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第
一
章

菜
園
家
族
の
世
界

䢣

記
憶
に
甦
る
原
風
景
か
ら

䢣

甦
る
大
地
の
記
憶

心
ひ
た
す
未
来
へ
の
予
感

こ
こ
で
は
概
念
と
論
理
だ
け
で
展
開
す
る
抽
象
レ
ベ
ル
の
論
述
を
避
け
、
記
憶
に
甦
る
原
風
景
か
ら
、「
菜
園
家
族
の
世
界
」

の
原
形
を
身
近
に
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
世
界
に
描
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
画
家
・
原
田
泰
治
の
〝
ふ
る
さ
と
の
風
景
〟
は
、
現
代
絵
画
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
か
ら
は
、
も
う

と
っ
く
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
風
景
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
現
代
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

た
し
か
な
鳥
の
目
で
捉
え
る
ふ
る
さ
と
の
風
景
の
構
図
。
し
か
も
、
心
あ
た
た
か
い
虫
の
目
で
細
部
を
描
く
、
彩
り
豊
か
な

原
田
の
絵
画
の
世
界
に
は
、
き
ま
っ
て
大
人
と
子
ど
も
が
一
緒
に
い
る
。
大
人
は
何
か
仕
事
を
し
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
そ
ば

で
何
か
を
し
て
い
る
。
人
間
の
息
づ
か
い
や
家
族
の
温
も
り
が
、
ひ
し
ひ
し
と
こ
ち
ら
に
む
か
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
込
み
あ

げ
て
く
る
熱
い
も
の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
〝
心
の
原
風
景
〟
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
一
世
紀
を
む
か

え
た
今
、
子
ど
も
と
家
族
の
復
権
を
無
言
の
う
ち
に
訴
え
か
け
て
く
る
。

私
た
ち
が
め
ざ
す
「
菜
園
家
族
」
の
、
そ
し
て
「
地
域
」
の
あ
る
べ
き
姿
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
前
に
か
つ
て
は
あ
っ
た

自
然
循
環
型
共
生
の
暮
ら
し
を
原
形
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
二
一
世
紀
の
今
日
の
時
代
に
ふ
さ

わ
し
い
内
容
に
つ
く
り
か
え
、
い
っ
そ
う
豊
か
な
も
の
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第一章 菜園家族の世界
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こ
こ
で
は
一
旦
、
多
く
の
人
々
の
記
憶
の
世
界
に
今
な
お
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
こ
の
暮
ら
し
の
原
形
に
立
ち
返
り
、

「
菜
園
家
族
」
の
未
来
の
姿
を
考
え
る
た
め
の
大
切
な
素
材
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
素
描
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
今
後
、

多
く
の
人
々
の
豊
か
な
経
験
や
優
れ
た
英
知
を
結
集
し
つ
つ
、
ま
た
、
新
た
な
時
代
の
実
生
活
の
要
請
に
応
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
自
然
や
歴
史
の
多
様
性
を
も
組
み
込
み
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
未
来
の
「
菜
園
家
族
の
世
界
」
は
、
ま
す
ま
す
具
体
的
な

内
実
を
と
も
な
っ
て
、
時
代
と
と
も
に
豊
か
な
像
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

１

ふ
る
さ
と

䢣

土
の
匂
い
、
人
の
温
も
り

䢣

山
や
川
や
谷
あ
い
、
そ
れ
に
野
や
海
に
恵
ま
れ
た
日
本
の
典
型
的
な
地
域
で
は
、
「
菜
園
家
族
」
は
、
季
節
の
移
ろ
い
の
中

で
、
自
然
の
豊
か
な
変
化
を
も
巧
み
に
生
か
し
、
工
夫
を
凝
ら
す
。
家
族
総
出
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
や
性
別
や
、
人
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
に
あ
っ
た
能
力
を
生
か
し
つ
つ
、
お
互
い
に
助
け
合
い
、
生
活
を
愉
し
む
の
で
あ
る
。

食
べ
物
は
、
今
で
は
〝
旬
〟
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ガ
ソ
リ
ン
と
労
力
を
浪
費
し
て
、
国
内
の
遠
隔
地
か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
海
外
か
ら
も
運
び
込
ん
だ
り
、
石
油
を
使
っ
て
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
真
冬
で
も
夏
の
も
の
を
栽
培
し
た
り
す
る
。

一
見
、
一
年
中
豊
か
な
食
材
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
ぜ
い
た
く
」
は
、
世
界
人
口
の
〝
五
分
の
四
〟
を
占
め
る
先
進
工
業
国
以
外
の
人
々
の
視
点
か
ら
す

れ
ば
、
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
に
本
当
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
土
と
水
と
太
陽
か
ら
採
れ
る
〝
旬
〟
の
も
の
が
、
味
も

濃
く
、
香
り
も
高
く
、
栄
養
も
あ
り
、
一
番
お
い
し
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
分
の
手
作
り
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と

で
あ
る
。

自
然
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
残
雪
が
と
け
、
寒
気
が
ゆ
る
み
は
じ
め
る
と
、
日
本
列
島
に
ま
た
、
一
気
に
春
が
や
っ

て
く
る
。

15

日
の
光
今
朝
や

鰯

の
か
し
ら
よ
り

（
蕪
村
）

け

さ

い
わ
し

三
寒
四
温
。
ま
だ
ま
だ
風
は
肌
を
刺
す
よ
う
に
冷
た
い
の
で
あ
る
が
、
野
生
の
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
探
し
に
い
く
の
も
よ
い
も
の

で
あ
る
。
晴
れ
間
を
待
ち
か
ね
て
出
か
け
る
と
、
枯
れ
葉
の
陰
に
、
淡
い
黄
緑
色
に
光
る
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
見
つ
け
る
。
天
ぷ
ら

や
酢
味
噌
あ
え
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
味
噌
に
し
、
春
一
番
を
胃
袋
に
納
め
る
。
根
元
に
赤
い
紅
を
差
し
た
よ
う
な
色
合
い
が
、
葉
先

の
黄
緑
色
を
際
立
た
せ
、
小
さ
く
と
も
力
強
さ
を
い
っ
そ
う
感
じ
さ
せ
る
。

我
宿
の
う
ぐ
ひ
す
聞
む
野
に
出
で
て

（
蕪
村
）

わ
が
や
ど

き
か

い

山
あ
い
の
畑
に
は
、
大
根
や
カ
ブ
ラ
や
ス
イ
カ
・
カ
ボ
チ
ャ
・
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
も
丹
念
に
つ
く
る
こ
と
に

な
る
。
田
・
畑
の
端
に
は
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
や
ネ
ギ
を
植
え
、
里
芋
や
ゴ
ボ
ウ
や
人
参
な
ど
も
、
土
地
を
選
ん
で
植
え
る
こ
と
に

な
る
。

家
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
苗
代
や
手
の
か
か
る
夏
野
菜
を
つ
く
り
、
夏
大
根
や
カ
ブ
ラ
菜
・
カ
ラ
シ
菜
の
間
引
き
菜
が
大
き
く

な
れ
ば
、
和
え
物
・
お
ひ
た
し
・
浅
漬
に
利
用
す
る
。

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

（
蕪
村
）

菜
の
花
畑
一
面
、
目
に
も
眩
し
い
黄
色
の
広
が
り
。
の
ど
か
な
春
日
を
受
け
、
山
里
に
鮮
や
か
な
色
彩
を
添
え
る
。
花
は
摘

