
特

別

号

　
　江
戸
時
代
に
学
ぶ
循
環
型
社
会
の
あ
り
方

　

　
　
　

とおみっく

現
代
は
た
い
へ
ん
便
利
な
社
会
で
す
が
、そ

の
利
便
性
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。と
り
わ
け
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
に
乏
し
い
日
本
で
は
、エ
ネ
ル

ギ
ー
の
有
効
活
用
や
循
環
型
社
会
を
構
築

す
る
こ
と
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま

す
。今
回
は
い
つ
も
と
は
少
し
趣
向
を
変
え

て
、循
環
型
社
会
を
実
現
し
て
い
た
江
戸
時

代
の
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
作
家

の
石
川
英
輔
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
話

を
す
る
と
、
「
貧
し
か
っ
た
か
ら
循
環
型
社
会
を
実
現
で
き

た
の
で
は
な
い
か
」
「
満
足
に
も
の
が
な
く
て
不
便
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
な

間
違
い
で
す
。

　
そ
も
そ
も
貧
し
い
国
で
は
循
環
型
社
会
が
う
ま
く
い
く
は

ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
砂
漠
の
貧

し
い
国
で
は
、
生
活
の
た
め
に
数
少
な

い
木
を
切
り
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、

さ
ら
に
砂
漠
化
が
進
ん
で
貧
し
く
な
る

と
い
う
悪
循
環
を
生
ん
で
い
ま
す
。
貧

し
い
国
は
循
環
型
社
会
で
も
な
け
れ
ば
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
創
造
型
の
社
会
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
国
民
の
文
化
度
が
高
く
な
い

と
循
環
型
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
江
戸
後
期
の
日
本
は
世
界
一
の
識
字
率

を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
庶
民
の
多
く
が
文
字
を
読
め
た
た
め

貸
本
屋
が
成
り
立
ち
、
遊
廓
な
ど
に
も
貸
本
屋
が
出
入
り
し
、

様
々
な
場
所
で
高
等
教
育
が
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
手
習
い

（
寺
子
屋
）
に
通
う
女
子
も
多
く
、
手
習
い
の
師
匠
に
は
女

性
も
多
く
い
ま
し
た
。

　
現
代
人
が
思
う
よ
う
な
貧
富
の
差
も
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
庶
民
は
、
せ
い
ぜ
い
行

灯
の
油
に
菜
種
油
を
使
う
か
、
魚
油
を
使
う
か
ぐ
ら
い
の

格
差
で
し
た
。

　
現
代
社
会
と
比
べ
る
と
も
の
は
少
な
く
、
不
便
だ
っ
た
か

　
私
は
江
戸
時
代
の
研
究
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
江

戸
時
代
に
戻
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
の
生
活
は
と
て
も
便
利
で
快
適
で
す
。
こ
の
ま
ま

の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
の
な
ら
ず
っ
と
続
け
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
石
油
や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
を
大
量
に
消
費

す
る
社
会
が
、
果
た
し
て
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
け
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
２
年
前
ま
で
東
京
郊
外
の
森
の
よ
う
な
3
0
0
坪
の

敷
地
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
竹
林
で
は
タ
ケ
ノ
コ
が
と
れ
、

柿
の
木
に
は
毎
年
た
く
さ
ん
の
実
が
つ
き
、
畑
で
は
野
菜
を

作
っ
て
い
ま
し
た
。
虫
も
鳥
も
た
く
さ
ん
い
て
、
四
季
折
々

の
自
然
が
あ
り
ま
し
た
。
事
情
が
あ
っ
て
こ
の
家
を
出
て
、

今
は
駅
前
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
17
階
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
生
活
は
非
常
に
快
適
で
す
が
、
窓
を
開

け
放
し
て
も
、
ハ
エ
1
匹
、
蚊
1
匹
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
カ

ラ
ス
は
10
階
ぐ
ら
い
、
ハ
ト
は
４
階
ぐ
ら
い
の
高
さ
を
飛
ぶ

の
で
、
鳥
も
見
え
ま
せ
ん
。
雨
が
降
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も

