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新
し
い
文
化
創
造
の
起
点

｢
終
戦
後
の
混
乱
に
世
を
あ
げ
て
ま
き
こ
ま
れ
で

い
る
と
き
'
当
大
町
の
青
年
た
ち
は
強
-
文
化
を
求

め
は
じ
め
た
｡
公
民
館
の
青
年
部
に
芽
ぐ
ん
だ
こ
の

文
化
意
思
は
､
つ
い
に
博
物
館
の
設
立
へ
と
結
集
さ

れ
'
昭
和
二
十
四
年
構
想
を
終
っ
て
資
料
の
収
集
に

研
究
に
奉
仕
的
な
活
動
が
続
け
ら
れ
た
｡
ま
た
こ
の

熱
意
の
ひ
き
お
こ
し
た
連
鎖
反
応
は
町
民
の
積
極
的

援
助
と
な
っ
て
､
大
町
は
つ
い
に
博
物
館
建
設
に
一

丸
と
な
っ
た
｡
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
一
日
､
文
化

の
日
に
先
だ
っ
て
当
館
は
つ
い
に
開
館
の
運
び
と
在

っ

た

｡

｣

こ
の
福
岡
孝
行
氏
(
法
政
大
学
教
授
)
　
の
一
文
が

大
町
山
岳
博
物
館
建
設
の
時
代
的
な
問
題
意
識
を
端

的
に
表
現
し
て
い
る
｡
当
時
､
こ
の
建
設
運
動
に
参

画
し
た
一
人
と
し
て
私
が
同
志
と
共
に
志
向
し
た
､

い
れ
ゆ
る
文
化
的
意
思
は
こ
れ
を
集
約
す
る
と
次
の

と
う
り
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

一
､
敗
戦
と
い
う
混
乱
の
中
に
精
神
的
方
向
を
失
っ

て
い
た
支
柱
を
､
山
岳
博
物
館
建
設
と
い
う
目
標
を

持
つ
こ
と
に
よ
り
確
立
し
ょ
う
と
し
た
｡

二
､
戦
前
の
国
家
統
制
的
､
中
央
集
権
的
教
育
文
化

に
対
す
る
一
種
の
抵
抗
で
も
あ
っ
た
が
､
新
し
い
文

化
創
造
は
ま
ず
郷
土
を
中
心
と
す
る
地
方
を
､
基
盤

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い

た
｡

三
へ
大
町
と
い
う
美
し
い
自
然
を
守
り
､
誠
実
を
民

俗
を
後
世
に
残
す
た
め
に
は
'
山
岳
博
物
館
と
い
う

具
体
的
を
施
設
を
残
す
こ
と
が
最
良
の
道
だ
と
考
え

た
｡

建
設
運
動
が
起
き
て
か
ら
二
十
七
年
､
当
時
の
青

年
た
ち
も
す
で
に
五
十
を
す
ぎ
る
年
令
期
に
入
っ
て

い
る
｡
こ
の
間
の
歳
月
の
経
過
は
れ
が
国
と
､
地
域

社
会
と
し
て
の
大
町
市
と
共
に
､
山
岳
博
物
館
に
大

き
な
変
化
を
与
え
て
い
る
｡
名
実
共
に
発
展
し
た
こ

の
博
物
館
と
同
じ
に
､
新
し
い
文
化
の
創
造
も
ま
た

こ
ん
に
ち
を
起
点
と
し
て
前
進
し
な
け
れ
ば
を
ら
を

い

の

た

｡

　

　

阿

部

酉

与

　

(
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長
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長
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リョウフの幼芽

請請請ど山

北
ア
ル
プ
ス
地
方
の
山
菜
　
㈲

長

　

沢

　

　

　

武

コ

シ

ャ

ク

(

ニ

ン

ジ

ン

パ

'

ヤ

マ

ニ

ン

ジ

ン

)