第一章 菜園家族の世界
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ん
で
浅
漬
に
し
、
ご
飯
に
添
え
て
か
き
こ
め
ば
、
格
別
に
そ
の
シ
ャ
リ
ッ
と
し
た
歯
ご
た
え
を
愉
し
む
こ
と
も
で
き
る
。

鯰

得
て
帰
る
田
植
え
の
男
か
な

（
蕪
村
）

な
ま
ず

五
月
は
田
植
え
の
季
節
。
エ
ン
ド
ウ
豆
の
青
い
匂
い
が
懐
か
し
い
。
さ
わ
や
か
な
青
空
の
下
、
新
茶
の
茶
摘
み
。
六
月
は
キ

ュ
ウ
リ
・
菜
っ
葉
類
、
七
月
に
は
茄
子
・
瓜
・
カ
ボ
チ
ャ
・
青
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
ど
ん
ど
ん
育
つ
。
茄
子
や
キ
ュ
ウ
リ
は
塩
や
味

な

す

噌
で
漬
け
て
保
存
し
、
冬
に
備
え
る
。

夕
だ
ち
や
草
葉
を
つ
か
む
む
ら

雀

（
蕪
村
）

す
ず
め

土
用
の
頃
、
夕
立
雲
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
慌
て
て
田
ん
ぼ
の
畦
に
、
竹
で
円
筒
形
に
編
ん
で
作
っ
た
ウ
ツ

ボ
と
い
う
罠
を
仕
掛
け
る
。
そ
し
て
、
雨
が
上
が
る
の
を
待
ち
か
ね
て
、
ウ
ツ
ボ
を
あ
げ
に
駆
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
脂
が
の

り
腹
を
黄
色
く
さ
せ
丸
々
と
太
っ
た
ド
ジ
ョ
ウ
が
、
音
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
な
が
ら
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
。
子
ど
も
心
に
も

こ
の
一
瞬
は
、
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
一
種
不
可
思
議
で
壮
快
な
気
分
を
味
わ
う
。
こ
の
ド
ジ
ョ
ウ
は
、
畑
か
ら
摘
ん
だ
ニ

ラ
と
採
り
た
て
の
卵
で
と
じ
て
、
家
族
そ
ろ
っ
て
鍋
に
し
て
英
気
を
養
う
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
幼
い
日
の
日
常
の
愉
し
み
で
あ

っ
た
。

暑
い
盛
り
に
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
焼
き
茄
子
が
最
高
で
あ
る
。
あ
る
い
は
味
噌
に
砂
糖
を
少
々
加
え
、
高
温
の
油
で
炒
め

れ
ば
、
茄
子
独
特
の
深
み
の
あ
る
濃
い
味
わ
い
が
出
て
、
こ
れ
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
秋
に
な
る
と
、
茄
子
は
い
っ
そ
う
味
が

深
み
を
増
す
。
「
秋
茄
子
、
嫁
に
食
わ
す
な
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

秋
茄
子
で
思
い
出
し
た
の
だ
が
、
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
に
も
同
じ
よ
う
な
話
が
あ
る
。
ヒ
ツ
ジ
の
胃
袋
の
下
の
出
口
、
つ
ま

17

り
幽
門
あ
た
り
を
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
ノ
ガ
ロ
ー
ル
と
言
っ
て
、
こ
れ
が
ま
た
脂
が
の
っ
て
と
び
っ
き
り
旨
い
の
で
あ
る
。
未
婚

女
性
が
こ
の
ノ
ガ
ロ
ー
ル
を
食
べ
る
と
、
土
地
神
が
引
き
と
め
、
お
嫁
に
行
け
な
く
な
る
と
い
う
。

い
ざ
食
べ
物
の
こ
と
に
な
る
と
、
民
族
の
垣
根
を
越
え
て
何
か
共
通
す
る
発
想
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。
こ
う
し
た
話
は
、

食
卓
を
囲
む
団
欒
を
ひ
と
き
わ
愉
し
く
す
る
。

貧
乏
に
追
い
つ
か
れ
け
り
け
さ
の
秋

（
蕪
村
）

お
盆
が
す
む
と
、
秋
野
菜
の
種
播
き
に
か
か
る
。
大
根
は
タ
ク
ア
ン
や
干
し
大
根
や
煮
し
め
や
漬
物
に
と
、
用
途
が
多
い
。

里
芋
の
葉
は
夏
に
採
っ
て
乾
燥
さ
せ
、
白
和
え
な
ど
に
使
う
。
茎
は
皮
を
む
き
、
十
日
ほ
ど
干
し
て
、
和
え
物
や
煮
物
に
も
使

う
。
雪
が
積
も
ら
な
い
う
ち
に
、
ゴ
ボ
ウ
や
人
参
、
カ
ブ
ラ
・
大
根
・
ネ
ギ
な
ど
は
土
中
に
埋
め
て
、
冬
に
備
え
る
。

入
道
の
よ
ゝ
と
ま
い
り
ぬ
納
豆
汁

（
蕪
村
）

な
っ
と
じ
る

水
田
で
は
、
う
る
ち
米
や
も
ち
米
の
稲
を
育
て
、
そ
れ
に
畦
に
は
、
大
豆
や
小
豆
・
黒
豆
な
ど
を
植
え
る
。
こ
う
し
て
畑
や

あ

ず

き

水
田
か
ら
だ
け
で
も
、
一
年
間
、
絶
え
る
こ
と
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
作
物
が
次
か
ら
次
へ
と
湧
き
出
ず
る
よ
う
に
出
て
く
る
。

鵯

の
こ
ぼ
し
去
り
ぬ
る
実
の
赤
き

（
蕪
村
）

ひ
え
ど
り

時
に
は
、
野
山
や
川
や
湖
や
海
辺
を
家
族
そ
ろ
っ
て
散
策
し
、
川
魚
や
海
の
魚
介
類
・
海
藻
を
採
っ
て
、
食
卓
を
に
ぎ
わ
す

の
も
最
高
の
愉
し
み
に
な
る
。
ま
た
、

蕨

・
ゼ
ン
マ
イ
・
フ
キ
・
ウ
ド
・
ワ
サ
ビ
・
ミ
ツ
バ
・
山
椒
・
ミ
ョ
ウ
ガ
・

筍

・

わ
ら
び

た
け
の
こ

第一章 菜園家族の世界



18

二一世紀の未来社会（小貫雅男・伊藤恵子）

自
然
薯
な
ど
、
変
化
に
富
ん
だ
山
菜
は
、
季
節
季
節
の
愉
し
み
で
あ
る
。
松
茸
や
シ
メ
ジ･

椎
茸･

平
茸
な
ど
の
き
の
こ
類
や
、

じ
ね
ん
じ
ょ

栗
・
栃
・
桑
・
ク
ル
ミ
・
ス
グ
リ
・
コ
ケ
モ
モ
・
キ
イ
チ
ゴ
な
ど
の
木
の
実
は
、
山
の
散
策
を
い
っ
そ
う
愉
し
い
も
の
に
し
て

