︑
ソ
バ
に
対
す
る
抵
抗
感
も
生
じ
に
く
い
︒

こ
の
よ
う
に
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
有
無
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
味
覚
・
価
値
観
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
︒
そ
し
て
︑

そ
れ
が
結
果
と
し
て
︑
方
や
都
市
部
で
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
︑
民
衆
レ
ベ
ル
で
広
く
︑
し
か
も
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
食
文
化
と
な

り
え
︑
方
や
人
々
に
否
定
的
に
扱
わ
れ
︑
貧
困
層
の
間
で
︑
も
し
く
は
救
荒
作
物
と
し
て
利
用
さ
れ
る
食
文
化
と
な
り
え
た
わ
け
で

あ
る
︒

以
上
の
整
理
は
推
論
に
推
論
を
重
ね
た
側
面
も
強
く
︑
決
し
て
実
証
的
な
議
論
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
︒
た
だ
︑
こ
う
し
た
検

討
結
果
に
わ
ず
か
な
り
と
も
妥
当
性
を
見
い
だ
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
ソ
バ
と
い
う
食
材
・
料
理
が
日
本
の
食
文
化
に
お
い
て
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
ほ
ど
の
存
在
感
を
持
つ
に
至
っ
た
背
景
と
し
て
︑
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
が
存
在
し
な
か
っ
た
点
に
そ
の
一
端
を

求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒
妙
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
â
間
の
ソ
バ
好
き
は
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
に
こ
そ
感
謝
の
念
を
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抱
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

注
︵
1
︶
﹁
中
国
に
お
け
る
ソ
バ
に
つ
い
て
﹂︵﹃
史
苑
﹄
六
六
︱
一
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑﹁
中
国
に
お
け
る
ソ
バ
食
に
つ
い
て
﹂︵
木
村
茂
光
編
﹃
雑
穀
Ⅱ
︱
粉
食
文
化
論
の
可
能

性
﹄
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑﹁
ソ
バ
は
漢
字
で
ど
う
書
く
か
︱
中
国
の
文
献
に
現
れ
る
ソ
バ
﹂︵﹃
そ
ば
・
う
ど
ん
﹄
三
八
︑
二
〇
〇
八
年
︶
な
ど
︒
な
お
︑
前
二

者
に
つ
い
て
は
再
構
成
し
た
上
で
拙
著
﹃
中
国
日
常
食
史
の
研
究
﹄︵
4
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
︶
に
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
2
︶

例
え
ば
︑
四
川
省
の
地
方
志
で
あ
る
光
緒
﹃
重
修
彭
県
志
﹄︵
巻
三
田
功
︶
の

有
種
蕎
麦
者
︑
九
月
播
種
︑
十
二
月
熟
︑
曰
冬
蕎
︒
二
月
播
種
︑
五
月
熟
︒
曰
春
蕎
︒
実
可
磨
麪
︑
榨
而
食
之
︒
県
城
鬻
売
者
良
︑
他
処
弗
及
也
︒

と
い
っ
た
記
述
や
清
・
潘
栄
陛
が
北
京
の
様
子
を
描
い
た
﹃
帝
京
歳
時
紀
勝
﹄︵
一
七
五
八
年
︵
乾
隆
二
三
︶
刊
︶
に
見
ら
れ
る
ソ
バ
粉
を
用
い
た
合
酪
︵
押
し
出
し

麵
︶
の
記
述
︵
九
月
︑
時
品
︶
な
ど
は
都
市
部
で
の
利
用
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

︵
3
︶

差
し
当
た
り
比
較
的
手
に
取
り
や
す
い
も
の
と
し
て
俣
野
敏
子
﹃
そ
ば
学
大
全
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
を
挙
げ
て
お
く
に
と
ど
め
る
︒

︵
4
︶

地
方
志
の
記
載
に
は
農
書
を
始
め
と
し
た
各
種
史
料
や
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
地
方
志
の
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
い
︒
た
だ
︑
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
記
載
の
内

容
が
実
態
か
ら
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
記
載
の
内
容
は
著
者
に
よ
る
一
定
の
取
捨
選
択
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
か
ら
︑
そ
こ
に
当
時
の
ソ
バ
に
対
す
る
意
識
を
4
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
注
︵
1
︶
拙
著
︑
一
八
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
︒