分
か
ら
な
い
の
で
、
望
遠
鏡
で
地
面
を
見
て
、
道
行
く
人
が

今
の
ま
ま
の
生
活
が
ず
っ
と
続
け
ば
こ
れ
ほ
ど
結
構
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
行
き
詰
ま
る
と

き
が
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
に
参
考
に

な
る
の
が
江
戸
時
代
の
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
だ
と
思
い
ま

す
。
江
戸
の
庶
民
が
実
現
し
て
い
た
生
態
系
を
大
切
に
し
た

循
環
型
社
会
の
意
義
を
再
認
識
し
、
も
の
ご
と
が
有
限
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
地
球
環
境
を
汚
さ
な
い
生
き
方
を
、

大
人
た
ち
は
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
責
任
が
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

江戸東京博物館の
展示物より

江戸東京博物館の展示物より

江
戸
時
代
は
貧
し
く
不
便
な

時
代
だ
っ
た
の
か
？

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
代
わ
り
時
間
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
、

仕
事
一
辺
倒
で
は
な
く
、
余
暇
を
楽
し
む
余
裕
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
俳
句
な
ど
現
代
に
伝
わ
る
江
戸
文
化
が
盛

ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
代
の
先
進
国
は
努
力
を
し
て
循
環
型
社
会
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
徳
川
幕
府
の
統
治
に

よ
っ
て
3
0
0
年
に
わ
た
る
平
和
な
時
代
が
築
か
れ
、
国
民

の
高
い
文
化
性
に
よ
っ
て
自
然
と
循
環
型
社
会
が
生
ま
れ
て

い
た
の
で
す
。

未
来
の
た
め
に
江
戸
文
化
に

学
ぶ
姿
勢
を
持
つ

傘
を
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
子
ど
も
の
い
る
家
庭
が
多
い
の
で

す
が
、
子
ど
も
た
ち
は
日
が
差
さ
な
い
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
き
の

ロ
ビ
ー
で
ま
ま
ご
と
を
し
て
遊
ん
で
い
ま
す
。
た
き
火
を
し

た
り
、
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
り
と
い
っ
た
経
験
を
し
た
こ
と
が

な
い
子
ど
も
た
ち
が
大
き
く
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
分
に

使
え
な
い
と
き
が
き
た
ら
、
一
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
私
に
し
て
も
、
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
停
電
が
起
こ
っ
た
ら

大
変
で
す
。
断
水
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
止
ま
っ
て
17
階
か

ら
地
上
に
降
り
る
こ
と
す
ら
難
し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
か
に
現
代
社
会
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
証
明
で
あ
り
、
私
た
ち
は
電
力
が
な
い
と
生
活
で
き
ま

せ
ん
。

　
人
間
は
体
験
し
て
い
な
い
こ
と
、
知
識
と
し
て
持
っ
て
い

な
い
こ
と
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
活
用
で
き
ま
せ
ん
。

我
々
日
本
人
に
は
江
戸
時
代
に
高
度
な
循
環
型
社
会
を
実
現

し
て
い
た
文
化
や
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
は
つ
い
最
近
の
昭
和

の
時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。
今
も
見
え
な
い
と

こ
ろ
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

●
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江
戸
時
代
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
時

代
で
、
た
い
へ
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が
高
い
社
会
を
実
現
し

て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
江
戸
時
代
の
最
大
の
動
力
源
は
人
力
、
つ
ま
り
人

間
で
す
。
物
を
運
ぶ
の
も
、
作
物
を
作
る
の
も
、
商
品
を
製

造
す
る
の
も
、
す
べ
て
人
間
が
自
ら
の
力
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
人
間
は
何
で
動
い
て
い
る
の
か
と

い
う
と
、
昨
年
あ
た
り
に
で
き
た
米
や
作
物
を
食
べ
て
生
き

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
１
年
ぐ
ら
い
の
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
人
間
が
食
べ
て
い
る
米
や
作
物
を
育
て
る
に
は
太
陽
の
日

差
し
と
雨
が
必
要
で
す
が
、
雨
も
ま
た
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
雨
は
太
陽
熱
で
蒸
発
し
た
水
分

が
雲
と
な
り
、
冷
え
て
再
び
地
上
に
落
ち
た
も
の
で
す
。
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
地
球
上
の
水
を
循
環
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