く
れ
る
。

た
ま
に
は
集
落
の
人
々
と
力
を
合
わ
せ
、
ヤ
マ
ド
リ
や
熊
・
鹿
・
イ
ノ
シ
シ
・
ウ
サ
ギ
・
蜂
の
子
な
ど
の
狩
り
を
す
る
の
も
、

年
に
一
、
二
度
の
愉
し
み
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
食
生
活
に
変
化
を
添
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
野
山
や
川
や
海
辺
の
自
然
に
親
し
み
、
太
陽
を
い
っ
ぱ
い

受
け
止
め
、
き
れ
い
な
空
気
を
存
分
に
吸
い
込
み
、
身
体
を
動
か
し
、
家
族
や
友
人
と
と
も
に
心
を
通
わ
せ
、
や
や
も
す
る
と

陥
り
が
ち
な
日
常
の
沈
滞
か
ら
抜
け
出
す
絶
好
の
機
会
に
も
な
る
。
素
朴
で
は
あ
る
が
、
英
気
を
養
う
素
晴
ら
し
い
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
る
。

鮎
く
れ
て
よ
ら
で
過
行
夜
半
の
門

（
蕪
村
）

す
ぎ
ゆ
く

よ

は

か
ど

な
れ
過
た
鮓
を
あ
る
じ
の
遺
恨
哉

（
蕪
村
）

す
ぎ

す
し

ゐ

こ

ん

田
ん
ぼ
や
川
や
湖
の
魚
は
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
菜
園
家
族
」
が
復
活
し
、
近
隣
に
あ
る
大
学
の
水
産

学
の
研
究
室
や
水
産
研
究
所
な
ど
と
連
携
し
、
放
流
養
殖
や
給
餌
養
殖
の
研
究
、
そ
れ
に
魚
類
資
源
保
護
の
研
究
に
も
っ
と
力

が
注
が
れ
る
な
ら
ば
、
昔
以
上
に
日
本
の
魚
類
資
源
は
、
豊
か
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
海
の
魚
介
類
や
海
草
は
も
ち
ろ
ん
、

鰻
や
ド
ジ
ョ
ウ
・
ナ
マ
ズ
・
鮒
・
鯉
・
ゴ
リ
・
モ
ロ
コ
・
岩
魚
や
鮎
・
ア
マ
ゴ
、
そ
し
て
シ
ジ
ミ
・
タ
ニ
シ
な
ど
、
高
級
魚
介

ふ
な

い

わ

な

類
に
限
ら
な
い
多
種
多
様
な
地
魚
や
地
場
の
水
産
物
を
も
う
一
度
う
ま
く
活
用
で
き
る
時
代
が
、
き
っ
と
や
っ
て
く
る
に
ち
が

い
な
い
。
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農
学
や
林
学
や
水
産
学
な
ど
を
研
究
し
て
い
る
大
学
や
研
究
機
関
と
の
連
携
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
、地
域
住
民
の
知
恵
は
、

研
究
に
大
い
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

青
う
め
を
う
て
ば
か
つ
散
る
青
葉
か
な

（
蕪
村
）

屋
敷
の
ま
わ
り
に
は
、
柿
や
梅
や
桜
や
栗
な
ど
、
そ
れ
に
イ
チ
ジ
ク
や
ザ
ク
ロ
や
梨
な
ど
の
ほ
か
に
、
ケ
ヤ
キ
や
檜
や
樫
な

ど
が
植
え
ら
れ
る
。
住
空
間
に
落
ち
着
き
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
風
通
し
の
よ
い
木
造
建
築
に
木
陰
を
つ
く
る
。

夏
は
密
閉
し
て
ク
ー
ラ
ー
で
冷
や
す
の
で
は
な
く
、
開
放
し
て
自
然
の
風
を
通
し
、
暑
さ
を
凌
ぐ
の
で
あ
る
。
住
居
の
構
造

も
、
こ
う
し
た
も
の
に
工
夫
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
そ
れ
に
、
太
陽
光

や
太
陽
熱
、
風
力
、
小
水
力
、
地
熱
、
バ
イ
オ
マ
ス
（
薪
、
炭
、
木
質
ペ
レ
ッ
ト
・
チ
ッ
プ
、
家
畜
糞
尿
等
）
な
ど
、
地
産
地
消
の
小

規
模
・
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
も
一
層
す
す
み
、
「
菜
園
家
族
」
は
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
地
域
住
民
主
体
で
有

効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

田
に
落
て
田
を
落
ゆ
く
や
秋
の
水

（
蕪
村
）

お
ち

お
ち

こ
う
し
た
住
環
境
の
中
で
は
、
柿
の
木
か
ら
柿
を
も
ぎ
と
り
、
畑
か
ら
と
れ
た
大
根
や
人
参
を
使
っ
て
柿
な
ま
す
を
作
る
の

も
い
い
。
細
切
り
に
し
た
干
し
柿
を
酢
に
漬
け
、
大
根
と
人
参
の
千
切
り
を
加
え
、
鉢
に
盛
り
つ
け
て
、
す
り
胡
麻
を
か
け
る

と
、
柿
の
甘
さ
が
生
き
て
く
る
。
こ
れ
も
す
べ
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
と
れ
た
食
材
に
、
気
軽
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
工
夫
を
加
え
た
手

作
り
料
理
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
茄
子
と
エ
ン
ド
ウ
は
、
食
べ
や
す
く
切
っ
て
湯
が
き
、
ミ
ョ
ウ
ガ
の
子
は
、
塩
で
殺
し
、
茄
子
と
エ
ン
ド
ウ
豆
と
一

第一章 菜園家族の世界
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緒
に
胡
麻
味
噌
で
和
え
る
。
こ
う
し
た
工
夫
は
、
い
ち
い
ち
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

黄
に
染
し

梢

を
山
の
た
た
ず
ま
ゐ

（
蕪
村
）

そ
み

こ
ず
ゑ

屋
敷
か
ら
少
し
離
れ
た
周
囲
に
は
、
ニ
ワ
ト
リ
や
ヤ
ギ
や
ヒ
ツ
ジ
や
乳
牛
の
家
畜
類
や
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
の
も
、
「
菜

園
」
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
も
た
せ
る
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
ギ
や
乳
牛
の
乳
を
搾
り
、
ニ
ワ
ト
リ
か
ら
産
み
た
て
の
卵

が
と
れ
れ
ば
、
生
チ
ー
ズ
や
バ
タ
ー
や
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
そ
れ
に
自
家
製
の
パ
ン
や
ケ
ー
キ
な
ど
も
作
り
た
く
な
る
。
ヨ
ー
グ
ル

ト
や
パ
ン
に
、
野
山
の
花
々
の
天
然
ハ
チ
ミ
ツ
を
か
け
れ
ば
最
高
で
あ
る
。
創
意
工
夫
は
、
際
限
な
く
広
が
っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
家
畜
・
家
禽
類
は
、
田
や
畑
か
ら
と
れ
る
も
の
を
無
駄
な
く
活
用
す
る
上
で
も
、
ま
た
、
堆
肥
を
作
る
の
に
も
即
、

役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
堆
肥
を
施
し
、
丹
精
を
込
め
て
作
り
あ
げ
た
ふ
か
ふ
か
の
土
の
中
か
ら
、
秋
の
味
覚
サ
ツ
マ
イ
モ
が
と