︵
5
︶
﹁
漉
﹂
は
蒸
し
て
苦
味
の
成
分
を
水
分
と
共
に
除
去
す
る
工
程
を
指
す
語
︒﹃
本
草
綱
目
﹄
巻
二
二
穀
部
︑
苦
蕎
麦
に
は
﹁
蒸
し
て
気
を
し
て
餾と

お

ら
し
め
︑
黄
汁
を
滴

り
去
ら
し
む
﹂
と
も
う
少
し
具
体
的
な
表
現
が
な
さ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
n
o
.43

や
n
o
.44

に
見
え
る
﹁
蒸
し
て
黄
汁
を
除
く
﹂
も
同
様
の
作
業
と
考
え
て
良
い
︒

︵
6
︶

同
様
に
n
o
.19

の
ケ
ー
ス
も
﹁
浸
し
て
苦
汁
を
去
ら
し
め
﹂
と
や
は
り
苦
味
を
抜
く
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

︵
7
︶
﹁
懶
者
﹂・﹁
懶
惰
﹂
と
称
さ
れ
る
農
作
業
に
熱
意
を
持
た
な
い
農
民
の
存
在
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
宋
代
農
業
史
再
考
﹂︵﹃
東
洋
学
報
﹄
九
三
︱
一
︑
二
〇
一
一
年
︑

の
ち
注
︵
1
︶
拙
著
に
再
録
︶
を
参
照
︒
ま
た
︑
農
業
に
専
念
せ
ず
︑
小
商
い
を
始
め
と
し
て
副
業
を
重
視
す
る
農
民
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
︑﹃
中
国
農
村
慣
行

ソバは苦いか美味しいか23



調
査
﹄
を
始
め
と
す
る
各
種
農
村
調
査
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

︵
8
︶

楊
家
湾
漢
墓
発
掘
小
組
﹁
咸
陽
楊
家
湾
漢
墓
発
掘
簡
報
﹂︵﹃
文
物
﹄
一
九
七
七
︱
一
〇
︶︒

︵
9
︶

あ
る
い
は
一
五
世
紀
以
前
に
お
い
て
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
は
中
国
南
方
の
一
部
地
域
に
の
み
分
布
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
作
物
で
あ
り
︑
そ
れ
が
故
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

可
能
性
も
考
え
う
る
︒
た
だ
︑
現
時
点
で
そ
れ
を
積
極
的
に
支
持
す
る
史
料
は
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
︑
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

︵
10
︶

長
友
大
﹃
ソ
バ
の
科
学
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
八
四
年
︶︑
一
七
︱
一
八
ペ
ー
ジ
︒
ル
ビ
・
傍
点
は
原
文
マ
マ
︒

︵
11
︶

原
文
は
以
下
の
通
り
︒
天
候
不
順
に
際
し
て
救
荒
作
物
と
し
て
ソ
バ
の
栽
培
が
奨
励
さ
れ
た
︒

詔
曰
︑
朕
以
庸
虚
︑
紹
承
鴻
業
︑
剋
己
自
勉
︑
未
達
天
心
︒
是
以
︑
今
夏
無
雨
︑
苗
稼
不
登
︒
宜
令
天
下
国
司
︑
勧
課
百
姓
︑
種
樹
晩
禾
・
蕎
麦
及
大
小
麦
︑
蔵
置

&
積
︑
以
備
年
荒
︒

︵
12
︶

市
村
)
﹁
蕎
麦
ノ
研
究
一
斑
﹂︵﹃
植
物
学
雑
誌
﹄
八
八
︑
一
八
九
四
年
︶︒

︵
13
︶

ド
ゥ
・
カ
ン
ド
ル
﹃
栽
培
植
物
の
起
源
﹄
下
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八
年
︶︑
八
九
ペ
ー
ジ
︒

︵
14
︶

ま
れ
に
村
越
三
千
男
﹃
大
植
物
図
鑑
﹄︵
大
植
物
図
鑑
刊
行
会
︑
一
九
二
五
年
︶
や
同
﹃
原
色
植
物
大
図
鑑
﹄︵
誠
文
堂
新
光
社
︑
一
九
五
六
年
︶
の
よ
う
に
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
を
立
項
す
る
植
物
図
鑑
も
あ
る
が
︑
そ
こ
で
の
記
述
は
他
の
植
物
と
比
較
す
る
と
情
報
量
が
か
な
り
乏
し
く
︑
ま
た
日
本
で
の
自
生
・
栽
培
を
窺
わ
せ
る
情
報

