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日
本
料
理
の
発
達
と
変
容
（
4
） 

 

―
汁
物
の
工
夫
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
田
節
子 

日
本
料
理
が
集
大
成
さ
れ
た
江
戸
時
代
、
汁
物
は
膳
料

理
の
な
か
で
重
要
な
位
置
付
け
を
も
ち
、
だ
し
汁
の
良
し

悪
し
が
そ
の
出
来
映
え
を
決
め
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
前
号

（
十
八
号
）
で
紹
介
し
て
き
た
。
江
戸
時
代
初
期
に
著
わ

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
古
今
料
理
集
』
六
巻
「
煮
方
」

に
は
汁
物
の
基
本
と
な
る
だ
し
汁
の
と
り
方
や
味
噌
の
調

製
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
椀
種
と
な
る
魚
の
扱
い
方
、

出
し
や
味
噌
の
濃
淡
、
酒
の
種
類
や
使
用
量
な
ど
細
か
い

配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て

初
め
て
椀
種
と
な
る
魚
の
旨
味
と
だ
し
汁
の
旨
味
が
一
体

化
し
た
汁
物
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

そ
こ
で
前
号
同
様
に
『
古
今
料
理
集
』
を
資
料
に
、
汁

物
の
繊
細
な
仕
立
て
方
の
工
夫
点
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
ま
ず
椀
種
を
魚
と
す
る
代
表
的
な
汁
物
を
紹
介
し

て
み
た
い
。 

鯛
煮
方
之
事
（
鯛
の
汁
物
）
生
鯛
を
椀
種
に
し
た
味
噌

仕
立
て
の
汁
物
で
あ
る
。
ま
ず
中
味
噌
（
食
べ
頃
の
濃

度
）
と
「
こ
味
噌
」（
中
味
噌
よ
り
濃
い
）
の
中
間
、
す

な
わ
ち
食
べ
頃
よ
り
少
し
濃
い
め
の
味
噌
汁
の
な
か
で
つ

ま
を
煮
て
、
袋
だ
し
（
布
や
和
紙
の
袋
に
削
り
節
を
入
れ
、

そ
の
ま
ま
煮
汁
で
煮
て
、
簡
単
に
取
り
出
せ
る
よ
う
に
し

た
も
の
）
を
入
れ
て
調
度
よ
い
加
減
に
し
て
生
鯛
を
煮
て

お
く
。
盛
り
つ
け
直
前
に
再
び
火
に
か
け
、
味
を
整
え
、

諸
白
（
精
白
し
た
米
糀
と
蒸
し
米
で
醸
造
し
た
酒
）
を
香

り
程
度
に
加
え
て
仕
上
げ
る
。
だ
し
汁
に
つ
い
て
は
「
大

あ
じ
な
ら
ば
袋
だ
し
を
し
ん
み
と
か
ろ
く
（
だ
し
の
盛
り

を
指
す
）
あ
ん
ば
い
し
て
袋
だ
し
を
あ
げ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
だ
し
汁
の
濃
度
が
濃
く
も
薄
く
も
な
い
一
番
よ
い
状

態
に
し
、
諸
白
は
酒
よ
り
も
甘
み
も
こ
く
も
香
り
も
あ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
し
す
ぎ
て
鯛
の
旨
み
を
失
わ
ぬ
よ

う
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。 

鱸
す
ま
し
煮
方
之
事
（
鱸
の
汁
物
）
白
身
魚
で
も
脂
肪

分
の
多
い
鱸
を
椀
種
に
し
た
す
ま
し
仕
立
て
の
汁
物
で
あ

る
。「
鱸
は
鯛
よ
り
油
多 

つ
よ
き
物
な
れ
は
出
し
を
軽

く
し
か
け 

う
ま
せ
置
候
へ
は
あ
ま
み
出
も
た
る
る
程
に

な
る
物
な
り 

又
油
つ
よ
き
ゆ
え
に
必
生
塩
は
や
き
物
な

り 

よ
っ
て
塩
を
ひ
か
え
醤
油
を
ち
と
過
す
へ
し 

あ
ま

り
油
多
き
は
必
な
ま
く
さ
き
物
な
り 

依
ゆ
か
き
た
る
か

よ
き
か
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
も
っ
て

茹
で
表
面
の
油
分
を
除
い
た
鱸
の
切
り
身
を
だ
し
汁
に
入

れ
て
煮
て
、
醤
油
を
汁
が
色
付
く
程
、
焼
塩
も
濃
い
め
に

入
れ
て
お
き
、
仕
上
げ
に
塩
味
を
整
え
、
酒
を
多
め
に
入

れ
て
盛
り
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

口
塩
・
堅
塩
鱈
之
汁
煮
方
（
塩
鱈
の
汁
）
口
塩
（
薄

塩
）
と
堅
塩
（
濃
い
塩
加
減
）
の
塩
鱈
を
椀
種
と
す
る
味

噌
仕
立
て
と
す
ま
し
し
立
て
の
汁
物
で
あ
る
。
味
噌
仕
立

て
で
は
「
う
ま
み
う
す
き
に
よ
っ
て
汁
を
う
ま
く
す
へ
し 

総
じ
て
鱈
の
汁
は
み
そ
の
う
す
め
成
る
か
よ
き
物
な
る
か 

こ
き
ほ
ど
は
不
出
来
た
る
へ
し
」
と
断
っ
て
あ
り
、
鱈
の

塩
味
を
考
慮
し
て
薄
味
噌
仕
立
て
に
し
、
旨
み
を
袋
出
汁

で
濃
い
め
に
補
う
こ
と
が
大
切
で
、
魚
の
塩
分
を
汁
の
な

か
に
十
分
溶
出
さ
せ
た
あ
と
も
う
一
度
塩
梅
し
、
旨
み
と

香
り
を
添
え
る
た
め
に
諸
白
を
指
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
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す
ま
し
仕
立
て
の
場
合
は
、
だ
し
汁
は
「
も
た
れ
る