れ
れ
ば
、
お
隣
り
や
近
所
に
も
お
裾
分
け
し
た
く
な
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
自
分
が
苦
心
し
て
創
作
し
た
芸

術
作
品
を
、
他
の
人
に
も
鑑
賞
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
自
己
表
現
の
本
質
に
つ
な
が
る
共
通
の
行
為
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

我
宿
に
い
か
に
引
べ
き
し
み
づ
哉

（
蕪
村
）

わ
が
や
ど

ひ
く

家
畜
の
中
で
も
特
に
ヤ
ギ
は
、
乳
牛
に
比
べ
て
体
も
小
さ
く
、
扱
い
や
す
く
、
子
ど
も
た
ち
や
お
年
寄
り
で
も
気
軽
に
世
話

が
で
き
る
。
粗
食
に
耐
え
、
ど
ん
な
草
で
も
食
べ
る
の
で
、
田
ん
ぼ
の
畦
道
や
畑
や
屋
敷
な
ど
の
除
草
の
役
割
も
果
た
し
て
く

れ
る
。
そ
れ
に
山
あ
い
や
谷
あ
い
の
林
や
森
の
下
草
な
ど
の
除
草
に
も
役
に
立
つ
便
利
な
家
畜
な
の
で
あ
る
。

西
部
モ
ン
ゴ
ル
の
ゴ
ビ
・
ア
ル
タ
イ
山
中
の
ツ
ェ
ル
ゲ
ル
村
で
の
体
験
か
ら
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
地
方
に
よ
っ
て
は
、
山

林
の
麓
の
一
部
や
尾
根
づ
た
い
に
ヤ
ギ
の
た
め
に
高
原
牧
場
を
拓
き
、
ヤ
ギ
を
群
れ
で
管
理
す
る
の
も
雄
大
で
面
白
い
試
み
で
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あ
ろ
う
。

ヤ
ギ
の
搾
乳
は
、
こ
れ
も
ま
た
乳
牛
に
比
べ
る
と
ず
っ
と
簡
単
で
、
子
ど
も
た
ち
で
も
お
年
寄
り
で
も
気
軽
に
で
き
る
仕
事

で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
こ
の
小
型
の
家
畜
の
世
話
を
任
せ
る
と
、
情
操
教
育
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。

鮒
ず
し
や
彦
根
が
城
に
雲
か
か
る

（
蕪
村
）

ふ
な

ヤ
ギ
の
乳
か
ら
で
き
る
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
そ
れ
に
各
種
の
チ
ー
ズ
の
味
は
、
鮒
ず
し
や
鯖
の
な
れ
鮓
の
風
味
に
似
て
絶
品
で
あ

ず
し

る
。
良
質
の
蛋
白
質
、
脂
肪
、
ミ
ネ
ラ
ル
、
と
く
に
カ
ル
シ
ウ
ム
を
豊
富
に
含
ん
だ
ヤ
ギ
の
チ
ー
ズ
は
、
現
代
の
食
生
活
に
最

も
ふ
さ
わ
し
い
優
れ
た
食
品
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

チ
ー
ズ
は
風
土
の
産
物
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
姿
、
味
、
香
り
も
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
作
る
愉
し
み
は
格
別
で
、

芸
術
作
品
の
制
作
に
も
劣
ら
ぬ
喜
び
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
ま
に
は
隣
近
所
の
人
々
が
集
ま
っ
て
、
知
恵
を
出
し
合
い
、

共
に
料
理
を
作
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
パ
ー
テ
ィ
ー
や
宴
会
が
ど
こ
か
の
家
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
う

し
た
〝
作
品
〟
を
も
ち
寄
っ
て
、
お
家
自
慢
に
花
が
咲
く
。

主
し
れ
ぬ

扇

手
に
取
酒
宴
か
な

（
蕪
村
）

ぬ
し

あ
ふ
ぎ

と
る

一
九
九
九
年
夏
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
四
季
・
遊
牧

䢣
ツ
ェ
ル
ゲ
ル
の
人
々
䢣
』（
小
貫
・
伊
藤
共
同
制
作
、
三
部
作
全
六
巻
・
七

時
間
四
〇
分
、
一
九
九
八
年
）
の
上
映
の
旅
で
訪
れ
た
、
沖
縄
・
八
重
山
群
島
の
竹
富
島
。
そ
こ
で
ご
馳
走
に
な
っ
た
〝
ヒ
ー
ジ

ャ
ー･

チ
ャ
ン
プ
ル
ー
〟
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
味
で
あ
る
。
ヒ
ー
ジ
ャ
ー
（
土
地
の
言
葉
で
ヤ
ギ
の
こ
と
）
の
背
の
肉
を
ぶ
つ
切
り

に
し
、
あ
と
は
タ
マ
ネ
ギ
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
そ
れ
に
パ
パ
イ
ヤ
を
大
き
め
に
切
っ
て
加
え
て
炒
め
る
だ
け
で
あ
る
。
パ
パ
イ
ヤ
の

第一章 菜園家族の世界
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甘
味
と
酸
味
が
、
ヒ
ー
ジ
ャ
ー
の
し
ま
っ
た
肉
に
し
み
わ
た
り
、
や
わ
ら
か
味
が
出
て
、
な
ん
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
ま
ろ
や

か
な
風
味
を
醸
し
出
す
。

モ
ン
ゴ
ル
、
山
岳
・
砂
漠
の
村
ツ
ェ
ル
ゲ
ル
の
ヤ
ギ
・
ヒ
ツ
ジ
料
理
に
も
感
心
し
た
が
、
や
は
り
土
地
土
地
の
風
土
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
が
で
き
あ
が
る
も
の
で
あ
る
。

ヤ
ギ
は
、
乾
燥
ア
ジ
ア
内
陸
に
位
置
す
る
モ
ン
ゴ
ル
で
も
、
高
温
多
湿
な
南
の
島
・
沖
縄
で
も
、
大
活
躍
で
あ
る
。
こ
の
小

型
で
多
種
多
様
な
役
割
を
一
手
に
引
き
受
け
て
く
れ
る
ヤ
ギ
た
ち
を
、
「
菜
園
家
族
」
は
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
も
っ

と
も
っ
と
生
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
ふ
る
さ
と
に
は
今
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
田
園
風
景
の
美
し
さ
、
そ
し
て
暮
ら

し
の
可
能
性
を
、
ヤ
ギ
た
ち
は
う
ん
と
広
げ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

古
酒
乾
し
て
今
は
罷
か
ら
ん
友
が
宿

（
雅
）

く

す

ほ

ま

と
も

竹
富
島
の
す
ぐ
隣
り
の
石
垣
島
。
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
八
重
山
農
林
高
校
の
江
川
義
久
先
生
ご
夫
妻
に
は
、
大
変
お
世
話

に
な
っ
た
。
空
港
に
降
り
立
っ
た
と
き
か
ら
島
を
離
れ
る
ま
で
、
上
映
活
動
を
付
き
っ
き
り
で
支
え
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

南
の
島
々
の
暮
ら
し
や
、
ふ
る
さ
と
の
自
然
に
生
き
る
人
々
の
心
に
触
れ
、
得
る
も
の
の
多
か
っ
た
こ
の
旅
の
最
後
の
夜
、
先