加
え
て
、
作
物
を
食
べ
た
人
間
の
排
泄
物
は
田
畑
の
肥
や

し
に
な
り
、
食
べ
物
を
作
る
環
境
は
見
事
に
連
鎖
し
て

い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
植
物
を
徹
底
し
て
再
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム

も
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
衣
食
住
に
必
要
な
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
植
物
で
で
き
て
い
ま
し
た
。
米
を
収
穫
し

た
後
に
残
る
藁
は
、
編
み
笠
や
草
履
と
い
っ
た
日
用
品
、
米

を
運
ぶ
た
め
の
俵
や
藁
葺
き
屋
根
の
材
料
に
な
り
ま
し
た
。

里
山
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
竹
は
、
桶
や
物
干
し
竿
と
い
っ
た

日
用
品
か
ら
、
建
築
材
料
や
現
代
で
い
う
パ
イ
プ
の
代
用
品

と
し
て
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
植
物
で
で
き
て
い
る
品
物
は
、
か
ま
ど
で
燃
料
と
し
て
燃

　
現
代
社
会
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
石
油

や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
も
、
実
際
に
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
何
千
年
、

何
億
年
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て

で
き
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
生
活
は
、
こ
こ
１
〜
２
年

　
も
う
ひ
と
つ
、
照
明
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
照
明
器
具
は
行
灯
で
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が

あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
障
子
紙
で
覆
っ
た
枠
の
中
に
小

皿
を
置
き
、
そ
こ
へ
油
を
入
れ
て
灯
芯
に
火
を
と
も
し
て
使

い
ま
し
た
。
良
質
の
油
は
食
用
に
も
使
え
る
菜
種
油
で
し
た

が
、
そ
れ
が
買
え
な
い
貧
し
い
家
は
魚
油
（
イ
ワ
シ
な
ど
の

油
）
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
魚
油
は
安
価
で
す
が
、
燃
え
る

と
き
に
煙
と
臭
い
が
出
る
の
が
欠
点
で
し
た
。

水
車
も
ま
た
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

動
か
し
て
い
る

江
戸
時
代
の
動
力
源
は

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
し
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
す
か
ら
、
廃
棄
す
る
の
も
簡
単

で
す
。
使
い
古
し
た
植
物
製
品
は
煮
炊
き
の
た
め
の
燃
料
と

な
り
、
か
ま
ど
に
残
っ
た
灰
は
肥
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
肥
料
は
次
の
植
物
を
育
て
る
の
に
も

役
立
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

だ
け
で
生
活
す
る
高
度
な
循
環
型
社
会
が
で
き
あ
が
っ
て
い

ま
し
た
。

　
　
　

の
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
成
り
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
代

社
会
は
長
い
時
間
を
か
け
て
蓄
積
し
た
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

ほ
ん
の
数
十
年
で
消
費
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
、
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
越
後
（
現
在
の
新
潟
）
に
は
天

然
ガ
ス
が
自
噴
し
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
観
光
名
所
に
も
な
っ
て

い
ま
し
た
。
北
九
州
な
ど
一
部
の
地
域
で
は
、
品
質
は
良
く

な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
石
炭
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
江
戸
時
代
の
重
要
な
動
力
源
と
し
て
水
車
が
あ

り
ま
す
。
初
期
は
テ
コ
の
原
理
を
応
用
し
た
「
ば
っ
た
り
」

と
い
う
素
朴
な
水
力
装
置
だ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
工
夫
を

重
ね
て
大
掛
か
り
な
水
車
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
井
堤

（
い
で
）
の
玉
川
の
水
車
を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
直

径
４
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
水
輪
１
台
で
、
14
個
の
臼
で
米
を
つ

き
、
菜
種
油
を
と
る
た
め
の
ふ
る
い
を
回
し
、
石
臼
で
ひ
き

割
る
作
業
を
同
時
に
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。
蒸
気
機
関
も
電

