
一
月
の
末
に
温
暖
な
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
に
着

い
た
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
は
ア
ジ
ア
一
露
店
の

多
い
都
市
と
も
い
え
る
。

露
店
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
売
っ
て
い
る
。

そ
の
半
分
以
上
は
食
べ
も
の
の
店
だ
。
そ
し

て
、
よ
く
見
か
け
る
の
が
「
フ
ァ
ー
の
店
」

で
あ
る
。「
フ
ァ
ー
」
と
は
米
の
粉
で
つ
く
っ

た
ソ
ー
メ
ン
の
よ
う
な
麺
の
こ
と
で
、
日
本

流
に
い
え
ば
「
う
ど
ん
屋
」
だ
。
牛
肉
を
入

れ
た
も
の
が
「
フ
ァ
ー
バ
ク
」
で
、
チ
キ
ン

を
入
れ
る
と
「
フ
ァ
ー
ガ
ー
」
、
豚
肉
は
「
フ

ァ
ー
ヘ
オ
」
、
エ
ビ
を
入
れ
る
と
「
フ
ァ
ー
ト

ム
」
と
色
々
種
類
が
あ
る
。
香
り
の
強
い
香

菜
を
の
せ
て
熱
い
汁
を
か
け
て
く
れ
る
の
だ

が
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
人
た
ち
は
老
い
も
若

き
も
、
実
に
こ
れ
を
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て

い
る
。

牛
の
顔
の
マ
ー
ク
を
つ
け
た
牛
肉
う
ど
ん

屋
、「
フ
ァ
ー
バ
ク
」
の
屋
台
に
入
っ
て
み

た
。
麺
を
す
す
っ
て
み
る
と
腰
は
あ
る
が
そ

れ
ほ
ど
固
く
は
な
く
、
す
る
す
る
と
の
ど
を

通
っ
て
い
く
。
量
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い

の
で
、
朝
食
や
夜
食
に
い
い
よ
う
だ
。
熱
い

汁
を
す
す
っ
て
み
る
。
醤
油
味
の
よ
う
だ
が
、

か
す
か
に
魚
の
香
り
が
す
る
。
こ
れ
は
「
ニ

ョ
ク
マ
ム
」（
魚
醤
）。
ベ
ト
ナ
ム
の
国
民
的
調

味
料
の
味
だ
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
は
魚
醤
油
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
た
ち
は
こ
れ
が
な
け
れ
ば
夜
も
日
も
あ
け

な
い
。
ス
ズ
メ
の
焼
鳥
に
タ
レ
を
つ
け
て
、

フ
ラ
ン
ス
パ
ン
に
は
さ
ん
だ
ベ
ト
ナ
ム
流
の

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
に
も
こ
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ

け
る
。
名
物
の
春
巻
料
理
や
肉
料
理
、
鍋
も

の
や
海
鮮
料
理
に
も
、
味
付
け
や
タ
レ
と
し

て
必
ず
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
使
う
。
色
は
日
本
の

醤
油
よ
り
も
う
す
く
、
淡
い
茶
褐
色
を
し
て

い
て
臭
い
を
か
ぐ
と
プ
ー
ン
と
魚
の
香
り
が

す
る
。
ぐ
ら
り
と
く
る
味
だ
が
、
一
度
こ
れ

を
使
い
だ
す
と
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
味
わ
い
が

あ
り
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
虜

と
り
こ

と
な
っ
て
し

ま
う
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
は
万
能
調
味
料
で
あ
り
、

ベ
ト
ナ
ム
も
ま
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
醤
油
文

化
圏
だ
っ
た
。

ホ
ー
チ
ミ
ン
の
よ
う
な
都
会
で
は
、
朝
は

皆
、
屋
台
で
外
食
を
す
る
習
慣
が
あ
る
。
出

勤
前
の
二
十
歳
前
後
の
娘
さ
ん
が
朝
食
を
食

べ
て
い
た
。
大
皿
に
山
盛
り
の
コ
メ
。
オ
カ

ズ
は
野
菜
を
炒
め
た
も
の
が
少
々
と
塩
辛
の

よ
う
な
も
の
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
小
皿
が
置
い
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そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
中
国
か
ら
タ
イ
の
奥
地
へ 

【
前
編
の
あ
ら
す
じ
】

い
ま
や
世
界
の
調
味
料
と
な
っ
た
醤
油
。

い
っ
た
い
、
い
つ
、
ど
こ
で
生
ま
れ
て
日
本
へ

伝
わ
っ
て
き
た
の
か
。
醤
油
の
ル
ー
ツ
を
探

る
旅
は
中
国
か
ら
始
ま
っ
た
。

上
海
を
出
発
点
に
杭
州
、
径
山
寺

き
ん
ざ
ん
じ

へ
と
足

を
運
ぶ
な
か
で
、
沢
山
の
種
類
の
「
醤
ひ
し
お
」

（
発
酵
調
味
料
）
が
古
く
か
ら
広
く
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
や
、
中
国
料
理
に
と
っ
て
醤
油

は
色
や
味
、
香
り
を
引
き
立
て
る
調
味
料
と

し
て
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。
さ
ら
に
雲
南
省
の
最
南
端
・
西
双
版
納

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

で
、
大
豆
を
使
っ
た
「
幻
の
手
づ
く
り
醤
油
」

を
発
見
。
長
い
時
間
を
か
け
た
神
秘
的
な
手

法
に
感
激
す
る
。

次
に
訪
ね
た
の
が
韓
国
。
こ
こ
で
も
、
煮
あ

が
っ
た
大
豆
を
乾
燥
、熟
成
さ
せ
た「
味
噌
玉
」

（
メ
ジ
ュ
）
を
原
料
に
、
醤
油
（
カ
ン
ジ
ャ
ン
）

と
味
噌
（
テ
ン
ジ
ャ
ン
）
を
造
っ
て
い
た
。
こ

れ
は
中
国
の
雲
南
で
発
見
し
た
手
づ
く
り
醤

油
と
そ
っ
く
り
。
中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島

を
経
て
、
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
た
「
醤
油
の

来
た
道
」
が
現
実
の
も
の
に
思
え
て
き
た
。

ニニ
ョョ
クク
ママ
ムム
がが
なな
けけ
れれ
ばば

生生
きき
てて
いい
けけ
なな
いい

執
筆
／
嵐
山
光
三
郎
（
あ
ら
し
や
ま
・
こ
う
ざ
ぶ
ろ
う
）

昭
和
十
七
年
東
京
生
れ
。
元
平
凡
社
「
太
陽
」
編
集
長
。

作
品
は
多
岐
に
わ
た
り
「
ピ
ッ
キ
ー
と
ポ
ッ
キ
ー
」（
童
話
）

か
ら
「
チ
ュ
ー
サ
ン
階
級
ノ
ト
モ
」「
新
随
想
フ
ツ
ー
の
血
祭

り
」「
男
」「
世
間
」な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
、「
口
笛
の
歌
が
聴
こ
え

る
」「
恋
横
町
恋
暦
」「
兼
好
殺
人
秘
抄
」な
ど
の
小
説
と
、他

に
も
縦
横
無
尽
の
活
躍
を
し
て
い
る
。
食
物
料
理
本
の
名

著
「
素
人
包
丁
記
」
で
第
四
回
講
談
社
エ
ッ
セ
イ
賞
を
受

賞
し
て
い
る
。
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て
あ
る
。
野
菜
炒
め
に
も
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
た

