
一
、
は
じ
め
に

成
人
病
と
栄
養
と
の
関
係
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
近
は
菜
食
の
効
用
が
強
調
さ
れ
、
肉
食
の
弊
害
が
問
題

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
食
生
活
が
い
か
な
る
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
か
を
象
る
こ
と
は
、
今
後
の
食
生
活
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
意
義
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
今
回
は
表
題
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
検
討
を
行
っ
た
。

二
、
日
本
古
代
の
食
生
活

わ
が
国
に
お
け
る
古
代
の
食
生
活
を
み
る
と
、
縄
文
時
代
に
は
、
ヒ
エ
、
ア
ワ
を
栽
培
し
、
ま
た
狩
猟
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
野
獣
や
、
漁
携

（
魚
を
す
く
い
と
る
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
魚
介
類
を
食
用
と
し
、
そ
の
他
に
は
、
採
取
に
よ
っ
て
植
物
性
食
物
を
と
っ
て
い
た
が
、
弥
生
時
代
に

な
る
と
、
イ
ネ
や
そ
の
他
の
蔬
菜
類
が
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
栽
培
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
自
然
の
植
物
を
採
集
す
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
た
が
、
縄
文
時
代
以
来
の
食
生
活
の
基
本
に
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代

（
Ｂ
Ｃ
二
○
○
ｌ
Ａ
Ｄ
三
○
○
）
の
末
ま
で
、
日
本
人
の
構
成
に
急
激
な
大
き
い
変
動
が
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
の
食
生
活
に
も
大
し
た
変
化
が

（
１
）

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
植
物
性
食
生
活
が
日
本
人
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

忠
稚
牽
極
檸
罐
壗
癖
三
什
跨
壼
需
昭
和
五
十
九
年
二
月
二
十
八
日
受
付

肉
食
お
よ
び
菜
食
と
仏
教
と
の
か
か
わ
り
あ
い

ｌ
日
本
と
イ
ン
ド
と
の
比
較
Ｉ

杉
田
暉
道
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四
、
仏
教
と
殺
生
禁
断

従
来
日
本
人
は
王
朝
時
代
か
ら
明
治
の
初
め
ま
で
肉
食
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
殺
生
禁
断
が
仏
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
行
わ
れ
た
か
ら
で

（
３
）

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
も
っ
と
深
い
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
は
大
陸
の
先
進
文
化
の

強
い
刺
激
を
受
け
て
、
立
派
な
文
化
国
家
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
強
い
願
望
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
仏
教
の
も
た
ら
し
た
仏
教
文
化
を
吸
収

し
、
国
威
を
高
め
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
結
果
、
推
古
帝
一
二
年
（
六
○
四
年
）
、
聖
徳
太
子
の
憲
法
一
七
条
の
制
定
に
よ
っ
て
へ
仏
教
は
事

実
上
国
家
的
宗
教
と
し
て
認
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
仏
教
は
戒
律
と
し
て
殺
生
を
禁
じ
て
い
る
の
で
、
殺
生
禁
断
の
教
え
を
重
要
な
国

是
の
一
つ
と
し
て
実
行
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
外
来
民
族
の
対
策
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

殺
生
禁
断
の
詔
勅
が
最
初
に
出
さ
れ
た
の
は
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
六
年
）
で
あ
る
。
「
四
月
庚
寅
、
諸
国
に
詔
し
て
曰
く
、
自
今
以
後
、
諸

ス
ナ
ド
リ
カ
リ
ス
ル
ヒ
ト

オ
リ
シ
シ
ノ
ア
ナ

フ
ム
ハ
ナ
チ

の
漁
猟
者
を
い
さ
め
、
樫
穿
の
造
り
、
お
よ
び
機
槍
等
の
類
を
お
く
な
か
れ
。
亦
四
月
つ
い
た
ち
よ
り
の
ち
、
九
月
州
日
以
前
に
、

ヒ
マ
サ
ギ
リ
ノ
ヤ
ナ

シ
シ

カ
ギ
リ

比
満
沙
伎
理
梁
を
置
く
こ
と
な
か
れ
。
且
つ
牛
馬
犬
猿
難
之
完
（
宍
の
誤
字
で
肉
の
こ
と
）
を
食
う
こ
と
な
か
れ
。
以
外
は
禁
例
に
あ
ら
ず
。
若

（
４
）

し
犯
す
者
有
ら
ぱ
、
之
を
罪
せ
む
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
牛
、
馬
、
犬
、
猿
、
難
（
鶏
）
の
肉
が
食
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
外
来
民
族
の
渡
来
と
肉
食
禁
止

と
こ
ろ
が
、
四
世
紀
以
来
大
陸
か
ら
外
来
民
族
が
渡
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
少
な
い
人
数
で
な
く
、
集
団
的
に
移
住
し
、
土
着
の

日
本
人
と
は
異
な
っ
た
風
俗
習
慣
を
持
っ
た
民
族
で
あ
り
、
固
有
の
肉
食
生
活
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
菜
食
生
活
を
営
む
集
団
と
、
肉

食
生
活
を
営
む
集
団
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
外
来
民
族
の
生
活
お
よ
び
経
済
力
が
安
定
す
る
に
つ
れ
て
、
政
治
的
・
経
済
的
に

複
雑
な
情
勢
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
が
大
和
政
権
の
政
治
的
統
一
の
完
成
の
上
か
ら
も
、
ま
た
社
会
的
に
も
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

（
２
）

外
来
民
族
を
抑
制
す
る
一
つ
と
し
て
肉
食
禁
止
令
が
詔
勅
の
形
と
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
４
）
サ
ク
ユ
ウ

ま
た
、
こ
の
時
代
の
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
七
年
）
に
は
じ
め
て
放
生
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
。
「
八
月
丙
申
朔
丁
酉
、
是
の
日
、
諸
国
に
詔
し
て