生
は
、
ご
自
宅
に
招
い
て
下
さ
っ
た
。
床
の
下
の
甕
に
寝
か
せ
て
大
切
に
と
っ
て
お
い
た
、
何
年
物
の
泡
盛
を
酌
み
交
わ
し
、

か
め

夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
て
語
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。

※

蕪
村
の
句
は
、
尾
形
仂

校
注
『
蕪
村
俳
句
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
）
に
拠
る
。
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２

や
が
て
き
っ
と
甦
る
も
の
づ
く
り
の
心
、
も
の
づ
く
り
の
技

い
ず
れ
「
菜
園
家
族
」
は
、
土
地
土
地
の
気
候
・
風
土
に
あ
っ
た
、
し
か
も
こ
の
家
族
の
仕
事
の
内
容
や
家
族
構
成
に
ふ
さ

わ
し
い
住
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
ろ
う
。
菜
園
の
仕
事
や
家
畜
の
飼
育
の
場
、
収
穫
物
の
加
工
場
や
冬
の
保
存
食

の
貯
蔵
庫
な
ど
、
ま
た
手
仕
事
の
民
芸
や
、
文
化
・
芸
術
の
創
作
活
動
な
ど
に
も
ふ
さ
わ
し
い
工
房
や
ア
ト
リ
エ
を
備
え
た
住

空
間
が
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

新
建
材
や
輸
入
木
材
に
頼
る
従
来
の
方
式
に
代
わ
っ
て
、
身
近
に
あ
る
豊
か
な
森
林
を
活
用
す
る
時
代
が
再
び
は
じ
ま
る
。

近
隣
の
集
落
や
都
市
の
需
要
に
応
え
て
、
日
本
の
林
業
は
次
第
に
復
活
し
、
枝
打
ち
や
間
伐
や
植
林
な
ど
、
そ
れ
に
炭
焼
き
の

山
仕
事
、
さ
ら
に
は
薪
や
木
質
ペ
レ
ッ
ト
や
チ
ッ
プ
づ
く
り
も
は
じ
ま
り
、
森
林
は
、
地
元
の
山
村
は
も
と
よ
り
、
山
の
ふ
も

と
か
ら
広
が
る
平
野
部
農
村
に
散
在
す
る
「
菜
園
家
族
」
や
都
市
住
民
の
た
め
の
、
重
要
な
燃
料
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
と
し
て

も
復
活
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
次
第
に
人
々
が
必
要
に
応
じ
て
山
に
入
る
に
従
っ
て
、
針
葉
樹
の
杉
や
檜
に
代
わ
っ
て
、
楢
や
ブ
ナ
や
ク
リ
な
ど

の
落
葉
樹
や
、
楠
や
樫
や
椿
の
照
葉
樹
な
ど
も
次
第
に
植
林
さ
れ
、
日
本
の
森
林
の
生
態
系
は
、
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
密
生
し
た
暗
い
杉
や
檜
な
ど
の
針
葉
樹
の
森
に
代
わ
っ
て
、
次
第
に
落
葉
樹
が
広
が
り
、
太
陽
の
射
し
込
む
明
る
い

森
林
に
変
容
し
、
昆
虫
類
や
木
の
実
を
求
め
る
リ
ス
な
ど
の
小
動
物
も
繁
殖
し
、
人
間
の
住
空
間
は
、
や
が
て
森
林
に
む
か
っ

て
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
森
林
の
生
態
系
が
変
容
す
る
に
つ
れ
て
、
今
日
、
農
家
が
悩

ま
さ
れ
て
い
る
イ
ノ
シ
シ
、
サ
ル
、
シ
カ
、
ク
マ
な
ど
に
よ
る
獣
害
問
題
も
、
次
第
に
解
消
さ
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
大
都
市
に
集
中
し
て
き
た
日
本
の
家
族
は
、
「
菜
園
家
族
」
の
魅
力
に
ひ
か
れ
て
地
方
へ
と
移
動
を
は
じ
め
、
中

山
間
地
に
も
広
が
り
、
国
土
全
体
に
均
整
の
と
れ
た
配
置
を
見
せ
な
が
ら
、
平
野
部
か
ら
山
麓
へ
、
そ
し
て
谷
あ
い
を
伝
っ
て

奥
山
へ
と
、
土
地
土
地
に
な
じ
ん
だ
菜
園
と
住
空
間
を
美
し
い
モ
ザ
イ
ク
状
に
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
昔
か
ら
職
人
に
は
、「
鋸
は
挽
き
方
、
鉋

は
つ
く
り
方
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
鋸
は
挽
き
方
が
悪
い
と
、

の
こ

ひ

か
ん
な

ど
ん
な
に
い
い
も
の
で
も
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
鉋
は
、
重
く
て
硬
い
樫
の
木
で
作
ら
れ
て
い
て
、
刃
を
し
っ
か
り
研と

い
で
仕
込
み
を
ち
ゃ
ん
と
し
て
お
け
ば
、
削
れ
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
今
で
は
も
う
大
工
道
具
な
ど
は
日
常
の
暮
ら

し
の
中
か
ら
は
、
と
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
大
工
道
具
の
微
妙
な
使
い
方
の
違
い
や
、
年
季
の
入
っ
た
〝
技
〟
な

ど
は
、
は
る
か
昔
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

時
間
と
心
の
余
裕
を
取
り
戻
し
た
「
菜
園
家
族
」
は
、
ゆ
と
り
あ
る
暮
ら
し
の
中
か
ら
、
再
び
山
の
木
々
を
暮
ら
し
の
中
に

活
か
す
愉
し
み
を
と
り
戻
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ブ
ナ
や
楢
や
ケ
ヤ
キ
の
木
は
、
木
工
芸
品
の
材
と
し
て
、
や
が
て
テ
ー
ブ
ル
や

椅
子
や
箪
笥
・
食
器
棚
や
、
子
供
た
ち
の
玩
具
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
代
を
重
ね
て
使
え
ば
使
う

た

ん

す

ほ
ど
、
落
ち
着
い
た
重
厚
な
光
沢
が
増
し
、
人
間
の
心
を
な
ご
ま
せ
て
く
れ
る
。
今
流
行
の
機
能
的
で
軽
便
な
家
具
類
な
ど
は
、

使
っ
て
年
月
が
経
つ
と
薄
汚
く
な
り
、
そ
の
点
で
は
足
も
と
に
も
及
ば
な
い
。

日
本
伝
統
の
木
造
の
家
は
、
木
を
主
体
に
し
て
、
土
と
紙
を
加
え
て
で
き
て
い
る
。
柱
は
杉
が
よ
く
使
わ
れ
、
柱
と
柱
の
上

部
に
渡
し
て
垂
木
を
受
け
る
桁
や
、
上
部
の
重
み
を
支
え
、
柱
と
柱
の
間
に
か
け
る
梁
は
、
曲
げ
に
強
い
松
や
ケ
ヤ
キ
や
栃
や

た

る

き

け
た

は
り

ク
リ
な
ど
が
使
わ
れ
る
。
な
か
で
も
吸
湿
性
に
す
ぐ
れ
た
日
本
の
杉
は
、
湿
度
と
温
度
を
日
本
の
気
候
と
風
土
に
合
わ
せ
て
調

