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今
、
日
本
の
食
文
化
は
外
国
で
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
一
年
以

上
前
に
な
り
ま
す
が
、
二
〇
〇
五
年
の
小
泉
首
相
の
施
政
方
針
演
説
の
中

に
も
「
日
本
ブ
ラ
ン
ド
の
海
外
発
信
」
と
い
う
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
、
日
本
の
文
化
と
し
て
海
外
で
何
を
広
め
て
い
く
べ
き

か
と
い
う
な
か
で
、
内
閣
知
的
財
産
戦
略
事
務
局
と
い
う
と
こ
ろ
が
策
定

し
た
も
の
で
す
が
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
「
食
文
化
」
と
も
う
ひ
と
つ
「
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
、
こ
れ
を
外
国
へ
日
本
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
展
開
し
て

い
こ
う
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
そ
こ
で
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
の
会
長
の
茂
木
さ
ん
が
食
文
化
研
究
推
進
懇
談

会
を
組
織
さ
れ
、
吉
兆
さ
ん
、
瓢
亭
さ
ん
、
徳
島
の
青
柳
の
小
山
さ
ん
、

そ
う
い
っ
た
現
場
の
方
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女
子
栄
養
大
学
学
長
の
香

川
先
生
と
い
っ
た
学
者
の
方
々
と
で
懇
談
会
を
作
り
、
そ
こ
で
い
ろ
ん
な

議
論
を
し
、
報
告
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。
政
府
の
側
か
ら
は
、
海
外
に
こ

れ
か
ら
日
本
食
文
化
を
ど
う
や
っ
て
広
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大

き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
し
た
。 

　
今
ざ
っ
と
海
外
に
二
万
店
く
ら
い
の
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
と
推

定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
い
く
つ
あ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
海
外
の
日
本
食
文
化
は
大
変
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
日
本

の
食
文
化
は
身
体
に
い
い
と
い
う
健
康
志
向
で
す
ね
。
こ
れ
で
人
気
を
集

め
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
食
べ
て
み
る
と
美
味
し
い
も
の
で

す
か
ら
、
健
康
願
望
を
超
え
て
、
今
海
外
で
は
日
本
食
文
化
は
大
変
流
行
し

て
い
て
、
む
し
ろ
一
種
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
こ
れ
に

は
落
と
し
穴
が
あ
る
ん
で
す
。
何
か
と
い
う
と
、
日
本
料
理
は
や
っ
ぱ
り

生
魚
を
扱
う
と
い
う
こ
と
。
海
外
で
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
て
い

る
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
出
身
の
人
も
い
ま
す
が
、

や
は
り
多
い
の
は
韓
国
、
中
国
の
人
で
す
。
ど
の
国
も
生
魚
の
伝
統
を
持

た
な
い
ん
で
す
。
我
々
は
生
魚
を
見
て
、
こ
れ
は
大
丈
夫
、
こ
れ
は
や
め

と
い
た
ほ
う
が
い
い
な
と
い
う
の
が
感
覚
的
に
わ
か
り
ま
す
ね
。
し
か
し

こ
れ
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
け
で
や
る
の
で
、
え
て
し
て
事
故
が
起
き
か
ね
な

い
ん
で
す
。
実
際
ど
の
程
度
の
事
故
が
起
こ
っ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
が
、
も
し
、
大
規
模
な
食
中
毒
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
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議
論
を
し
、
報
告
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。
政
府
の
側
か
ら
は
、
海
外
に
こ

れ
か
ら
日
本
食
文
化
を
ど
う
や
っ
て
広
め
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
大

い
ん
で
す
。
実
際
ど
の
程
度
の
事
故
が
起
こ
っ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
が
、
も
し
、
大
規
模
な
食
中
毒
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か

く
こ
こ
ま
で
広
が
っ
て
き
た
日
本
食
文
化
が
い
っ
ぺ
ん
に
萎
ん
で
し
ま
う
。

そ
う
い
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
食
文
化
研
究
推
進
懇
談
会
で
は
、
し
か

る
べ
き
時
期
に
安
全
・
安
心
キ
ャ
ラ
バ
ン
と
い
う
よ
う
な
、
日
本
食
文
化

の
基
礎
的
な
安
全
の
技
術
を
海
外
に
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
や
ビ
デ
オ
を
使
っ