気
モ
ー
タ
ー
も
な
か
っ
た
時
代
に
、
強
力
な
回
転
動
力
を
生

み
出
す
水
車
は
貴
重
な
動
力
源
で
し
た
。

　
こ
の
水
車
も
ま
た
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
動
か
し
て
い
る

太
陽
と
と
も
に
暮
ら
し
た

江
戸
庶
民
の
生
活

　
昔
の
照
明
と
い
う
と
ロ
ウ
ソ
ク
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多

い
で
し
ょ
う
が
、
当
時
の
ロ
ウ
ソ
ク
は
作
る
の
に
た
い
へ
ん

な
手
間
が
か
か
っ
た
た
め
、
高
級
品
で
、
庶
民
が
気
軽
に
使

え
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
遊

廓
や
宴
会
場
な
ど
多
く
の
人
が
集
ま
る
場
所
か
、
日
常
生
活

で
は
裕
福
な
大
名
や
大
商
人
の
家
で
し
か
使
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
ロ
ウ
ソ
ク
は
高
級
品
で
し
た
の
で
、
燃
や
す
こ
と
で

溶
け
流
れ
る
「
し
ず
く
」
の
部
分
を
再
利
用
す
る
た
め
に
買

い
取
る
「
ロ
ウ
ソ
ク
の
流
れ
買
い
」
と
い
う
商
売
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
使
い
古
し
を
再
利
用
す
る
循
環
シ

ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
行
灯
の
明
る
さ
は
、
障
子
紙
が
新
し
い
状
態
で
灯
芯
を
で

き
る
だ
け
長
く
し
て
も
、
灯
芯
1
本
で
せ
い
ぜ
い
60
ワ
ッ
ト

電
球
の
1
/
50
で
し
た
。
障
子
紙
が
す
す
け
た
り
、
灯
芯
が

短
く
な
る
と
さ
ら
に
暗
く
な
る
の
で
、
ま
ば
ゆ
い
光
に
慣
れ

た
現
代
人
の
目
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
で
は
明
る
さ
と
い
う
よ

り
暗
さ
と
言
っ
た
方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
暗
い
照
明
し
か
な
か
っ
た
江
戸
時
代
は
、
明

か
り
な
し
で
仕
事
が
で
き
る
昼
間
に
働
く
こ
と
が
効
率
的
で

し
た
。
そ
の
た
め
「
不
定
時
法
」
と
い
う
時
刻
法
が
発
達
し

ま
し
た
。
現
行
の
時
刻
法
は
「
定
時
法
」
と
い
っ
て
、
1
日

を
24
時
間
に
等
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
共
通
の
標
準
時
間

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
不
定
時
法
」
は
季
節
や
場

所
に
よ
っ
て
時
刻
が
変
わ
る
考
え
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で

日
の
出
と
と
も
に
生
活
が
始
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
日
の
出
の
約
30
分
前
が
「
明
六
つ
」
、
日
没

の
約
30
分
後
が
「
暮
六
つ
」
で
、
そ
の
間
を
６
等
分
し
て
一

刻
と
し
ま
す
。
明
六
つ
や
暮
六
つ
の
時
刻
も
、
一
刻
の
長
さ

も
、
季
節
や
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
明
六
つ

に
起
き
て
準
備
を
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
日
の
出
の
頃
か
ら
活

動
を
始
め
ら
れ
、
夕
方
は
日
没
後
し
ば
ら
く
し
て
真
っ
暗
に

な
る
暮
六
つ
を
一
日
の
終
わ
り
と
し
ま
し
た
。

　
「
不
定
時
法
」
に
よ
る
生
活
を
し
て
い
れ
ば
、
照
明
に
頼

る
時
間
を
少
な
く
で
き
ま
す
。
ま
た
太
陽
に
合
わ
せ
た
生
活

は
人
間
の
体
に
も
良
く
、
健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

石川式不定時法用時計

江
戸
東
京
博
物
館
の

展
示
物
よ
り

ご自宅の貴重な資料棚

こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
す
。
太
陽
熱
で
蒸
発
し
た
海
の
水

が
雨
と
な
り
、
地
上
に
降
り
注
い
で
川
と
な
り
、
水
車
を
回

し
た
後
は
ま
た
海
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
の
太
陽

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
方
法
は
環
境
や
生
態
系
へ
の
負
荷
が
非

常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
絶
滅
し
た
動
植
物
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

とおみっく



特

別

号

　
　江
戸
時
代
に
学
ぶ
循
環
型
社
会
の
あ
り
方

　