①

用
地
の
開
け
た
斜
面
を
中
心
に
生
え
､
文
一
-
一
･

五

日

に

適

し

`

ニ

ン

ジ

ン

そ

っ

-

り

の

築

･

花

･

実

を
つ
け
る
｡
⑧
雷
融
け
後
発
生
す
る
若
芽
の
三
〇
セ

ン
チ
位
の
も
の
を
摘
む
｡
太
い
も
の
で
は
小
指
位
あ

る
.
集
団
を
作
っ
て
い
る
の
で
採
集
し
易
い
｡
③
セ

リ
科
特
有
の
強
い
匂
い
が
特
典
で
､
日
馬
･
乗
鞍
面

鏡
を
ど
で
良
く
食
べ
る
｡
天
ぷ
ら
･
漬
物
･
細
物
が

よ
い
｡ヤ

プ
ニ
ン
ジ
ン
①
山
野
の
林
下
が
中
心
で
あ
る
が

串
原
に
も
み
か
け
る
｡
ニ
ン
ジ
ン
に
似
た
柴
を
し
て

い
､
セ
リ
科
独
特
の
強
い
香
気
が
あ
る
の
で
手
に
採

っ
て
も
む
と
す
ぐ
解
る
｡
②
食
べ
ら
れ
る
の
は
若
い

葉
と
畳
で
'
五
-
六
月
が
摘
み
時
｡
③
天
ぷ
ら
･
さ

っ
と
塩
茄
で
し
て
浸
物
･
誹
の
物
･
細
か
-
き
ざ
ん

で
味
付
け
し
､
山
菜
御
飯
も
よ
い
｡

ハ
ナ
イ
カ
ダ
(
-
｢
ツ
ジ
)
①
山
麓
か
ら
少
し
高
い

山
ま
で
､
沢
筋
や
谷
間
の
陰
地
に
生
る
低
木
で
､
五

-
六
日
頃
葉
の
中
央
に
数
個
の
可
愛
い
花
を
着
る
珍

し
い
植
物
で
､
②
そ
の
若
い
糞
を
呑
摘
み
と
り
､
③

ア
ク
が
乞
い
の
で
そ
の
ま
,
汁
の
実
に
し
た
り
､
油

い
た
め
や
天
ぷ
ら
に
す
る
｡
ま
た
､
さ
っ
と
試
て
和

物
･
酢
の
物
と
す
る
｡

リ
ョ
ウ
ブ
(
サ
ル
タ
､
サ
ル
ダ
メ
シ
)
①
山
麓
か

ら
深
山
ま
で
尾
根
筋
な
ど
場
当
り
の
よ
い
斜
面
に
群

生
し
て
い
る
低
木
で
､
幹
は
を
め
ち
か
で
サ
ル
ス
ベ

リ
に
似
る
｡
③
套
ペ
ら
れ
る
の
は
若
芽
(
莱
)
で
､

五
月
中
旬
か
､
土
ハ
月
上
旬
で
あ
る
｡
③
若
芽
を
摘
み

さ
っ
と
茄
で
水
に
さ
ら
し
て
ア
ク
を
抜
き
､
浸
物
･

細
物
･
佃
煮
に
､
ま
た
細
か
-
き
ざ
ん
で
味
付
け
し

リ
ョ
ウ
プ
飯
を
作
る
｡

ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
①
山
麓
を
中
心
に
暢
当
り
の
よ
い
斜

面
や
尾
根
に
自
生
し
て
､
文
一
.
L
E
位
の
株
を
を
し
､

五
月
中
旬
-
六
月
中
旬
に
か
け
其
赤
な
花
を
つ
け
る

②
賓
べ
ら
れ
る
の
は
こ
の
花
の
花
弁
で
､
③
生
食
し

た
り
塩
も
み
に
す
る
｡
(
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
は
毒
)

ガ
が
イ
モ
の
陽
当
り
の
よ
い
原
野
､
土
手
･
植
林

地
な
ど
土
地
の
肥
え
た
所
に
よ
-
み
ら
れ
る
｡
ヤ
マ

ノ
イ
モ
か
ア
サ
ガ
オ
に

似
た
菜
を
し
た
蔓
性
植

物
で
茎
を
折
る
と
白
い

粘
性
の
あ
る
乳
液
を
出

す
｡
②
五
､
六
月
頃
伸

び
出
し
た
新
芽
を
手
折

り
'
③
さ
っ
と
茄
で
浸

物
･
和
物
･
酢
の
物
に

す
る
｡
ア
ク
も
無
-
特

有
の
甘
味
が
あ
り
､
昔

か
ら
強
壮
食
品
と
さ
れ

て
い
る
｡

イ
ケ
マ
①
山
麓
を
中

心
に
湿
り
気
の
あ
る
土

地
を
好
み
小
集
団
を
作

っ
て
い
る
｡
ガ
ガ
イ
モ
に
よ
く
似
て
い
､
東
北
で
は

ゴ
ワ
ラ
ビ
と
呼
ん
で
山
菜
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
｡

②
採
集
の
時
期
､
料
理
法
を
ど
が
ガ
ガ
イ
モ
に
全
く

同
じ
｡ク

サ
ギ
(
ヘ
ク
サ
ギ
)
①
土
手
や
山
道
の
端
な
ど

に
敵
性
し
て
い
る
高
さ
三
-
五
日
.
B
の
低
木
で
､
キ
サ

サ
ゲ
の
柴
を
小
さ
-
し
た
よ
う
な
感
じ
の
葉
を
対
生

す
る
｡
普
段
は
日
立
た
乞
い
木
で
あ
る
が
'
夏
日
白

と
紅
紫
色
の
可
愛
い
花
を
咲
か
せ
る
の
で
､
こ
の
時

期
に
は
遠
く
か
ら
目
に
つ
-
｡
②
全
体
に
特
有
の
臭

気
が
あ
る
の
で
､
葉
を
手
に
採
る
と
す
ぐ
解
る
｡
春

か
ら
初
夏
に
か
け
そ
の
若
芽
を
摘
み
､
③
茄
で
水
に

さ
ら
す
と
悪
臭
は
消
え
る
｡
こ
れ
を
漬
物
･
和
物
･

汁
の
実
･
佃
煮
と
す
る
｡

オ

カ

ト

ラ

ノ

オ

(

キ

ヨ

ト

ス

ン

キ

､

ヤ

マ

ス

イ

コ

ネ
コ
ノ
シ
ッ
ポ
)
①
山
野
路
傍
な
ど
に
普
通
に
見
ら

れ
､
七
-
八
月
に
白
い
小
花
を
穂
状
に
長
-
一
本
だ

け
つ
け
る
｡
②
疑
団
を
作
っ
て
生
え
て
い
る
か
ら
採

集
し
易
い
｡
若
葉
は
夏
ま
で
利
用
で
き
る
｡
②
若
葉

は
カ
タ
バ
ミ
の
よ
う
を
酸
味
が
あ
り
､
山
の
子
供
達

は
生
食
す
る
｡
茄
て
浸
物
･
和
物
と
す
る
｡

カ
キ
②
カ
キ
の
葉
は
高
血
圧
の
薬
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
が
'
春
の
若
葉
の
天
ぷ
ら
､
青
葉
を
使
っ
て