て
普
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  
　
海
外
か
ら
日
本
食
文
化
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
今
、
一
方
で
も
っ
と

問
題
な
の
は
、
国
内
で
日
本
の
食
文
化
が
ど
こ
ま
で
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　「
食
は
文
化
だ
」
と
言
い
出
し
た
の
は
石
毛
直
道
先
生
で
す
。
日
本
食
文

化
と
い
う
も
の
を
み
ん
な
心
や
す
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
食
文
化
と
は

何
か
と
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
き
ち
ん
と
定
義
し
て
い
る
人
は
い
な
い
ん

で
す
。
日
本
料
理
と
は
何
か
と
い
う
特
質
が
き
ち
ん
と
概
念
化
さ
れ
た
も

の
は
ま
だ
出
来
て
い
な
い
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
別
に
日
本
食
文
化
の

枠
組
み
を
は
み
出
し
た
か
ら
い
け
な
い
と
か
、
守
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
た
だ
日
本
が
伝
統
的
に
持
っ
て
い
る
食
文
化
と
し
て
の
枠
組

み
と
い
う
も
の
は
何
か
、
こ
の
あ
た
り
は
我
々
が
あ
る
程
度
認
識
を
持
っ

て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
離

れ
て
い
く
か
と
い
う
、
三
角
点
を
持
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
我
々
は
考
え
て
い
ま
す
。 

　
例
え
ば
、
ご
存
知
の
よ
う
に
日
本
人
は
嗜
好
と
し
て
粘
っ
こ
い
も
の
が

好
き
で
す
。
ご
は
ん
で
も
粘
り
気
が
あ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
が
好
き
で
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
辺
が
日
本
人
の
嗜
好
の
線
だ
ろ
う
と
言
え

ま
す
。
出
汁
の
文
化
と
い
う
も
の
も
、
日
本
の
食
文
化
の
特
質
と
し
て
ひ

と
つ
の
線
引
き
が
で
き
る
基
準
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
片
刃
の
包
丁
と
い
う
調
理
技
術
も
ひ
と
つ
の
日
本
食
文
化
の
線
引
き
と

言
え
ま
す
。
な
る
べ
く
手
を
加
え
な
い
で
、
素
材
の
味
を
活
か
す
の
が
日

本
料
理
で
大
事
な
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
料
理
し
な
い
の
が
料
理
だ
と

い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
切
る
と
い
う

技
術
そ
の
も
の
が
素
材
の
味
を
変
え
て
い
く
ん
で
す
ね
。
料
理
し
な
い
の

で
は
な
く
て
、
大
変
繊
細
な
料
理
技
術
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
料
理
を

し
て
い
な
い
よ
う
で
、
実
は
料
理
の
粋
を
込
め
た
も
の
が
日
本
料
理
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
日
本
料
理
を
考
え
る
時
の
基
本
と
な
る
枠
を
作
り
た

い
と
思
う
の
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
日
本
食
文
化
と
い
う
も
の
の
曖
昧
さ
を
超
え
て
、
共
通
理

解
を
も
っ
て
い
く
。
そ
の
上
に
日
本
食
文
化
を
改
め
て
組
み
立
て
て
い
く

時
代
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
中
で
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
日
本
料
理
の
歴
史
か
ら
、
そ
の
特
質

を
考
え
る
こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
近
代
の
日
本
の
食
文
化
は
ど
ん

な
発
展
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
さ
し
当
た
っ
て
の
研
究
課
題

に
し
て
い
ま
す
。 

 

　
　 

　
ま
ず
日
本
の
食
文
化
の
中
で
古
代
に
遡
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
で
非
常
に

大
事
な
こ
と
は
、
中
国
文
化
あ
る
い
は
そ
の
通
り
道
で
あ
る
朝
鮮
半
島
の

文
化
で
あ
る
大
陸
的
要
素
と
在
来
の
要
素
が
ど
ん
な
ふ
う
に
結
合
し
、
ど

ん
な
ふ
う
に
変
形
し
、
受
容
さ
れ
、
今
日
に
定
着
し
て
い
る
か
、
こ
う
い

う
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
で
す
。 

　
日
本
の
文
化
は
食
だ
け
で
な
く
、
大
陸
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い

