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▲夏草にまじりて早き桔梗かな
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夏
が
旬
の
果
実
「
桃
」。

　

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
果
物

で
、
中
国
で
は
「
仙
果
」
な
ど

と
も
い
わ
れ
て
き
た
果
物
で
す
。

　

今
回
は
、
そ
の
「
桃
」
に
つ

い
て
の
基
本
的
な
情
報
は
も
ち

ろ
ん
、
文
学
や
伝
説
な
ど
に
語

ら
れ
る
「
桃
」
に
つ
い
て
調
べ

て
み
ま
し
た
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
モ
モ
の
産
地
と
品
種

　
「
モ
モ
」
は
バ
ラ
科
・
モ
モ

属
の
果
物
で
、
原
産
地
は
中
国

で
す
。
現
在
の
主
な
産
地
は
山

梨
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
和

歌
山
県
、
岡
山
な
ど
で
す
。

　

皮
に
産
毛
（
毛
茸
）
が
あ
る

も
の
を
「
も
も
」
と
呼
び
、
な

い
も
の
を
「
ネ
ク
タ
リ
ン
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。

　

日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
は

古
く
縄
文
時
代
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
栽

培
さ
れ
て
い
る
食
用
の
モ
モ
は

江
戸
か
ら
明
治
に
伝
え
ら
れ
た

品
種
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

品
種
は
数
多
く
あ
り
平
成
二

七
年
産
特
産
果
樹
生
産
動
態
等

調
査
「
も
も
｛
生
食
用
｝」
に

よ
る
と
「
白
鳳
」「
あ
か
つ
き
」

「
川
中
島
白
桃
」「
日
川
白
鳳
」

の
順
に
多
く
作
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
甘
く
白
い
果
実
が
特

徴
の
モ
モ
は
甘
く
て
ジ
ュ
ー

シ
ー
な
の
で
人
気
も
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。

＊
モ
モ
の
保
存
方
法

　

甘
く
て
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
モ

モ
。
そ
の
選
び
方
は
、
甘
い
香

り
が
あ
り
、
皮
の
産
毛
が
き
れ

い
な
も
の
、
ふ
っ
く
ら
と
丸
み

が
き
れ
い
に
あ
る
も
の
、
皮
の

色
が
濃
い
も
の
、
傷
が
無
い
も

の
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

硬
く
熟
し
て
い
な
い
も
の
は

紙
に
包
ん
で
風
通
し
の
良
い
と

こ
ろ
で
常
温
保
存
し
て
、
追
熟
さ

せ
ま
す
。
硬
い
状
態
の
ま
ま
で
冷

や
す
と
甘
み
が
感
じ
ら
れ
る
味

が
落
ち
る
の
で
、
食
べ
る
少
し
前

に
冷
や
す
の
が
良
い
で
す
。

　

逆
に
、
熟
し
た
モ
モ
は
傷
み
や

す
い
の
で
早
め
に
食
べ
き
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

＊
モ
モ
の
栄
養
と
効
果

　

モ
モ
の
果
実
は
食
物
繊
維
の

ペ
ク
チ
ン
が
豊
富
な
の
で
便
秘

解
消
や
、
便
秘
が
原
因
で
起
こ

る
肌
荒
れ
の
解
消
に
も
効
果
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
カ
リ
ウ
ム

を
含
む
の
で
高
血
圧
予
防
や
カ

テ
キ
ン
も
含
む
の
で
抗
酸
化
作

用
が
期
待
で
き
、
老
化
防
止
に

も
効
果
的
で
す
。
こ
の
ほ
か
に

も
リ
ン
ゴ
酸
、
ク
エ
ン
酸
を
多

く
含
む
た
め
疲
労
回
復
に
は
効

果
が
あ
り
、
夏
に
は
食
欲
増
進

や
体
調
の
改
善
の
た
め
に
も
よ

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

モ
モ
の
葉
に
は
タ
ン
ニ
ン
が

含
ま
れ
て
お
り
止
血
や
殺
菌
効

果
も
あ
り
、
肌
ト
ラ
ブ
ル
に
効

果
が
あ
る
と
も
さ
れ
て
お
り
、

あ
せ
も
や
湿
疹
に
は
葉
を
湯
船

に
入
れ
て
入
浴
す
る
「
桃
湯
」

が
よ
い
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
夏
の
土
用
は
桃
湯
に
入
る
」