程
」
と
濃
度
が
示
さ
れ
て
お
り
、
袋
だ
し
で
補
う
だ
け
で

な
く
、
濃
い
旨
み
を
も
つ
昆
布
が
つ
ま
を
兼
ね
て
使
わ
れ

て
い
る
。 

鯉
汁
煮
方
之
事
（
鯉
の
汁
物
）
同
時
代
の
『
合
類
日
用

料
理
抄
』（
一
六
八
九
年
）
に
は
鯉
の
丸
切
り
が
使
用
さ

れ
て
お
り
、
本
書
で
も
鯉
の
丸
切
り
が
椀
種
と
な
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
食
べ
頃
の
味
噌
汁
の
な
か
で
鯉
の
切
り
身

を
十
分
茹
で
、
茹
で
汁
は
半
分
捨
て
、
残
り
半
分
の
茹
で

汁
に
少
し
濃
い
め
の
生
味
噌
を
加
え
、
改
め
て
十
分
な
旨

味
を
袋
出
汁
で
も
た
せ
、
味
を
調
え
、
最
後
に
諸
白
を
加

え
て
生
臭
み
を
お
さ
え
、
さ
ら
に
酒
も
加
え
て
こ
く
を
持

た
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
味
噌
汁
の
な
か
で
鯉
を
煮
る

こ
と
で
、
味
噌
の
香
り
と
旨
味
を
鯉
に
浸
透
さ
せ
、
一
方

で
は
鯉
の
茹
で
汁
を
半
分
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
臭
み

を
お
さ
え
よ
う
と
し
た
工
夫
は
、
海
水
魚
の
料
理
法
と
大

き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
失
わ
れ
た
旨
味
や
こ

く
は
袋
出
し
や
諸
泊
・
酒
を
多
め
に
加
え
る
こ
と
で
補
お

う
と
し
て
い
る
。 

鮒
一
献
煮
方
（
鮒
の
汁
物
）
小
鮒
を
姿
の
ま
ま
椀
種
と

し
た
味
噌
仕
立
て
の
汁
物
で
あ
る
。「
は
い
を
不
取
し
て

煮
る
ゆ
え
に 

汁
必
に
か
く
成
（
中
略
）
初
の
に
汁
を
す

き
と
捨
て
」
と
あ
る
よ
う
に
。
仕
立
て
方
、
工
夫
点
は
鯉

煮
方
と
大
差
な
い
が
、
内
臓
を
も
っ
た
姿
身
を
使
用
す
る

た
め
、
苦
味
の
強
い
茹
で
汁
は
捨
て
て
し
ま
う
の
が
良
し

と
さ
れ
て
い
る
。
当
然
失
わ
れ
た
旨
味
は
濃
厚
な
だ
し
汁

と
諸
白
と
酒
、
生
味
噌
を
加
え
る
こ
と
で
補
わ
れ
て
い
る
。 

貝
汁
煮
方
（
貝
の
潮
汁
）
蛤
、
蜆
、
浅
蜊
を
使
っ
た
赤

味
噌
仕
立
て
の
汁
物
で
あ
る
。
貝
類
の
旨
味
を
十
分
に
生

か
す
た
め
に
出
し
は
用
い
て
お
ら
ず
、
水
に
貝
類
の
旨
味

を
煮
出
し
、
酒
を
多
め
に
用
い
て
こ
く
を
出
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
魚

類
を
椀
種
と
す
る
汁
物
の
工
夫
点
は
椀
種
と
な
る
魚
の
性

質
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
と
め
て
み

る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
（
表1

）。
①
鯛
な
ど
の
淡
泊
で

上
品
な
旨
味
を
も
つ
白
身
魚
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
魚
自

体
の
旨
味
を
い
か
す
事
に
重
点
を
置
き
、
だ
し
汁
、
味
噌

共
に
濃
す
ぎ
ぬ
よ
う
、
酒
は
香
り
程
度
と
す
る
。
す
ま
し

の
場
合
も
塩
中
心
と
し
、
醤
油
は
香
り
程
度
と
す
る
。
②

鱸
な
ど
の
脂
分
が
多
い
白
身
魚
の
場
合
、
あ
っ
さ
り
と
仕

上
げ
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
。
だ
し
汁
は
薄
め
に
多
め
の

醤
油
と
酒
で
生
臭
み
を
お
さ
え
、
前
も
っ
て
茹
で
る
な
ど

し
て
魚
身
か
ら
脂
分
を
除
く
。
③
塩
鱈
な
ど
の
塩
魚
を
椀

種
と
す
る
場
合
は
、
魚
に
含
ま
れ
て
い
る
塩
分
を
考
慮
し

て
味
噌
・
塩
加
減
は
薄
く
、
塩
蔵
で
失
わ
れ
た
旨
味
は
濃

厚
な
だ
し
汁
と
酒
で
補
う
。
④
鯉
・
鮒
な
ど
の
淡
水
魚
を

用
い
る
場
合
は
、
生
臭
み
を
除
く
こ
と
が
工
夫
の
中
心
と

な
り
、
魚
の
茹
で
汁
を
半
分
、
ま
た
は
全
て
捨
て
、
改
め

て
味
噌
の
香
り
を
生
か
し
て
生
味
噌
で
仕
立
て
、
濃
厚
な

だ
し
汁
と
酒
で
旨
味
を
持
た
せ
る
。
す
ま
し
仕
立
て
に
は

適
さ
な
い
。
⑤
貝
類
の
潮
汁
は
貝
の
旨
味
を
十
分
に
生
か

す
た
め
に
出
し
汁
は
使
用
し
な
い
。 

こ
れ
ら
の
工
夫
点
は
、
魚
独
自
の
旨
味
を
最
大
限
に
生

か
し
、
一
方
で
は
生
臭
み
な
ど
の
短
所
を
補
お
う
と
す 

 

