
若
も
の
を
中
心
に
、
「
食
べ
ら
れ
る
」
を
「
食
べ
れ
る
」
、
「
見
ら
れ
る
」
を
「
見
れ
る
」
、
「
寝
ら
れ
る
」
を

「
寝
れ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
が
広
く
き
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
か
な
り
に
な
る
。

さ
き
ご
ろ
国
語
審
議
会
の
ま
と
め
た
答
申
の
中
で
、
こ
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
つ
い
て
、
「
現
時
点
の
共
通
語
で

は
、
改
ま
っ
た
場
で
の
使
用
は
認
知
し
か
ね
る
」
と
判
断
し
た
こ
と
で
、
こ
の
言
葉
遣
い
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い

る
。言

葉
は
各
人
の
生
活
感
覚
に
根
ざ
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
支
え
、
ひ
い
て
は
価
値
観
と
も
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
。
誤
り
と
は
知
ら
ず
に
使
っ
て
い
た
言
葉
を
「
認
知
し
か
ね
る
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
お
も
し
ろ
い
わ
け
が

な
い
。
反
発
し
た
く
な
る
人
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
マ
ス
コ
ミ
に
も
、
国
が
そ
こ
ま
で
ふ
み
込
む
の
は
い
か

が
な
も
の
か
、
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
は
、
美
し
い
日
本
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
正
し
い
言
葉
遣
い
を
伝
承
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
い
う
考
え
も
つ
よ
い
。
現
に
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
わ
な
い
人
は
昨
年
の
文
化
庁
の
調
査
で
も
七
〇
㌫
を
超
え

る
。
新
聞
で
も
「
ら
抜
き
言
葉
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
見
ら
れ
る
」
「
食
べ
ら
れ
る
」
と
い
う
語
法
は
慣

用
、
文
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
言
い
方
を
「
認
知
」
で
き
な
い
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。「

ら
抜
き
言
葉
」
は
、
言
葉
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
と
、
新
し
い
言
葉
遣
い
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と

す
る
人
た
ち
の
せ
め
ぎ
合
い
の
境
界
線
に
あ
っ
て
、
ゆ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
言
葉
は
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
戦
後
に
な

っ
て
広
ま
り
、
近
年
は
改
ま
っ
た
場
や
書
き
言
葉
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ら
抜
き
言
葉
」
と
い
う
の
は
、
可
能
を
あ
ら
わ
す
動
詞
の
語
尾
が
《
ら
れ
る
》
と
な
る
「
見
ら
れ
る
」
「
食
べ

ら
れ
る
」
「
寝
ら
れ
る
」
「
着
ら
れ
る
」
「
起
き
ら
れ
る
」
の
《
ら
》
を
落
と
し
て
、
「
見
れ
る
」
「
食
べ
れ
る
」

「
寝
れ
る
」
「
着
れ
る
」
「
起
き
れ
る
」
と
す
る
の
を
指
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
可
能
を
あ
ら
わ
し
て
も
「
走
れ
る
」
「
切
れ
る
」
「
蹴
れ
る
」
な
ど
は
、
《
ら
》
が
な
い
け
れ

ど
も
、
こ
れ
で
正
し
い
。
「
ら
抜
き
言
葉
」
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
と
同
質
の
「
読
め
る
」
「
書
け
る
」
と
い

う
の
も
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
語
の
可
能
を
あ
ら
わ
す
動
詞
に
は
《
ら
れ
る
》
で
終
わ
る
も
の
と
、
《
れ
る
》
で
終
わ
る
も

の
と
の
ふ
た
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。

《
れ
る
》
と
な
る
の
は
五
段
活
用
動
詞
で
、
《
ら
れ
る
》
で
終
わ
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
上
一
段
、
下
一

段
、
カ
行
変
格
活
用
の
動
詞
で
あ
る
。
後
者
が
前
者
に
変
わ
っ
た
の
が
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
う
い
う
文
法
を
意
識
し
な
い
で
、
両
者
を
こ
れ
ま
で
使
い
分
け
て
き
た
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
た
い
へ
ん
な

こ
と
で
あ
る
。
口
ぐ
せ
で
、
区
別
し
た
。
そ
の
口
ぐ
せ
が
変
化
す
れ
ば
、
使
い
分
け
は
で
き
な
く
な
る
。
ど
ち
ら
に

し
た
ら
よ
い
の
か
迷
っ
て
、
国
語
の
辞
書
を
ひ
い
て
も
、
普
通
、
出
て
い
な
い
。
流
行
し
た
ら
歯
止
め
を
か
け
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
。

や
か
ま
し
い
こ
と
は
言
わ
ず
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
つ
よ
ま
っ
て
い

る
。
国
語
審
議
会
の
一
部
委
員
に
も
そ
う
い
う
意
見
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
見
れ
る
」
は
も
っ

ぱ
ら
可
能
の
意
味
に
用
い
、
「
見
ら
れ
る
」
は
受
身
、
尊
敬
と
区
別
す
る
の
が
合
理
的
だ
と
い
っ
た
弁
護
論
も
あ
る
。

テ
ン
ポ
の
速
く
な
っ
た
現
代
の
言
葉
で
、
《
ら
れ
る
》
で
は
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
、
発
音
も
し
に
く
い
と
い
う
の
で

「
ら
抜
き
」
が
好
ま
れ
る
の
だ
と
解
説
す
る
向
き
も
あ
る
。
そ
の
上
、
地
方
に
よ
っ
て
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
が
普
通

の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
う
い
う
点
を
考
慮
し
て
、
国
語
審
議
会
も
、
「
現
時
点
」
の
「
共
通
語
」
の
「
改
ま
っ
た

場
」
で
の
使
用
は
認
め
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
ら
抜
き
言
葉
」
の
問
題
は
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
慣
用
を
外
れ
た
用
法
が
広
ま
っ
て
き
た
点
が
注

目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
言
葉
は
慣
用
、
文
法
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
慣
用
は
長
い
間
に
つ
く
り
あ
げ

ら
れ
た
文
化
の
自
然
で
あ
る
。
新
し
い
言
葉
の
使
い
方
を
す
る
の
は
そ
の
自
然
を
破
壊
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

環
境
を
守
ろ
う
、
自
然
破
壊
を
許
す
な
と
い
う
叫
び
が
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
社
会
の
成
熟
を
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
こ
と
ば
の
自
然
を
守
ろ
う
と
い
う
考
え
が
そ
れ
ほ
ど
つ
よ
く
打
ち
出
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
自
然
を
守
る
に
は
言
葉
の
し
つ
け
が
必
要
で
あ
る
が
、
い
ま
の
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会
に
は
言
葉
に

対
す
る
関
心
が
き
わ
め
て
低
い
。
永
く
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ

れ
が
日
本
語
の
ゆ
れ
を
大
き
く
し
、
乱
れ
に
対
し
て
も
寛
容
な
態
度
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ら
抜
き
言
葉
」

の
広
ま
り
は
、
そ
う
い
う
事
態
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
る
。

慣
用
の
ゆ
れ
の
例
と
し
て
は
三
十
年
前
に
、
こ
ど
も
に
お
や
つ
を
「
や
る
」
か
「
あ
げ
る
」
か
、
が
あ
る
。
文
法

的
に
は
正
し
く
な
く
と
も
「
あ
げ
る
」
が
よ
い
と
い
う
若
い
世
代
の
言
い
分
が
通
り
、
い
ま
は
そ
れ
が
認
知
さ
れ
て

い
る
。
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
も
や
が
て
そ
う
い
う
時
が
や
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
外
山
滋
比
古
、
産
經
新
聞
「
正
論
」

）
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