っ
ぷ
り
と
つ
け
、
ま
る
で
コ
メ
に
し
み
こ
ま

せ
る
よ
う
に
し
て
食
べ
て
い
る
。
娘
さ
ん
は
、

あ
っ
と
い
う
間
に
大
皿
の
コ
メ
を
平
げ
、
元

気
に
出
勤
し
て
行
っ
た
。

こ
れ
ほ
ど
コ
メ
を
食
べ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム

の
女
性
は
ス
リ
ム
な
身
体
つ
き
を
し
た
人
が

多
い
。
そ
の
ス
リ
ム
な
ラ
イ
ン
に
あ
ざ
や
か

な
ア
オ
ザ
イ
が
ピ
タ
リ
と
合
う
の
だ
。

「
ベ
ト
ナ
ム
人
は
、
食
べ
も
の
が
不
足
し
て
い

る
か
ら
体
型
が
細
く
小
さ
い
」

物
知
り
顔
の
旅
行
者
が
呟
い
て
い
た
。
と

ん
で
も
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
贅
沢
な
食
事
は
し

て
い
な
い
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
娘
さ
ん
た
ち
は
、

伝
統
的
な
民
族
衣
裳
ア
オ
ザ
イ
を
着
こ
な
せ

る
よ
う
に
大
変
な
努
力
を
し
て
い
る
の
だ
。

心
あ
る
母
親
は
、
自
分
の
分
は
け
ず
っ
て
も
、

娘
さ
ん
に
は
肉
や
魚
な
ど
、
栄
養
価
の
高
い

食
べ
も
の
を
充
分
に
食
べ
さ
せ
る
。
そ
れ
こ

そ
、
ニ
ョ
ク
マ
ム
で
し
っ
か
り
味
付
け
を
し
、

工
夫
を
し
た
食
事
を
と
ら
せ
て
い
る
。
母
親
の

心
づ
く
し
と
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
味
が
娘
さ
ん
た
ち

の
身
体
に
し
み
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
て
、
む

だ
な
肥
満
の
芽
を
断
ち
、
育
ち
盛
り
の
娘
の

身
体
を
し
っ
か
り
と
つ
く
っ
て
い
く
。
誇
り
高

い
ベ
ト
ナ
ム
の
娘
さ
ん
た
ち
に
は
、「
ア
オ
ザ
イ

も
着
ら
れ
ぬ
、
不
恰
好
な
体
付
き
」
は
相
手
に

さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
一
度
、
ス
リ
ム
な
ラ
イ

ン
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
、
容
易
に
崩
れ
る
こ

と
は
な
い
の
だ
そ
う
だ
。

夕
食
に
入
っ
た
国
営
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
ア
オ

ザ
イ
の
と
て
も
良
く
似
合
う
、
若
い
娘
さ
ん
た

ち
の
グ
ル
ー
プ
に
聞
い
て
み
た
。

「
ニ
ョ
ク
マ
ム
は
、
あ
な
た
た
ち
に
と
っ
て
ど

ん
な
も
の
で
す
か
？
」

娘
さ
ん
た
ち
の
顔
に
、
パ
ッ
と
笑
顔
が
咲

い
た
。
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
話
を
す
る
の
が
と
て

も
嬉
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
」、「
な
つ
か
し
い

味
」
、
「
お
母
さ
ん
の

味
」
、「
ニ
ョ
ク
マ
ム
が

な
い
と
生
き
て
は
い
け

な
い
」
様
々
な
答
が
返

っ
て
き
た
。

な
る
ほ
ど
、
ニ
ョ
ク

マ
ム
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の

人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ

れ
が
な
い
と
生
き
て

は
い
け
な
い
も
の
の

よ
う
だ
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
と
は
、

果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
る
の
だ
ろ
う

か
。
国
道
一
号
線
を
北
へ
、
漁
港
と
し
て
も

名
高
い
海
岸
の
町
、
ク
イ
ニ
ョ
ン
の
「
ニ
ョ

ク
マ
ム
工
場
」
を
訪
ね
て
み
た
。

自
然
の
恵
み
、
魚
醤

ク
イ
ニ
ョ
ン
は
ギ
ア
ビ
ン
省
の
省
都
で
、

中
部
海
岸
地
帯
に
あ
る
。
長
く
の
び
た
白
砂

の
海
岸
線
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
美
し
い
。

ベ
ト
ナ
ム
の
中
部
海
岸
地
帯
は
、
絶
好
の

漁
場
で
も
あ
る
。
ア
ジ
や
イ
ワ
シ
や
サ
バ
な

ど
の
他
に
、
日
本
人
の
好
き
な
エ
ビ
や
カ
ニ

や
イ
カ
な
ど
が
豊
富
に
獲
れ
て
、
日
本
に
も

輸
出
を
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
海

の
幸
こ
そ
、
国
民
的
調
味
料
ニ
ョ
ク
マ
ム
の

原
料
と
な
っ
て
い
る
。

ク
イ
ニ
ョ
ン
の
町
外
れ
に
あ
る
ニ
ョ
ク
マ

ム
工
場
を
訪
ね
て
み
た
。

ニ
ョ
ク
マ
ム
は
小
魚
を
塩
漬
け
し
て
つ
く

る
。
塩
辛
の
よ
う
に
し
て
上
澄
み
液
を
漉
し

て
使
う
の
だ
。
微
生
物
が
小
魚
の
タ
ン
パ
ク

質
を
分
解
し
独
特
の
旨
味
を
ひ
き
出
す
。
百

日
漬
け
れ
ば
出
来
上
る
が
、
上
等
な
透
明
の

ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ
く
る
に
は

一
年
間
は
発
酵
・
熟
成
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
塩
の
量
は

小
魚
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ

ら
い
を
加
え
て
い
る
。
か
な

り
濃
い
。
工
場
長
の
グ
エ
ン

さ
ん
が
身
振
り
手
振
り
を
混

え
て
漬
け
方
を
教
え
て
く
れ

た
。
ま
ず
、
木
桶
の
底
に
小

さ
な
石
を
並
べ
そ
こ
に
小
魚

を
入
れ
る
。
そ
の
上
か
ら
塩

を
か
け
て
ま
た
小
魚
を
並
べ

る
。
こ
う
し
て
小
魚
と
塩
を

何
層
に
も
重
ね
て
木
桶
を
い

っ
ぱ
い
に
す
る
の
だ
。

原
料
と
な
る
小
魚
は
ど
ん
な
も
の
を
使
っ

て
い
る
の
か
と
訊
く
と
、「
小
ア
ジ
、
イ
ワ
シ
、

小
サ
バ
な
ど
、
小
さ
な
魚
で
い
い
。
大
き
な

魚
は
家
で
食
べ
て
、
残
っ
た
小
魚
で
い
い
ん

で
す
よ
。」
見
事
な
生
活
の
知
恵
で
あ
る
。
自

然
の
恵
み
と
し
て
得
た
海
の
幸
を
余
す
と
こ

ろ
な
く
見
事
に
利
用
し
て
い
る
の
だ
。
か
つ

て
は
、
こ
う
し
て
海
の
幸
を
利
用
し
て
各
家

庭
で
も
自
家
製
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
つ
く
っ
て

い
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
工
場
で
製
造
し
た

も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、「
米
と
魚
は
親
子
の
関

係
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
海
や
川
で
獲
れ

た
魚
を
オ
カ
ズ
に
し
て
ご
飯
を
食
べ
る
主

食
・
副
食
の
関
係
を
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、

魚
は
た
だ
煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
食
べ
る
だ

け
で
は
な
い
。
魚
醤
と
し
て
食
べ
る
こ
と
が

重
要
な
の
だ
。
魚
醤
と
は
、
い
わ
ゆ
る
塩
辛

の
よ
う
な
も
の
で
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
市
場
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に
も
様
々
な
種
類
の
魚
醤
が
並
ん
で
い
る
。