【
魚
を
椀
種
と
す
る
汁
物
の
工
夫
】 

椀種

茹で汁使用

茹で汁半分使用

茹で汁全て捨てる

茹で汁使用

諸白・酒

普通に

諸白・酒

普通に

諸白・酒

僅かに（香り）

だしの種類と濃度 調味料の種類と濃度 酒の種類と濃度 魚の茹で汁

かつおだし・袋だし 白味噌
鯛 茹で汁使用

別茹で・茹で汁使用せず

酒

多めに

鱸

塩鱈

鯉

鮒

酒

多めに

諸白

普通に

食べ頃～濃く

白味噌・生味噌（途中）

食べ頃～濃く

赤味噌

薄く
貝類 使用せず

食べ頃

塩・醤油

ひかえめ・少し強く

白味噌

薄く

白味噌・生味噌（途中）

濃いめに

かつおだし・袋だし

濃いめに

調度おいしい濃度

かつおだし

少し薄めのに

かつおだし・袋だし

濃いめに

かつおだし・袋だし
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る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
魚
を
椀
種
と
す
る
汁
物
の
作
り

方
の
心
得
は
、
良
質
の
だ
し
を
選
び
、
魚
の
性
質
に
あ
っ

た
仕
立
て
方
を
施
し
、
塩
梅
は
濃
す
ぎ
ず
、
旨
味
を
第
一

と
考
え
る
事
が
基
本
で
あ
っ
た
と
い
え
、
現
在
の
汁
物
に

も
通
ず
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。 

【
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生
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文
化
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昭
和
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新
田
義
之 

前
号
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
留
学
滞
在
し
て

い
た
一
九
六
一
年
の
三
月
に
私
た
ち
に
女
の
子
が
授
か
っ

た
と
こ
ろ
ま
で
述
べ
た
の
で
、
本
回
で
は
そ
の
続
き
と
し

て
、
ド
イ
ツ
で
の
育
児
の
体
験
を
話
す
の
が
自
然
な
の
だ

が
、
実
は
す
で
に
同
じ
こ
の
生
活
文
化
研
究
所
の
年
報
第

二
十
四
輯
に
「
一
九
六
〇
年
頃
の
ド
イ
ツ
で
の
育
児
」
と

い
う
文
章
を
載
せ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
一
の

内
容
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
遠
慮
し
た
い
。
従
っ
て

今
回
の
話
は
一
九
六
一
年
度
夏
学
期
（
昭
和
三
十
五
年
四

月
～
九
月
）
か
ら
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。 

 

周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
新
学
年
度
」
の
開
始
を

世
界
の
殆
ん
ど
の
国
は
十
月
と
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
も
そ

の
例
外
で
は
な
く
、
従
っ
て
ド
イ
ツ
の
夏
学
期
は
一
学
年

二
期
制
の
後
期
に
あ
た
る
の
で
、
大
学
で
の
講
義
や
演
習

の
多
く
は
前
学
期
の
続
き
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
講
義

は
大
家
の
ゆ
っ
く
り
し
た
口
調
で
語
ら
れ
る
、
し
か
も
自

分
が
か
な
り
専
門
的
に
学
ん
で
き
た
作
家
た
ち
は
作
品
に

つ
い
て
の
解
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
し
か
、
耳
か
ら
き
い

た
ド
イ
ツ
語
が
理
解
で
き
ず
、
初
め
て
聞
く
分
野
に
関
し

て
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
勿
論
ノ
ー
ト
を
と
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

演
習
と
な
る
と
今
度
は
ド
イ
ツ
人
学
生
の
読
書
力
と
小
生

の
そ
れ
と
の
差
が
大
き
過
ぎ
て
、「
来
週
ま
で
に
読
ん
で

お
く
よ
う
に
」
と
指
定
さ
れ
た
五
冊
ば
か
り
の
書
物
は
、

小
生
が
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
読
み
終
え
る
の
に
半
年
は

か
か
る
に
違
い
な
い
量
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
演
習
時
間

中
に
学
生
た
ち
が
論
戦
を
始
め
る
と
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
の

速
さ
と
発
音
の
不
明
瞭
さ
で
、
と
て
も
議
論
に
つ
い
て
ゆ

け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、「
ド
イ
ツ
文
学

研
究
」
の
世
界
に
私
が
入
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
自
体
の
無

謀
さ
を
、
決
定
的
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
比
べ
て
、
学
外
で
の
日
常
生
活
は
楽
し
く
、
ド

イ
ツ
人
の
社
会
を
知
り
、
そ
の
文
化
的
雰
囲
気
の
豊
か
さ

や
暖
か
さ
、
そ
し
て
一
般
市
民
の
論
理
的
思
考
力
の
水
準

の
高
さ
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
の
出
来
る
幸
福
を
、
た
っ
ぷ

り
と
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
恐
ら
く
は
今
回

が
こ
の
連
載
の
最
後
の
回
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
、

ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
私
た
ち
一
家
の
青
春
時
代
の
思
い
出

を
締
め
括
り
と
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
知
り
合
っ
た
あ
る

一
般
市
民
階
級
に
属
す
る
あ
る
家
族
の
物
語
を
し
た
い
。 

 