と
い
う
習
慣
も
江
戸
時
代
か
ら

あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
食
用

以
外
で
も
草
木
染
の
原
料
と
し

て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

モ
モ
の
種
の
核
は
「
桃
仁
」
と

い
い
漢
方
薬
の
原
料
に
な
っ
て
お

り
、
血
行
促
進
の
効
果
が
あ
り

肩
こ
り
や
生
理
痛
、
頭
痛
の
改

善
に
効
く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

モ
モ
の
つ
ぼ
み
は「
白
桃
花
」

と
呼
ば
れ
、
利
尿
作
用
を
期
待

し
て
用
い
ら
れ
、
便
秘
解
消
に

も
使
わ
れ
ま
す
。

＊
纏
向
遺
跡
で
出
土
し
た
モ
モ

　

二
〇
一
〇
年
、
奈
良
県
桜
井

市
の
纏
向
遺
跡
で
モ
モ
の
種
が

出
土
し
ま
し
た
。

　

纏
向
遺
跡
は
、
弥
生
時
代
の

末
か
ら
古
墳
時
代
の
前
半
の
巨

大
集
落
の
跡
で
、
卑
弥
呼
の
邪

馬
台
国
の
有
力
候
補
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
る
遺
跡
で
す
。

　

奈
良
市
教
育
委
員
会
は
、
二

〇
一
〇
年
に
遺
跡
の
大
型
建
物

跡
の
南
側
に
あ
る
穴
か
ら
約
二

千
八
百
個
の
モ
モ
の
種
な
ど
を

発
掘
し
、
こ
の
中
か
ら
十
五
個

を
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
の
中

村
俊
夫
氏
が
放
射
性
炭
素
年
代

測
定
を
し
た
と
こ
ろ
、
三
個
は

測
定
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
一

三
五
年
か
ら
二
三
〇
年
の
も
の

旬
の
果
物〝
桃
〞

旬
の
果
物〝
桃
〞

旬
の
果
物〝
桃
〞

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
果
物

　
　魔
除
け
、不
老
不
死
の
仙
薬

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
果
物

　
　魔
除
け
、不
老
不
死
の
仙
薬

〈参考文献〉
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と
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
元

徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

の
近
藤
玲
氏
を
通
じ
て
山
形
大

学
が
行
っ
た
測
定
結
果
で
も
同

様
の
結
果
が
出
ま
し
た
。

　

卑
弥
呼
の
没
年
は
二
四
八
年

頃
と
い
わ
れ
て
い
る
た
め
、
年

代
が
こ
の
時
代
と
重
な
り
、
邪

馬
台
国
の
「
畿
内
説
」
を
補
強

す
る
と
主
張
を
補
強
す
る
結
果

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
注
目

を
集
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
モ
モ
は
古
代
か
ら
不

老
長
寿
や
魔
除
け
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
モ
モ
も

祭
祀
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

＊
魔
除
け
の
モ
モ

　

桃
は
春
を
告
げ
る
花
と
し

て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
桃
の
成
長
が
早
い
こ
と
、

短
期
間
に
多
く
の
実
を
つ
け

る
こ
と
か
ら
生
命
の
た
く
ま

し
さ
を
象
徴
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
七
福
神
で
も
あ
る
寿

老
人
が
手
に
持
っ
て
い
る
の

も
桃
で
す
。『
本
草
綱
目
』（
中

国
の
本
草
学
の
書
、
一
五
七
八

年
に
完
成
後
、
日
本
で
も
輸
入

さ
れ
版
を
重
ね
た
）
に
も
「
桃

は
性
花
が
早
く
。
植
ゑ
易
く

し
て
子
が
繁
る
。
故
に
文
字

は
木
、
兆
に
從
ふ
の
で
、
十

億
を
兆
と
い
ひ
、
そ
の
多
い

と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
た
も
の
」

　