の
カ
キ
の
糞
芳
し
も
楽
し
い
｡
③
寿
し
御
飯
を
作
り

に
ぎ
り
寿
し
に
し
､
生
の
カ
キ
の
葉
の
裏
側
を
内
側

に
し
て
包
み
､
器
に
入
れ
た
ら
内
ぶ
た
を
し
て
､
数

時
間
軽
い
重
し
を
乗
せ
て
ね
-
と
､
カ
キ
の
糞
の
味

と
香
り
が
つ
い
た
寿
し
が
で
き
上
る
｡

工
ゾ
シ
ロ
ネ
･
コ
シ
ロ
ネ
①
満
地
や
湿
原
に
生
え

る
ハ
ッ
カ
に
よ
く
似
た
植
物
で
､
茎
は
四
角
で
丈
は

前
者
が
四
〇
､
後
者
が
八
〇
セ
ン
チ
位
と
な
り
､
葉

の
付
け
根
に
白
い
小
花
を
夏
つ
け
る
｡
②
新
芽
ぼ
前

年
の
地
下
茎
の
先
の
カ
キ
の
実
の
紡
錘
形
の
先
か
ら

出
る
｡
②
こ
の
塊
を
秋
か
ら
呑
掘
り
､
生
の
ま
,
蛛

噌
を
つ
け
た
り
､
塩
や
酢
漬
け
に
し
て
酒
の
肴
と
す

る
｡
カ
リ
ッ
と
し
た
歯
ぎ
お
り
が
身
上
｡

二
ワ
ト
コ
･
ナ
ガ
工
二
ワ
ト
コ
①
夏
か
ら
秋
に
か

け
赤
い
美
し
い
実
を
つ
け
る
低
木
性
の
木
本
で
､
前

者
は
山
野
に
普
通
､
後
者
は
山
地
の
林
下
に
多
い
｡

②
雪
が
消
え
る
と
す
ぐ
各
段
の
節
か
ら
新
芽
を
ふ
-
｡

ま
た
糞
が
充
分
開
き
さ
ら
を
い
若
芽
を
探
り
､
③
ハ

ガ
マ
を
除
き
天
ぷ
ら
･
か
ら
し
和
え
を
ど
和
物
に
よ

.
}
o

オ
ト
コ
エ
シ
①
日
当
り
の
よ
い
草
原
や
山
の
斜
面

に
普
通
に
あ
る
オ
ミ
ナ
エ
シ
に
似
た
植
物
で
あ
る
が

こ
ち
ら
は
白
い
花
を
つ
け
る
｡
秋
､
根
元
か
ら
ツ
ル

(
ラ
ン
ナ
ー
)
を
出
し
て
伸
び
､
そ
の
先
に
新
株
を

作
る
｡
②
こ
の
新
し
い
妹
の
嚢
を
秋
か
ら
翌
春
摘
む

ナ
ズ
ナ
と
同
じ
-
雪
の
少
な
い
地
方
で
よ
-
利
用
し

て
い
る
｡
③
茄
で
水
に
さ
ら
し
'
漬
物
･
和
物
･
汁

の
実
と
す
る
他
､
生
で
天
ぷ
ら
'
汁
の
実
に
す
る
｡

ツ
ル
ニ
ン
ジ
ン
(
ヘ
ク
サ
ズ
ル
)
①
山
野
の
湿
気

の
あ
る
草
む
ら
に
放
生
す
る
蔓
性
多
年
草
で
､
地
中

に
太
い
肉
質
の
ニ
ン
ジ
ン
の
よ
う
を
塊
茎
が
あ
る
｡

六
-
九
月
に
鐘
型
で
内
面
紫
掲
色
､
外
面
淡
緑
色
の

花
を
つ
け
る
｡
蔓
に
さ
わ
る
と
特
有
の
悪
臭
を
放
ち

切
る
と
白
い
椎
液
を
出
す
｡
③
地
下
茎
を
掘
り
採
り

洗
っ
て
皮
を
む
き
､
切
っ
て
タ
レ
を
付
け
て
付
け
焼

き
に
す
る
か
､
た
,
い
て
柔
か
く
し
味
噌
を
つ
け
て

焼
い
て
食
べ
る
｡
古
根
は
家
庭
酒
に
す
る
と
薬
用
ニ

ン
ジ
ン
よ
り
効
果
が
あ
る
と
い
う
｡
朝
鮮
の
人
は
大

い
に
利
用
し
て
い
る
強
壮
食
品
｡

ソ
パ
ナ
(
ク
キ
ダ
チ
､
ア
マ
ナ
､
ヤ
マ
ソ
バ
)
①

平
地
か
ら
亜
高
山
帯
ま
で
の
林
下
や
谷
間
の
斜
面
に

散
生
し
'
一
株
か
ら
教
本
の
茎
を
出
す
｡
若
苗
は
黄

緑
色
で
茎
は
清
か
で
中
空
､
手
折
る
と
切
口
か
ら
白

い
乳
液
を
出
す
｡
②
若
苗
の
柔
か
い
部
分
三
〇
セ
ン

チ
位
を
摘
み
､
③
軽
-
茄
て
漬
物
･
和
物
と
す
る
｡

春
蒔
き
ホ
ー
レ
ン
草
の
如
-
架
か
で
､
ア
ク
や
ク
七

が
全
く
な
い
の
が
特
長
｡

ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
　
(
ト
ト
キ
､
ネ
-
バ
ー
､
ミ

ネ
バ
､
ミ
ツ
バ
)
①
日
当
り
の
良
い
山
野
の
草
原
特

に
董
賜
な
ど
に
多
-
､
ま
だ
他
の
革
が
伸
び
出
さ
な

い
頃
芽
を
出
す
｡
葉
は
四
-
五
枚
が
拾
生
し
､
茎
を

手
折
る
と
白
い
乳
液
を
出
す
の
が
特
長
｡
②
若
苗
が

一
〇
-
三
十
セ
ン
チ
伸
び
た
も
の
の
頂
き
一
〇
～
十

五
セ
ン
チ
を
摘
み
採
り
､
③
茄
で
和
物
や
漬
物
と
す

る
｡
ま
た
､
肉
質
で
ニ
ン
ジ
ン
状
の
根
茎
は
'
味
噌

漬
を
ど
の
漬
物
と
す
る
｡
本
種
は
全
国
各
地
で
食
べ

て
い
る
が
､
こ
そ
ば
ゆ
い
舌
ぎ
お
り
で
､
そ
れ
程
上
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鰭気請ど山