日
本
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い

え
ば
、
せ
い
ぜ
い
イ
カ
の
塩
辛
ぐ
ら
い
だ
が
、

ベ
ト
ナ
ム
で
は
小
エ
ビ
や
小
魚
ま
で
使
っ
て

実
に
様
々
な
魚
醤
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ベ
ト

ナ
ム
の
場
合
は
、
イ
カ
に
塩
を
加
え
る
だ
け

で
漬
け
込
む
よ
う
だ
。
乱
雑
だ
が
ス
ト
レ
ー

ト
だ
。
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
市
場
で
小
エ
ビ
の

魚
醤
を
つ
ま
ん
で
み
た
。
お
そ
ろ
し
く
塩
辛

い
が
、
ガ
ー
ン
と
く
る
こ
の
塩
辛
さ
が
重
要

な
の
だ
。
こ
う
し
て
お
け
ば
保
存
も
き
く
し
、

ほ
ん
の
少
し
の
量
で
ご
飯
が
い
っ
ぱ
い
食
べ

ら
れ
る
。

魚
醤
は
少
な
い
オ
カ
ズ
で
も
米
を
美
味
し

く
沢
山
食
べ
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ

も
ま
た
見
事
な
生
活
の
知
恵
と
い
え
る
。「
米

と
魚
は
親
子
の
関
係
」
と
い
う
言
葉
は
、
米

と
魚
醤
が
あ
れ
ば
食
事
が
出
来
る
と
こ
ろ
か

ら
き
て
い
る
。
そ
ん
な
生
活
の
知
恵
が
魚
醤

を
一
歩
進
め
、
魚
醤
油
「
ニ
ョ
ク
マ
ム
」
を

誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
広
東
省
・
福
建
省
の
沿
岸
部
は
、

今
で
も
魚
醤
や
魚
露
と
呼
ば
れ
る
魚
醤
油
を

盛
ん
に
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
も
古
い
。

「
醤

ひ
し
お
」
の
文
化
が
中
国
を
発
祥
の
地
と
す
る
な

ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
魚
醤
や
魚
醤
油
も
中
国
か

ら
の
移
民
た
ち
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
ベ
ト
ナ
ム
の
人
た
ち

が
国
民
的
調
味
料
ニ
ョ
ク
マ
ム
へ
と
洗
練
、

同
化
さ
せ
た
。

日
本
の
醤
油
の
消
費
量
は
、
年
間
一
人
あ

た
り
お
よ
そ
十
リ
ッ
ト
ル
だ
が
、
ベ
ト
ナ
ム

人
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
消
費
量
は
年
間
一
人
あ

た
り
十
二
リ
ッ
ト
ル
。
ベ
ト
ナ
ム
の
人
た
ち

が
、
い
か
に
ニ
ョ
ク
マ
ム
を
愛
用
し
て
い
る

か
が
わ
か
る
。

台
湾
で
み
つ
け
た
肉
醤
の
凄
み
！

台
湾
の
人
口
は
お
よ
そ
二
千
三
百
万
人
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
住
ん
で
い
た
本

省
人
（
本
島
人
）
と
、
そ
れ
以
後
に
中
国
大

陸
か
ら
渡
っ
て
来
た
外
省
人
に
区
別
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
外
に
も
先
住
民
が
い
た
。
日
本

統
治
時
代
に
は
「
高
砂
族
」
と
呼
ば
れ
た
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
系
少
数
民
族
で
、
約
三
十
万

人
が
住
ん
で
い
る
。
も
と
も
と
は
山
岳
民
族

だ
っ
た
。

台
湾
に
は
、
島
中
央
の
南
北
に
三
千
メ
ー

ト
ル
級
の
山
々
が
連
な
る
台
湾
中
央
山
脈
が

走
り
、
東
側
に
は
海
岸
山
脈
が
あ
る
。「
高
砂

族
」
た
ち
は
、
こ
う
し
た
山
岳
地
帯
に
住
ん

で
い
た
。
漢
民
族
が
入
っ
て
き
て
か
ら
同
化

し
て
平
地
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
種
族
も
い

る
が
、
そ
の
ま
ま
山
岳
地
帯
に
住
み
続
け
た

種
族
も
い
る
。
彼
ら
は
現
在
、「
山
地
同
胞
」

と
か
「
山
地
人
」
と
呼
ば
れ
、
独
自
の
文
化

や
言
語
を
持
っ
て
、
今
で
も
伝
統
的
な
生
活

を
続
け
て
い
る
。「
醤
の
文
化
」
も
古
い
形
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
は
主

に
中
央
の
高
地
や
東
部
海
岸
近
く
に
住
ん

で
い
る
。
海
岸
山
脈
が
海
辺
ま
で
迫
る
、
東

部
海
岸
の
ほ
ぼ
中
央
に
住
む
、「
ア
ミ
族
」
の

村
を
訪
ね
、
醤
が
ど
ん
な
形
で
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
。

花
蓮

フ
ァ
ー
レ
ン
か
ら
ア
ミ
族
の
村
が
あ
る
と
い
う

豊
濱

フ
ェ
ン
ピ
ン
ま
で
は
南
へ
六
十
キ
ロ
、
海
岸
線
の
道

路
を
走
る
バ
ス
に
乗
っ
て
行
っ
た
。
豊
濱
の

停
留
所
に
着
く
と
、
林
福
山
さ
ん
と
い
う
ア

ミ
族
の
男
の
人
が
迎
え
に
出
て
く
れ
て
い

た
。
花
蓮
の
旅
行
社
を
通
し
て
案
内
を
頼
ん

で
お
い
た
の
だ
。

ア
ミ
族
の
村
は
、
漢
民
族
の
住
む
町
の
は

ず
れ
に
続
き
、
小
高
い
丘
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。
ア
ミ
族
も
か
つ
て
は
山
岳
高
地

に
住
む
狩
猟
民
族
だ
っ
た
が
、

今
は
東
部
海
岸
近
く
に
ま
で
お

り
て
来
て
、
農
耕
を
主
と
す
る

生
活
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

台
湾
の
人
に
は
「
平
地
山
胞
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

翌
日
、
林
さ
ん
に
案
内
し
て

も
ら
っ
て
、
ア
ミ
族
の
村
々
を
歩

い
て
み
た
。
遥
か
な
山
の
方
で
白

い
煙
が
上
っ
て
い
た
。
焼
畑
だ
。

近
く
ま
で
行
っ
て
見
た
い
と
い

う
と
、
林
さ
ん
が
車
を
用
意
し

て
く
れ
た
。

中
年
の
夫
婦
が
二
人
で
焼
畑

を
し
て
い
た
。
焼
畑
に
は
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
や
落
花
生
を
植
え
る
の