　
江
戸
時
代
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
時

代
で
、
た
い
へ
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が
高
い
社
会
を
実
現
し

て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
江
戸
時
代
の
最
大
の
動
力
源
は
人
力
、
つ
ま
り
人

間
で
す
。
物
を
運
ぶ
の
も
、
作
物
を
作
る
の
も
、
商
品
を
製

造
す
る
の
も
、
す
べ
て
人
間
が
自
ら
の
力
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
人
間
は
何
で
動
い
て
い
る
の
か
と

い
う
と
、
昨
年
あ
た
り
に
で
き
た
米
や
作
物
を
食
べ
て
生
き

て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
１
年
ぐ
ら
い
の
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

で
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
人
間
が
食
べ
て
い
る
米
や
作
物
を
育
て
る
に
は
太
陽
の
日

差
し
と
雨
が
必
要
で
す
が
、
雨
も
ま
た
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
雨
は
太
陽
熱
で
蒸
発
し
た
水
分

が
雲
と
な
り
、
冷
え
て
再
び
地
上
に
落
ち
た
も
の
で
す
。
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
地
球
上
の
水
を
循
環
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

加
え
て
、
作
物
を
食
べ
た
人
間
の
排
泄
物
は
田
畑
の
肥
や

し
に
な
り
、
食
べ
物
を
作
る
環
境
は
見
事
に
連
鎖
し
て

い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
植
物
を
徹
底
し
て
再
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム

も
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
衣
食
住
に
必
要
な
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
植
物
で
で
き
て
い
ま
し
た
。
米
を
収
穫
し

た
後
に
残
る
藁
は
、
編
み
笠
や
草
履
と
い
っ
た
日
用
品
、
米

を
運
ぶ
た
め
の
俵
や
藁
葺
き
屋
根
の
材
料
に
な
り
ま
し
た
。

里
山
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
竹
は
、
桶
や
物
干
し
竿
と
い
っ
た

日
用
品
か
ら
、
建
築
材
料
や
現
代
で
い
う
パ
イ
プ
の
代
用
品

と
し
て
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
植
物
で
で
き
て
い
る
品
物
は
、
か
ま
ど
で
燃
料
と
し
て
燃

　
現
代
社
会
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
石
油

や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
も
、
実
際
に
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
何
千
年
、

何
億
年
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て

で
き
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
生
活
は
、
こ
こ
１
〜
２
年

　
も
う
ひ
と
つ
、
照
明
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
照
明
器
具
は
行
灯
で
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が

あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
障
子
紙
で
覆
っ
た
枠
の
中
に
小

皿
を
置
き
、
そ
こ
へ
油
を
入
れ
て
灯
芯
に
火
を
と
も
し
て
使

い
ま
し
た
。
良
質
の
油
は
食
用
に
も
使
え
る
菜
種
油
で
し
た

が
、
そ
れ
が
買
え
な
い
貧
し
い
家
は
魚
油
（
イ
ワ
シ
な
ど
の

油
）
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
魚
油
は
安
価
で
す
が
、
燃
え
る

と
き
に
煙
と
臭
い
が
出
る
の
が
欠
点
で
し
た
。

水
車
も
ま
た
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

動
か
し
て
い
る

江
戸
時
代
の
動
力
源
は

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
し
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
す
か
ら
、
廃
棄
す
る
の
も
簡
単

で
す
。
使
い
古
し
た
植
物
製
品
は
煮
炊
き
の
た
め
の
燃
料
と

な
り
、
か
ま
ど
に
残
っ
た
灰
は
肥
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
肥
料
は
次
の
植
物
を
育
て
る
の
に
も

役
立
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー

だ
け
で
生
活
す
る
高
度
な
循
環
型
社
会
が
で
き
あ
が
っ
て
い

ま
し
た
。

　
　
　

の
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
成
り
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
代

社
会
は
長
い
時
間
を
か
け
て
蓄
積
し
た
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

ほ
ん
の
数
十
年
で
消
費
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
、
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
越
後
（
現
在
の
新
潟
）
に
は
天

然
ガ
ス
が
自
噴
し
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
観
光
名
所
に
も
な
っ
て