そ
の
他
、『
藝
文
類
聚
』（
中

国
の
類
書
、
六
二
四
年
成
立
）

に
は「
歳
時
記
、桃
は
五
行
の
精
、

邪
気
を
厭
伏
し
、
百
鬼
を
制
す
」

な
ど
と
い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
も
『
日
本
書
紀
』
と

『
古
事
記
』
に
モ
モ
に
関
す
る

記
述
は
見
ら
れ
、
ど
ち
ら
も
イ

ザ
ナ
ギ
の
黄
泉
の
訪
問
譚
に
あ

り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は

　
時
に
道
の
辺
に
お
お
き
な
る

桃
樹
有
り
。
故
、
伊
弉
諾
尊
、

其
の
樹
の
下
に
隠
れ
、
因
り
て

其
の
実
を
採
り
て
雷
に
擲
げ
た

ま
ひ
し
か
ば
、
雷
等
皆
退
き
逃

げ
ぬ
。
此
、
桃
を
用
ち
て
鬼
を

避
ふ
縁
な
り
。
時
に
伊
弉
諾

尊
、
乃
ち
其
の
枝
を
投
げ
て
曰

は
く
、「
此
よ
り
以
還
、
雷
敢

へ
て
来
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是

を
岐
神
と
謂
す
。

　

と
あ
り
、『
古
事
記
』
に
は
、

　
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
に
到
り

し
時
、
其
の
坂
本
に
在
る
桃
の

子
三
箇
を
取
り
て
持
ち
撃
て

ば
、
悉
に
逃
げ
返
り
き
。
爾
に

伊
耶
那
岐
命
、
其
の
桃
の
子
に

告
り
た
ま
は
く
、「
汝
、
吾
を

助
け
し
が
如
、
葦
原
中
国
に
有

ら
ゆ
る
う
つ
し
き
青
人
草
の
、

苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患
へ
惚
む

時
に
助
く
べ
し
」
と
告
へ
り
た

ま
ひ
で
、
名
を
賜
ひ
て
意
富
加

牟
豆
美
命
と
号
ひ
き
。

　

と
あ
り
、
ど
ち
ら
も
モ
モ
は

邪
鬼
を
払
う
威
力
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

昔
ば
な
し
の
『
桃
太
郎
』
で

桃
太
郎
が
桃
か
ら
生
ま
れ
る
の

は
、
桃
に
破
邪
の
力
が
あ
る
と

い
う
考
え
方
か
ら
で
は
な
い

か
、
他
の
果
実
で
は
鬼
退
治
の

力
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。

＊
孫
悟
空
の
食
べ
た
桃

　
『
西
遊
記
』
第
五
回
に
も
モ

モ
が
登
場
し
ま
す
。
簡
単
に
内

容
を
記
す
と

　
斉
天
大
聖
に
任
ぜ
ら
れ
た
孫

悟
空
が
西
王
母
の
所
有
す
る
蟠

桃
園
の
管
理
を
任
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
三
千
六
百
本
の

桃
の
木
が
あ
り
、
手
前
の
千

二
百
本
は
三
千
年
に
一
度
熟

し
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
仙
人
に

な
る
こ
と
が
で
き
、
中
ほ
ど
の

千
二
百
本
は
六
千
年
に
一
度
熟

し
、
こ
れ
を
食
べ
た
も
の
は
不

老
長
生
す
る
こ
と
が
で
き
、
奥

の
千
二
百
本
は
九
千
年
に
一
度

熟
し
、
こ
れ
を
食
べ
た
お
の
は

天
地
日
月
と
寿
を
同
じ
く
す
る

と
い
い
ま
す
。
あ
る
日
、
西
王

母
が
蟠
桃
大
会
を
催
す
こ
と
に

な
っ
た
際
に
、
孫
悟
空
は
自
分

が
そ
の
会
に
招
か
れ
て
い
な
い

こ
と
を
ひ
が
み
、
瑶
池
の
酒
を

飲
み
蟠
桃
延
の
一
番
奥
の
桃
も

食
べ
つ
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
話
で
、
お
も
し
ろ
い
の

は
西
王
母
の
桃
園
に
は
３
種
類

の
桃
の
木
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
点
で
す
。

＊
西
王
母
と
桃

　
「
西
王
母
」
と
い
う
の
は
中

国
で
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い

る
女
神
（
女
仙
）
で
す
。
中
国

岡山駅の桃太郎像
※桃太郎の上にハトがとまっています
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の
古
代
の
地
誌
『
山
海
経
』
の