等
の
山
菜
と
は
い
え
t
t
T
J
い
｡

フ
ジ
ア
ザ
ミ
･
モ
リ
ア
ザ
ミ
①
前
者
は
河
川
や
山

の
崩
れ
た
斜
面
に
生
る
超
大
型
の
花
を
一
ケ
つ
け
る

ア
ザ
ミ
｡
後
者
は
山
野
の
草
原
に
教
生
す
る
細
長
い

小
型
の
葉
を
し
た
ア
ザ
ミ
で
､
②
ど
ち
ら
も
根
は
直

根
性
の
太
-
て
長
い
肉
質
で
あ
る
｡
③
こ
の
根
を
掘

り
採
り
水
洗
い
し
､
前
者
は
芯
を
除
き
柔
か
い
皮
の

部
分
を
天
ぷ
ー
?
煮
物
･
キ
ン
ビ
ラ
や
味
噌
漬
に
`

後
者
は
繊
維
質
の
少
を
い
新
根
を
そ
の
ま
､
同
じ
よ

う
に
利
用
す
る
｡
市
販
の
山
ゴ
ボ
ウ
の
漬
物
は
モ
リ

ア
ザ
ミ
を
栽
培
し
た
も
の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
ア
ザ

ミ
笹
個
の
香
り
と
素
晴
し
い
歯
切
れ
と
味
が
身
上
｡

ナ
ン
ブ
ア
ザ
ミ
･
タ
チ
ア
ザ
ミ
･
ウ
ラ
ジ
ロ
ア
ザ

ミ
(
ノ
リ
タ
ラ
ア
ザ
ミ
)
サ
ワ
ア
ザ
ミ
①
草
原
に
普

通
に
見
ら
れ
茎
に
白
い
毛
が
密
生
す
る
ノ
ア
ザ
ミ
は

食
べ
を
い
が
､
そ
の
他
の
ア
ザ
ミ
比
早
春
の
根
生
業

は
春
一
番
の
山
菜
と
し
て
漬
物
･
汁
の
実
･
天
ぷ
ら

と
し
て
ア
ザ
ミ
特
有
の
香
り
を
楽
し
め
る
が
､
雪
の

乞
い
地
方
の
も
の
は
茎
立
ち
す
る
よ
う
に
在
る
と
繊

維
質
が
多
く
食
べ
ら
れ
な
-
在
る
｡
⊥
か
し
雪
深
い

地
方
だ
と
茎
も
柔
か
-
､
雪
消
え
に
沿
っ
て
八
月
上

旬
ま
で
採
集
で
き
､
味
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
｡

③
雪
国
の
山
の
ア
ザ
ミ
は
､
サ
ワ
ア
ザ
ミ
は
糞
が
大

き
く
を
か
を
か
茎
立
ち
し
な
い
の
で
､
葉
柄
と
そ
れ

に
続
く
主
脈
を
'
ま
た
他
の
ア
ザ
ミ
は
二
〇
-
五
〇

セ
ン
チ
位
の
幼
い
も
の
を
採
り
､
茎
を
そ
れ
′
ぐ
生

で
汁
の
実
や
天
ぷ
ら
に
､
ま
た
茄
で
浸
物
,
煮
物
に

す
る
他
､
塩
漬
け
な
ど
に
し
て
保
存
し
冬
煮
物
･
油

寮
と
す
る
｡

カ

ワ

ラ

ハ

ハ

コ

･

ヤ

マ

ハ

ハ

コ

(

チ

チ

ッ

コ

､

カ

ワ
ラ
モ
テ
ク
サ
)
①
前
者
は
大
き
を
河
川
の
河
原
や

砂
轢
地
に
､
後
者
は
日
当
り
の
よ
い
山
地
の
草
地
か

が
れ
地
に
掌
え
へ
⑧
ど
ち
ら
も
群
落
を
作
っ
て
い
て

採
り
易
い
｡
③
若
苗
を
摘
ん
で
茹
で
も
ち
に
入
れ
て

草
餅
に
し
た
り
､
茄
て
乾
燥
さ
せ
て
保
存
し
わ
湯
で

も
ど
し
て
冬
粉
飾
や
氷
餅
､
草
餅
に
使
う
｡

コ
オ
ニ
タ
ビ
ラ
コ
･
ヤ
ブ
タ
ビ
ラ
コ
(
タ
ナ
ン
ボ

タ
ビ
ラ
ッ
コ
)
①
田
圃
や
畦
に
多
-
､
ナ
ズ
ナ
を
小

さ
く
し
た
よ
う
な
根
生
薬
で
､
三
-
六
月
頃
二
〇
セ

ン
チ
位
に
花
茎
を
伸
し
､
タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
な
黄
色

の
花
を
つ
け
る
｡
②
早
番
の
ロ
ゼ
ッ
ト
状
の
葉
を
摘

み
､
③
サ
ー
ソ
と
茹
で
浸
物
･
細
物
と
す
る
｡
-
せ

の
な
い
味
が
特
長
｡
雪
の
な
い
地
方
で
利
用
し
て
い

る
｡

コ
オ
ゾ
リ
ナ
(
ガ
ン
ボ
ジ
)
①
土
手
､
道
路
端
､

苑
地
な
ど
に
与
え
､
春
の
根
生
薬
は
ロ
ゼ
ッ
ト
型
で

薬
に
赤
翻
色
の
ざ
ら
つ
い
た
剛
毛
が
密
生
す
る
｡
こ

の
葉
を
掠
っ
て
衣
服
に
つ
け
る
と
勲
章
の
よ
う
に
つ

く
｡
③
茎
が
伸
び
始
め
る
頃
ま
で
の
若
苗
を
採
り
､

茹
る
と
こ
の
剛
毛
庄
全
-
じ
ゃ
ま
に
専
ら
を
い
｡
③

こ
れ
を
ゴ
マ
な
ど
の
和

物
か
煮
物
に
す
る
と
ソ

フ
ト
な
味
が
楽
し
め
る
｡

ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
(
ヤ

マ

ソ

､

ア

サ

ナ

､

ウ

ド

ナ

､

ク

マ

ノ

､

ト

ー

ヘ

コ
ン
ジ
)
の
麻
か
園
芸
…

卵
.
種
の
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ

〓
　
り
に
似
た
野
性
樋
物
で
'

山
麓
か
ら
一
五
〇
〇
品

ま
で
の
湿
性
地
を
好
み

群
生
す
る
｡
②
五
-
六

月

頃

〇

･

三

-

一

･

〇

L
･
.
に
伸
び
た
若
草
の
柔

か
い
部
分
三
0
-
円
○

セ
ン
チ
を
採
り
､
薬
を
除
き
塩
漬
け
に
す
る
｡
③
壬

で
は
キ
ド
味
が
強
す
ぎ
食
べ
ら
れ
な
い
が
､
一
た
ん

塩
漬
け
な
ど
と
し
た
も
の
を
茹
て
も
ど
し
た
も
の
は
'