節
し
て
く
れ
る
。

清
楚
で
つ
つ
ま
し
や
か
な
生
き
方
と
い
う
も
の
と
、
杉
の
飾
り
気
の
な
い
材
質
は
、
見
事
に
合
っ
て
い
た
。
夏
に
な
っ
て
障

子
が
開
け
放
た
れ
、
杉
の
柱
が
重
な
る
向
こ
う
に
、
縁
側
が
見
え
、
庭
の
広
が
る
日
本
の
木
造
建
築
独
特
の
美
し
さ
は
、
杉
の

清
楚
な
素
材
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
住
環
境
は
、
や
が
て
「
菜
園
家
族
」
と
と
も
に
復
活
し
て
く
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

ま
た
香
り
も
ほ
の
か
な
杉
は
、
食
生
活
の
分
野
で
も
大
活
躍
で
あ
る
。
杉
の
樽
の
酒
は
、
お
酒
の
香
り
を
含
み
の
あ
る
豊
か

な
も
の
に
し
、
味
噌
・
し
ょ
う
ゆ
・
漬
物
の
樽
と
し
て
も
愛
好
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
檜
は
水
に
強
い
の
で
、
お
風
呂
の
浴
槽
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や
流
し
板
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
。
檜
風
呂
は
新
し
け
れ
ば
新
し
い
な
り
に
、
ほ
の
か
な
香
り
と
と
も
に
爽
や
か
で
あ
る
。
逆
に

年
季
が
入
る
と
、
ま
ろ
や
か
な
肌
ざ
わ
り
は
、
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。
檜
の
風
呂
は
、
タ
イ
ル
な
ど
の
浴
槽
と
は
一
味
も
二

味
も
違
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
例
は
、
ほ
ん
の
一
例
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
日
本
人
は
遠
い
昔
か
ら
、
針
葉
樹
や
落
葉
樹
や
照
葉
樹
と
い
っ
た

実
に
多
様
な
性
質
を
も
っ
た
樹
木
を
、
そ
の
材
質
を
熟
知
し
た
上
で
、
暮
ら
し
の
中
に
生
か
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
日
本
人
の
暮
ら
し
に
最
も
な
じ
み
の
深
い
樹
木
に
、
竹
が
あ
る
。

竹
は
、
昔
か
ら
籠
に
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
て
き
た
。
背
負
子
に
は
じ
ま
り
、
手
さ
げ
の
籠
。
ま
た
、
竹
の
ザ
ル
に
も
、
円

か
ご

し

ょ

い

こ

形
や
半
円
形
、
馬
蹄
形
や
正
方
形
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
、
サ
イ
ズ
も
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
、
穀
類
を
入
れ
る

も
の
、
野
菜
や
山
菜
、
ウ
ド
や
ソ
バ
を
扱
う
も
の
と
、
そ
の
用
途
用
途
に
応
じ
て
、
竹
の
太
さ
ま
で
微
妙
に
違
う
。「
ウ
ツ
ボ
」

な
ど
の
漁
具
も
あ
り
、
ま
た
、
魚
を
入
れ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
籠
な
ど
が
あ
る
。
小
さ
い
も
の
で
は
竹
の
鳥
籠
、
も
っ
と
小
さ

く
な
れ
ば
竹
の
箸
や
茶
筅
や
茶
匙
な
ど
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
竹
は
、
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
で
幅
広
い
分
野
を
支
え
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
現
代
の
私
た
ち
の
暮
ら

し
の
中
で
見
ら
れ
る
金
属
パ
イ
プ
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
棒
や
筒
は
、
か
つ
て
は
す
べ
て
竹
で
ま
か
な
わ
れ
、
タ
オ
ル
掛
け
や

箒
ほ
う
き

や
ハ
タ
キ
の
柄
、
物
干
し
竿
や
釣
り
竿
な
ど
、
す
べ
て
竹
だ
っ
た
。

光
が
射
し
込
む
窓
の
障
子
。
木
の
枝
が
影
絵
の
よ
う
に
揺
ら
ぐ
障
子
の
桟
に
も
、
竹
が
使
わ
れ
て
い
る
。
微
妙
に
曲
が
っ
た

さ
ん

竹
を
桟
に
使
う
感
覚
は
、
さ
す
が
だ
。
細
く
割
ら
れ
た
竹
の
手
触
り
や
曲
が
り
具
合
を
、
手
先
で
読
み
と
り
、
見
事
に
編
ん
で

ゆ
く
竹
細
工
職
人
。
こ
う
し
た
も
の
を
私
た
ち
日
本
人
は
、
な
ぜ
捨
て
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
は
海
の
国
で
あ
る
と
同
時
に
、
森
の
国
で
も
あ
る
。
や
が
て
、
「
菜
園
家
族
」
が
復
活
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
豊
か
な
資

源
を
、
た
だ
経
済
的
実
益
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
精
神
を
豊
か
な
も
の
に
甦
ら
せ
る
た
め
に
も
、
昔
の
人
々

の
知
恵
に
学
び
な
が
ら
、
そ
れ
を
生
か
し
て
い
く
時
代
が
再
び
や
っ
て
く
る
。

第一章 菜園家族の世界



26

二一世紀の未来社会（小貫雅男・伊藤恵子）

３

土
が
育
む
も
の

䢣

素
朴
で
強
靱
に
し
て
繊
細
な
心

䢣

「
菜
園
家
族
」
に
と
っ
て
、
畑
や
田
や
自
然
の
中
か
ら
と
れ
る
も
の
は
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
自
ら
の
手
で
工
夫
し
て
加

工
し
作
り
あ
げ
た
も
の
は
、
基
本
的
に
は
家
族
の
消
費
に
当
て
ら
れ
、
家
族
が
愉
し
む
た
め
に
あ
る
。
そ
の
余
剰
は
お
裾
分
け

す
る
か
、
一
部
は
交
換
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
河
川
上
流
域
に
位
置
す
る
内
陸
部
の
山
村
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
下
流
域
の
海
辺
や
湖
畔
の
漁
村
と
の
間
に
、
互
い
の
不
足
を
補
い
合
う
モ
ノ
と
ヒ
ト
と
情
報
の
交
流
の
道
が
開
か
れ

て
く
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
従
来
の
よ
う
な
市
場
原
理
至
上
主
義
の
商
品
生
産
下
で
の
流
通
と
は
、
本
質
的
に
違
う
も
の
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
に
第
六
章
「
あ
ら
た
め
て
考
え
る
二
一
世
紀
の
未
来
社
会

䢣
自
然
界
の
生
命
進
化
の
奥
深

い
秩
序
に
連
動
し
、
展
開
䢣
」
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
「
菜
園
家
族
」
で
は
基
本
的
に
は
自
給
自
足
さ
れ
、
し
か
も
週
休
（
２

＋
α
）
日
制
の
「
菜
園
家
族
」
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
（
但
し１

≦
α
≦
４

）
の
も
と
で
、
週
数
日
の
〝
従
来
型
の
仕
事
〟
に

見
合
っ
た
応
分
の
給
与
所
得
が
安
定
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
人
々
の
欲
求
は
専
ら
多
種
多
様
な
文
化
・
芸
術
活
動
や

ス
ポ
ー
ツ
や
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
味
・
嗜
好
な
ど
の
類
い
に
向
け
ら
れ
、
そ
こ
で
の
愉
し
み
を
人
々
と
と
も
に
共
有
す
る
こ
と
が
、