は
皆
無
で
あ
る
︒

︵
15
︶

牧
野
富
太
郎
﹁
断
枝
片
葉
︵
其
五
十
五
︶﹂︵﹃
植
物
研
究
雑
誌
﹄
八
︱
三
︑
一
九
三
二
年
︶︒

︵
16
︶

長
田
武
正
﹃
原
色
日
本
帰
化
植
物
図
鑑
﹄︵
保
育
社
︑
一
九
七
六
年
︶︑
Ⅵ
ペ
ー
ジ
︒

︵
17
︶

研
究
目
的
で
移
入
さ
れ
た
事
例
は
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
が
︑
差
し
当
た
り
前
掲
の
宮
崎
大
学
に
お
け
る
事
例
と
岩
手
大
学
の
事
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
︒
宮
崎

大
学
で
の
栽
培
は
カ
ラ
コ
ル
ム
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
種
子
を
用
い
︵
注
︵
10
︶
一
四
ペ
ー
ジ
︶︑
ま
た
岩
手
大
学
に
お
け
る
栽
培
は
一
九
五
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
研

究
者
か
ら
譲
り
受
け
た
種
子
を
用
い
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
菅
原
金
治
郎
・
菅
野
洋
﹁
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
の
開
花
結
実
の
習
性
な
ら
び
に
日
長
反

応
﹂︵﹃
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
﹄
二
九
︑
一
九
六
九
年
︶
を
参
照
︒
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︵
18
︶

本
田
裕
・
鈴
木
達
郎
・
A
n
d
re
y
S
a
b
ito
v
・
O
lg
a
Iv
a
n
o
v
n
a
R
o
m
a
n
o
v
a﹁
ロ
シ
ア
・
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
等
資
源
作
物
遺
伝
資
源
の
共
同
調
査

収
集
﹂︵﹃
植
物
遺
伝
資
源
探
索
導
入
調
査
報
告
書
﹄
二
二
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
九
二
ペ
ー
ジ
︒
な
お
︑
そ
の
出
典
は
﹁
俣
野
私
信
﹂
と
の
み
あ
る
が
︑
こ
れ
は
注
︵
3
︶

所
引
文
献
の
著
者
で
あ
る
俣
野
敏
子
氏
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

︵
19
︶

長
田
武
正
﹃
日
本
帰
化
植
物
図
鑑
﹄︵
北
隆
館
︑
一
九
七
二
年
︶︑
一
八
三
ペ
ー
ジ
︒

︵
20
︶

清
水
建
美
編
﹃
日
本
の
帰
化
植
物
﹄︵
平
凡
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
四
四
ペ
ー
ジ
︒

︵
21
︶

柴
田
書
店
編
﹃
ダ
ッ
タ
ン
蕎
麦
百
科
﹄︵
柴
田
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
三
八
ペ
ー
ジ
︒