ウ
ト
ブ
キ
の
よ
う
な
味
と
香
り
が
し
､
浸
物
･
煮
物

油
薫
を
ど
に
す
る
｡

キ
ク
①
料
理
専
門
の
リ
ョ
ウ
リ
ギ
ク
(
甘
菊
)
と

い
う
苦
味
の
少
な
い
キ
ク
も
あ
る
が
､
②
他
の
一
般

の
キ
ク
も
伸
び
て
い
る
先
の
若
葉
を
摘
み
､
天
ぷ
ら

と
す
る
他
､
花
は
花
弁
を
採
り
酢
を
ニ
ー
三
滴
落
し

た
熱
湯
を
か
け
'
酢
の
物
と
し
､
菊
の
香
り
を
味
わ

一
つ
｡

ノ
コ
ン
ギ
ク
(
ノ
ギ
ク
)
ユ
ウ
ガ
ギ
ク
(
シ
ャ
ボ

ン
グ
サ
)
①
両
種
共
野
原
や
捕
傍
に
普
通
に
み
ら
れ

る
野
菊
で
､
夏
か
ら
秋
に
か
け
淡
紫
色
の
花
を
つ
け

る
｡
後
者
は
菊
を
摘
ん
で
手
の
平
で
も
む
と
布
け
ん

の
よ
う
を
泡
が
で
る
性
鷲
が
あ
る
｡
②
両
種
共
ヨ
メ

ナ
の
仲
間
で
､
春
の
若
草
を
摘
み
､
天
ぷ
ら
や
茹
で

ゴ
マ
和
な
ど
和
物
に
適
し
'
③
シ
ュ
ン
ギ
ク
の
よ
う

を
香
り
と
味
が
身
上
｡

ゴ
マ
ナ
(
ム
コ
ナ
カ
セ
'
ヤ
マ
ク
キ
ク
チ
)
シ
ラ

ヤ
マ
キ
ク
0
m
麓
か
ら
亜
高
山
帯
ま
で
の
草
原
に
普

通
に
み
ら
れ
､
前
者
は
茎
と
葉
に
､
後
者
は
葉
に
ぎ

ら
つ
い
た
短
毛
が
あ
り
､
八
-
十
月
頃
白
色
の
花
を

つ
け
る
野
菊
で
'
②
五
-
六
日
末
ま
で
雪
消
え
に
従

い
伸
び
て
く
る
新
芽
を
追
い
採
る
こ
と
が
で
き
る
｡

⑨
料
理
法
､
味
､
香
り
は
ノ
コ
ン
ギ
ク
と
同
じ
｡

モ
ミ
ジ
ガ
サ
(
シ
･
ス
ク
ナ
'
ト
-
キ
チ
ナ
､
ト
ー

ア
ツ
'
キ
ノ
シ
タ
)
①
万
言
の
ご
と
-
深
山
の
樹
下

や
湿
陸
地
に
群
落
を
作
っ
て
い
る
｡
薬
は
モ
ミ
ジ
の

よ
う
を
形
を
し
'
茎
は
暗
紫
色
で
鉛
筆
大
の
太
さ
に

在
る
｡
②
若
草
の
二
〇
-
五
〇
セ
ン
チ
位
に
伸
び
､

葉
が
ま
だ
よ
く
聞
か
を
い
も
の
､
全
軍
を
摘
み
､
③

天
ぷ
ら
や
汁
の
実
と
す
る
他
茹
で
漬
物
･
和
物
と
す

る
｡
特
有
の
香
り
と
キ
ド
味
は
他
の
山
菜
に
は
求
め

ら
れ
な
い
人
気
の
高
い
山
菜
で
､
東
北
で
は
シ
ド
キ

ナ
と
い
､
市
場
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
｡

∃
･
フ
ス
マ
ソ
ウ
･
イ
ヌ
ド
ゥ
ナ
(
ウ
ト
プ
キ
)
刀

ニ
コ
ウ
モ
リ
①
前
二
種
が
深
山
の
沢
筋
や
広
葉
樹
柿

下
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
'
カ
ニ
コ
ウ
モ
リ
は
針
葉

樹
林
下
が
中
心
で
､
形
態
は
よ
-
似
て
い
る
が
､
葉

柄
に
巽
が