最
大
の
関
心
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
営
利
の
た
め
の
商
品
化
の
み
を
目
的
に
し
た
生
産
に
は
な
り

に
く
く
、
流
通
の
意
味
も
本
質
的
に
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

菜
園
や
棚
田
、
果
樹
、
茶
畑
、
林
業
、
薪
・
木
炭
、
シ
イ
タ
ケ
栽
培
、
ヤ
ギ
や
乳
牛
の
高
原
放
牧
、
養
鶏
、
養
蜂
、
狩
猟
（
イ

ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
）
、
渓
流
釣
り
、
木
の
実
な
ど
の
採
取
、
ぶ
ど
う
酒
の
醸
造
、
チ
ー
ズ
づ
く
り
、
郷
土
色
豊
か
な
料
理
や
保

存
食
の
加
工
、
天
然
素
材
を
用
い
た
道
具
・
容
器
や
木
工
家
具
の
製
作
、
漆
工
芸
、
陶
芸
、
裁
縫
、
服
飾
デ
ザ
イ
ン
、
手
工
芸

等
々･

･
･

。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
家
族
構
成
に
見
合
っ
た
多
様
な
組
み
合
わ
せ
を
選
択
し
、
多
品
目
少
量
生
産
の
自
立
し
た
豊
か

な
家
族
複
合
経
営
を
次
第
に
確
立
し
て
い
く
。
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秋
晴
れ
の
気
分
壮
快
な
日
な
ど
は
、
家
族
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
山
を
散
策
し
、
き
の
こ
や
山
菜
を
採
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

祖
父
母
は
両
親
へ
、
両
親
は
子
ど
も
た
ち
へ
と
知
恵
を
授
け
る
絶
好
の
機
会
に
も
な
る
。
こ
う
し
て
家
族
そ
ろ
っ
て
自
然
の
中

を
の
び
の
び
と
行
動
す
る
愉
し
み
は
、
自
然
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
や
郷
土
の
美
し
さ
、
年
長
者
の
豊
か
な
経
験
の
素
晴
ら
し

さ
を
、
子
ど
も
た
ち
の
脳
裏
に
い
つ
ま
で
も
焼
き
付
け
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
菜
園
家
族
」
は
、
日
常
の
ゆ
と
り
あ
る
暮
ら
し
の
中
で
、
三
世
代
が
相
互
に
知
恵
や
経
験
を
交
換
し
合
い
、

切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
、
土
地
土
地
の
風
土
に
深
く
根
ざ
し
た
〝
循
環
の
思
想
〟
に
彩
ら
れ
た
倫
理
、
思
想
、
文
化
の
体
系
を
長

い
歴
史
を
か
け
て
育
ん
で
い
く
。
や
が
て
、
こ
う
し
た
暮
ら
し
の
中
か
ら
、
素
朴
で
郷
土
色
豊
か
な
手
仕
事
の
作
品
を
は
じ
め
、

大
地
と
そ
の
暮
ら
し
に
深
く
結
び
つ
い
た
絵
画
や
彫
刻
、
民
衆
の
心
の
奥
底
に
響
く
歌
や
音
楽
や
舞
踊
や
演
劇
、
さ
ら
に
は
詩

や
散
文
な
ど
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
作
品
の
展
示
や
発
表
な
ど
、
交
流
の
場
も
地
域
に

定
着
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
菜
園
家
族
」
と
そ
の
地
域
は
、
歴
史
を
重
ね
な
が
ら
、
市
場
競
争
至
上
主
義
の
慌
し
い
「
拡

大
経
済
」
の
社
会
に
は
な
か
っ
た
、
「
自
然
循
環
型
共
生
」
の
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
リ
ズ
ム
と
お
お
ら
か

な
人
生
観
、
世
界
観
を
基
調
と
す
る
新
し
い
民
衆
の
文
化
、
生
き
生
き
と
し
た
民
芸
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
一
大
宝
庫
を
創
り
あ

げ
、
子
ど
も
や
孫
の
世
代
へ
と
受
け
継
い
で
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

「
菜
園
家
族
」
社
会
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
週
に
（
２
＋
α
）
日
間
、
〝
菜
園
の
仕
事
〟
を
す
る
と
同
時
に
、
家
事
や
育
児

や
子
ど
も
た
ち
の
教
育
、
そ
れ
に
こ
う
し
た
新
し
い
文
化
活
動
を
楽
し
み
な
が
ら
、
両
親
を
基
軸
に
、
子
ど
も
た
ち
や
祖
父
母

の
三
世
代
家
族
が
全
員
そ
ろ
っ
て
協
力
し
合
い
、
支
え
合
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。

両
親
が
基
軸
に
な
っ
て
活
動
し
な
が
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
の
年
齢
に
見
合
っ
た
活
動
を
し
、
祖
父
母
は
祖
父

母
の
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
を
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
や
性
別
に
よ
っ
て
、
仕
事
の
種
類
や
内
容
は
き
わ
め
て
多
種
多
様

で
あ
り
、
知
恵
や
経
験
も
、
そ
し
て
体
力
も
才
能
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
労
働
の
質
の
多
様
性
を
総
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
菜
園
家
族
」
は
き
め
細
や
か
に
無
駄
な
く
円
滑
に
、
仕
事
や
活
動
の
総
体
を
こ
な
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
「
菜

第一章 菜園家族の世界
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園
家
族
」
に
蓄
積
さ
れ
た
こ
ま
ご
ま
と
し
た
〝
技
〟
が
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

子
ど
も
た
ち
が
病
気
で
寝
込
む
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
両
親
や
祖
父
母
が
看
病
し
面
倒
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
祖
父
母
が
長
期
に
わ
た
っ
て
病
床
に
伏
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
両
親
に
代
わ
っ
て
枕
元
に
お

茶
や
ご
飯
を
運
ん
だ
り
、
祖
父
母
の
曲
が
っ
た
背
中
や
冷
え
た
手
足
を
さ
す
っ
た
り
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
自
ず
と
温
も
り
あ
る
会
話
も
生
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
家
族
内
の
仕
事
の
分
担
や
役
割
は
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
も
、
実
に
素
晴
ら
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
。
祖
父
母
の
苦
し
み
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
手
助
け
す
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
普
段
の
人
間
同
士
の
触
れ
合
い
の
中
か
ら
、
子

ど
も
た
ち
の
深
い
人
間
理
解
が
芽
生
え
て
く
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
子
ど
も
が
枕
元
に
お
茶
を
運
ぶ
と
い
う
一
つ
の
行
為
が
、

祖
父
母
に
と
っ
て
は
心
あ
た
た
ま
る
何
よ
り
の
介
護
と
な
り
、
か
つ
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
人
間
教
育
に
も

な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
さ
さ
や
か
な
一
つ
の
行
為
が
二
つ
の
機
能
を
同
時
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

し
か
も
こ
の
二
つ
の
機
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
銭
的
報
酬
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
的
分

業
化
と
専
門
化
が
極
度
に
進
む
現
代
で
は
、
か
え
っ
て
人
間
の
行
為
が
本
来
持
つ
機
能
の
多
面
性
が
分
割
・
単
純
化
さ
れ
、
暮