以
て
生
き
も
の
を
放
つ
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
十
一
月
…
…
癸
未
、
京
に
近
き
諸
国
に
詔
し
て
生
き
も
の
を
放
つ
。
甲
申
、
使
を
四
方
の
国
に

遣
わ
し
て
金
光
明
経
、
仁
王
経
を
説
か
し
む
・
」
と
述
べ
、
仏
の
慈
悲
が
禽
獣
に
も
及
ぶ
と
い
う
仏
徳
に
由
来
し
、
魚
鳥
な
ど
の
生
物
を
放
っ

て
そ
の
生
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
こ
の
行
事
は
そ
の
後
宇
佐
八
幡
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
に
お
い
て
放
生
会
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
仏
教
を
深
く
信
仰
さ
れ
た
聖
武
天
皇
は
、
し
ば
し
ば
放
生
や
殺
生
禁
断
の
詔
勅
を
出
さ
れ
た
。

四
、
五
世
紀
よ
り
日
本
に
渡
来
し
た
外
来
民
族
は
、
大
和
朝
廷
の
願
望
で
あ
る
文
化
国
家
の
樹
立
に
は
非
常
に
貢
献
し
た
が
、
彼
ら
の
肉
食

の
食
生
活
の
習
慣
は
、
彼
ら
の
も
た
ら
し
た
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
に
よ
っ
て
国
を
統
治
す
る
に
は
都
合
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
外

来
民
族
が
集
団
的
な
生
活
を
な
し
、
次
第
に
経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
そ
の
地
位
が
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
対
し
、
当
時
の
為
政
者
は
不
安

を
感
じ
は
じ
め
た
。
よ
っ
て
こ
の
外
来
民
族
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て
殺
生
の
禁
断
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
状
勢
か
ら
み
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
、
農
業
の
振
興
、
軍
備
の
充
実
の
た
め
の
牛
馬
の
確
保
が
可
能

も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
仏
教
が
あ
れ
ほ
ど
興
隆
し
、
殺
生
禁
断
の
詔
勅
を
し
ば
し
ば
出
し
た
の
は
、
先
に
肉
食
を
嫌
う
習
慣
を

持
つ
、
菜
食
の
先
住
民
族
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
が
仏
教
を
信
仰
し
始
め
支
持
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

（
４
）

プ
（
句
０

五
、
日
本
国
家
の
樹
立
民
族

シ
ユ
ッ
ジ

（
５
）

と
こ
ろ
で
日
本
国
家
を
形
成
し
た
天
皇
氏
族
の
出
自
（
で
ど
こ
ろ
）
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
江
上
は
古
墳
を
中
心
と
し
た
考
古
学
的

な
ア
。
ブ
ロ
ー
チ
か
ら
、
東
北
ア
ジ
ア
系
の
半
猟
半
牧
ま
た
は
半
農
半
牧
の
騎
馬
民
族
が
、
新
鋭
の
武
器
と
馬
と
を
も
っ
て
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本

（
６
）

列
島
に
弥
生
時
代
末
期
に
侵
入
し
て
き
て
、
四
世
紀
末
に
大
和
朝
廷
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
、
沖
浦
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。

に
な
っ
た
。
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続
い
て
い
る
。

七
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
ア
ー
リ
ァ
民
族
の
食
生
活
の
変
化

し
か
し
、
こ
れ
を
理
解
す
る
方
法
と
し
て
、
前
記
の
現
象
と
極
め
て
似
た
変
化
が
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
紀
元
前
十
五
世
紀
ご
ろ
に
は
イ
ン
ダ
ス
河
流
域
の
奥
地
ま
で
、
紀
元
前
十
世
紀
に
は
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
ま

で
到
着
し
た
ア
ー
リ
ア
人
は
、
牧
畜
を
主
と
す
る
遊
牧
民
族
で
あ
っ
た
が
、
先
住
民
族
を
征
服
し
統
治
す
る
過
程
で
、
先
住
民
族
の
行
っ
て
い

（
８
）

た
農
耕
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
先
住
民
族
を
上
手
に
統
治
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
遂
に

新
し
い
社
会
体
制
、
カ
ー
ス
ト
制
度
を
作
り
、
さ
ら
に
特
異
的
な
牛
崇
拝
の
習
慣
と
菜
食
の
食
生
活
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
現
在
ま
で

（
ｎ
コ
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
野
間
ら
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
先
ず
Ｍ
・
ラ
ル
は
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
牛
崇
拝
」
と
い
う
論
文
で
、
『
イ

ン
ド
に
お
け
る
牛
崇
拝
は
、
人
間
行
動
の
中
で
も
最
大
の
神
秘
の
一
つ
で
あ
る
。
牛
肉
を
食
っ
て
い
た
民
族
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
牛
の
最
大

の
崇
拝
者
に
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
不
思
議
中
の
不
思
議
で
あ
る
。
牛
を
い
け
に
え
に
し
て
神
に
捧
げ
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
神

六
、
外
来
民
族
の
食
生
活
の
変
化

さ
て
江
上
の
説
に
従
っ
て
大
和
朝
廷
が
樹
立
さ
れ
た
と
す
る
と
、
上
記
の
加
茂
の
説
を
か
な
り
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ

ち
、
四
世
紀
以
来
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
肉
食
生
活
を
行
っ
て
い
た
外
来
民
族
が
大
和
朝
廷
を
樹
立
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
を
受
け
入
れ
た
と
す
る
と
、
こ
の
外
来
民
族
は
彼
ら
の
肉
食
生
活
を
何
故
に
、
先
住
民
族
の
菜
食
生
活
に
か
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
国
是
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
を
政
治
の
理
念
と
し
て
示
す
一
つ
の
指
標
と
し
て
殺

生
禁
断
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
国
の
政
策
上
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
肉
食
を
主
食
と
し
て
い
た
も
の
が
、
菜
食
に
か
え
る
と
い
う
こ
と