第
二
「
西
山
経
」
に
は

　
西
王
母
其
状
如
人
、
豹
尾
虎

歯
而
善
嘯
、
蓬
髪
戴
勝
、
是
司

天
之
厲
及
五
残
。（
西
王
母
の

姿
は
人
の
よ
う
で
豹
の
尾
、
虎

の
歯
で
よ
く
吠
え
、
乱
れ
た
髪

に
玉
の
か
ん
ざ
し
を
の
せ
、
天

の
疫
と
五
つ
の
刑
罰
を
司
る
）

　

と
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
が
、

『
淮
南
子
』
に
な
る
と
、
不
死

の
薬
と
、
古
代
よ
り
不
死
の
象

徴
と
さ
れ
て
い
る
月
と
の
関
連

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
西

王
母
は
不
老
不
死
の
薬
を
持
っ

て
い
る
と
さ
れ
、
先
述
の
恐
ろ

し
い
姿
か
ら
人
の
姿
に
表
現
が

変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
『
漢
武
帝
内
傳
』
で
は
西
王

母
の
姿
は

　
年
は
三
十
程
で
、
と
て
も
美

し
く
、
真
に
霊
人
と
い
う
べ
き

ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

な
ど
、
西
王
母
と
共
に
現
れ

た
群
仙
の
様
子
や
西
王
母
の
姿

が
細
か
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
侍
女
に
桃
果
を
求
め

さ
せ
、
玉
盤
に
仙
桃
を
七
つ

盛
っ
た
。
そ
の
大
き
さ
は
鴨
の

卵
ほ
ど
で
形
は
丸
く
青
い
色
を

し
て
い
た
。
王
母
は
帝
に
四
つ

与
え
、
自
ら
は
三
つ
食
べ
た
。

そ
の
味
は
甘
美
で
あ
っ
た
。
帝

は
そ
の
種
を
し
ま
っ
た
の
で
王

母
が
問
う
と
「
植
え
よ
う
と
思

う
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
「
こ
の

桃
は
三
千
年
に
一
度
だ
け
実
が

な
る
の
で
す
。
中
夏
は
地
が
薄

い
の
で
種
は
生
え
て
こ
な
い
で

し
ょ
う
」
と
い
わ
れ
た
の
で
帝

は
や
め
た
。

　

と
あ
り
、「
三
千
年
に
一
度

だ
け
な
る
仙
桃
」
と
い
う
表
現

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
本

草
綱
目
』
に
も
「
一
名
西
王
母

桃
、
一
名
仙
人
桃
、
即
ち
崑
崙

桃
」
と
あ
り
ま
す
。

＊
三
千
年
に
一
度
の
桃

　

西
王
母
の
桃
に
つ
い
て
は
、

日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
、『
曽
我
物
語
』
巻
九
に
も

　
親
の
敵
に
会
ふ
こ
と
は
、
優

曇
華
に
譬
へ
た
り
。
三
千
年
に

一
度
、
花
咲
き
実
な
る
西
王
母

の
園
の
桃
と
や
。

　

と
あ
り
ま
す
。
優
曇
華
も
三

千
年
に
一
度
咲
く
伝
説
の
花
と

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は

「
め
っ
た
に
な
い
機
会
、
め
っ

た
に
な
い
こ
と
」
と
い
う
意
味

で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
松
門
左
衛
門
の
『
日
本
西

王
母
』
と
い
う
作
品
に
も
、
西

王
母
と
桃
は
登
場
し
て
お
り
、

方
童
仙
人
が
日
本
に
持
ち
帰
っ

た
西
王
母
の
桃
が
結
実
し
た
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
話
で
す
。

　