無
い
の
で
区
別
で
き
る
｡
②
一
般
に
ウ
ト

ブ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
る
前
二
種
は
よ
-
似
て
い
､
素

人
に
は
区
別
は
む
ず
か
し
-
味
や
香
り
も
同
じ
で
あ

る
｡
小
谷
地
方
か
ら
鬼
無
里
方
面
に
多
-
､
シ
ー
ズ

ン
中
は
毎
日
赦
百
キ
ロ
が
市
場
へ
出
荷
さ
れ
る
｡
雪

消
え
を
追
っ
て
五
～
七
月
ま
で
採
集
で
き
､
特
有
の

香
り
と
味
は
雪
国
の
山
菜
の
代
表
｡
③
若
い
も
の
､

頂
き
三
〇
セ
ン
チ
位
を
採
り
､
味
噌
や
マ
ヨ
ネ
ー
ズ

で
生
食
し
た
り
､
天
ぷ
ら
に
す
る
他
'
普
通
軽
-
請

で
浸
物
･
吸
物
の
種
'
和
物
と
す
る
｡

マ
ル
バ
グ
ケ
ブ
キ
(
ウ
シ
ボ
キ
)
①
深
山
の
沢
筋

や
湿
地
に
竿
み
る
大
型
の
草
で
､
雪
ど
け
と
共
に
生

る
根
生
薬
は
フ
キ
に
似
て
三
角
の
長
い
葉
柄
が
茎
を

た
き
､
菜
の
茎
は
四
〇
セ
ン
チ
に
達
す
る
｡
⑨
葉
柄

だ
け
を
採
り
持
ち
帰
り
'
③
ア
ク
が
強
い
の
で
塩
漬

け
に
し
て
お
き
､
後
詰
で
も
ど
し
浸
物
･
着
物
･
油

窯
と
す
る
｡
ポ
リ
ユ
ウ
ム
の
あ
る
ソ
フ
ト
を
味
と
香

り
が
身
上
｡

(
白
馬
村
役
場
･
山
博
調
査
員
)
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信
濃
冠
詞
ミ
ス
ズ
考
　
㈲

室

　

井

ミ
ス
ズ
は
笹
の
総
称
で
は
な
い

次
に
古
文
献
に
あ
ら
あ
れ
た
サ
サ
と
す
る
説
に
つ

い
て
考
証
し
よ
う
｡

賀
茂
真
淵
の
｢
冠
辞
敢
｣
の
解
釈
を
み
る
と

み
す
ず
か
る
　
(
し
な
ぬ
)

万
葉
集
巻
二
に
水
薦
苅
'
信
濃
乃
真
弓
云
々
　
(

こ
た
え
歌
に
も
同
じ
く
つ
づ
け
た
り
､
合
本
に

は
嵩
を
酷
に
誤
り
ぬ
)
　
こ
は
真
鳶
を
刈
野
と
つ

づ
け
た
り
-
｡
ま
た
'
神
代
紀
に
　
｢
使
山
富
者

採
五
百
箇
真
樹
八
十
王
統
野
槌
老
嬢
五
百
箇
野

露
人
十
王
絞
云
々
｣
　
(
合
本
は
是
も
酷
に
誤
ぬ

)
　
こ
れ
に
よ
る
に
､
す
ず
で
ふ
小
竹
を
か
る
野

と
つ
づ
け
し
物
な
り
と
､
こ
は
古
意
な
り
｡
さ

か
木
の
八
十
玉
串
に
対
へ
る
野
す
ず
の
八
十
玉

猿
は
小
竹
を
る
べ
き
も
の
な
り
(
集
中
の
神
ま

つ
り
の
歌
に
竹
玉
を
繁
に
貴
重
と
よ
め
る
も
此

玉
ぐ
し
な
る
べ
し
と
､
吾
友
菅
原
信
幸
が
い
ひ

し
は
あ
た
れ
る
こ
と
な
り
)
罵
は
し
の
め
竹
の

類
に
て
､
い
と
ち
い
さ
-
て
色
黒
き
何
な
り
'