（
７
）

は
、
食
生
活
の
保
守
性
か
ら
考
え
て
も
、
説
明
が
む
ず
か
し
い
。
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へ
の
感
謝
を
あ
ら
わ
す
時
代
が
あ
っ
た
。
誕
生
、
結
婚
、
死
、
そ
し
て
高
貴
な
客
を
も
て
な
す
時
に
牛
が
犠
牲
に
供
さ
れ
た
。
バ
ラ
モ
ン
も
そ

の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
人
為
の
肉
食
の
需
要
に
応
え
る
為
に
畜
牛
も
入
れ
て
多
く
の
家
畜
を
殺
す
こ
と
は
、
カ
ウ
テ
ィ
リ
ャ
の

「
実
利
論
」
に
よ
れ
ば
日
常
的
に
公
認
さ
れ
た
仕
事
だ
っ
た
』
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。
「
実
利
論
」
は
三
世
紀
頃
の
著
作
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
紀
元
前
十
世
紀
頃
か
ら
四
世
紀
頃
ま
で
は
民
衆
は
ゑ
な
肉
を
食
べ
て
い
た
。
他
の
文
献
に
よ
っ
て
も
七
世
紀
ま
で
は
、
そ
の
風
習

は
確
実
に
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
に
中
世
ま
で
牛
肉
を
食
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
食
、
へ
な
く
な
り
、
牛
殺
し
を
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
現

在
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
お
い
て
、
シ
ヴ
ァ
神
と
並
ん
で
二
大
神
格
と
な
っ
て
い
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
に
対
す
る
崇
拝
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
時
代
で
は
な
い
か
と
ラ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
と
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
歴
史
上
に
お
い
て
民
衆
の
間
で
も
っ
と
も
人
気
の

あ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
利
用
し
て
、
雌
牛
を
崇
拝
す
る
こ
と
を
民
衆
に
教
え
た
の
で
、
そ
れ
以
来
牛
殺
し
を
タ
ブ
ー
視
す
る
風
習
が
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
ラ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
。

仏
教
の
殺
生
禁
止
の
教
え
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
先
住
民
族
の
間
に
は
、
経
済
的
な
ら
び
に
農
耕
上
の
理
由
か
ら
、
な
る
べ
く
牛
を
殺

す
ま
い
と
す
る
思
想
が
以
前
か
ら
あ
り
、
肉
食
も
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
仏
教
が
普
及
し
た
為
に
前
記
の
風
習
が
さ

ら
に
強
く
な
っ
た
。
仏
教
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
ア
シ
ョ
カ
王
は
、
す
べ
て
の
生
物
の
殺
生
を
戒
め
、
と
く
に
牛
を
保
護
し
た
。
ラ
ル
は
「
牛
は

も
っ
と
も
有
用
な
家
畜
で
人
間
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
動
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仏
教
徒
の
菜
食
主
義
者
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
信
仰
の
徒

が
牛
肉
を
食
ゞ
へ
る
こ
と
を
禁
ず
る
べ
く
全
力
を
注
い
だ
・
す
な
お
で
お
と
な
し
く
愛
ら
し
い
動
物
と
し
て
、
人
間
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
親
密

な
共
存
関
係
に
あ
る
牛
を
保
護
す
る
考
え
に
は
、
一
般
民
衆
も
賛
成
す
る
だ
ろ
う
と
為
政
者
は
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ず
仏

教
徒
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
つ
い
で
零
ハ
ラ
モ
ン
が
そ
れ
に
従
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
牛
肉
を
食
べ
た
り
、
牛
殺
し
を
す
る
こ
と
を
完
全
な
タ
ブ

ー
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
上
級
カ
ー
ス
ト
に
は
牛
を
食
べ
る
こ
と
を
止
め
さ
せ
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
中
の
最
下
層
の
チ
ャ
ン

ダ
ー
ラ
だ
け
は
肉
を
食
べ
て
よ
い
と
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
続
い
て
ラ
ル
は
、
「
十
二
世
紀
頃
か
ら
イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て

き
た
が
、
そ
の
支
配
者
達
も
牛
殺
し
を
政
策
面
か
ら
考
え
て
タ
ブ
ー
と
し
、
違
反
者
を
処
刑
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
時
代
に
な
っ
て
か
ら
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八
、
肉
食
禁
止
の
不
徹
底

古
代
イ
ン
ド
の
ア
ー
リ
ア
人
の
肉
食
か
ら
菜
食
へ
の
変
化
の
過
程
と
そ
の
き
っ
か
け
は
、
古
代
日
本
の
騎
馬
民
族
の
食
生
活
に
お
い
て
ク
リ

シ
ュ
ナ
伝
説
を
除
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和
朝
廷
を
樹
立
し
た
騎
馬
民
族
は
、
先
住
民
族
を
上
手

に
配
下
に
置
く
為
に
、
農
耕
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
化
国
家
建
設
の
為
に
採
用
し
た
仏
教
の
教
え
の
中
の
殺
生
禁
断
を
国

是
と
し
て
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
と
同
様
に
完
全
に
肉
食
タ
ブ
ー
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
僧
尼
で
さ
え
も
飲
酒
、
肉
食
を
し

り
ょ
う
ぎ
げ

シ
シ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
令
義
鮮
巻
二
の
僧
尼
令
第
七
に
よ
る
と
、
「
凡
そ
僧
尼
酒
を
飲
み
、
宍
を
食
し
、
五
辛
を
服
せ
ぱ
（
い
わ
く
、
酒
を
飲
む
者

ニ
ン
ニ
ケ
ダ

ソ
古
〆

は
酔
乱
に
至
ら
ず
。
宍
を
食
う
者
は
広
く
生
之
肉
を
包
含
す
る
な
り
。
五
辛
は
一
に
大
蒜
、
二
に
慈
葱
、
三
に
角
葱
、
四
に
蘭
葱
、
五
に
興
萢
な
り
。
）
州
日
苦

使
せ
よ
。
若
し
疾
病
の
薬
分
の
為
に
用
い
む
所
は
、
三
綱
（
僧
の
主
任
）
其
の
日
限
を
給
え
。
若
し
酒
を
飲
ん
で
酔
乱
し
、
人
と
闘
打
せ
ぱ
、
還