だ
と
い
う
。
懐
か
し
そ
う
に
焼
畑

を
見
な
が
ら
林
さ
ん
が
ポ
ツ
リ

と
呟
い
た
。「
焼
畑
が
終
る
と
、

山
に
入
っ
て
狩
り
を
し
た
も
の

で
す
」。
ア
ミ
族
も
元
々
は
、
山
岳
高
地
の

狩
猟
の
民
だ
。
平
地
に
降
り
て
来
て
も
、
山

が
糧
を
得
る
場
で
あ
っ
た
。

ア
ミ
族
の
狩
猟
に
は
、
罠
を
か
け
る
の
と

犬
を
使
っ
た
山
狩
り
と
が
あ
っ
た
。
罠
を
大

き
く
分
け
る
と
二
つ
に
区
別
で
き
て
、
ア
ミ

語
で
ミ
タ
カ
ァ
ル
と
ミ
ビ
ャ
ッ
カ
ツ
と
い
う
。

ミ
タ
カ
ァ
ル
は
比
較
的
大
き
な
獲
物
を
捕
る

た
め
の
も
の
で
、
猪
や
鹿
、
山
羊
な
ど
を
捕

り
に
、
山
の
ず
っ
と
奥
の
小
屋
に
泊
り
が
け

で
出
か
け
る
。

ミ
ビ
ャ
ッ
カ
ツ
は
山
鳥
な
ど
の
小
さ
な
獲

物
を
捕
る
た
め
村
か
ら
そ
ん
な
に
遠
く
な
い

と
こ
ろ
や
焼
畑
の
周
辺
に
罠
を
か
け
る
。
山

狩
り
は
ミ
ア
ド
ッ
プ
と
い
い
、
ア
ミ
族
の
言

葉
で
ワ
ッ
ツ
ォ
と
呼
ぶ
犬
を
使
う
。
山
の
中

で
ワ
ッ
ツ
ォ
に
獲
物
を
追
わ
せ
、
追
い
つ
め

4
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た
ら
イ
ド
ッ
ツ
（
槍
）
を
投
げ

て
捕
る
の
だ
と
い
う
。
ワ
ッ

ツ
ォ
は
一
人
で
五
匹
か
ら
六

匹
連
れ
て
行
く
。「
こ
れ
は
と

て
も
危
険
な
狩
り
で
す
。
猪

を
し
と
め
そ
こ
な
っ
て
、
反

対
に
く
い
ち
ぎ
ら
れ
た
人
も

い
ま
す
」。

獲
物
は
ど
の
よ
う
に
し
て

食
べ
て
い
た
の
か
と
尋
ね
る

と
、「
肉
は
だ
い
た
い
シ
ラ
ウ

と
呼
ぶ
塩
漬
け
に
し
た
り
、

イ
リ
イ
リ
と
い
う
干
し
肉
に

し
て
保
存
し
て
い
ま
し
た
」、

と
林
さ
ん
は
答
え
た
。
〝
シ

ラ
ウ
と
呼
ぶ
塩
漬
け
に
し
て

保
存
す
る
〞
、
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、「
肉

醤
」
で
は
な
い
か
。
中
国
大
陸
に
古
く
か
ら

あ
っ
た
「
肉
醤

し
し
び
し
お

」
が
ア
ミ
族
の
村
に
も
伝
え

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
も
シ
ラ
ウ
を

保
存
し
て
い
る
人
は
い
な
い
か
、
と
意
気
込

ん
で
尋
ね
る
と
、
林
さ
ん
は
、
明
日
村
の
人

に
聞
い
て
み
る
と
、
ま
た
狩
り
の
話
に
戻
っ

て
い
っ
た
。

ア
ミ
族
の
〝
肉
醤
〞

林
さ
ん
は
、
朝
、
宿
に
迎
え
に
来
た
時
に
、

「
今
日
の
お
昼
に
、
オ
モ
シ
ロ
イ
も
の
を
お
見

せ
し
ま
す
」
と
、
言
っ
た
。

昼
食
の
時
間
に
な
る
と
、
林
さ
ん
は
自
分

の
家
へ
と
誘
っ
て
く
れ
た
。
見
慣
れ
た
ス
ラ

ブ
家
の
敷
地
に
入
っ
て
行
く
と
、
前
庭
に
テ

ー
ブ
ル
が
出
さ
れ
、
料
理
が
用
意
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
時
、
何
や
ら
瓶
を
両
手
で
胸
の
と

こ
ろ
に
抱
え
た
男
性
が
、
林
さ
ん
の
家
の
前

庭
に
入
っ
て
来
た
。

「
シ
ラ
ウ
で
す
ね
！
」
思
わ
ず
叫
ん
で
し
ま

っ
た
。
と
う
と
う
、
幻
の
肉
醤
に
お
目
に
か

か
れ
た
。
男
性
は
大
仰
な
仕
草
で
瓶
の
フ
タ

を
開
け
る
と
、
中
か
ら
肉
の
塊
を
取
り
だ
し

た
。
茶
褐
色
の
肉
の
塩
漬
け
だ
が
何
の
肉
か

は
わ
か
ら
な
い
。

「
こ
れ
は
山
の
獲
物
の
シ
ラ
ウ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ブ
タ
の
シ
ラ
ウ
、
同
じ
よ
う
に
し

て
つ
く
っ
た
ブ
タ
肉
の
塩
漬
け
で
す
。
一
年

漬
け
ま
し
た
」。
一
年
も
塩
漬
け
し
て
い
れ
ば

紛
れ
も
な
く
「
肉
醤
」
だ
。
し
か
も
、
中
国

大
陸
で
は
牛
肉
を
使
う
の
に
豚
肉
と
は
珍
し

い
。「

と
に
か
く
味
見
さ
せ
て
下
さ
い
」。
待
ち

き
れ
な
い
よ
う
に
端
の
方
を
ナ
イ
フ
で
切
っ

て
も
ら
っ
て
食
べ
て
み
た
。
恐
ろ
し
く
塩
辛

い
。

「
そ
れ
だ
け
で
食
べ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ご
飯
を
小
さ
く
手
で
握
り
、
シ
ラ
ウ
を