一
九
五
九
年
（
昭
和
三
十
四
年
）
九
月
末
に
私
は
ハ
ン

ブ
ル
ク
大
学
文
芸
学
部
ゲ
ル
マ
ン
語
文
学
研
究
学
科
に
、

妻
は
国
立
音
楽
大
学
ピ
ア
ノ
科
に
入
学
手
続
き
を
行
な
い
、

十
月
か
ら
始
ま
る
冬
学
期
の
授
業
開
始
を
待
っ
て
い
た
。

す
る
と
あ
る
日
、
若
い
ド
イ
ツ
人
夫
婦
が
「
自
家
用
車
」

（
も
ち
ろ
ん
中
古
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
・
タ
イ
プ

１
）
で
私
た
ち
の
下
宿
に
や
っ
て
き
て
、「
大
学
の
外
国

人
留
学
生
担
当
係
か
ら
あ
な
た
た
ち
の
ア
ド
レ
ス
を
教
え

て
も
ら
っ
た
。
色
々
日
本
の
こ
と
を
知
り
た
い
の
で
、
も

し
よ
か
っ
た
ら
こ
れ
か
ら
家
に
お
招
き
す
る
の
で
一
緒
に

夕
食
を
と
ら
な
い
か
」
と
言
う
。
私
た
ち
も
ド
イ
ツ
人
の

知
り
び
と
が
是
非
と
も
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
喜

ん
で
招
待
に
応
じ
、
そ
れ
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
毎
週
末
に
一

緒
に
近
郊
に
ド
ラ
イ
ブ
し
た
り
、
子
ど
も
を
寝
か
せ
て
か

ら
寄
せ
に
い
っ
た
り
す
る
仲
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
夫
婦
は
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
姓
で
、
妻
が
ヒ
レ
、

夫
が
ゲ
ル
ハ
ル
ト
と
い
っ
た
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
は
ハ
ン
ブ
ル

ク
市
役
所
の
事
務
員
で
、
ヒ
レ
は
典
型
的
な
主
婦
だ
っ
た

が
、
二
人
と
も
純
粋
な
ハ
ン
ブ
ル
ク
人
で
あ
り
、
言
葉
も
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強
い
ハ
ン
ブ
ル
ク
訛
り
で
、
方
言
ど
こ
ろ
か
標
準
語
す
ら

お
ぼ
つ
か
な
い
私
た
ち
に
は
、
言
っ
て
い
る
こ
と
の
大
半

は
分
か
ら
ず
、
聞
き
取
れ
た
単
語
の
い
く
つ
か
を
結
び
あ

わ
せ
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
想
像
す
る
こ
と
し
か
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
お
互
い
の
気
持
ち
の
疎
通
は
言
葉

を
通
さ
な
く
て
も
な
ん
と
か
な
る
も
の
で
、
そ
の
内
に
文

字
通
り
の
以
心
伝
心
で
け
っ
こ
う
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

シ
ュ
レ
ー
タ
ー
家
に
は
す
で
に
子
ど
も
が
あ
り
、
上
は

デ
ア
テ
と
い
う
名
の
女
の
子
で
当
時
六
歳
、
下
は
二
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
の
男
の
子
で
ヤ
ン
と
い
っ
た
。
一
九
六
一

年
三
月
に
私
た
ち
に
も
女
の
子
が
授
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
子
育
て
は
す
べ
て
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
夫
妻
の
指
導

と
協
力
の
も
と
に
行
な
わ
れ
、
ド
イ
ツ
人
の
家
庭
と
ま
っ

た
く
同
じ
よ
う
に
産
ん
で
同
じ
様
に
育
て
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
生
ま
れ
て
来
る
子
に

は
真
新
し
い
品
を
用
意
し
、
す
べ
て
を
新
し
い
も
の
で
揃

え
て
誕
生
を
待
つ
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ

で
は
、
発
育
の
早
い
子
ど
も
の
衣
類
な
ど
は
知
人
に
子
供

が
で
き
た
ら
そ
の
子
に
す
っ
か
り
渡
し
、
自
分
た
ち
は
他

人
の
家
に
す
こ
し
年
か
さ
の
子
供
が
い
た
ら
、
そ
こ
か
ら

古
着
を
回
し
て
貰
う
の
が
合
理
的
だ
と
い
う
考
え
が
常
識

と
な
っ
て
い
た
。
勿
論
そ
れ
は
下
着
類
な
ど
が
す
べ
て
木

綿
製
で
あ
り
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
よ
ご
れ
た
ら
石
鹸
水
に

い
れ
て
煮
沸
洗
濯
す
る
の
で
、
い
つ
ま
で
も
純
白
で
傷
み

も
少
な
く
、
殺
菌
ず
み
で
衛
生
的
に
も
ま
っ
た
く
問
題
が

な
い
か
ら
で
き
る
こ
と
だ
っ
た
。 

シ
ュ
レ
ー
タ
ー
夫
妻
は
自
分
た
ち
の
子
ど
も
の
古
着
ば

か
り
で
な
く
、
不
要
に
な
っ
た
衣
類
や
家
具
な
ど
が
あ
り

そ
う
な
友
人
た
ち
の
家
を
回
っ
て
、
私
た
ち
が
数
年
間
は

ほ
と
ん
ど
幼
児
用
品
を
買
う
必
要
が
無
い
ほ
ど
沢
山
集
め

て
来
て
く
れ
た
。
心
か
ら
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中

に
は
私
た
ち
が
全
く
知
ら
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
も
の
も
あ 

【
優
子
Ａ
】 

っ
て
、
び
っ
く
り
し
た
り
感
心
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た
。
一

例
を
あ
げ
れ
ば
子
ど
も
の
座
る
椅
子
と
机
と
が
蝶
番
で
一

体
に
つ
な
げ
て
あ
る
の
が
あ
り
（
写
真
参
照
）、
ぐ
る
り

と
回
す
と
机
の
部
分
が
下
に
来
て
台
と
な
り
、
そ
の
上
に

椅
子
部
分
が
乗
る
の
で
、
椅
子
の
背
が
高
く
な
っ
て
、
大

人
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
で
一
緒
に
食
べ
た
り
遊
ん
だ
り
出
来