俗
せ
し
む
（
い
わ
く
、
若
し
本
罪
の
徒
以
上
、
及
び
僧
尼
相
闘
打
す
る
者
は
と
も
に
下
條
に
よ
る
な
り
。
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
酒
、
肉
、
五
辛
を

病
気
を
治
す
為
の
薬
餌
と
し
て
用
い
る
時
は
、
そ
の
日
限
を
定
め
て
ゆ
る
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
為
政
者
は
狩
り

な
が
れ
ん

を
盛
ん
に
行
い
、
獲
物
を
薬
餌
と
し
て
食
し
て
い
た
。
ま
た
外
来
民
族
は
長
年
の
生
活
習
慣
か
ら
、
さ
ら
に
下
層
の
社
会
は
生
活
苦
か
ら
肉
食

を
盛
ん
に
行
い
、
獲
物
を
薬
餌
と
し
一

を
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

も
、
牛
肉
を
食
今
へ
た
者
は
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
・
カ
ー
ス
ト
と
み
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
牧
・
肉
食
か
ら
農
耕
・
菜
食
へ
の
文
化
様
式
の
転
換
の
過
程
で
、
屠
殺
・
肉
食
を
タ
ブ

ー
視
す
る
思
想
が
次
第
に
生
み
だ
さ
れ
た
。
そ
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
伝
説
の
普
及
と
仏
教
の
殺
生
戒
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ア
ー
リ
ア
人
の
為
政
者
は
先
住
民
族
を
う
ま
く
て
な
ず
け
る
方
法
と
し
て
、
先
住
民
族
の
菜
食
を
と
り
い

れ
よ
う
と
し
た
が
、
一
般
の
ア
ー
リ
ア
人
の
中
で
肉
食
か
ら
菜
食
に
き
り
か
え
ら
れ
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、
仏
教
の
教
え
と
ヴ
ィ
シ
ュ

ヌ
神
信
仰
を
利
用
し
て
、
こ
れ
を
ど
う
し
て
も
実
現
さ
せ
る
べ
く
努
力
し
た
、
と
い
え
よ
う
。
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す
な
わ
ち
、
仏
教
の
教
え
を
や
さ
し
く
説
き
、
現
世
は
稔
土
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
戒
を
守
ら
な
い
も
の
は
死
後
地
獄
に
お
ち
る
こ
と
を

力
説
し
た
。
源
信
の
「
往
生
要
集
」
（
九
八
五
年
）
は
、
末
法
思
想
と
浄
土
・
械
土
と
い
う
対
抗
関
係
で
地
獄
を
画
き
、
現
世
は
機
土
で
あ
る
こ

と
を
力
説
し
た
。
そ
し
て
、
殺
生
を
は
じ
め
、
戒
を
犯
し
た
者
は
地
獄
に
お
ち
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
き
、
往
生
し
て
浄
土
へ
行
く
為
に
は
戒
を
守

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
「
起
世
経
」
、
「
地
獄
草
紙
」
、
「
餓
鬼
草
紙
」
に
よ
っ
て
地
獄
の
様
子
が
理
解
さ
れ
や
す
く
な
り
、
死
後

の
恐
怖
感
を
中
心
と
し
た
仏
教
思
想
が
一
挙
に
民
衆
の
間
に
広
が
っ
た
。
こ
の
時
代
は
平
安
朝
が
根
底
か
ら
ゆ
ら
ぎ
出
し
た
時
代
で
、
戦
争
、

疫
病
の
蔓
延
が
し
き
り
に
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
朝
廷
は
「
天
下
触
微
」
の
布
告
を
直
ち
に
出
し
、
こ
の
稜
れ
を
消
す
為
に
種
々
の
タ
ブ

ー
を
陰
陽
師
（
占
い
師
）
を
使
っ
て
出
し
た
。
こ
の
為
に
触
穣
思
想
が
大
い
に
広
が
っ
た
。
か
く
し
て
「
凡
そ
稜
悪
事
に
触
れ
、
忌
に
応
ず
る

シ
シ

者
は
、
人
死
は
荊
日
に
限
る
（
葬
日
よ
り
始
め
計
る
）
。
産
は
七
日
、
六
畜
死
は
五
日
、
産
は
三
日
（
鶏
は
忌
限
に
非
ず
）
、
そ
の
宍
を
喫
す
る
は
三

日
（
此
の
官
の
尋
常
は
之
を
忌
む
。
但
し
祭
時
に
当
り
て
は
餘
司
皆
忌
む
）
」
『
「
延
喜
式
」
（
九
二
七
）
巻
三
・
神
祗
三
・
「
国
史
大
系
」
』
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
稜

れ
と
は
、
次
の
も
の
で
こ
の
時
に
謹
慎
す
る
日
数
は
、
人
が
死
亡
し
た
時
に
は
三
○
日
間
、
出
産
で
は
七
日
間
、
鶏
を
除
い
た
畜
生
が
死
ん
だ

場
合
は
五
日
間
、
出
産
は
三
日
間
、
肉
を
食
べ
た
時
は
三
日
間
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
上
記
の
日
は
役
人
は
仕
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
お

祭
り
は
上
記
の
時
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
古
事
類
苑
」
の
触
微
の
項
で
は
、
死
稜
、
殺
人
稜
、
五
体
不
具
城
、
改
葬

稜
、
発
墓
微
、
産
稜
、
傷
胎
械
、
胞
衣
稜
、
妊
者
稜
、
月
事
機
、
失
火
稜
、
稔
火
、
喫
肉
稜
、
食
五
辛
稜
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
謹
慎
す
る

（
、
）

期
間
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
け
が
れ
」
の
思
想
を
民
衆
の
中
に
う
え
つ
け
た
の
で
あ
る
。