も
の
は
何
も
な
い
ん
で
す
。
い
ろ
ん
な
形
で
大
陸
の
文
化
が
何
度
も
何
度

も
波
が
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
都
度
日
本

の
文
化
の
上
に
新
し
い
文
化
が
乗
り
、
ま
た
新
し
い
文
化
が
乗
り
、
重
層

化
し
た
形
で
今
日
の
日
本
文
化
が
で
き
て
い
る
。 
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食
文
化
に
お
い
て
も
そ
う
な
ん
で
す
。
我
々
は
箸
を
日
本
食
文
化
の
中

で
非
常
に
大
事
な
要
素
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
箸
は
中
国
か
ら
来
た
も

の
で
す
。
神
話
の
中
に
も
箸
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
あ
れ
は
後
か
ら
作
っ
た
も
の
で
、
元
々
は
中
国
か
ら
来
た
も

の
で
す
。
昔
の
食
文
化
の
本
に
は
、
よ
く
竹
や
木
を
曲
げ
て
丸
く
し
た
ピ

ン
セ
ッ
ト
型
の
箸
が
載
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
古
い
ん
だ
と
い
う
説
を
書
い

た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
信
用
で
き
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
鳥
の
嘴

に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
あ
れ
が
古
い
ん
だ
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
嘴

と
い
う
の
は
口
の
端
っ
こ
で
す
。
端
と
い
う
の
は
橋
と
語
源
が
同
じ
で
、

端
と
端
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
が
橋
で
し
ょ
う
。
別
に
嘴
か
ら
箸
と
い
う
言
葉

が
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
ピ
ン
セ
ッ
ト
型
の
箸
が
二
本

箸
よ
り
古
く
て
箸
の
原
型
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。 

　
発
掘
さ
れ
た
箸
は
、
例
え
ば
平
城
京
の
大
極
殿
の
あ
た
り
か
ら
出
て
き

て
い
ま
す
。
一
番
古
い
と
こ
ろ
で
も
藤
原
京
あ
た
り
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も

の
で
す
。
そ
れ
以
前
の
日
本
人
は
皆
手
食
だ
っ
た
ん
で
す
。
今
で
も
お
に

ぎ
り
を
食
べ
る
と
き
な
ん
か
は
手
食
で
す
ね
。
手
で
食
べ
る
と
い
う
伝
統

は
ず
っ
と
あ
っ
て
、
平
安
時
代
の
作
法
書
に
は
手
で
食
べ
る
も
の
と
箸
で

食
べ
る
も
の
は
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
区
別
の
中

で
、
手
で
食
べ
る
も
の
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
箸
に
替

わ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
、
そ
の
昔
、
奈
良
時
代
以
前
は
全
部
手
で
食
べ
て

い
た
に
違
い
な
い
ん
で
す
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
官
庁
の
遺
跡
か
ら
た

く
さ
ん
の
箸
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
や
が
て
庶
民
の
と
こ
ろ
か
ら
も
箸
が

出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
大
陸
文
化
と
の
直
接
の
係
わ
り
が

あ
る
中
央
官
庁
の
あ
た
り
か
ら
箸
の
文
化
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
だ
ん
だ

ん
庶
民
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
奈
良
時
代
の
終
わ

り
に
は
、
か
な
り
広
く
普
及
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

　
そ
う
い
う
箸
の
文
化
と
と
も
に
、
ス
プ
ー
ン
、
匙
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

正
倉
院
御
物
の
中
に
は
か
な
り
の
数
の
ス
プ
ー
ン
が
束
ね
ら
れ
た
の
が
残

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ス
プ
ー
ン
の
形
を
見
る
と
、
今
の
朝
鮮
半
島
の
も
の

と
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ス
プ
ー
ン
の
文
化

が
日
本
に
あ
っ
た
の
で
す
。
箸
と
ス
プ
ー
ン
を
一
緒
に
食
卓
に
置
く
も
の

を
馬
頭
盤
と
い
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
馬
の
顔
の
よ
う
な
形
を
し
た
台
の
つ