少
し
噛
っ
て
一
緒
に
食
べ
る
の
で
す
」。

ご
飯
を
小
さ
く
手
で
握
っ
て
食
べ
る
の

は
、
中
国
の
雲
南
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
し

か
も
ご
飯
と
一
緒
に
少
し
食
べ
る
と
い
う
の

も
立
派
な
醤
だ
。
他
の
料
理
の
味
付
け
な
ど

に
は
使
わ
な
い
の
か
と
聞
く
と
、「
野
菜
炒
め

な
ど
に
少
し
入
れ
る
と
、
と
て
も
良
い
味
に

な
り
ま
す
」。
調
味
料
と
し
て
も
使
っ
て
い

る
。
確
か
に
肉
醤
だ
。

台
湾
に
も
古
い
形
の
醤
が
あ
っ
た
。
焼
畑

や
水
田
も
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
稲
作
文
化
や

発
酵
食
品
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
や
中
国
の

南
部
沿
岸
か
ら
、
直
接
海
へ
出
て
、
黒
潮
に

の
っ
て
日
本
へ

と
伝
え
ら
れ
た

経
路
も
あ
っ
た

こ
と
が
充
分
に

考
え
ら
れ
る
。

醤
油
の
来
た
道

は
海
路
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ

な
い
。

味
噌
・
醤

油
の
ル
ー
ツ
を

探
る
、
醤
油
の

来
た
道
は
、
再
び
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
へ
と
渡

り
、
母
な
る
メ
ナ
ム
川
を
遡
っ
て
、
タ
イ
の

奥
地
・
山
岳
地
帯
へ
と
行
く
。

バ
ン
コ
ク
か
ら
雲
南
に
連
な
る

大
醤
油
地
帯

メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
の
河
口
に

築
か
れ
た
バ
ン
コ
ク
の
町
を
、
タ
イ
の
人
た

ち
は
、
ク
ル
ン
テ
ー
プ
「
天
使
の
都
」
と
呼

ん
だ
。
メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
川
か
ら

ひ
か
れ
た
水
路
・
ク
ロ
ー
ン
が
町
な
か
を
縦

横
に
走
り
、
か
つ
て
は
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」

と
も
讃
え
ら
れ
た
水
の
都
で
も
あ
っ
た
。
現

在
は
高
層
ビ
ル
が
林
立
す
る
国
際
都
市
と
な

っ
て
い
る
が
、
バ
ン
コ
ク
の
人
た
ち
に
と
っ

て
メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
の
水
は
生
活

に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

タ
イ
語
で
「
メ
」
は
「
母
」
と
い
う
意
味
、

「
ナ
ム
」
は
「
水
」
の
意
味
で
、「
メ
ナ
ム
川
」

と
は
、
そ
の
ま
ま
「
母
な
る
水
の
川
」
と
な

り
、
バ
ン
コ
ク
の
人
た
ち
は
「
チ
ャ
オ
プ
ラ

ヤ
ー
川
」
と
呼
ん
で
い
る
。
実
際
、
バ
ン
コ

ク
の
人
た
ち
ば
か
り
か
、
タ
イ
の
人
た
ち
に

と
っ
て
、
母
な
る
川
メ
ナ
ム
か
ら
受
け
る
恵

み
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
バ
ン

コ
ク
の
町
で
は
メ
ナ
ム
や
ク
ロ
ー
ン
の
水
上

交
通
が
、
便
利
な
市
民
の
足
と
な
っ
て
い
る

が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
最
大
の
恵
み
は
、
バ

ン
コ
ク
の
背
後
に
広
が
る
肥
沃
な
大
地
で
あ

る
。
世
界
有
数
の
穀
倉
地
帯
と
も
い
え
る
こ

の
緑
の
大
地
は
、
メ
ナ
ム
・
デ
ル
タ
が
生
み

出
し
た
も
の
な
の
だ
。

バ
ン
コ
ク
の
市
街
か
ら
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー

川
を
南
へ
お
よ
そ
八
〇
キ
ロ
下
っ
た
ダ
ム
ナ

ン
サ
ド
ワ
ッ
ク
。
こ
こ
で
懐
か
し
い
風
景
が

繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
。

ク
ロ
ー
ン
に
小
さ
な
舟
、
サ
ン
パ
ン
が
ひ
し

め
き
、
新
鮮
な
果
物
や
野
菜
が
売
ら
れ
て
い

る
。
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
夜
明
け
か
ら
始
ま

り
、
朝
七
時
ぐ
ら
い
が
ピ
ー
ク
と
な
る
。

岸
の
方
に
は
朝
食
を
売
る
舟
も
も
や
っ
て

あ
っ
た
。
め
ん
類
用
の
鍋
か
ら
白
い
湯
気
が

も
う
も
う
と
上
っ
て
い
る
。
朝
食
は
、
め
ん

と
粥
と
焼
飯
の
三
種
類
が
あ
っ
た
。
米
粉
か

ら
つ
く
っ
た
タ
イ
の
代
表
的
な
め
ん
、
ク
ィ

テ
ィ
オ
を
食
べ
て
み
る
。
ゆ
が
い
た
め
ん
の

上
か
ら
具
の
入
っ
た
汁
を
か
け
て
く
れ
る
。

ク
ィ
テ
ィ
オ
（
め
ん
）
は
適
度
な
腰
が
あ
っ
て

か
な
り
旨
い
。
汁
は
コ
ク
が
深
い
味
だ
。
色

か
ら
は
薄
味
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
魚
を
た

5
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っ
ぷ
り
使
っ

て
ダ
シ
を
取

っ
た
ゆ
っ
た

り
と
し
た
コ

ク
が
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
、

今
タ
イ
の
国

民
的
調
味

料
と
な
り
つ
つ
あ
る
魚
醤
油
・
ナ
ム
プ
ラ
の

味
な
の
だ
。

ナ
ム
プ
ラ
は
、
小
魚
を
一
年
ぐ
ら
い
塩
漬

け
し
、
そ
の
上
澄
み
液
を
漉
し
て
つ
く
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
ョ
ク
マ
ム
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
思
わ
れ
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら

タ
イ
の
人
た
ち
に
急
速
に
広
ま
っ
て
き
た
。

今
で
は
、
こ
の
ナ
ム
プ
ラ
と
、
エ
ビ
や
ア
ミ

を
つ
ぶ
し
て
塩
漬
け
し
て
つ
く
る
発
酵
調
味

料
・
カ
ピ
が
、
タ
イ
料
理
に
は
欠
か
せ
ぬ
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ナ
ム
プ
ラ
は
、
現
在
は

塩
水
魚
を
使
っ
て
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、

も
と
も
と
は
淡
水
魚
か
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
し
か
も
、
メ
ナ
ム
の
流
域
の
中
部

タ
イ
で
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
バ
ン
コ
ク

か
ら
メ
ナ
ム
を
遡
り
、
ナ
ム
プ
ラ
が
ど
の
よ

う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
。

メ
ナ
ム
を
遡
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
タ
イ

の
歴
史
を
遡
る
こ
と
に
も
な
る

メ
ナ
ム
遡
行

バ
ン
コ
ク
を
出
発
し
て
お
よ
そ
一
時
間
、

メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
と
そ
の
支
流
に

囲
ま
れ
た
中
洲
に
古
い
仏
塔
が
見
え
て
き

た
。
バ
ン
コ
ク
に
都
が
移
さ
れ
る
前
の
古
都

ア
ユ
タ
ヤ
の
遺
跡
だ
。

ア
ユ
タ
ヤ
の
遺
跡
を
過
ぎ
る
と
、
メ
ナ
ム

に
注
ぐ
小
さ
な
川
で
村
の
人
た
ち
が
魚
を
獲

っ
て
い
た
。
竹
竿
の
先
に
三
角
形
の
網
を
張

っ
て
、
何
や
ら
小
魚
を
獲
っ
て
い
る
。
川
岸

に
降
り
て
み
る
と
バ
ケ
ツ
の
中
に
、
長
さ
四
、

五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
魚
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て