い

こ
の
よ
う
に
し
て
鎌
倉
時
代
末
期
や
室
町
時
代
に
は
、
殺
生
禁
断
の
仏
教
の
教
え
に
従
っ
て
、
表
面
で
は
四
足
獣
の
肉
を
忌
ん
で
食
べ
な
か

『
ゾ
奉
一
Ｏ

》
子
人

九
、
「
け
が
れ
」
の
思
想
の
普
及

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
屠
殺
や
肉
食
の
禁
止
が
な
か
な
か
守
れ
な
い
の
で
、
為
政
者
は
こ
れ
を
「
け
が
れ
」
の
思
想
で
民
衆
を
し
ば
っ
て
い
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二
、
マ
ヌ
法
典
に
み
ら
れ
る
触
稜

さ
て
、
イ
ン
ド
に
は
、
Ｂ
Ｃ
二
○
○
ｌ
Ａ
Ｄ
二
○
○
年
の
間
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
マ
ヌ
法
典
が
あ
る
。
こ
れ
は
多
年
に
わ
た
っ
て
雫
ハ

ラ
モ
ン
文
化
の
行
わ
れ
て
い
る
、
民
衆
の
間
の
慣
習
の
規
約
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
集
成
し
べ
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
前
記
の
触
稜
と
同
様
の
事
が
か
な
り
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。
第
五
章
の
「
可
食
と
不
可
食
の
項
」
の
恥
５
に

ニ
ソ
ニ
ク
ニ
ラ

キ
ノ
コ

「
大
蒜
、
韮
、
玉
葱
、
輩
及
び
不
浄
（
な
る
物
）
よ
り
生
ず
る
（
す
べ
て
の
植
物
）
は
、
再
生
族
（
祭
祀
を
司
る
階
級
、
王
族
の
階
級
、
平
民
の
階
級
）

の
食
す
る
に
適
せ
ず
」
と
あ
り
、
食
五
辛
微
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
同
章
の
「
潔
斎
」
の
項
の
恥
鯉
に
「
死
体
に
触
れ
た
る
者
は
三
日
間
の

三
期
間
に
一
昼
夜
を
（
加
え
た
る
）
後
（
一
○
日
間
の
意
）
に
浄
め
ら
る
。
（
死
者
に
）
聖
水
を
供
ふ
る
者
は
三
日
の
後
に
（
浄
め
ら
る
・
）
」
と
あ
り
、

死
稜
を
浄
め
る
法
を
述
べ
、
恥
硫
は
「
（
婦
人
は
）
流
産
に
際
し
て
は
、
（
妊
娠
後
経
た
る
）
月
と
同
数
の
（
日
）
夜
を
経
て
浄
め
ら
る
。
又
月
経

あ
る
婦
人
は
月
経
分
泌
の
止
象
た
る
後
、
沐
浴
に
よ
り
て
浄
め
ら
る
」
と
あ
り
、
流
産
微
と
月
事
稔
を
浄
め
る
法
を
説
い
て
い
る
。
Ｍ
配
で
は

一
○
、
精
進
料
理
の
は
じ
ま
り

と
こ
ろ
で
精
進
料
理
は
鎌
倉
時
代
に
、
僧
侶
や
武
家
、
さ
ら
に
裕
福
な
庶
民
階
級
の
間
で
は
じ
め
て
流
行
し
た
食
生
活
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

中
国
の
南
宋
と
貿
易
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
中
国
料
理
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
料
理
で
は
豚
肉
が
使
わ
れ
る
が
、
日
本

で
は
仏
教
の
殺
生
禁
断
の
教
え
で
豚
肉
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ゴ
マ
の
油
な
ど
の
植
物
性
油
を
使
っ
て
中
国
料
理
を
作
っ
た
、

っ
た
が
、
そ
の
裏
面
で
は
、
一
般
こ
と
に
下
層
社
会
で
肉
食
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
と
に
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
、
北
条

氏
討
伐
、
建
武
政
府
対
足
利
尊
氏
と
の
争
乱
な
ど
に
よ
っ
て
再
び
戦
乱
の
世
と
な
り
、
そ
れ
に
乗
じ
て
下
級
武
士
や
盗
賊
は
農
民
の
食
糧
を
略

（
、
）

奪
し
、
と
き
に
は
そ
の
牛
馬
を
も
屠
殺
し
て
食
べ
て
い
た
。

（
⑫
）

こ
れ
が
精
進
料
理
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
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こ
れ
が
徳
川
幕
府
の
時
代
に
な
る
と
、
家
康
は
慶
長
五
年
（
ニ
ハ
○
○
年
）
七
月
、
皮
剥
ぎ
職
人
で
な
い
者
が
、
牛
、
馬
、
犬
の
皮
を
剥
い

で
革
を
作
る
こ
と
を
禁
ず
る
命
令
を
諸
国
に
出
し
、
そ
の
職
人
と
家
族
と
を
一
般
民
衆
か
ら
隔
離
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
彼
が
皮
剥
ぎ

業
を
賎
業
と
み
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
仏
教
を
政
策
の
中
に
と
り
い
れ
、
屠
殺
に
よ
る
殺
生
を
禁
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
肉
食
を
「
け
が
れ
」
と
す
る
思
想
は
徳
川
時
代
に
な
る
と
一
層
強
調
さ
れ
、
明
治
の
中
頃
ま
で
な
く
な
ら
な
か
っ
た
。
し

一
二
、
皮
革
の
生
産
業
者
と
肉
食

皮
革
の
生
産
業
と
そ
の
貢
納
制
度
は
、
王
朝
以
来
延
喜
年
間
ま
で
わ
が
国
に
渡
来
し
た
外
来
民
族
お
よ
び
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
秩
序
正
し
く

行
わ
れ
て
い
た
が
、
平
安
末
期
の
社
会
的
混
乱
に
よ
っ
て
全
く
壊
滅
状
態
に
陥
り
、
強
盗
や
無
頼
の
徒
が
皮
革
の
生
産
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た