そ
れ
を
阿
波
､
土
佐
を
ど
の
国
に
て
須
々
と
言

と
い
へ
り
｡
東
国
の
山
辺
に
て
は
笑
竹
を
も
し

か
い
う
も
の
あ
れ
ど
猶
別
在
り
'
後
世
の
歌
に

吉
野
の
激
に
す
ず
分
て
と
よ
め
る
も
こ
の
野
焉

な
り
　
(
旅
人
の
す
ず
の
し
の
や
､
さ
さ
の
や
な

ど
い
え
る
も
お
も
い
合
す
べ
し
)
｡

す
む
お
ち
'
マ
コ
モ
で
は
王
統
を
作
る
こ
と
が
で

き
ぬ
か
ら
竹
で
あ
る
と
い
-
｡
し
か
し
'
こ
の
解
説

中
で
は
'
ス
ズ
タ
ケ
と
一
種
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ

が
:
不
マ
ガ
リ
ダ
ケ
の
相
も
混
じ
て
お
り
､
事
実
何

れ
を
指
し
た
も
の
か
明
か
で
な
い
｡
こ
の
文
章
を
み

る
と
真
淵
も
実
物
に
は
接
し
な
い
で
何
か
数
種
の
書

物
か
ら
で
も
転
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

る
｡

ミ
ス
ズ
は
ス
ズ
ダ
ケ
で
は
な
い

福
井
久
蔵
氏
の
　
｢
枕
詞
の
研
究
と
釈
薫
｣
の
五
一

九
ペ
ー
ジ
に

-
-
ミ
ス
ズ
は
ス
ズ
ダ
ケ
と
も
云
う
'
彼
国
に
昔

多
か
り
し
よ
り
､
そ
の
刈
り
と
る
光
景
を
挙
げ
て
'

枕
と
せ
る
も
の
-
-
｡

ま
た
'
荷
田
春
満
の
　
｢
神
代
記
抄
｣
に

五
百
箇
野
薦
八
十
王
統
云
々
と
あ
る
は
､
野
鳶

の
誤
な
り
､
酷
に
て
は
玉
串
に
な
ら
ぬ
と
あ
る
｡

こ
の
ス
ズ
は
真
淵
の
説
明
の
如
-
小
さ
く
色
黒
き

何
に
で
四
国
に
て
須
々
と
い
へ
り
｡

と
今
も
っ
て
本
州
を
通
じ
て
ス
ズ
と
い
う
か
ら
'
間

違
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
笹
は
樺
が
真
直
で
､
低

-
二
L
i
S
内
外
で
､
樺
が
黒
-
､
煤
け
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
で
煤
竹
へ
略
し
て
ス
ズ
と
い
う
｡
枝
が
稗

の
先
端
で
分
岐
す
る
特
徴
が
あ
る
か
ら
､
漠
字
典
に

記
し
て
あ
る
よ
う
に
､
ハ
チ
ク
､
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
の

何
校
の
得
ら
れ
な
い
処
で
は
束
ね
て
詩
と
し
た
か
ら
'

古
代
の
生
活
に
も
相
当
の
関
係
は
あ
っ
た
も
の
で
あ

る
｡
そ
う
す
る
と
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
'
水
鴇
は

こ
の
笹
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
で
き
な
い
こ
と
も

を
い
｡

そ
の
他
､
ス
ズ
を
指
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
に
次

の
も
の
が
あ
る
が
'
残
念
を
が
ら
考
証
が
欠
け
て
い

る
｡

豊
田
八
千
代
　
万
葉
植
物
考
(
増
訂
版
)

本
田
静
之
　
　
本
田
造
林
学
(
竹
類
窟
)

小
清
水
卓
二
　
万
葉
植
物

松
田
　
　
修
　
万
葉
植
物
新
吉

中
井
猛
之
進
　
朝
鮮
森
林
植
物
編

ミ
ス
ズ
は
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
で
も
な
い
｡

次
に
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
説
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
も