い
た
。

「
こ
れ
が
ナ
ム
プ
ラ
の
原
料
で
す
」
ガ
イ
ド
の

田
島
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。
ナ
ム
プ
ラ
と

は
こ
ん
な
小
さ
な
魚
を
使
っ
て
つ
く
っ
て
い

た
の
だ
。「
最
近
は
海
産
物
の
キ
ビ
ナ
ゴ
な
ん

か
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
小
さ

な
淡
水
魚
を
使
っ
て
い
た
ん
で
す
」。

こ
れ
か
ら
工
場
へ
魚
を
運
ん
で
行
く
と
い

う
仲
買
人
に
頼
ん
で
、
ナ
ム
プ
ラ
工
場
を
見

学
さ
せ
て
も
ら
う
と
に
し
た
。

木
造
の
倉
庫
の
よ
う
な
建
物
が
一
棟
あ
る

だ
け
の
小
さ
な
工
場
だ
っ
た
。
中
に
入
る
と

殴
り
つ
け
る
よ
う
な
塩
辛
の
臭
い
が
鼻
を
突

く
。
も
う
何
度
も
味
わ
っ
た
魚
醤
油
工
場
の

臭
い
だ
。
壁
に
沿
っ
て
大
き
な
木
桶
が
並
ん

で
い
て
、
床
に
は
木
の
フ
タ
が
し
て
あ
っ
た
。

そ
の
下
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
発
酵
槽
だ
と
い

う
。
小
魚
に
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
塩

を
混
ぜ
、
数
ヶ
月
か
ら
一
年
前
後
、
発
酵
さ

せ
て
い
る
。
発
酵
槽
に
は
仕
切
り
が
あ
っ
て
、

一
年
中
ナ
ム
プ
ラ
が
出
荷
で
き
る
よ
う
に
、

期
間
を
ず
ら
し
て
漬
け
て
い
た
。
発
酵
が
進

む
と
魚
体
が
溶
け
て
汁
に
な
り
、
熟
成
し
た

塩
辛
の
汁
を
木
桶
に
く
み
上
げ
て
い
る
の

だ
。
こ
れ
を
布
で
漉
す
と
ナ
ム
プ
ラ
が
出
来

上
る
。

工
場
の
前
で
小
母
さ
ん
が
ナ
ム
プ
ラ
の
壜

詰
め
を
し
て
い
た
。
壜
の
口
に
漏
斗
を
さ
し

込
み
、
一
本
一
本
ひ
し
ゃ
く
で
す
く
っ
て
詰

め
て
い
た
。
ま
さ
に
手
づ
く
り
の
味
だ
。
淡

い
茶
褐
色
の
ナ
ム
プ
ラ
を
指
に
と
っ
て
舐
め

て
み
る
と
、
も
は
や
塩
辛
の
よ
う
な
強
烈
な

臭
い
は
な
い
。
か
す
か
に
魚
の
臭
い
の
す
る

コ
ク
の
あ
る
味
で
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ニ
ョ
ク
マ

ム
と
も
微
妙
に
違
っ
て
い
た
。

タ
イ
山
岳
地
帯
の
味
噌
汁

更
に
北
へ
と
進
み
、
タ
イ
第
二
の
都
市
チ

ェ
ン
マ
イ
へ
と
向
っ
た
。
チ
ェ
ン
マ
イ
は
周

囲
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
高
原
都
市
だ
。
チ
ェ

ン
マ
イ
郊
外
の
農
家
で
、
こ
の
地
方
独
得
の

調
味
料
ナ
ム
・
ポ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
の
を

見
た
。
ま
ず
、
川
か
ら
淡
水
産
の
カ
ニ
、
沢

ガ
ニ
の
よ
う
な
も
の
を
沢
山
と
っ
て
来
て
小

さ
な
臼
で
つ
い
て
つ
ぶ
す
。
こ
れ
に
香
り
の

強
い
葉
と
塩
を
混
ぜ
更
に
細
か
く
つ
い
て
汁

を
し
ぼ
る
。
し
ぼ
っ
た
汁
を
鍋
に
入
れ
て
煮

つ
め
る
と
出
来
上
り
。

こ
れ
は
、
中
国
雲
南
省
で
見
た
蟹
醤
と
ま

っ
た
く
同
じ
造
り
方
で
あ
っ
た
。
雲
南
の
場

合
は
塩
を
入
れ
て
数
日
漬
け
こ
む
が
、
チ
ェ

ン
マ
イ
の
方
は
そ
の
日
の
う
ち
に
仕
上
げ
て

し
ま
う
。
厳
密
に
い
う
と
ナ
ム
・
ポ
ー
は
蟹

醤
と
は
言
え
ず
、
蟹
ミ
ソ
の
よ
う
な
も
の
だ

が
、
造
り
方
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
。
北
タ
イ

の
人
た
ち
は
、
こ
れ
を
野
菜
や
果
物
に
つ
け

て
食
べ
る
。
雲
南
の
西
の
端
・
西
双
版
納

シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

の

人
た
ち
と
タ
イ
北
部
の
人
た
ち
は
非
常
に
似

た
食
文
化
を
持
っ
て
い
る
。
雲
南
が
日
本
の

文
化
の
源
流
で
あ
る
な
ら
、
北
タ
イ
の
人
た

ち
に
も
日
本
の
文
化
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

る
は
ず
だ
。
チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
さ
ら
に
北
へ
、

少
数
民
族
が
数
多
く
住
ん
で
い
る
と
い
う
タ

イ
北
部
山
岳
地
帯
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。

チ
ェ
ン
マ
イ
か
ら
チ
ェ
ン
ラ
イ
へ
、
そ
し

て
国
境
の
町
メ
ー
サ
イ
へ
と
高
い
山
々
が
連

な
っ
て
い
る
。
メ
ー
サ
イ
の
町
に
は
、
赤
や

青
、
黒
な
ど
の
色
と
り
ど
り
の
民
族
衣
裳
を

身
に
つ
け
た
少
数
民
族
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

い
ず
れ
も
高
地
に
住
む
山
岳
民
族
で
、
こ
の

周
辺
に
は
、
カ
レ
ン
族
、
メ
オ
族
、
ア
カ
族
、

ヤ
オ
族
、
リ
ス
族
な
ど
の
種
族
が
住
ん
で
い

る
。
そ
ん
な
ひ
と
つ
、
ア
カ
族
の
村
を
訪
ね

て
み
た
。

ち
ょ
う
ど
お
昼
時
、
赤
い
円
錐
形
の
帽
子

を
か
ぶ
っ
た
小
母
さ
ん
が
昼
食
の
準
備
を
し

て
い
た
。
鍋
か
ら
白
い
湯
気
が
昇
り
、
何
や
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ら
懐
か
し
い
香
り
が
漂
っ

て
い
る
。
フ
タ
を
と
っ
て
中

を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
味
噌

汁
の
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て

い
た
。
特
別
に
お
願
い
し
て

一
杯
ご
馳
走
に
な
っ
て
み

た
。
紛
れ
も
な
い
味
噌
汁

だ
。
し
か
も
野
菜
に
混
っ
て

小
さ
く
切
っ
た
お
肉
が
入

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ン

汁
だ
。

ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
か
と
尋
ね
る
と
、

ス
ー
プ
は
「
ト
ゥ
ア
・
ナ
オ
」
と
い
う
も
の

を
溶
か
し
て
つ
く
り
、
肉
は
二
、
三
ヶ
月
塩

漬
け
し
た
も
の
を
囲
炉
裏
の
上
で
干
し
て
乾

燥
さ
せ
た
も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。
何

の
こ
と
は
な
い
、
ベ
ー
コ
ン
で
は
な
い
か
。

「
ト
ゥ
ア
・
ナ
オ
」
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、
円

い
煎
餅
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
納
豆
の
よ

う
な
臭
い
が
し
た
。
こ
れ
も
何
処
か
で
見
た

こ
と
が
あ
る
。
造
り
方
を
聞
い
て
思
い
出
し

た
。
こ
れ
ま
た
雲
南
の
味
噌
煎
餅
と
同
じ
だ
。

ま
ず
大
豆
を
よ
く
煮
て
ザ
ル
に
入
れ
、
二
、

三
日
お
い
て
発
酵
さ
せ
る
。
次
に
臼
で
つ
い

て
細
か
く
砕
き
、
手
の
ひ
ら
ぐ
ら
い
の
大
き

さ
の
木
の
葉
に
餅
の
よ
う
に
の
ば
し
て
二
、

三
日
天
日
に
干
す
。
乾
燥
す
れ
ば
出
来
上
り
。

雲
南
と
全
く
同
じ
大
豆
の
発
酵
食
品
だ
。

雲
南
で
は
軽
く
火
に
あ
ぶ
っ
て
お
湯
に
溶
か

し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
味
噌
と
同

じ
よ
う
に
火
に
か
け
た
お
湯
に
溶
か
し
こ
ん

で
い
た
。
中
国
の
雲
南
と
タ
イ
の
山
岳
地
帯
、

そ
し
て
日
本
を
結
ぶ
共
通
点
の
よ
う
な
も
の

が
見
え
て
来
た
。
醤
油
発
祥
の
地
の
謎
を
解

く
鍵
が
、
タ
イ
北
部
の
山
岳
地
帯
に
隠
さ
れ

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
す
ま
す
、
心
が

躍
っ
て
き
た
。

正
月
に
は
餅
を

メ
オ
族
の
村
を
訪
ね
て
み
た
。
村
は
藁
葺
わ
ら
ぶ
き

屋
根
の
家
々
が
軒
を
連
ね
て
、
日
本
の
古
い

農
村
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
顔
付
き
が
日
本

の
子
供
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。

村
の
人
に
醤
油
を
知
っ
て
い
る
か
と
尋
ね

る
と
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
。
大
豆
で
つ
く

っ
て
い
る
の
か
と
聞
く
と
、
町
か
ら
買
っ
て

く
る
と
言
っ
て
い
た
。
雲
南
の
人
々
と
同
じ

食
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
、
大
豆
の
醤

油
の
味
も
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
メ
オ
族
の

村
で
も
大
豆
の
醤
油
が
姿
を
消
し
て
、
魚
醤

油
ナ
ム
プ
ラ
が
万
能
調
味
料
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

北
タ
イ
の
人
た
ち
の
主
食
は
モ
チ
米
で
、

山
岳
民
族
の
人
た
ち
も
同
じ
だ
っ
た
。
雲
南

の
人
や
台
湾
の
山
岳
民
族
の
人
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
、
自
分
の
手
で
少
し
と
っ
て
、
小
さ