い
た
お
皿
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
箸
と
匙
が
い
つ
も
セ
ッ
ト
さ
れ
て
食

卓
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
饗
料
理
の
姿
で
す
。
と
こ
ろ
が
平
安
時
代

に
な
り
ま
す
と
、
ス
プ
ー
ン
が
脱
落
し
ま
す
。
以
来
日
本
に
は
ス
プ
ー
ン

の
文
化
と
い
う
も
の
が
な
く
な
り
ま
す
。 

　
後
に
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
卓
袱
料
理
と
い
う
中
国
の
料
理
と
と
も
に

蓮
華
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
基
本
的
に
日
本
に
匙
と
い
う
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
食
文
化
の
違
い
を
生
む
わ

け
で
す
。
今
で
も
韓
国
で
は
、
ご
飯
を
食
べ
る
と
き
や
ス
ー
プ
を
飲
む
と

き
に
は
ス
プ
ー
ン
を
使
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ス
プ
ー
ン
を
残
し
た
文
化

と
、
ス
プ
ー
ン
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
食
文
化
と
の
分
か
れ
道
が
、
平
安
時

代
に
あ
る
わ
け
で
す
。 

　
ス
プ
ー
ン
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
何
を
生
み
出
し
た
か
と
い
う
と
、

食
器
を
手
に
持
つ
と
い
う
日
本
の
食
事
作
法
を
作
り
ま
し
た
。
今
で
も
韓

国
で
は
食
器
を
手
に
持
つ
と
い
う
の
は
大
変
無
作
法
な
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
食
器
は
全
部
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
も
の
を
取
っ

て
食
べ
る
と
い
う
の
が
、
正
し
い
マ
ナ
ー
で
す
。
日
本
の
場
合
に
は
食
器

を
手
に
持
ち
、
併
せ
て
直
接
食
器
に
口
を
つ
け
る
食
文
化
が
で
き
あ
が
り

ま
す
。
汁
物
も
ス
プ
ー
ン
が
な
い
の
で
、
お
椀
を
唇
に
つ
け
て
吸
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
我
々
は
熱
い
味
噌
汁
を
飲
む
と
き
に
は
用
心
し
て
フ
ー

フ
ー
吹
い
た
り
、
吹
か
な
い
ま
で
も
吸
う
と
き
に
音
を
た
て
て
飲
ん
だ
り

し
ま
す
。
音
を
た
て
る
こ
と
で
、
飲
む
時
に
空
気
と
汁
が
混
ざ
っ
て
温
度

を
下
げ
る
ん
で
す
ね
。
音
を
た
て
ず
に
ス
ッ
と
飲
ん
だ
ら
口
中
火
傷
し
ち

ゃ
う
ん
で
す
。
日
本
人
は
西
洋
人
と
違
っ
て
汁
で
も
ス
ー
プ
で
も
音
を
た

て
て
吸
う
の
が
作
法
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
昔
パ
リ
の
レ
ス
ト
ラ
ン

「
マ
キ
シ
ム
」
に
日
本
人
の
団
体
が
来
る
と
、
ス
ー
プ
の
時
に
猛
然
と
音
が

し
て
き
て
大
ひ
ん
し
ゅ
く
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本
人
の

食
事
中
の
音
の
マ
ナ
ー
も
結
局
ス
プ
ー
ン
が
日
本
の
食
文
化
か
ら
脱
落
し

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
食

文
化
は
、
平
安
時
代
に
ひ
と
つ
の
日
本
的
な
性
格
を
持
ち
だ
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

　
　
ま
と
う
ば
ん 

                                                                            

　
　
だ
い
き
ょ
う 

                                                                                              

し
っ
ぽ
く 

 

れ
ん
げ 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

さ
じ 
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と
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ス
プ
ー
ン
の
文
化

が
日
本
に
あ
っ
た
の
で
す
。
箸
と
ス
プ
ー
ン
を
一
緒
に
食
卓
に
置
く
も
の

文
化
は
、
平
安
時
代
に
ひ
と
つ
の
日
本
的
な
性
格
を
持
ち
だ
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。 

  