い
ま
し
た
。
北
九
州
な
ど
一
部
の
地
域
で
は
、
品
質
は
良
く

な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
石
炭
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
江
戸
時
代
の
重
要
な
動
力
源
と
し
て
水
車
が
あ

り
ま
す
。
初
期
は
テ
コ
の
原
理
を
応
用
し
た
「
ば
っ
た
り
」

と
い
う
素
朴
な
水
力
装
置
だ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
工
夫
を

重
ね
て
大
掛
か
り
な
水
車
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
井
堤

（
い
で
）
の
玉
川
の
水
車
を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
直

径
４
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
水
輪
１
台
で
、
14
個
の
臼
で
米
を
つ

き
、
菜
種
油
を
と
る
た
め
の
ふ
る
い
を
回
し
、
石
臼
で
ひ
き

割
る
作
業
を
同
時
に
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。
蒸
気
機
関
も
電

気
モ
ー
タ
ー
も
な
か
っ
た
時
代
に
、
強
力
な
回
転
動
力
を
生

み
出
す
水
車
は
貴
重
な
動
力
源
で
し
た
。

　
こ
の
水
車
も
ま
た
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
動
か
し
て
い
る

太
陽
と
と
も
に
暮
ら
し
た

江
戸
庶
民
の
生
活

　
昔
の
照
明
と
い
う
と
ロ
ウ
ソ
ク
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多

い
で
し
ょ
う
が
、
当
時
の
ロ
ウ
ソ
ク
は
作
る
の
に
た
い
へ
ん

な
手
間
が
か
か
っ
た
た
め
、
高
級
品
で
、
庶
民
が
気
軽
に
使

え
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
遊

廓
や
宴
会
場
な
ど
多
く
の
人
が
集
ま
る
場
所
か
、
日
常
生
活

で
は
裕
福
な
大
名
や
大
商
人
の
家
で
し
か
使
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
ロ
ウ
ソ
ク
は
高
級
品
で
し
た
の
で
、
燃
や
す
こ
と
で

溶
け
流
れ
る
「
し
ず
く
」
の
部
分
を
再
利
用
す
る
た
め
に
買

い
取
る
「
ロ
ウ
ソ
ク
の
流
れ
買
い
」
と
い
う
商
売
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
使
い
古
し
を
再
利
用
す
る
循
環
シ

ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
行
灯
の
明
る
さ
は
、
障
子
紙
が
新
し
い
状
態
で
灯
芯
を
で

き
る
だ
け
長
く
し
て
も
、
灯
芯
1
本
で
せ
い
ぜ
い
60
ワ
ッ
ト

電
球
の
1
/
50
で
し
た
。
障
子
紙
が
す
す
け
た
り
、
灯
芯
が

短
く
な
る
と
さ
ら
に
暗
く
な
る
の
で
、
ま
ば
ゆ
い
光
に
慣
れ

た
現
代
人
の
目
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
で
は
明
る
さ
と
い
う
よ

り
暗
さ
と
言
っ
た
方
が
相
応
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
暗
い
照
明
し
か
な
か
っ
た
江
戸
時
代
は
、
明

か
り
な
し
で
仕
事
が
で
き
る
昼
間
に
働
く
こ
と
が
効
率
的
で

し
た
。
そ
の
た
め
「
不
定
時
法
」
と
い
う
時
刻
法
が
発
達
し

ま
し
た
。
現
行
の
時
刻
法
は
「
定
時
法
」
と
い
っ
て
、
1
日

を
24
時
間
に
等
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
共
通
の
標
準
時
間

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
不
定
時
法
」
は
季
節
や
場

所
に
よ
っ
て
時
刻
が
変
わ
る
考
え
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で

日
の
出
と
と
も
に
生
活
が
始
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
具
体
的
に
は
日
の
出
の
約
30
分
前
が
「
明
六
つ
」
、
日
没

の
約
30
分
後
が
「
暮
六
つ
」
で
、
そ
の
間
を
６
等
分
し
て
一

刻
と
し
ま
す
。
明
六
つ
や
暮
六
つ
の
時
刻
も
、
一
刻
の
長
さ

も
、
季
節
や
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
明
六
つ

に
起
き
て
準
備
を
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
日
の
出
の
頃
か
ら
活