な
お
握
り
の
よ
う
に
し
て
食
べ
て
い
る
。
し

か
も
、
照
葉
樹
林
帯
に
住
む
人
々
は
粘
っ
こ

い
も
の
を
好
ん
で
食
べ
る
と
い
う
、
共
通
し

た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
メ
オ
族
の
人
た
ち

が
餅
を
つ
い
て
食
べ
て
い
て
も
、
何
も
不
思

議
は
な
か
っ
た
。

日
本
か
ら
は
る
ば
る
タ
イ
の
山
岳
民
族
の

人
た
ち
の
食
べ
物
を
調
べ
に
や
っ
て
来
た
と

告
げ
る
と
、
気
さ
く
な
そ
の
家
の
人
が
餅
を

つ
い
て
見
せ
よ
う
か
と
言
っ
て
く
れ
た
。
願

っ
て
も
な
い
。
幸
い
日
本
産
の
醤
油
も
持
参

し
て
い
る
。
つ
き
た
て
の
餅
に
日
本
の
醤
油

を
つ
け
て
、
メ
オ
族
の
人
た
ち
と
一
緒
に
味

わ
っ
て
み
た
。

メ
オ
族
の
餅
は
腰
が
あ
っ
て
旨
い
。
日
本

で
食
べ
る
餅
に
比
べ
、
米
に
野
性
の
色
あ
い

が
強
い
。
キ
ッ
ク
力
が
あ
る
。
日
本
の
醤
油

は
こ
の
メ
オ
族
の
餅
に
、
じ
つ
に
よ
く
合
っ

て
旨
か
っ
た
。
村
の
人
た
ち
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に

日
本
の
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
て
い
た
。

タ
イ
の
山
岳
地
帯
に
住
む
人
た
ち
も
正
月

に
は
餅
を
食
べ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
醤
油

の
味
の
良
さ
も
知
っ
て
い
た
。
味
噌
汁
も
あ

っ
た
。
黄
金
の
三
角
地
帯
を
さ
ら
に
北
へ
行

け
ば
、
遥
か
な
雲
南
の
山
々
が
連
な
り
、
同

じ
食
文
化
を
持
っ
た
人
た
ち
が
住
ん
で
い

る
。
顔
形
も
日
本
人
と
全
く
同
じ
だ
。
ど
う

や
ら
、
味
噌
・
醤
油
の
文
化
は
こ
の
辺
に

源
流
が
あ
っ
て
、
遠
い
昔
へ
さ
か
の
ぼ
る
と
、

全
て
同
じ
祖
先
へ
と
行
き
つ
く
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

お
醤
油
は
果
し
て
ど
こ
か
ら

来
た
か
？

ア
ジ
ア
で
、
な
ぜ
醤
が
発
達
し
た
か
。
そ

れ
は
稲
作
文
化
を
持
ち
、
米
を
主
食
と
し
て

い
た
こ
と
に
関
係
深
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

米
は
そ
の
ま
ま
食
べ
る
と
か
な
り
淡
白
な
味

だ
。
こ
の
米
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
副

食
と
し
て
、
草
醤

く
さ
び
し
お
、
豆
醤

ま
め
び
し
お
、
魚
醤

し
し
び
し
お

な
ど
が
生

ま
れ
た
。
そ
ん
な
醤
が
発
達
し
、
大
豆
で
つ

く
る
醤
油
や
魚
醤
油
な
ど
の
調
味
料
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
か
つ
て
は
魚
醤

が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
塩
辛

を
そ
の
ま
ま
食
べ
て
副
食
と
し
、
塩
辛
の
汁

を
調
味
料
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
発

達
し
て
魚
醤
油
も
日
本
各
地
で
つ
く
ら
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
豆
醤
が
伝
わ
る
と
、

現
在
の
よ
う
な
大
豆
で
つ
く
る
醤
油
が
誕

生
、
洗
練
さ
れ
た
味
が
魚
醤
油
を
押
し
の
け

て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
調
味
料
は
味

噌
・
醤
油
の
天
下
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
の
よ
う

な
調
味
料
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
醤
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
醤
は
あ
っ
た
。
紀
元

一
世
紀
に
書
か
れ
た
「
聖
書
」
の
中
に
魚
醤

が
登
場
し
て
い
る
。
古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
は

魚
の
塩
漬
け
の
濃
縮
し
た
も
の
が
あ
り
、「
ガ

ム
ル
」
や
「
リ
ク
ア
メ
ン
」
と
よ
ば
れ
て
市

販
さ
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
が

早
い
時
期
に
コ
シ
ョ
ウ
、
シ
ョ
ウ
ガ
、
シ
ナ

モ
ン
、
ナ
ツ
メ
グ
、
ハ
ッ
カ
な
ど
の
ス
パ
イ

ス
類
に
調
味
料
の
座
を
譲
っ
た
よ
う
だ
。
な

ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
が
発
達
せ
ず
に
姿
を

消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
や
は
り
主
食
に
関
係
が
あ
る
よ
う

だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
動
物
性
食
品
を
多
く

食
べ
る
。
脂
肪
と
タ
ン
パ
ク
質
に
と
む
肉
類

は
、
そ
の
ま
ま
で
も
美
味
し
い
し
、
塩
を
ふ

り
か
け
た
だ
け
で
も
結
構
旨
く
な
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
調
味
料
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
ソ

ー
ス
類
も
、
基
本
的
に
は
畜
肉
な
ど
の
そ
の

ま
ま
の
味
を
煮
だ
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
う

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
醤
を
必
要
と
し
な
い

食
文
化
が
発
展
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
「
ガ
ム
ル
」
の
後
身
と

7

「スコータイ」の遺跡。ここにタイではじめての王国が築かれた。

メオ族のついてくれた餅に、日本の醤油がピッタリと合った。



し
て
細
々
な
が
ら
現
在
も
魚
醤
が
生
き
の
び

て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
よ
く
つ
く
ら
れ

て
い
る
「
ア
ン
チ
ョ
ビ
・
ソ
ー
ス
」
も
そ
ん

な
ひ
と
つ
で
あ
る
。
強
い
塩
味
と
魚
の
臭
い

が
す
る
独
得
の
旨
味
が
あ
る
こ
の
ソ
ー
ス

は
、
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
を
塩
漬
け
し
て
つ
く

る
。ま

ず
、
薄
い
塩
水
で
洗
っ
て
し
ば
ら
く
塩

水
に
漬
け
て
お
く
。
つ
ぎ
に
頭
と
内
臓
を
と

っ
て
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
塩
を
ふ
り

漬
け
こ
む
。
こ
れ
を
す
り
潰
し
て
ペ
ー
ス
ト

を
つ
く
り
、
塩
、
酢
、
水
、
レ
モ
ン
な
ど
を

加
え
て
つ
く
る
。
立
派
な
魚
醤
だ
。
カ
ナ
ッ

ペ
や
ピ
ザ
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
、
イ
タ
リ

ア
人
ば
か
り
か
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
に
も
好
ま

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
魚
醤
が
細
々
な
が
ら
残
っ
て
い

る
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
調
味
料
は
、
長

い
間
、
ス
パ
イ
ス
類
、
乳
製
品
、
肉
類
な
ど

の
汁
が
主
流
の
座
を
占
め
て
き
た
。
最
近
に

な
っ
て
日
本
の
醤
油
が
進
出
す
る
ま
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
発
酵
調
味
料
は
約
二
千
年
の

間
姿
を
消
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
醤

油
の
味
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
古
代
ロ
ー
マ

帝
国
の
「
ガ
ム
ル
」
の
味
を
蘇
ら
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
、
今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
進
出
し
て