　
も
う
ひ
と
つ
食
材
の
面
に
お
い
て
は
、
日
本
で
牛
乳
が
飲
ま
れ
て
い
た

時
期
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
〜
平
安
時
代
初
期
で
す
。
こ
の
頃

お
茶
も
飲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
日
本
人
が
中
国
に
非
常
に
憧
れ
て

い
た
時
代
で
す
。
平
安
時
代
の
最
初
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
で
す
が
、
こ
の

時
代
は
日
本
人
の
中
国
熱
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
代
で
す
。
天
皇
が
命
じ

て
勅
撰
漢
詩
集
と
い
う
の
を
作
る
ん
で
す
。
天
皇
の
命
令
で
、
中
国
語
つ

ま
り
漢
文
で
詩
集
が
編
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
が
「
凌
雲
集
」「
文
華
秀
麗
集
」

な
ど
の
勅
撰
漢
詩
集
で
す
。
文
明
開
化
の
時
代
で
も
、
日
本
人
が
英
語
で

詩
集
を
作
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
安
時
代
だ
か
ら
貴
族
は
和
歌
を

作
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
漢
詩
集
を
作
っ
た
。
そ
の
く
ら
い
日
本
人
が
中

国
狂
い
を
し
て
い
た
ん
で
す
。 

　
食
べ
物
・
飲
み
物
を
摂
取
す
る
動
機
に
は
、
美
味
し
い
と
か
ま
ず
い
と

か
、
嗜
好
に
合
っ
て
い
る
と
か
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、

文
化
的
動
機
と
で
も
い
う
も
の
が
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中

国
と
い
う
巨
大
で
高
度
な
文
明
に
対
す
る
憧
れ
が
、
中
国
人
と
同
じ
よ
う

な
も
の
を
食
べ
た
い
飲
み
た
い
と
い
う
動
機
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

が
牛
乳
で
す
。
日
本
に
は
基
本
的
に
大
型
家
畜
を
飼
育
す
る
と
い
う
伝
統

が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
い
う
伝
統
が
な
い
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
に
は
乳
製
品
を
摂
る
伝
統
が
な
か
っ
た
わ
け
で

す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
国
文
化
の
影
響
が
非
常
に
強
か
っ
た
時
代
だ

け
、
日
本
の
朝
廷
に
お
い
て
、
牛
乳
が
飲
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
牛
乳
だ
け
で
は
な
く
乳
製
品
も
で
す
。
特
に
そ
の
中
で
確
実
に
あ
っ
た

と
確
認
で
き
る
も
の
は
「
蘇
」
で
す
。
「
延
喜
式
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
蘇
は
牛
乳
を
煮
詰
め
た
も
の

だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
コ
ン
デ
ン
ス
ミ
ル
ク
で
す
ね
。
実
は
、
そ
の
ほ

か
の
「
酪
」
も
「
醍
醐
」
も
製
法
が
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
多
分
酪
も
醍
醐

も
実
際
に
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
蘇
と
い
う
の
は

煮
詰
め
て
ド
ロ
ド
ロ
に
し
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
も
見
え
ま
す
し
、
牛
乳

を
煮
た
と
き
に
表
面
に
出
来
る
膜
を
集
め
た
も
の
が
蘇
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
蘇
が
何
枚
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
し
、
籠
に
入

れ
て
運
ん
だ
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
乳
製
品
が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
、
中
国
文
化
の
ブ
ー
ム
が

去
る
と
、
牛
乳
も
な
く
な
り
、
蘇
も
な
く
な
る
ん
で
す
。
こ
と
ご
と
く
こ

う
い
っ
た
も
の
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
ん
で
す
。 

　
な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
日
本
人
の
体
質
の
問
題
な
ん
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
れ
く
ら
い
の
年
月
が
た
つ
と
体
質
が
変
化
す
る

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
遊
牧
民
族
が
持
っ
て
い
る
放
牧
、

牧
畜
の
文
化
を
、
日
本
人
は
古
代
以
来
、
少
な
く
と
も
旧
石
器
時
代
以
来

持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
の
中
に
牛
乳
を
消
化
す
る
酵
素

が
欠
け
て
い
る
人
が
多
い
の
は
事
実
で
す
。
こ
れ
だ
け
乳
製
品
を
食
べ
、

牛
乳
を
飲
ん
で
い
る
今
で
も
、
日
本
人
の
消
費
量
は
西
洋
に
比
べ
る
と
格

段
に
低
く
、
こ
れ
以
上
伸
び
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
は
日
本
人
の
体
質