る
よ
う
に
な
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
実
際
大

変
に
便
利
で
、
長
く
愛
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
的
な
考
え
方
か
ら
受
け
た
恩
恵
を
、

そ
の
後
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
私
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
さ
さ

や
か
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
形
で
運
命
に
お
返
し
し
た
い

と
考
え
た
。
そ
し
て
ご
く
親
し
い
若
い
友
人
の
家
な
ど
に

お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
る
と
、
か
つ
て
娘
の
祐
子
が
使
っ
て

い
た
衣
類
・
家
具
・
遊
具
な
ど
で
ま
だ
十
分
に
使
っ
て
い

た
だ
け
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
お
見
せ
し
て
、
気
に
入
ら

れ
た
ら
使
っ
て
頂
く
こ
と
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
。 

【
祐
子
Ｂ
】 
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こ
う
し
て
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
家
と
は
留
学
期
間
が
終
わ
っ

て
帰
国
す
る
ま
で
、
殆
ん
ど
毎
週
な
に
か
し
ら
共
通
の
楽

し
み
で
一
緒
に
過
ご
す
生
活
が
続
い
た
が
、
そ
の
間
に
私

た
ち
は
二
度
転
居
し
、
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
家
も
子
ど
も
た
ち

の
成
長
に
つ
れ
て
そ
れ
に
釣
り
合
う
広
さ
の
ア
パ
ー
ト
を

郊
外
に
見
つ
け
て
引
っ
越
し
た
が
、
私
た
ち
の
行
き
来
は

す
こ
し
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
た
。
勿
論
親
た
ち
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
同
士
の
間
に
も
兄
弟
愛
に
似
た
友
情
が

生
れ
て
い
た
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。 

 

帰
国
後
も
私
た
ち
は
頻
繁
に
文
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

お
互
い
の
消
息
を
伝
え
合
っ
た
し
、
十
年
後
に
教
授
交
換

制
度
に
よ
っ
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
二
年
間
滞
在
し
た
時
も
、

さ
ら
に
そ
の
十
年
後
に
、
同
様
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
二

年
間
す
ご
し
た
時
も
、
年
に
何
度
か
は
私
た
ち
一
家
と
シ

ュ
レ
ー
タ
ー
一
家
と
は
訪
問
し
合
い
、
そ
の
都
度
子
ど
も

た
ち
の
成
長
を
確
か
め
あ
っ
た
。
祐
子
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

で
中
学
と
高
校
と
を
終
え
、
そ
の
地
の
音
楽
大
学
を
修
了

し
て
し
ば
ら
く
近
郊
の
市
民
大
学
の
音
楽
教
師
を
し
て
い

た
が
、
勿
論
そ
の
間
も
な
に
か
に
つ
け
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
家

の
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
。 

 

私
が
日
本
で
長
年
勤
め
た
大
学
を
停
年
退
職
し
た
こ
ろ
、

シ
ュ
レ
ー
タ
ー
夫
妻
は
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
た
が
、

祐
子
の
幼
友
達
で
あ
っ
た
ヤ
ン
は
今
で
は
も
う
人
に
知
ら

れ
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
作
家
と
な
っ
て
お
り
、
祐
子
の
娘
、
つ

ま
り
私
た
ち
の
孫
が
渡
独
し
た
お
り
に
は
ヤ
ン
の
息
子
が

ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
車
で
ベ
ル
リ
ン
ま
で
迎
え
に
来
て
く
れ
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
住
む
祐
子
の
知
人
の
家
ま
で
、
一
日
が

か
り
の
ド
ラ
イ
ブ
を
し
て
送
り
届
け
て
く
れ
た
。
昨
年
は

ヤ
ン
自
身
が
息
子
を
連
れ
て
来
日
し
て
、
私
の
家
に
も
数

日
間
泊
ま
っ
て
い
っ
た
。
か
つ
て
は
痩
せ
型
の
美
青
年
で

あ
っ
た
彼
は
、
今
は
で
っ
ぷ
り
と
恰
幅
が
よ
く
な
り
、
父

親
に
容
貌
ば
か
り
で
な
く
声
も
、
す
こ
し
訛
っ
た
ハ
ン
ブ

ル
ク
方
言
も
よ
く
似
て
居
て
、
う
っ
か
り
す
る
と
「
ゲ
ル 

【
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
家
と
共
に
】 

ハ
ル
ト
」
と
呼
び
か
け
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
っ
た
。 

 

間
も
な
く
私
た
ち
夫
婦
が
世
を
去
っ
た
後
に
は
、
こ
の

半
世
紀
を
遥
か
に
超
え
た
日
独
の
二
つ
の
家
の
親
子
孫
三

代
に
わ
た
る
交
わ
り
の
形
は
、
こ
れ
か
ら
先
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
こ
の
頃
ヒ
レ
と
ゲ
ル
ハ

ル
ト
の
写
真
に
、
心
の
内
で
問
い
か
け
て
い
る
。 

 

不
思
議
な
出
会
い 

そ
の
十
九 

「
宝
玲
文
庫
本
を
尋
ね
て
」『
鍼
灸
廣
狹
神
倶
集
』 

横
山 

學 

大
量
の
書
籍
を
整
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
期
が
や

っ
て
き
ま
し
た
。
手
元
に
ど
の
本
を
残
す
か
、
将
来
開
く

で
あ
ろ
う
書
籍
は
ど
れ
か
。
時
間
を
か
け
て
集
め
た
書
物

に
は
、
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
整
理
し
よ
う
と
手
に

取
る
と
、
こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
事
が
、
思
い
浮
か

び
ま
す
。
も
っ
と
丁
寧
に
読
む
べ
き
で
あ
っ
た
と
詮
の
な

い
後
悔
。
心
の
乱
れ
る
日
々
で
す
。 

 

フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
集
め
た
書
物
。
何
に
魅
か
れ

て
手
元
に
置
い
た
の
か
。
価
値
を
認
め
た
の
は
書
物
の
ど

の
部
分
な
の
か
。
生
涯
で
ど
れ
だ
け
の
書
物
を
集
め
た
の

か
。
宝
玲
文
庫
の
全
貌
を
見
て
み
た
い
。
こ
れ
が
わ
た
く

し
の
長
年
の
課
題
で
す
。
ホ
ー
レ
ー
の
遺
し
た
書
目
ノ
ー

ト
や
目
録
と
、
古
書
店
の
目
録
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
宝

玲
文
庫
本
を
探
索
し
て
い
ま
す
。
先
日
あ
る
古
書
店
を
尋

ね
た
時
、
ふ
と
一
冊
の
書
物
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

『
鍼
灸
広
狭
神
倶
集
』
で
す
。
最
初
、
ホ
ー
レ
ー
が
ど
こ
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に
惹
か
れ
て
買
い
求
め
た
の
か
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
雲
褄
子
著
、
石
坂
宗
哲
校
。
書
物
の
体
裁
は
二
七
七

＊
一
六
三
ミ
リ
、
序
文
・
目
録
・
本
文
・
後
序
、
全
六
十

二
帳
。
文
政
己
卯
仲
秋(

一
八
一
二
年
・
後
序)

、
東
都
書

肆
千
鐘
房
発
行
、
須
原
屋
茂
兵
衛
・
須
原
屋
平
助
（
販
売 

売)

で
、
藤
原
永
教
の
筆
跡
で
す
。
序
文
の
右
下
に
、
蔵

書
印
、
宝
玲
文
庫(

小
型
楷
書
・
朱)

。
こ
の
書
名
は
、
ホ 

 

【
見
返
し
・
第
１
帳
オ
】 

ー
レ
ー
が
戦
前
に
集
め
た
書
目
に
も
、
慶
應
義
塾
図
書
館

が
作
成
し
た
「
敵
産
本
返
還
目
録
」
に
も
見
出
せ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
没
後
の
『
ホ
ー
レ
ー
文
庫
蔵
書
展
観
入
札
目
録
』

に
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
戦
後
に
購
入
し
、
そ
の
後
自
身

が
手
放
し
た
か
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
宝
玲
文
庫
琉
球
関
係
本

や
天
理
図
書
館
の
宝
玲
文
庫
和
紙
関
係
本
の
よ
う
に
、
本

草
医
術
関
係
本
と
し
て
何
処
か
に
移
っ
た
も
の
か
も
し
れ 

 

【
第
３
帳
ウ
・
第
４
帳
オ
】 

ま
せ
ん
。 

編
著
者
の
石
坂
宗
哲
が
江
戸
の
長
崎
屋
に
シ
ー
ボ
ル
ト

を
尋
ね
た
と
き(

文
政
九
年
三
月
十
五
日)

の
逸
話
が
、
森

銑
三
の
「
落
葉
籠
」(

『
森
銑
三
著
作
集
』
続
編
第
十
一

巻)

に
あ
り
ま
す
。
山
崎
美
成
の
稿
本
「
夜
談
録
」
で
す
。 

鍼
灸
医
師
の
宗
哲
は
、
求
め
ら
れ
て
シ
ー
ボ
ル
ト
の
腕

に
針
の
施
術
を
し
、「
感
の
体
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た  

【
第
４
帳
ウ
・
第
５
帳
オ
】 
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と
あ
り
ま
す
。
施
術
後
シ
ー
ボ
ル
ト
か
ら
は
、
「(

宗
哲

の)
腕
を
切
っ
て
、
そ
れ
を
継
い
で
見
せ
ま
せ
う
か
」
と

冗
談
が
返
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
坂
宗
哲
と
屋
代
弘

賢
が
序
文
で
、
こ
の
書
物
の
成
り
立
ち
を
詳
し
く
記
し
て

い
ま
す
。
ま
ず
石
坂
宗
哲
の
序
の
後
半
に
次
の
よ
う
に
あ 

り
ま
す
。「
そ
も
そ
も
こ
の
神
倶
集
は
、
文
化
み
つ
の
え 

 

【
第
５
帳
ウ
・
第
６
帳
オ
】 

さ
る
の
年
の
夏
、
屋
代
翁
よ
り
余
に
を
く
ら
れ
し
な
り
。

よ
み
て
み
れ
ば
、
わ
が
業
と
せ
る
針
さ
す
こ
と
を
も
は
ら

に
と
け
る
書
な
り
。
い
つ
の
頃
に
や
、
う
ん
せ
い
子
と
い

ふ
人
の
つ
く
れ
る
に
て
、
針
を
用
て
疾
を
い
や
す
さ
た
、

大
か
た
の
人
の
を
よ
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
お
ほ
よ
そ
も
ろ 

こ
し
隋
の
代
よ
り
こ
の
か
た
、
か
く
ば
か
り
こ
と
す
く
な 

 

【
第
６
帳
ウ
・
第
７
帳
オ
】 

に
し
て
手
に
入
や
す
く
、
わ
ざ
に
を
き
て
は
、
い
た
ら
ぬ

く
わ
な
く
、
人
に
益
あ
る
書
あ
る
こ
と
を
き
か
ず
。
さ
き

に
慶
長
の
頃
、
前
田
一
閑
と
い
ふ
人
の
し
る
せ
し
針
と
灸

と
の
書
を
得
し
事
あ
れ
ど
、
こ
れ
は
眀
堂
針
灸
経
に
よ
り

て
書
あ
ら
は
せ
し
も
の
に
て
、
こ
の
書
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、