︵
22
︶

注
︵
3
︶
五
五
︱
五
六
ペ
ー
ジ
︒

︵
23
︶
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
一
〇
三
穀
類
︑
苦
蕎
麦

本
綱
苦
蕎
麦

ハ

出巴

ヅ

南
方蚤

ニ

春
社

ノ

前
後

ニ

種覗

フ

之
ヲ

茎
青

ク

多巴

シ

枝
葉蚤

似巴

テ

蕎
麦蚤

ニ

而
尖

リ

開覗

ク

花
ヲ

帯巴

フ

緑
色蚤

ヲ

結覗

フ
モ

実
ヲ

亦
似巴

テ

蕎
麦蚤

ニ

稍
尖

リ
テ

而
稜
角
不覗

峭
カ
ラ

其
味

ニ︵
甘
苦
温

有巴

小
毒蚤

︶
農
家

ニ

磨
キ

搗
テ

為覗

粉
ト

蒸
シ
テ

使把
メ

気
餾

ヲ

滴
リ

去巴

ラ

黄
汁蚤

ヲ

乃
可派

シ

作巴

シ
テ

為
餻
³蚤

ニ

食萩

フ

之
ヲ

色
如巴

シ

豬
肝蚤

穀
之
下

ナ
ル

者
ナ
リ

聊
カ

済巴

フ

荒
歳蚤

ヲ

爾
ノ
ミ

な
お
︑
括
弧
内
は
原
文
双
行
注
︒

︵
24
︶
﹃
本
草
綱
目
﹄
巻
二
二
穀
部
︑
苦
蕎
麦

時
珍
曰
︑
苦
蕎
出
南
方
︑
春
社
前
後
種
之
︒
茎
青
多
枝
︒
葉
似
蕎
麦
而
尖
︒
開
花
帯
緑
色
︒
結
実
亦
似
蕎
麦
稍
尖
︑
而
棱
角
不
峭
︒
其
味
苦
悪
︑
農
家
磨
搗
為
粉
︑

蒸
使
気
餾
滴
去
黄
汁
︑
乃
可
作
為
餻
³
食
之
︒
色
如
豬
肝
︒
穀
之
下
者
︑
聊
済
荒
爾
︒

こ
の
一
文
を
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
の
記
述
と
比
べ
る
と
︑﹁
其
味
苦
悪
﹂
を
﹁
其
味
甘
苦
︑
温
︑
有
小
毒
﹂
に
﹁
聊
済
荒
爾
﹂
を
﹁
聊
済
荒
歳
爾
﹂
に
改
め
て
い
る
他

は
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
文
章
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
︒
加
え
て
述
べ
れ
ば
︑
前
者
の
加
筆
も
苦
蕎
麦
の
気
味
に
関
す
る
﹃
本
草
綱
目
﹄
の
記
載
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
り
︑
読
み
手
に
向
け
た
文
章
の
編
集
は
行
っ
て
も
自
身
の
文
章
を
加
え
る
と
い
う
発
想
が
寺
島
良
安
に
は
薄
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
次
に

述
べ
る
よ
う
に
寺
島
の
見
解
は
按
語
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
る
︒

︵
25
︶
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
一
〇
三
穀
類
︑
苦
蕎
麦

ソバは苦いか美味しいか25



按
苦
蕎
麦
今
無
種
之
者
蓋
此
今
云
田
蕎
麦
乎

︵
26
︶
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
巻
一
〇
三
穀
類
︑
苦
蕎
麦

一
種
田
蕎
麦

生
湿
地
似
蕎
麦
而
茎
赤
葉
微
団
不
尖
秋
開
花
亦
似
蕎
麦
而
淡
紅
白
色
子
亦
似
蕎
麦

︵
27
︶

ミ
ゾ
ソ
バ
は
学
名
P
o
ly
g
o
n
u
m

th
u
n
b
erg
ii
S
ie
b
.
e
t
Z
u
c
c
.︑
タ
デ
科
イ
ヌ
タ
デ
属
の
一
年
草
︒
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
は
同
じ
タ
デ
科
に
属
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
形
態

に
類
似
す
る
部
分
が
見
ら
れ
︑
和
名
の
一
部
に
ソ
バ
が
含
ま
れ
る
の
も
そ
こ
に
起
因
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
植
物
学
的
に
は
属
の
レ
ベ
ル
で
別
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類

さ
れ
る
の
で
︵
フ
ツ
ウ
ソ
バ
は
ソ
バ
属
︶︑
フ
ツ
ウ
ソ
バ
と
は
別
種
と
さ
れ
る
︒

︵
28
︶
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙
﹄
巻
一
八
穀
︑
苦
蕎
麦
︒
な
お
︑
引
用
は
杉
本
つ
と
む
編
﹃
本
草
綱
目
啓
蒙

︱
本
文
・
研
究
・
索
引
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
一
九
七
四
年
︶

所
収
の
初
版
本
に
依
っ
た
︒

︵
29
︶

原
文
は
以
下
の
通
り
︒

蕎
麦
ニ
類
ス
ル
物
ア
リ
和
蘭
ニ
之
ヲ
﹁
ス
ワ
ル
テ
ウ
ィ
ン
ド
﹂
ト
云
フ
林
娜
斯
︵
西
洋
本
草
家
ノ
巨
擘
ナ
リ
︶
ノ
書
ニ
之
ヲ
﹁
ポ
レ
イ
ゴ
ニ
ュ
ム
・
ホ
ー
リ
ス
・
カ