為
に
、
皮
剥
ぎ
を
始
め
と
す
る
皮
革
業
は
次
第
に
賎
業
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
・
そ
し
て
こ
れ
ら
の
無
頼
の
徒
は
、
屠
殺
し
た
牛
馬
の

肉
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
従
来
皮
革
業
を
営
ん
で
い
た
帰
化
人
の
肉
食
の
風
習
が
一
般
の
間
に
広
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
創
立
（
建
久
三
年
、
二
九
二
年
）
し
、
武
家
政
治
が
始
ま
る
と
、
皮
革
は
武
人
の
甲
冑
や
馬
具
、
猟
服
、

そ
の
他
の
材
料
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
製
革
業
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
革
を
も
っ
て
武
具
や
馬
具
を
作
る
職
種
、
そ
の
革

を
作
る
職
種
、
屠
殺
し
た
り
、
或
い
は
事
故
死
し
た
牛
、
馬
、
鹿
、
猪
の
皮
を
剥
ぐ
職
種
と
、
そ
れ
ぞ
れ
分
業
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
三
種
の
職
種
の
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
皮
剥
ぎ
の
職
種
だ
け
が
、
武
士
を
は
じ
め
一
般
の
民
衆
に
よ
っ
て
賤
業
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

「
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
、
月
経
中
の
女
、
堕
性
者
、
産
褥
中
の
女
、
死
体
、
或
は
そ
れ
に
触
れ
た
る
者
に
接
触
し
た
る
者
は
沐
浴
に
よ
り
て
浄
め
ら

る
・
」
と
あ
り
、
月
事
城
、
堕
胎
稜
、
産
褥
稜
、
死
穣
を
浄
め
る
法
を
述
べ
て
い
る
。
Ｍ
卯
で
は
「
：
…
そ
の
夫
を
殺
害
し
た
る
（
女
）
、
或
は

飲
酒
す
る
女
（
に
対
す
る
も
同
様
な
り
。
）
」
と
、
女
の
殺
夫
微
、
飲
酒
徴
に
つ
い
述
べ
て
い
る
。

マ
ヌ
法
典
の
触
械
と
わ
が
国
の
そ
れ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
仏
教
の
わ
が
国
へ
の
流
伝
の
と
こ
ろ
で
詳
述
す
る
。

フ
圭
一
Ｏ

》
ユ
ハ
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一
三
、
日
本
に
渡
来
し
た
仏
教
の
性
格

こ
こ
で
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
の
性
格
に
つ
い
て
述
、
へ
た
い
。
仏
教
の
根
本
精
神
は
慈
悲
で
あ
る
か
ら
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
い
つ
く
し
む
こ

と
を
説
く
が
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
殺
生
を
禁
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
は
前
述
の
如
く
、
イ
ン
ド
で
は
七
世
紀
ま
で
は
民
衆
は
肉
食
を
行

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
四
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
盛
ん
に
な
り
、
次
第
に
確
立
し
て
き
た
の
で
、
仏

教
は
イ
ン
ド
に
生
き
残
る
手
段
と
し
て
ヒ
ン
ズ
ー
化
傾
向
を
強
く
し
て
い
っ
た
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
お
い
て
不
浄
す
な
わ
ち
け
が
れ
と
さ
れ
る
も

の
は
、
生
物
を
殺
す
こ
と
、
人
間
の
死
、
人
間
の
排
泄
物
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
関
係
の
あ
る
職
業
も
け
が
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
牛
を
殺
し

（
蝿
）

た
り
、
皮
革
を
扱
う
の
も
不
浄
と
し
た
の
で
、
仏
教
の
戒
律
も
こ
れ
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
は
、
当
然

マ
ヌ
法
典
を
遵
守
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
法
典
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
も
、
仏
教
の
戒
律
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら

マ
ー
メ
淫

‐
れ
る
。

か
し
肉
食
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
も
肉
を
薬
餌
と
し
て
食
べ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
と
に
徳
川
中

期
以
後
は
、
肉
食
が
人
体
に
と
っ
て
栄
養
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
台
頭
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
病
人
の
食
餌
と
し
て
も
効
果
を
期
待
で
き

る
と
い
う
考
え
方
が
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
肉
食
は
け
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
変
ら
な
い
ば
か
り
か
根
強
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
医

（
皿
）

薬
面
か
ら
利
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
尋
へ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
王
朝
以
来
明
治
の
は
じ
め
ま
で
続
い
た
肉
食
禁
止
の
風
習
は
、
仏
教
の
殺
生
禁
断
の
教
え
が
国
の
政
策
に
利

用
さ
れ
て
「
け
が
れ
」
の
思
想
と
し
て
一
般
民
衆
の
間
に
惨
透
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ゲ
ン
ジ
ョ
ウ

日
本
に
入
っ
た
仏
典
の
多
く
は
、
唐
の
玄
葵
三
蔵
（
六
○
○
’
六
六
四
）
が
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰
っ
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
教
え
を
仏
教
の
中
に
か
な
り
と
り
い
れ
た
、
ヒ
ン
ズ
ー
化
の
傾
向
が
強
く
出
て
い
る
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
日
本
に
入

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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一
四
、
梵
網
経
の
十
重
禁

し
た
が
っ
て
こ
の
仏
教
の
戒
律
は
殺
生
戒
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
戒
律
を
説
い
た
代
表
的
な
経
典
が
梵
網
経
で
あ
る
。
こ
れ
に
十
重

禁
（
一
○
項
目
の
禁
止
事
項
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
不
殺
生
、
不
倫
盗
（
盗
む
な
）
、
不
邪
淫
（
女
を
犯
す
な
）
、
不
妄
語
（
う
そ
を
つ
く
な
）
、

不
飲
酒
、
不
香
油
塗
身
（
体
に
香
油
を
ぬ
る
な
）
、
不
歌
舞
観
聴
戒
（
歌
舞
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
な
）
、
不
高
広
大
床
戒
（
高
く
て
広
い
寝
台
に
寝
る