も
の
の
か
ず
な
ら
ず
。
さ
は
い
へ
ど
、
二
百
と
せ
に
も
あ

ま
り
ぬ
る
こ
の
道
の
書
の
、
そ
の
か
み
み
だ
れ
た
る
世
に

も
ほ
ろ
び
ず
、
年
々
の
か
ぐ
つ
ち
の
災
を
も
ま
ぬ
が
れ
し

を
よ
ろ
こ
び
、
か
つ
は
皇
国
の
人
の
世
々
こ
の
傳
を
う
し

な
は
ず
し
て
、
妙
な
る
業
を
ほ
ど
こ
す
も
の
、
ま
ま
世
に

出
る
は
、
め
で
た
き
こ
と
に
し
て
、
わ
が
道
の
幸
な
り
。

さ
れ
ば
今
、
古
の
書
の
世
に
す
ぐ
れ
た
る
を
家
に
の
み
ひ

め
を
か
ず
し
て
、
桜
木
に
え
り
、
楮
の
紙
に
す
り
う
つ
し
、

同
じ
こ
こ
ろ
の
友
が
き
に
を
く
り
、
の
ち
の
ち
は
、
天
の

下
に
広
め
ん
と
て
、
吾
才
の
つ
た
な
さ
を
忘
れ
つ
つ
、
校

正
し
仮
字
の
傍
に
真
字
を
し
る
し
、
み
づ
か
ら
の
思
ふ
所

を
も
書
く
は
へ
つ
。
さ
れ
ば
、
お
ほ
け
な
き
事
な
が
ら

家
々
に
伝
へ
て
、
よ
の
人
の
い
た
み
く
る
し
み
を
す
く
ひ
、

か
の
つ
か
さ
位
高
丈
あ
た
り
の
や
ま
ひ
も
い
や
し
侍
ら
ば
、

こ
れ
も
又
国
を
お
さ
め
、
天
の
下
を
平
に
す
る
道
の
か
た

は
し
と
も
い
は
ざ
ら
め
や
。
文
政
二
と
せ
卯
月
朔
日(

一

八
一
九
年
四
月
一
日)

石
坂
宗
哲
法
眼
」(

読
点
筆
者)

屋

代
弘
賢
か
ら
贈
ら
れ
た
針
の
書
、
雲
捿
子
の
著
作
神
俱
集

は
、
慶
長
時
代
の
前
田
一
閑
の
著
作
よ
り
は
る
か
に
優
れ

て
い
る
。
世
の
中
に
広
め
る
た
め
に
、
校
正
と
仮
名
に
真

字
を
加
え
加
筆
し
て
、
世
の
中
の
病
を
癒
や
す
こ
と
が
出

来
た
な
ら
、
こ
の
国
の
た
め
に
も
な
る
と
考
え
た
、
と
あ
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り
ま
す
。 

屋
代
弘
賢
の
序
文
。「
こ
の
新
撰
広
狹
神
倶
集
は
、
文

化
九
年
秋
の
は
じ
め
、
あ
る
書
肆
の
も
て
來
つ
る
を
も
と

め
た
る
な
り
。
そ
の
文
字
様
、
墨
色
、
紙
の
質
な
ど
を
よ

く
み
つ
ヽ
か
う
か
へ
ぬ
れ
ば
、
文
明
の
こ
ろ
の
筆
に
や
と

お
も
は
る
。
一
わ
た
り
よ
み
て
み
る
に
、
い
と
め
づ
ら
か

な
る
こ
と
も
み
ゆ
。
さ
て
も
此
冊
子
、
う
つ
せ
し
時
代
は
、

上
件
の
ご
と
く
な
り
と
も
、
そ
の
説
の
い
と
あ
が
れ
る
世

の
名
医
の
つ
た
へ
な
り
け
む
も
し
る
べ
か
ら
ず
。
そ
も
そ

も
や
つ
が
れ
、
か
ら
の
、
や
ま
と
の
ふ
み
を
あ
つ
め
し
こ

と
、
お
ほ
よ
そ
一
万
卷
に
あ
ま
れ
り
。
こ
れ
た
た
ひ
と
り
、

み
づ
か
ら
こ
の
め
る
が
ゆ
へ
の
み
に
あ
ら
ず
。
ひ
と
へ
に

古
今
要
覽
編
集
の
た
め
な
り
。
そ
れ
が
な
か
に
、
仮
名
に

か
け
る
針
科
の
書
の
か
く
ば
か
り
古
代
な
る
は
、
初
て
み

つ
る
な
れ
ば
、
ふ
か
く
ひ
め
を
か
ば
や
と
お
も
ひ
し
が
、

又
思
ふ
や
う
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
も
の
を
ふ
か
く
ひ
め
を

き
て
、
跡
か
た
な
く
な
り
し
た
め
し
な
き
に
あ
ら
ず
。
さ

れ
ば
人
に
も
つ
た
へ
ば
や
と
お
も
ふ
折
か
ら
、
石
坂
ぬ
し

よ
り
、
鍼
灸
説
約
、
桜
木
に
え
ら
せ
つ
と
て
を
く
ら
れ
た

り
。
此
ぬ
し
は
、
や
つ
が
れ
が
い
の
ち
の
お
や
に
て
侍
り
。

ゆ
へ
い
か
に
と
な
れ
ば
、
十
と
せ
あ
ま
り
さ
き
に
疝
気
に

て
、
腰
い
た
き
こ
と
た
へ
が
た
く
、
と
や
か
く
や
と
や
し

な
ひ
つ
れ
ど
、
そ
の
し
る
し
な
か
り
し
を
、
こ
の
ぬ
し
の

針
や
熨
や
な
に
く
れ
と
一
か
た
な
ら
ぬ
め
ぐ
み
に
て
、
さ

ば
か
り
の
い
た
み
、
月
を
こ
え
ず
し
て
い
え
た
り
。
も
し

そ
の
か
み
、
此
ぬ
し
に
あ
は
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
け
ふ
ま
で