ら
し
の
身
近
な
場
面
で
豊
か
な
人
間
発
達
の
条
件
が
奪
わ
れ
、
経
済
的
合
理
性
を
も
同
時
に
損
な
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
刮
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
世
代
「
菜
園
家
族
」
を
基
盤
に
成
立
す
る
こ
の
社
会
は
、
市
場
原
理
至
上
主
義
の
「
拡
大
経
済
」
社
会
に
対
峙
す
る
と
こ

ろ
の
「
自
然
循
環
型
共
生
」
の
社
会
で
あ
る
。
こ
の
自
然
循
環
型
共
生
社
会
に
暮
ら
す
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
拡
大
経
済
」

社
会
の
よ
う
に
、
欲
望
を
煽
ら
れ
、
〝
浪
費
が
美
徳
〟
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
相
手
を
倒

し
て
で
も
生
き
残
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
弱
肉
強
食
の
熾
烈
な
競
争
原
理
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
支
配
す

る
社
会
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
「
菜
園
家
族
」
社
会
で
は
、
人
々
は
大
地
に
直
接
働
き
か
け
、
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
仕
事
を
し
、
共
に
助
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け
合
い
、
共
に
暮
ら
す
「
共
生
」
の
喜
び
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
々
は
、
自
然
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
た
り
と
暮

ら
し
、
自
然
の
厳
し
さ
か
ら
敬
虔
な
心
を
育
ん
で
い
く
。

人
々
は
、
こ
う
し
た
自
己
形
成
、
自
己
実
現
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
日
々
確
か
な
も
の
に
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
〝
競
争
〟
に
か
わ
っ
て
〝
自
己
鍛
錬
〟
が
置
き
か
え
ら
れ
、
そ
の
大
切
さ
を
し
み
じ
み
と
実
感
す
る
。
そ
れ
が

生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
農
民
や
職
人
た
ち
の
ひ
た
む
き
に
生
き
る
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
だ

け
で
も
、
人
間
に
と
っ
て
〝
自
己
鍛
錬
〟
の
も
つ
意
味
が
頷
け
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

や
が
て
、
「
菜
園
家
族
」
を
基
盤
に
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
円
熟
し
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
「
菜
園
家
族
」
内
に
培
わ

れ
る
〝
自
己
鍛
錬
〟
の
シ
ス
テ
ム
と
、
先
に
も
触
れ
た
家
族
が
本
来
も
っ
て
い
る
子
ど
も
の
教
育
の
機
能
と
が
う
ま
く
結
合
し
、

そ
の
土
台
の
上
に
は
じ
め
て
公
的
な
学
校
教
育
が
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
着
実
に
促
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
家
族
に
固
有

の
機
能
が
空
洞
化
し
、
そ
の
両
者
の
結
合
と
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
公
的
教
育
の
成
立
を
不
可
能
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
今

日
の
学
校
教
育
の
破
綻
の
根
本
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
化
し
た
児
童
虐
待
や
「
ひ

き
こ
も
り
」
も
、
こ
う
し
た
家
族
と
地
域
と
学
校
と
の
三
者
が
有
機
的
に
融
合
し
た
生
活
世
界
か
ら
は
、
起
こ
り
に
く
く
な
る

で
あ
ろ
う
。

「
菜
園
家
族
」
の
人
々
は
、
や
が
て
市
場
原
理
至
上
主
義
「
拡
大
経
済
」
下
の
営
利
本
位
の
過
酷
な
労
働
か
ら
次
第
に
解
き

放
た
れ
、
本
来
あ
っ
た
は
ず
の
自
分
の
自
由
な
時
間
を
自
己
の
も
と
に
取
り
戻
し
、
「
菜
園
」
を
は
じ
め
、
文
化
・
芸
術
な
ど

創
造
的
で
精
神
性
豊
か
な
活
動
に
振
り
向
け
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
地
に
根
ざ
し
た
素
朴
で
強
靱
に
し
て
繊
細

な
精
神
、
慈
し
み
の
心
、
共
生
の
思
想
を
育
み
な
が
ら
、
人
類
史
上
い
ま
だ
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
い
の
ち
輝

く
暮
ら
し
と
豊
か
な
精
神
の
高
み
へ
と
、
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
到
達
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
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二一世紀の未来社会（小貫雅男・伊藤恵子）

☆
引
用
・
参
考
文
献
（
一
部
映
像
作
品
を
含
む
）
☆

尾
形
仂

校
注
『
蕪
村
俳
句
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年

柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史

世
相
篇
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
三
年

記
録
映
像
番
組
『
ふ
る
さ
と
の
伝
承
』（
各
回

分
）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
、
一
九
九
五
～
一
九
九
九
年
放
送

40

農
文
協
各
県
編
集
委
員
会

編
『
日
本
の
食
生
活
全
集
』（
全
五
〇
巻
）
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
四
～
一
九
九
三
年

河
井
智
康
『
日
本
の
漁
業
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
四
年

稲
本
正
『
森
の
博
物
館
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年

稲
本
正

編
『
森
を
創
る

森
と
語
る
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年

西
口
親
雄
『
森
林
へ
の
招
待
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
六
年

山
岸
清
隆
『
森
林
環
境
の
経
済
学
』
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年

浜
田
久
美
子
『
森
の
力

䢣
育
む
、
癒
す
、
地
域
を
つ
く
る
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年

吉
田
桂
二
『
民
家
に
学
ぶ
家
づ
く
り
』
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
一
年

江
上
徹
「
近
代
末
期
の
地
平
か
ら
家
族
と
住
ま
い
の
一
〇
〇
年
を
省
み
る
」『
住
ま
い
の
一
〇
〇
年
』
日
本
生
活
学
会
編
、
ド
メ
ス
出

版
、
二
〇
〇
二
年

増
井
和
夫
『
ア
グ
ロ
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
の
発
想
』
農
林
統
計
協
会
、
一
九
九
五
年

小
林
俊
夫
「
山
羊
と
む
か
え
る

世
紀
」
『
第
４
回
全
国
山
羊
サ
ミ
ッ
ト

み
な
み
信
州

発
表
要
旨
集
』
日
本
緬
羊
協
会
・
全
国
山

21

in

羊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
み
な
み
信
州
農
業
協
同
組
合
生
産
部
畜
産
課
、
二
〇
〇
一
年

日
本
放
送
出
版
協
会

制
作
『
国
産
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
図
鑑

䢣
生
産
地
別
・
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
ガ
イ
ド
』
中
央
酪
農
会
議
・
全
国
牛

乳
普
及
協
会
・
都
道
府
県
牛
乳
普
及
協
会
、
二
〇
〇
〇
年

ス
ー
・
ハ
ベ
ル
『
ミ
ツ
バ
チ
と
暮
ら
す
四
季
』
晶
文
社
、
一
九
九
九
年

31

佐
々
木
正
己
『
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ

䢣
北
限
のA

pis
cerana

䢣
』
海
游
舎
、
一
九
九
九
年

映
像
作
品
『
四
季
・
遊
牧
䢣
ツ
ェ
ル
ゲ
ル
の
人
々
䢣
』
小
貫
雅
男
・
伊
藤
恵
子
共
同
制
作
（
三
部
作
全
六
巻
・
七
時
間
四
〇
分
）、
大
日
、
一
九
九
八

年
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