な
）
、
不
非
時
食
戒
（
食
事
の
時
間
以
外
に
食
べ
る
な
）
、
不
捉
金
銀
宝
戒
（
金
、
銀
、
宝
な
ど
の
ぜ
い
た
く
品
を
身
に
つ
け
る
な
）
で
あ
る
。
か
く
し
て

不
殺
生
戒
が
、
と
く
に
為
政
者
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
、
政
策
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
梵
網
経
の
十
重
禁
が
、
い
か

に
マ
ヌ
法
典
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
一
致
し
て
い
る
か
を
次
に
示
そ
う
。
マ
ヌ
法
典
の
第
十
章
の
「
雑
種
階
級
の
項
」
の
恥
侭
に
「
不
殺

（
Ⅳ
）

生
、
真
実
、
不
倫
盗
、
純
潔
、
及
び
五
官
の
抑
制
を
マ
ヌ
は
四
階
級
に
対
す
る
法
の
要
点
な
り
と
の
ぶ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
み
る
と
よ
く
諒

解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
わ
が
国
の
触
稜
の
内
容
が
、
マ
ヌ
法
典
の
そ
れ
に
一
致
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
も
十
分
に
理

菜
食
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
、

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

両
者
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
、

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
牧
畜
を
主
と
す
る
遊
牧
民
族
の
ア
ー
リ
ア
人
が
、
紀
元
前
十
世
紀
に
は
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
に
到
達
し
、
イ
ン
ド

を
征
服
統
治
す
る
過
程
に
お
い
て
、
積
極
的
に
先
住
民
族
の
農
耕
を
と
り
い
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
の
文
化
、
生
活
習
慣
と
融
合
し
な
が
ら
変
容
を

と
げ
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
の
農
耕
社
会
を
背
景
に
成
立
し
た
ヴ
ェ
ー
ダ
思
想
と
文
化
は
、
後
世
の
イ
ン
ド
社
会
に
大
き
な

解
で
き
る
。

つ
ぎ
に
大
和
朝
廷
を
樹
立
し
た
の
は
、
江
上
の
述
べ
る
よ
う
に
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
騎
馬
民
族
で
あ
る
と
す
る
と
、
彼
ら
が
先
住
民
族
の

食
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
、
さ
ら
に
人
種
的
、
文
化
的
に
も
融
合
し
な
が
ら
、
仏
教
を
も
上
手
に
国
家
の
政
策
に
役
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に

い
ず
れ
も
騎
馬
民
族
が
農
耕
を
主
と
す
る
先
住
民
族
を
征
服
す
る
と
、
積
極
的
に
被
征
服
民
族
の
農
耕
を
と
り
い
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こ
れ
に
対
し
、
騎
馬
民
族
国
家
で
は
、
外
国
人
の
集
団
的
移
民
の
存
在
は
む
し
ろ
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、
自
国
内
へ
の
強
制
的
集
団
移

住
政
策
さ
え
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
騎
馬
民
族
は
自
給
自
足
が
不
可
能
で
、
掠
奪
・
交
易
・
納
貢
等
を
通
し
て
、
つ
ね
に
外
国
へ
の
依

存
度
が
高
く
、
経
済
的
に
、
文
化
的
に
、
外
国
人
を
能
う
限
り
利
用
す
る
の
を
た
て
ま
え
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

一
六
、
む
す
び

江
上
の
説
は
、
古
代
日
本
と
古
代
イ
ン
ド
の
国
家
の
建
設
と
発
展
を
比
較
検
討
す
る
上
に
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
歴
史

的
に
日
本
と
イ
ン
ド
と
が
、
風
習
や
食
生
活
に
お
い
て
、
よ
く
似
て
い
る
（
先
住
民
族
は
農
耕
を
行
い
菜
食
で
あ
っ
た
。
征
服
者
は
騎
馬
民
族
で
あ

る
。
そ
の
国
の
征
服
後
は
主
産
業
は
農
業
と
な
り
、
菜
食
生
活
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
宗
教
は
日
本
は
仏
教
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
は
雫
ハ
ラ
モ
ン
教
か
ら
仏
教
、

そ
し
て
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
な
る
。
殺
生
戒
を
重
ん
じ
て
い
る
。
住
民
の
身
分
は
日
本
で
は
、
天
皇
、
貴
族
、
士
、
農
、
工
商
お
よ
び
賎
民
と
な
っ
て
お
り
、
イ
ン

ド
で
は
カ
ー
ス
ト
制
で
分
れ
て
い
る
な
ど
。
）
の
に
は
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
進
承
方
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
参
考
の
為
に
、
Ａ
Ｄ
十
世
紀
頃
ま
で
の
世
界
の
四
大
料
理
文
化
圏
に
お
け
る
肉
類
、
乳
類
、
油
脂
類
、
香
辛
類
、
主
食
の
料
理
の
特

一
五
、
農
耕
民
族
と
騎
馬
民
族
の
性
格

（
略
）

江
上
に
よ
れ
ば
、
農
耕
民
族
は
一
般
に
自
尊
的
民
族
意
識
が
高
く
、
他
民
族
を
蛮
夷
視
し
た
り
、
蔑
視
し
た
り
す
る
性
癖
が
強
く
、
外
国
人

を
自
分
達
の
内
部
に
受
け
い
れ
る
精
神
的
基
盤
が
乏
し
い
。
ま
た
そ
の
社
会
・
経
済
が
自
立
・
自
存
・
自
足
的
で
、
血
縁
性
・
地
縁
性
・
伝
統

性
が
濃
厚
で
あ
る
為
に
、
よ
そ
者
に
対
し
て
閉
鎖
的
と
な
り
、
外
国
人
の
集
団
的
移
住
を
ゆ
る
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
こ
に
民
住
す
る
こ
と

を
認
め
な
い
。

れ
、
さ
ら
に
被
征
服
者
の
文
化
や
生
活
習
慣
と
融
合
し
て
、
自
分
達
の
国
家
を
建
設
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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世界の4大料理文化圏 (石毛氏らによる）