の
影
響
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 

  

　
大
陸
文
化
の
影
響
は
日
本
の
食
文
化
に
顕
著
な
の
で
す
が
、
す
べ
て
受

け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
選
択
的
に
食
品
を
受
容
し
て
い
る
と
言

え
ま
す
。 

　
選
ば
れ
て
定
着
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
が
お
茶
で
す
。
牛
乳
と
同
じ
く
奈

良
時
代
に
日
本
に
入
り
ま
す
。
平
安
の
初
期
に
そ
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
牛
乳
と
同
じ
く
消
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。
平
安
時

代
三
五
〇
年
間
位
は
お
茶
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。 
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き 
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お
茶
の
記
録
が
再
び
あ
ら
わ
れ
る
の
は
平
安
末
〜
鎌
倉
時
代
の
初
め
で
、

栄
西
（
禅
師
）が
日
本
に
そ
の
お
茶
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
三
五
〇
年
間
の

空
白
の
後
に
お
茶
が
再
び
入
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
ん
ど
は
定
着
し
、
こ
れ
が

今
の
我
々
の
緑
茶
文
化
で
す
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
き
た
お
茶
が
い
っ
た
ん

消
滅
し
、
鎌
倉
時
代
の
お
茶
が
な
ぜ
定
着
し
た
の
か
。
考
え
て
み
ま
す
と

や
は
り
こ
れ
も
日
本
人
の
嗜
好
の
影
響
が
あ
る
と
私
は
推
定
し
て
い
ま
す
。 

　
嗜
好
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
、
何
と
な
く
経
験
的
に
こ
う
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
何
と
も
証
明
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
嗜

好
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
し
か
説
明
で
き
な
い
の
で
す
が
、
平
安
時
代
か

ら
奈
良
時
代
の
初
期
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
お
茶
は
、
団
茶
と
い
う
も
の

で
す
。
団
茶
と
い
う
の
は
固
め
た
お
茶
な
ん
で
す
。
団
子
の
団
で
す
ね
。

団
茶
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時

入
っ
て
き
た
団
茶
は
か
な
り
匂
い
の
強
い
も
の
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
お
り
ま
す
。 

　
そ
の
匂
い
は
お
茶
の
発
酵
し
た
匂
い
で
は
な
い
。
固
め
た
お
茶
を
放
置

し
て
お
き
ま
す
と
二
次
発
酵
し
ま
す
。
こ
れ
は
カ
ビ
で
発
酵
す
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
う
す
る
と
独
特
の
臭
気
と
味
が
つ
い
て
き
ま
す
。
今
日
本
で
も

流
行
し
て
い
ま
す
が
、
プ
ー
ア
ー
ル
茶
で
す
ね
。
今
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た

面
白
い
中
国
料
理
の
店
に
行
き
ま
す
と
、
プ
ー
ア
ー
ル
茶
が
出
て
き
た
り

し
ま
す
。
あ
れ
も
飲
み
つ
け
る
と
な
か
な
か
癖
に
な
り
美
味
し
い
も
の
で

す
が
、
初
め
て
飲
む
と
何
と
も
カ
ビ
臭
い
。
ど
ん
な
臭
い
か
と
い
う
と
、

初
夏
の
頃
に
大
掃
除
で
畳
を
上
げ
た
時
の
下
に
敷
い
て
あ
る
新
聞
紙
、
一

年
間
の
湿
気
を
吸
い
込
ん
だ
あ
の
新
聞
紙
の
臭
い
。
あ
る
い
は
押
入
れ
の

中
の
カ
ビ
の
臭
い
。
そ
れ
が
プ
ー
ア
ー
ル
茶
の
匂
い
な
ん
で
す
。
香
港
の

「
陸
羽
茶
館
」
な
ん
か
に
行
き
ま
す
と
、
茶
館
中
に
充
満
し
て
い
ま
す
。
こ

の
匂
い
が
中
国
人
に
は
い
い
匂
い
な
ん
で
す
が
、
我
々
に
は
ど
う
し
て
も

カ
ビ
の
臭
い
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
平
安
時
代
の
お
茶
の
中
絶
の