な
が
ら
へ
て
要
覽
の
素
望
を
も
と
げ
ざ
ら
ま
し
、
と
お
も

ひ
し
み
ぬ
る
な
り
。
い
で
や
此
ぬ
し
に
ま
い
ら
せ
て
、
や

つ
が
れ
は
、
う
つ
し
を
と
ど
め
ば
や
と
て
、
あ
る
日
訪
は

れ
つ
る
時
、
か
く
と
聞
え
つ
れ
ば
、
二
な
く
よ
ろ
こ
び
て
、

ま
づ
み
せ
よ
と
て
、
と
り
て
か
へ
ら
れ
た
り
。
や
が
て
破

ち
ぎ
れ
を
つ
く
ろ
は
せ
、
へ
う
し
つ
け
な
ど
し
て
、
み
せ

に
を
こ
せ
、
へ
ち
に
あ
ら
た
に
う
つ
せ
し
に
、
傍
注
を
さ

へ
く
は
へ
た
る
を
を
く
ら
れ
ぬ
。
や
つ
が
れ
が
よ
ろ
こ
び

た
と
ふ
べ
き
か
た
な
し
。
す
な
は
ち
こ
の
ゆ
へ
よ
し
を
か

き
つ
け
て
よ
と
、
こ
は
る
る
に
、
も
と
よ
り
へ
だ
て
ぬ
な

か
ら
ひ
な
れ
ば
、
こ
と
ば
の
ふ
つ
つ
か
に
、
文
字
の
か
た

く
な
な
る
を
も
か
へ
り
み
ず
、
わ
が
た
い
し
の
す
ず
り
に

紅
の
霖
と
い
へ
る
す
み
す
り
て
、
ふ
で
の
い
の
ち
も
の
ば

へ
ぬ
る
こ
と
に
ぞ
有
け
る
。
源
弘
賢
」(

読
点
筆
者) 

弘
賢
の
記
す
に
は
、
文
化
九
年(

一
八
一
二)

の
秋
、
あ

る
本
屋
が
持
参
し
た
こ
の
広
狭
神
俱
集
は
、
文
明
頃(

一

四
六
九
～
八
七)

の
書
写
本
で
あ
る
が
成
立
は
更
に
遡
る
、

名
医
の
著
で
あ
る
ら
し
い
。
自
分(

弘
賢)

は
『
古
今
要
覧

稿
』(

全
五
百
六
十
巻)

の
た
め
に
一
万
巻
も
の
書
物
を
集

め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
古
い
時
代
の
仮
名
書
き
の
針

科(

鍼
灸)

書
は
初
め
て
見
た
。
密
か
に
手
元
に
置
き
た
い

と
思
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
は
死
蔵
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
そ
ん
な
折
、
長
年
針
灸
治
療
で
腰
痛

の
悩
み
を
助
け
て
く
れ
た
石
坂
宗
哲(

法
眼)

か
ら
著
書

『
鍼
灸
説
約
』(

文
化
九
年
刊)

が
贈
ら
れ
た
。
宗
哲
の
医

術
が
わ
た
く
し
の
十
年
来
の
疝
気
の
悩
み
を
和
ら
げ
て
く

れ
た
。
こ
の
助
け
が
な
か
っ
た
な
ら
、『
古
今
要
覧
稿
』

は
完
成
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
宗
哲
に
こ
の
広
狭
神
倶

集
を
託
し
て
、
手
元
に
は
写
し
本
を
置
く
こ
と
に
し
よ
う

と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
修
復
し
た
う
え
に
傍
注
を
加
え
た
も

の
が
返
さ
れ
た
。
嬉
し
い
こ
と
限
り
が
な
い
。
宗
哲
か
ら

こ
の
経
緯
を
記
す
こ
と
を
乞
わ
れ
た
の
で(

『
新
撰
鍼
灸

広
狭
神
倶
集
』
の)

序
文
と
し
て
記
す
。 

シ
ー
ボ
ル
ト
が
初
め
て
鍼
灸
を
体
験
し
た
石
坂
宗
哲
の

校
注
本
、
そ
し
て
屋
代
弘
賢
に
よ
る
詳
し
い
書
物
成
立
の

経
緯
。
こ
の
序
文
に
は
、
本
文
の
内
容
に
も
増
し
て
興
味

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
書

物
が
魅
力
的
に
思
え
た
の
は
、
宝
玲
文
庫
本
に
共
通
す
る

こ
の
書
物
の
木
版
刷
り
の
版
面
と
文
字
の
美
し
さ
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
の
ホ
ー
レ
ー
の
本
に
も
共
通
す
る
と

こ
ろ
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
眼
を
一
番
惹
い
た

の
は
、
ど
こ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
宝
玲
文
庫
本
を

手
に
す
る
楽
し
み
で
す
。 

 【
お
知
ら
せ
】 

恒
例
の
生
活
文
化
講
演
会
を
次
の
よ
う
に
催
し
ま
す
。

講
師
、
横
山
學(

所
長
・
教
授)

、
演
題
「
そ
れ
ぞ
れ
の
琉

球
」。
十
二
月
十
二
日
午
後
二
時
よ
り
、
学
内
５
２
０
Ｎ

Ｄ
教
室
、
入
場
無
料
で
す
。 

『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
の
既
刊
目
次
と
『
生
文
研
メ

ー
ル
』(

本
文)

は
、
本
学
のWeb 

http://www.ndsu.ac.jp/education/culture/ 

で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 