動
を
始
め
ら
れ
、
夕
方
は
日
没
後
し
ば
ら
く
し
て
真
っ
暗
に

な
る
暮
六
つ
を
一
日
の
終
わ
り
と
し
ま
し
た
。

　
「
不
定
時
法
」
に
よ
る
生
活
を
し
て
い
れ
ば
、
照
明
に
頼

る
時
間
を
少
な
く
で
き
ま
す
。
ま
た
太
陽
に
合
わ
せ
た
生
活

は
人
間
の
体
に
も
良
く
、
健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

石川式不定時法用時計

江
戸
東
京
博
物
館
の

展
示
物
よ
り

ご自宅の貴重な資料棚

こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
す
。
太
陽
熱
で
蒸
発
し
た
海
の
水

が
雨
と
な
り
、
地
上
に
降
り
注
い
で
川
と
な
り
、
水
車
を
回

し
た
後
は
ま
た
海
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
の
太
陽

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
方
法
は
環
境
や
生
態
系
へ
の
負
荷
が
非

常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
絶
滅
し
た
動
植
物
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

とおみっく



特

別

号

　
　江
戸
時
代
に
学
ぶ
循
環
型
社
会
の
あ
り
方

　

　
　
　

とおみっく

現
代
は
た
い
へ
ん
便
利
な
社
会
で
す
が
、そ

の
利
便
性
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。と
り
わ
け
エ
ネ

ル
ギ
ー
資
源
に
乏
し
い
日
本
で
は
、エ
ネ
ル

ギ
ー
の
有
効
活
用
や
循
環
型
社
会
を
構
築

す
る
こ
と
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま

す
。今
回
は
い
つ
も
と
は
少
し
趣
向
を
変
え

て
、循
環
型
社
会
を
実
現
し
て
い
た
江
戸
時

代
の
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
作
家

の
石
川
英
輔
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
話

を
す
る
と
、
「
貧
し
か
っ
た
か
ら
循
環
型
社
会
を
実
現
で
き

た
の
で
は
な
い
か
」
「
満
足
に
も
の
が
な
く
て
不
便
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
な

間
違
い
で
す
。

　
そ
も
そ
も
貧
し
い
国
で
は
循
環
型
社
会
が
う
ま
く
い
く
は

ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
砂
漠
の
貧

し
い
国
で
は
、
生
活
の
た
め
に
数
少
な

い
木
を
切
り
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、

さ
ら
に
砂
漠
化
が
進
ん
で
貧
し
く
な
る

と
い
う
悪
循
環
を
生
ん
で
い
ま
す
。
貧

し
い
国
は
循
環
型
社
会
で
も
な
け
れ
ば
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
創
造
型
の
社
会
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
国
民
の
文
化
度
が
高
く
な
い

と
循
環
型
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
江
戸
後
期
の
日
本
は
世
界
一
の
識
字
率

を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
庶
民
の
多
く
が
文
字
を
読
め
た
た
め

貸
本
屋
が
成
り
立
ち
、
遊
廓
な
ど
に
も
貸
本
屋
が
出
入
り
し
、

様
々
な
場
所
で
高
等
教
育
が
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
手
習
い

（
寺
子
屋
）
に
通
う
女
子
も
多
く
、
手
習
い
の
師
匠
に
は
女

性
も
多
く
い
ま
し
た
。

　
現
代
人
が
思
う
よ
う
な
貧
富
の
差
も
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
般
庶
民
は
、
せ
い
ぜ
い
行

灯
の
油
に
菜
種
油
を
使
う
か
、
魚
油
を
使
う
か
ぐ
ら
い
の

格
差
で
し
た
。

　
現
代
社
会
と
比
べ
る
と
も
の
は
少
な
く
、
不
便
だ
っ
た
か

　
私
は
江
戸
時
代
の
研
究
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
江

戸
時
代
に
戻
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
の
生
活
は
と
て
も
便
利
で
快
適
で
す
。
こ
の
ま
ま

の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
の
な
ら
ず
っ
と
続
け
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
石
油
や
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
を
大
量
に
消
費

す
る
社
会
が
、
果
た
し
て
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
け
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
２
年
前
ま
で
東
京
郊
外
の
森
の
よ
う
な
3
0
0
坪
の