原
因
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
定
し
て
い
ま
す
。 

　
次
に
入
っ
て
き
た
栄
西
の
お
茶
は
、
今
の
緑
茶
な
ん
で
す
。
今
の
緑
茶

は
青
葉
ア
ル
コ
ー
ル
で
青
臭
い
匂
い
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
テ
ア
ニ
ン
な

ど
の
ア
ミ
ノ
酸
の
た
ん
ぱ
く
質
独
特
の
匂
い
が
し
ま
す
。
新
茶
の
匂
い
を
、

取
り
そ
こ
な
っ
た
出
汁
の
匂
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
確
か
に
鰹
節
の
匂

い
と
か
海
の
海
苔
の
匂
い
と
、
新
茶
の
匂
い
は
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
す
べ
て
た
ん
ぱ
く
質
の
匂
い
で
す
。
た
ん
ぱ
く
質
の
旨
み
、
匂
い
、

青
々
と
し
た
緑
色
、
こ
う
い
う
も
の
が
日
本
人
の
嗜
好
に
合
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
今
日
の
緑
茶
の
定
着
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
日
本
に
お
茶
が
普
及
し
、
庶
民
ま
で
お
茶
を
飲
む
よ
う
な
時
期
に
、
お

隣
の
韓
国
で
は
お
茶
が
絶
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。
だ
い
た
い
一
四
世
紀
に

朝
鮮
文
化
で
は
お
茶
が
絶
え
、
も
ち
ろ
ん
お
寺
な
ん
か
で
細
々
と
は
残
り

ま
す
が
、
基
本
的
に
一
般
の
文
化
か
ら
は
お
茶
が
消
え
ま
し
た
。
今
で
も

韓
国
で
お
茶
と
い
え
ば
人
参
茶
で
す
。
い
わ
ゆ
る
お
茶
と
言
わ
れ
る
も
の

は
な
い
ん
で
す
。 

　
一
方
で
お
茶
が
な
く
な
っ
て
い
く
韓
国
、
一
方
で
お
茶
が
定
着
し
本
家

の
中
国
で
も
な
く
な
っ
た
蒸
し
製
の
お
茶
が
残
っ
た
日
本
。
本
家
の
中
国

で
は
蒸
す
と
い
う
技
術
が
な
く
な
り
釜
入
れ
の
お
茶
だ
け
が
残
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
で
の
国
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
の
食
の
文
化
を
持

ち
始
め
る
の
は
一
三
〜
一
四
世
紀
の
中
世
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
日

本
で
言
い
ま
す
と
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
、
今
日
の
日
本
の
食
文
化

の
原
型
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  

国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
、

（
財
）
林
原
美
術
館
館
長
。
文
学
博
士
。
一
九
四
三
年
東
京
生
ま
れ
。

六
五
年
東
京
教
育
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。
七
一
年
同
大
学
大
学
院

博
士
課
程
修
了
。
日
本
文
化
史
専
攻
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

講
師
、
筑
波
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

茶
道
史
、
寛
永
文
化
の
ほ
か
に
、
日
本
の
料
理
文
化
史
、
民
芸
運
動

な
ど
を
幅
広
く
研
究
。
著
書
に
、『
茶
の
湯
』（
教
育
社
）、『
千
利
休
』

（
平
凡
社
）、『
近
代
茶
道
史
の
研
究
」（
日
本
放
送
出
版
協
会
）、『
寛
永

文
化
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
昔
の
茶
の
湯
今
の
茶
の
湯
』（
淡
交

社
）
、『
後
水
尾
天
皇
』（
岩
波
書
店
）
、『
近
代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』（
河

原
書
店
）、『
文
化
と
し
て
の
マ
ナ
ー
』（
岩
波
書
店
）
ほ
か
。 

　
熊
倉
功
夫
（
く
ま
く
ら
・
い
さ
お
） 

CEL
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