ヨーロツ／ミ

米(めし）

小麦(ピン）

雑穀

主食 小麦(／ 米(めし）

（
蝿
）

色
を
表
に
示
し
た
。

（
珀
）

つ
い
で
ガ
ン
ジ
ー
の
菜
食
に
対
す
る
評
価
を
紹
介
す
る
。

「
私
は
世
界
中
の
人
々
を
見
て
い
る
の
で
、
菜
食
者
が
肉
食
者
よ
り
も
総

じ
て
よ
い
健
康
状
態
に
あ
る
と
は
断
言
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
必
要
上
も
習
慣

上
も
菜
食
者
が
優
勢
を
占
め
て
い
る
国
の
人
間
で
す
か
ら
、
菜
食
が
よ
り
大

き
い
忍
耐
力
や
勇
気
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
か
、
病
気
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る

と
か
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
…
：
・
略
・
・
…
．

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
菜
食
者
の
す
べ
き
こ
と
は
、
菜
食
の
肉
体
に
及
ぼ
す

効
果
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
精
神
的
な
問
題
を
探
究
す
る
こ
と
だ
と
考

え
ま
す
。
私
た
ち
は
ま
だ
、
動
物
と
多
く
の
共
通
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
人
間
と
動
物
を
区
別
し
て
い
る
明
確
な
も
の
を
十

分
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
牛
の
方
が
む
し
ろ
私
た
ち
よ
り
徹
底
し
た

菜
食
で
す
が
、
人
間
を
菜
食
者
に
さ
せ
る
の
は
も
っ
と
高
度
な
も
の
で
す
。

私
は
菜
食
主
義
の
精
神
的
根
拠
を
強
調
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
」

文
献

（
１
）
加
茂
儀
一
日
本
畜
産
史
、
一
三
一
頁
、
法
政
大
学
出
版
局
、
東
京
、
昭
五

八

（
２
）
同
上
害
、
一
三
三
頁

（
３
）
中
尾
佐
助
料
理
の
起
源
、
一
二
九
頁
、
日
本
放
送
協
会
、
東
京
、
昭
五
六
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（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
、
）

（
皿
）

（
勉
）

（
過
）

（
Ｍ
）

（
巧
）

（
妬
）

（
Ⅳ
）

（
喝
）

（
四
）

固
い
閏
〕
匙
切
言
岸
５
○
門
冠
弄
彦
昌
呑
彦
①
嵐
・
酌
。
⑦
．
乏
冨
ｇ
〕
｛
）
昌
岸
凹
昌
ｇ
①
宮
寺
］
四
で
四
目
烏
○
・
①
岸
５
厨
①
い
〉
鳴
く
①
、
〔
扇
四
目
』
目
で
○
局
薗
昼
計
冒
廸
狩
奇
骨

①

■

（
１
）
と
同
書
、

（
１
）
と
同
書
、

田
辺
繁
子
訳

（
１
）
と
同
書
、

中
村
元
、
肥
塚

（
５
）
と
同
書
、

（
昭
）
と
同
書
、

ク
ッ
キ
ン
グ
・

岡
芙
三
子
訳

（
１
）
と
同
耆
、
一
三
六
’
一
五
八
頁

江
上
波
夫
騎
馬
民
族
国
家
、
一
七
三
頁
、
中
央
公
論
社
、
東
京
、
昭
五
八

横
浜
市
経
済
局
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
「
人
権
問
題
を
考
え
る
」
講
演
会
・
講
演
録
、
二
○
’
一
三
、
昭
五
七

（
１
）
と
同
書
、
九
九
’
一
○
五
頁

野
間
宏
、
沖
浦
和
光
ア
ジ
ア
の
聖
と
賎
、
四
二
’
四
三
頁
、
人
文
書
院
、
京
都
、
昭
五
八

（
８
）
と
同
書
、
六
九
’
七
二
頁

（
８
）
と
同
書
、
二
三
○
’
二
三
六
頁

（
１
）
と
同
書
、
一
八
三
’
一
八
四
頁

訳
マ
ヌ
の
法
典
、
一
五
二
’
一
六
三
頁
、
岩
波
文
庫
、
東
京
、
昭
五
三

脚
書
、
一
九
七
１
Ｉ
一
九
八
頁

肥
塚
隆
世
界
の
聖
域
⑥
ガ
ン
ジ
ス
の
聖
地
、
九
一
頁
、
講
談
社
、
東
京
、

望
『
二
二
七
１
１
二
二
八
頁

ア
ル
パ
ー
、
、
ち
ょ
っ
と
豪
華
な
や
さ
し
い
世
界
の
料
理
、
一
五
五
頁
、
主
婦
と
生
活
社
、
東
京
、
昭
五
七

ガ
ン
ジ
ー
の
健
康
論
、
一
二
二
’
一
二
三
頁
、
編
集
工
房
ノ
ア
、
大
阪
、
昭
五
二

三
一
七
頁

一
八
三
’
一

一
八
二
頁

弓
壷
①
目
色
屋
①
国
の
①
９
国
ロ
Ｑ
・
言
の
白
○
冒
夛
畠
①
胃
‐
国
胃
冒
四

四
口
こ
ぐ
の
函
の
国
国
画
昌
の
日
冒
］
四
℃
四
国

す
ぐ

嗣
匙
Ｏ
ｍ
Ｇ
Ｑ
胃
弓
少

昭
五
四

（42） 290



intothecomparisonbetweenJapanandlndiaregardingthebuildinganddevelopmentofancient

Japan.

Itisveryasurprisingfactthatthecustomsandcontentofthedietisverysimilarhistorically

betweenJapanandlndia.

BothinJapanandlndia,itwasfbundthatvegetarianisminanationoccurredwhenthatnation

wascompelledbyreligiousmeanstoliveonvegetablesonlyinorderthattherulerscouldgovern

theircountrywell.

（
の
寸
）

［
、
函