ル
ダ
チ
ュ
ム
﹂
ト
名
ク
路
傍
籬
落
ニ
自
ラ
生
育
シ
其
茎
ハ
硬
固
ニ
乄
能
ク
寒
ニ
堪
ユ
其
形
蕎
麦
ノ
如
ク
又
三
稜
ノ
実
ヲ
結
フ
但
タ
稍
小
ナ
リ
ト
云
フ
按
ス
ル
ニ
本
邦

在
ル
処
ノ
苦
蕎
麦
ノ
類
ナ
リ
蘭
人
モ
未
ダ
其
性
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
故
ニ
未
ダ
食
用
ニ
充
テ
ズ
ト
云
フ
余
之
ヲ
考
求
セ
ン
ト
欲
シ
未
ダ
果
タ
サ
ス
若
シ
夫
レ
其
性
毒
ナ
ク
乄

而
乄
蕎
麦
ノ
用
ヲ
ナ
サ
バ
国
家
ノ
大
利
ナ
ル
ベ
シ
今
之
ヲ
茲
ニ
附
乄
以
テ
識
者
ノ
辨
ヲ
俟
ツ
ノ
ミ

な
お
︑
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
白
井
文
庫
本
︵
天
保
七
年
︶
に
拠
っ
た
︒

︵
30
︶

原
文
は
﹁
苦
蕎
麦
﹂
の
語
に
﹁
ヤ
ブ
ソ
バ
﹂
の
語
を
添
え
る
が
︑
ど
の
植
物
を
指
す
か
は
未
詳
︒

︵
31
︶

な
お
︑
本
書
の
注
釈
に
お
い
て
も
こ
の
﹁
苦
蕎
麦
﹂
は
ミ
ゾ
ソ
バ
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
︒
内
田
和
義
ほ
か
校
注
﹃
甘
蔗
培
養
幷
ニ
製
造
ノ
法
・

羽
陽
秋
北
水
土
録
・
甘
a
記
・
再
種
方
・
二
物
考
・
農
家
須
知
﹄︵
農
山
漁
村
文
化
協
会
︑
一
九
九
六
年
︶︑
三
二
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
︒

︵
32
︶

東
京
大
学
理
学
部
編
﹃
小
石
川
植
物
園
草
木
目
録
﹄
前
編
︵
東
京
大
学
理
学
部
︑
一
八
七
七
年
︶︑
七
八
ペ
ー
ジ
︒

︵
33
︶

梅
村
甚
太
郎
編
﹃
民
間
薬
用
植
物
誌
﹄︵
霞
ヶ
関
出
版
︑
一
九
二
四
年
︶︑
五
七
六
ペ
ー
ジ
︒

26



︵
34
︶

伊
藤
圭
介
と
小
石
川
植
物
園
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
大
場
秀
章
﹁
日
本
の
本
草
学
の
歩
み
と
小
石
川
植
物
園
の
歴
史
﹂︵﹃
日
本
植
物
研
究
の
歴
史

︱
小
石
川
植
物

園
三
〇
〇
年
の
歩
み
﹄
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
︑
一
九
九
六
年
︑
の
ち
﹁
日
本
に
お
け
る
本
草
学
の
歩
み
と
小
石
川
植
物
園
﹂
に
改
題
し
て
﹃
大
場
秀
章
著
作

選
﹄
一
︵
八
坂
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶
に
再
録
︶
に
詳
し
い
︒

︵
35
︶

上
野
益
三
﹃
日
本
博
物
学
史
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
七
三
年
︶
六
四
八
ペ
ー
ジ
︒
ま
た
︑
梅
村
は
大
場
秀
章
編
﹃
植
物
文
化
人
物
事
典
﹄︵
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
︑
二
〇

〇
七
年
︶
に
お
い
て
立
項
さ
れ
て
い
る
︒

︵
36
︶

例
え
ば
︑
伏
木
亨
﹃
人
間
は
脳
で
食
べ
て
い
る
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
︶
を
参
照
︒

ソバは苦いか美味しいか27
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