の
に
山
田
孝
雄
氏
の
　
｢
万
葉
集
講
読
｣
巻
二
　
(
昭
和

二
年
)
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち

薦
'
日
本
紀
｢
五
百
箇
押
詰
八
十
五
穀
｣
と
か

き
て
､
野
痛
を
ヌ
ス
ス
と
読
ま
せ
た
る
に
て
本
邦

の
古
に
　
｢
薦
｣
を
ス
ス
と
い
ふ
詞
に
あ
て
た
り
し

を
知
る
べ
し
､
ス
ス
と
清
音
に
訓
む
を
正
し
と
す

る
-
-
樺
は
高
さ
一
丈
許
､
同
国
人
-
九
分
に
達

す
｡
色
緑
に
し
て
細
く
強
靭
に
し
て
節
低
し
｡
枝

は
上
部
の
み
に
生
じ
､
一
節
一
枝
な
り
｡
菜
は
潤

-
大
に
し
て
'
長
さ
五
寸
乃
至
一
尺
､
幅
八
分
乃

至
二
寸
､
一
枝
に
四
-
-
五
枚
が
つ
-
'
筍
は
味
甚

美
､
本
邦
中
部
の
地
に
わ
た
り
山
野
に
自
生
す
｡

と
説
明
し
て
い
る
｡

ま
た
風
雅
和
歌
集
､
巻
二
〇
賀
歌
に
は

夕
カ
ム
ナ
(
室
井
言
う
､
多
加
牟
奈
､
す
左
お

ち
'
筍
で
あ
る
)
　
の
細
き
を
奉
り
て
是
は
ス
ズ
か

竹
か
何
れ
と
見
わ
き
て
-
-
｡

ス
ズ
は
ス
ズ
子
の
略
で
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
の
こ
と
で

あ
る
｡
ス
ズ
ダ
ケ
の
筍
は
細
く
硬
-
て
食
う
こ
と
が

で
き
を
い
も
の
で
あ
る
｡
更
に
信
濃
路
に
ネ
マ
ガ
リ

ダ
ケ
の
細
工
の
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
明
治
四

十
四
年
に
信
濃
教
育
会
で
出
版
さ
れ
た
　
｢
信
濃
産
業

誌
｣
竹
細
工
の
項
に

嘉
永
年
間
､
陸
中
よ
り
来
る
も
の
が
松
本
に
て

細
工
せ
し
に
始
り
､
冬
季
除
雪
中
に
於
け
る
唯
一

の
作
業
と
し
製
造
人
員
四
千
人
を
算
へ
'
そ
の
額

五
万
余
円
に
達
す
る
と
､
産
地
は
上
下
伊
那
東
西

筑
摩
､
諏
訪
の
諸
郡
と
し
､
伐
期
は
八
月
よ
り
降

雪
期
に
な
す
｡
新
竹
は
質
柔
軟
に
し
て
品
質
上
等

也
と
い
う
｡
需
要
は
頗
る
多
-
'
製
造
の
七
割
は

海
外
に
､
英
米
独
伊
及
び
南
洋
方
面
に
輸
出
す
｡

と
あ
り
､
ま
た
'
白
井
光
太
郎
氏
の
｢
樹
木
和
名
孜

｣
　
の
五
〇
三
ペ
ー
ジ
に

ネ
マ
リ
ダ
ケ

蘭
山
の
鈴
竹
は
､
即
　
｢
惰
顔
斎
竹
譜
｣
に
請
う
所

の
一
名
大
ク
マ
サ
サ
な
る
も
の
に
し
て
､
今
日
の
根

曲
竹
に
当
る
-
-
｡
ス
ズ
､
雪
国
の
山
に
生
ず
る
竹

に
し
て
信
濃
に
多
し
､
其
の
葉
､
案
に
似
て
幹
高
く
､

本
根
屈
曲
す
｡
又
へ
加
賀
､
越
前
等
に
産
す
る
も
の

は
其
の
薬
へ
　
薯
よ
り
も
至
で
長
大
に
し
て
葉
辺
枯
白

せ
ず
､
幹
は
矢
竹
に
似
て
毎
節
平
に
し
て
高
三
信
託
'

太
さ
指
の
如
し
｡
北
国
地
方
に
で
は
大
竹
稀
な
る
を

以
て
土
民
古
よ
り
比
の
筍
を
探
し
雪
花
業
に
塩
を
交

へ
で
蔵
し
直
て
食
用
と
す
｡

と
あ
る
｡

以
上
を
通
覧
す
る
と
水
蔦
は
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
に
あ

て
は
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

も
な
い
｡
何
故
を
ら
､
本
態
は
県
南
に
多
産
し
'
そ

の
中
心
地
の
諏
訪
地
方
が
か
在
り
早
く
文
化
が
開
け

た
こ
と
､
そ
れ
に
筍
は
今
も
山
陰
､
北
陸
'
東
北
の

各
地
で
ス
ズ
コ
と
称
し
て
食
用
に
さ
れ
'
か
つ
､
美

味
で
も
あ
る
か
ら
､
相
当
以
前
か
ら
賞
用
さ
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
､
茎
も
大
き
-
食
料
品
を
載

せ
る
こ
と
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
は
東
亜
特
産
の
植
物
で
､
本
州
中

部
以
北
､
北
海
道
の
深
山
及
び
樺
太
に
生
ず
る
も
の

で
あ
る
｡

先
に
の
べ
た
ス
ズ
ダ
ケ
と
比
べ
る
と
､
ス
ズ
ダ
ケ

の
筍
は
食
用
に
も
在
ら
な
い
し
､
丈
の
低
い
､
葉
の

小
さ
い
狭
い
貧
弱
を
も
の
で
､
ど
う
考
え
て
も
軍
配

団
扇
を
あ
げ
る
の
に
特
塘
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
ま
た
`
ミ
ズ
ズ
は
ネ
マ
ガ
リ
ダ
ケ
で
も

牽
く
､
は
っ
き
り
と
､
チ
マ
キ
ザ
サ
で
あ
る
と
い
え

る
事
実
が
よ
り
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

(
富
士
竹
類
植
物
園
長
･
農
学
博
士
)

博
物
館
だ
よ
り

小
青
の
声
を
聞
く
会

去
る
5
月
2
2
･
2
3
日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て
､

小
鳥
の
声
を
闘
-
会
〟
が
行
あ
れ
た
｡

一
日
目
の
夜
は
講
師
に
よ
り
鳥
の
説
明
を
受
け
､

二
日
目
は
早
朝
よ
り
､
班
に
分
れ
､
声
を
聞
き
つ
つ

樋
物
の
説
明
な
ど
を
き
い
た
｡
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