敷
地
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
竹
林
で
は
タ
ケ
ノ
コ
が
と
れ
、

柿
の
木
に
は
毎
年
た
く
さ
ん
の
実
が
つ
き
、
畑
で
は
野
菜
を

作
っ
て
い
ま
し
た
。
虫
も
鳥
も
た
く
さ
ん
い
て
、
四
季
折
々

の
自
然
が
あ
り
ま
し
た
。
事
情
が
あ
っ
て
こ
の
家
を
出
て
、

今
は
駅
前
の
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
17
階
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
生
活
は
非
常
に
快
適
で
す
が
、
窓
を
開

け
放
し
て
も
、
ハ
エ
1
匹
、
蚊
1
匹
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
カ

ラ
ス
は
10
階
ぐ
ら
い
、
ハ
ト
は
４
階
ぐ
ら
い
の
高
さ
を
飛
ぶ

の
で
、
鳥
も
見
え
ま
せ
ん
。
雨
が
降
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も

分
か
ら
な
い
の
で
、
望
遠
鏡
で
地
面
を
見
て
、
道
行
く
人
が

今
の
ま
ま
の
生
活
が
ず
っ
と
続
け
ば
こ
れ
ほ
ど
結
構
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
行
き
詰
ま
る
と

き
が
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
に
参
考
に

な
る
の
が
江
戸
時
代
の
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
だ
と
思
い
ま

す
。
江
戸
の
庶
民
が
実
現
し
て
い
た
生
態
系
を
大
切
に
し
た

循
環
型
社
会
の
意
義
を
再
認
識
し
、
も
の
ご
と
が
有
限
で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
地
球
環
境
を
汚
さ
な
い
生
き
方
を
、

大
人
た
ち
は
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
責
任
が
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

江戸東京博物館の
展示物より
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江
戸
時
代
は
貧
し
く
不
便
な

時
代
だ
っ
た
の
か
？

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
代
わ
り
時
間
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
、

仕
事
一
辺
倒
で
は
な
く
、
余
暇
を
楽
し
む
余
裕
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
俳
句
な
ど
現
代
に
伝
わ
る
江
戸
文
化
が
盛

ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
代
の
先
進
国
は
努
力
を
し
て
循
環
型
社
会
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
徳
川
幕
府
の
統
治
に

よ
っ
て
3
0
0
年
に
わ
た
る
平
和
な
時
代
が
築
か
れ
、
国
民

の
高
い
文
化
性
に
よ
っ
て
自
然
と
循
環
型
社
会
が
生
ま
れ
て

い
た
の
で
す
。

未
来
の
た
め
に
江
戸
文
化
に

学
ぶ
姿
勢
を
持
つ

傘
を
さ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
子
ど
も
の
い
る
家
庭
が
多
い
の
で

す
が
、
子
ど
も
た
ち
は
日
が
差
さ
な
い
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
き
の

ロ
ビ
ー
で
ま
ま
ご
と
を
し
て
遊
ん
で
い
ま
す
。
た
き
火
を
し

た
り
、
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
り
と
い
っ
た
経
験
を
し
た
こ
と
が

な
い
子
ど
も
た
ち
が
大
き
く
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
充
分
に

使
え
な
い
と
き
が
き
た
ら
、
一
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
危
機
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
私
に
し
て
も
、
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
停
電
が
起
こ
っ
た
ら

大
変
で
す
。
断
水
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
止
ま
っ
て
17
階
か

ら
地
上
に
降
り
る
こ
と
す
ら
難
し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
か
に
現
代
社
会
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
証
明
で
あ
り
、
私
た
ち
は
電
力
が
な
い
と
生
活
で
き
ま

せ
ん
。

　
人
間
は
体
験
し
て
い
な
い
こ
と
、
知
識
と
し
て
持
っ
て
い

な
い
こ
と
は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
活
用
で
き
ま
せ
ん
。

我
々
日
本
人
に
は
江
戸
時
代
に
高
度
な
循
環
型
社
会
を
実
現

し
て
い
た
文
化
や
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
は
つ
い
最
近
の
昭
和

の
時
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。
今
も
見
え
な
い
と

こ
ろ
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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