い
る
日
本
の
醤
油
と
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で

生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
か

醤
油
は
日
本
固
有
の
も
の
？

「
醤
油
は
本
当
に
日
本
固
有
の
調
味
料
な

の
だ
ろ
う
か
？
」。

そ
ん
な
疑
問
か
ら
「
醤
油
の
ル
ー
ツ
」
を

探
る
旅
は
始
ま
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
と
歩
い
て
み
て
、「
醤
油
は
日
本
固

有
の
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

中
国
に
も
醤
油
は
あ
っ
た
。
伝
統
の
中
国
料

理
に
は
醤
油
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い

た
。
韓
国
に
も
醤
油
が
あ
っ
た
。
メ
ジ
ュ
と

呼
ば
れ
る
ミ
ソ
玉
か
ら
つ
く
る
手
づ
く
り
醤

油
は
、
中
国
・
雲
南
の
伝
統
の
手
づ
く
り
醤

油
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
つ
く
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
日
本
の
醤
油
と
同
じ
よ
う
に
万

能
調
味
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
魚
醤
油
も

仲
間
に
入
れ
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム
や
タ
イ
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
も
同
じ
醤
油
文
化
圏
だ
。

で
は
、
醤
油
発
祥
の
地
と
は
、
果
し
て
ど

こ
な
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
醤
の
技
術
は
確
か

に
中
国
か
ら
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
日
本
文
化
の
源
流
と
も
い
わ
れ

る
中
国
・
雲
南
に
、
味
噌
か
ら
つ
く
ら
れ
る

溜
り
醤
油
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
韓
国

に
も
同
じ
手
づ
く
り
醤
油
が
あ
れ
ば
、
中
国

大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
日
本
へ

伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

日
本
人
は
よ
く
「
発
想
よ
り
も
ア
レ
ン
ジ

上
手
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
誰
か
が
発
明
し

た
も
の
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
そ
れ
よ
り
も
は

る
か
に
優
れ
た
も
の
を
つ
く
り
だ
す
特
異
な

才
能
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
日
本
人
が
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
醤

油
に
手
を
加
え
、
熟
成
・
洗
練
を
重
ね
て
、

繊
細
な
味
の
完
成
品
を
つ
く
り
出
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
中
国
の
ど
こ
が
醤
油

の
発
祥
の
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
雲
南
が
原
点

だ
と
す
る
に
は
確
か
な
決
め
手
も
な
い
。
魚

醤
油
も
同
じ
仲
間
だ
と
す
る
と
、
発
生
の
経

緯
も
発
達
の
仕
方
も
違
っ
て
い
て
、
醤
油
文

化
圏
は
あ
ま
り
に
も
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
醤
油
の
も
と
に
な
っ
た
醤
の
発

生
を
考
え
て
み
よ
う
。
醤
は
お
そ
ら
く
食
べ

も
の
を
塩
漬
け
し
保
存
食
品
と
す
る
こ
と
か

ら
誕
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
様
々
な
食

べ
物
を
塩
漬
け
す
る
方
法
は
、
各
地
で
自
然

発
生
的
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
て
醤
も
ア
ジ
ア
の
広
範
囲
な
地

域
で
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
醤

油
も
ま
た
ア
ジ
ア
の
各
地
で
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
ア
ジ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
と
、
広
範
囲

に
広
が
る
醤
油
文
化
圏
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
だ
発
酵
食
品
文
化
圏
を
旅
し
て
み
る
と
、

醤
油
の
ル
ー
ツ
が
ア
ジ
ア
の
ど
こ
か
一
ヵ
所

に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
広
が
っ
た
と
、

一
点
発
生
説
を
考
え
な
く
て
も
い
い
と
い
う

思
い
が
強
い
。
醤
油
は
ア
ジ
ア
の
各
地
で
自

然
発
生
的
に
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
、
そ
の
味
が
培
わ
れ
育
ま

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
醤
油
は
日
本
の
発
明
品

中
国
の
醤
油
は
日
本
の
も
の
と
か
な
り
味

が
違
う
。
大
豆
の
香
り
が
強
く
、
味
が
固
く

濃
厚
で
あ
る
。
中
国
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ

と
旅
す
る
と
、
ニ
ョ
ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の

味
の
方
が
日
本
の
醤
油
に
近
く
、
日
本
人
の

舌
に
な
じ
み
や
す
い
。
日
本
の
醤
油
は
、
ニ
ョ

ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の
味
に
近
い
の
だ
。

日
本
で
は
も
と
も
と
魚
醤
が
使
わ
れ
て
お

り
、
豆
醤
が
伝
わ
っ
て
か
ら
こ
れ
が
主
流
に

な
っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
日
本
の

醤
油
が
ニ
ョ
ク
マ
ム
や
ナ
ム
プ
ラ
の
味
に
似

て
い
る
の
は
、
豆
醤
を
洗
練
し
て
つ
く
っ
た

日
本
の
醤
油
が
、
味
覚
的
に
魚
醤
油
の
味
を

追
求
し
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

醤
油
は
、
中
国
と
日
本
で
は
別
々
の
進
化
を

と
げ
て
、
今
で
は
風
味
も
か
な
り
異
な
っ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
醤
油
は
、
純

粋
に
日
本
が
発
明
し
た
も
の
な
の
だ
。

醤
油
の
ル
ー
ツ
を
探
っ
て
ア
ジ
ア
全
域
を

旅
し
て
来
た
結
果
、
日
本
の
醤
油
の
発
祥
の

地
を
ど
こ
か
一
ヵ
所
に
特
定
し
な
く
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。

も
と
も
と
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
生
ま
れ
た

も
の
は
、
ど
こ
か
数
ヵ
所
で
自
然
発
生
的
に

誕
生
し
た
も
の
が
多
い
。
醤
油
も
ま
た
、
日

本
の
庶
民
の
生
活
の
知
恵
と
し
て
、
い
く
つ

か
の
地
域
で
自
然
発
生
的
に
誕
生
し
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。

●
こ
の
特
集
（
前
編
・
後
編
）を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、

左
記
の
文
献
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
味
噌
・
醤
油
の
百
科
」

川
村

渉
著

（
東
京
書
房
社
刊

『
日
本
食
文
化
大
系
10
』所
載
）

「
味
噌
・
醤
油
・
酒
の
来
た
道
」
森
　
浩
一
編
（
小
学
館
刊
）

「
し
ょ
う
ゆ
世
界
の
旅
」
大
塚
　
滋
著
（
東
洋
経
済
新
報
社
刊
）

「
味
噌
の
ふ
る
さ
と
」

前
田
利
家
著
（
古
今
書
院
刊
）

「
地
球
の
歩
き
方
⑥
中
国
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
編

「
地
球
の
歩
き
方
⑫
タ
イ
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
編

「
ベ
ト
ナ
ム
を
歩
く
」
稲
葉
韶
正
著
（
Ｙ
Ｏ
Ｕ
出
版
局
刊
）

「
南
ベ
ト
ナ
ム
風
土
記
」
内
海
三
八
郎
著
（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
刊
）

「
ル
イ
一
四
世
は
醤
油
を
使
っ
て
い
た
？
」
菊
谷
匡
裕
（
文
芸
春
秋
）

「
韓
国
の
定
期
市
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著
『
季
刊
民
族
学
39
』
所
載

「
ふ
た
つ
の
顔
を
も
つ
国
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著

『
季
刊
民
族
学
31
』
所
載

「
タ
イ
の
市
場
図
鑑
」
石
毛
直
道
、ケ
ネ
ス
・
ラ
ド
ル
著

『
季
刊
民
族
学
36
』
所
載

「
ス
コ
ー
タ
イ
の
燈
籠
流
し
」
太
田
　
亨
著
『
季
刊
民
族
学
44
』
所
載

【
写
真
提
供
】

『
お
醤
油
の
来
た
道
』
嵐
山
光
三
郎
・
鈴
木
克
夫
著
（
徳
間
書
店
刊
）

よ
り
転
載
い
た
し
ま
し
た
。

（完）
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