ま
た
、
能
楽
に
『
西
王
母
』

と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
周
の

穆
王
の
時
代
に
西
王
母
が
「
こ

れ
な
る
花
は
三
千
歳
に
一
度
花

咲
き
実
な
る
桃
花
な
る
が
」
そ

れ
が
今
年
咲
き
、
実
が
な
っ
た

の
は
君
の
威
徳
に
よ
る
も
の
、

「
桃
李
も
の
言
わ
ず
。
春
い
く

ば
く
の
年
月
を
送
り
迎
え
て
こ

の
春
は
。
三
千
歳
に
な
る
て
ふ

今
年
よ
り
。
…
花
咲
く
春
に
遇

ふ
事
も
。」
と
言
祝
ぎ
桃
を
捧

げ
る
内
容
で
す
。

　
「
桃
李
も
の
言
わ
ず
」
は
「
桃

李
不
言 

下
自
成
蹊
」の
こ
と
で
、

桃
李
は
何
も
言
わ
な
い
が
そ
の

木
の
下
に
は
自
然
と
人
が
集
ま

り
道
が
で
き
る
と
い
う
、
優
れ

た
人
物
の
周
り
に
は
自
然
と
人

が
集
ま
る
と
い
う
例
え
で
す
。

　
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
調
べ

て
み
た
と
こ
ろ
、「
桃
」
の
和

歌
数
は
二
百
三
十
五
首
で
し

た
。「
桜
」
は
四
千
八
百
六
十

九
首
、「
梅
」
が
五
千
四
百
九

首
で
あ
る
こ
と
か
ら
圧
倒
的
に

少
な
い
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

「
桃
」
の
中
で
「
三
千
年
」
と

同
時
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
三

十
一
首
で
し
た
。
こ
れ
は
一
つ

の
特
徴
で
あ
り
、「
三
千
年
に

一
度
な
る
桃
」
と
い
う
も
の
が

一
つ
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

テーブルマーク株式会社　名古屋支社
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＊

　

鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
を
機
に

戊
辰
戦
争
が
始
ま
り
、
西
郷
隆

盛
と
勝
海
舟
の
会
談
に
よ
り
江

戸
無
血
開
城
が
な
さ
れ
、
江
戸

を
東
京
と
改
称
し
年
号
を
明
治

と
し
た
の
が
慶
応
四
年
／
明
治

元
年（
一
八
六
八
年
）、そ
し
て
、

東
京
に
遷
都
し
た
の
が
明
治
二

年
（
一
八
六
九
年
）、
廃
藩
置

県
が
行
わ
れ
た
の
は
明
治
四
年

（
一
八
七
一
年
）。
新
橋
・
横
浜

間
に
鉄
道
が
開
通
し
た
の
は
明

治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
で
す
。

　

幕
末
の
動
乱
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
同
時
期
の
文
化
の

変
化
も
と
て
も
目
ま
ぐ
る
し

い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
前

号
に
引
き
続
き
、
み
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊『
西
洋
衣
食
住
』

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）

に
発
行
さ
れ
た
片
山
淳
之
助
の

著
書『
西
洋
衣
食
住
』。こ
れ
は
、

福
沢
諭
吉
が
欧
州
の
先
進
諸
国

で
見
聞
き
し
た
経
験
を
踏
ま
え

て
、
片
山
の
名
で
西
洋
人
の
衣

食
住
に
つ
い
て
イ
ラ
ス
ト
入
り

で
説
明
し
た
も
の
で
す
。

　
敷
物
　
テ
ー
ブ
ル
、
コ
ロ
ー
ス

　
平
皿
　
プ
レ
ー
ト

　
水
呑
み
　
ト
ム
ブ
ラ
ル
…

　
…
庖
丁
　
ナ
イ
フ

　
乳
汁
入
　
ミ
ル
ク
ポ
ッ
ト
…

な
ど
、
福
沢
が
聞
い
た
言
葉
を

片
仮
名
で
記
し
、
翻
訳
し
て
い

る
点
が
興
味
深
い
で
す
。
ま
た

食
事
の
際
の
酒
に
つ
い
て
、

　「
平
生
ノ
食
事
ニ
ハ
赤
葡ワ

イ
ン萄

酒
又
は
「
シ
ュ
リ
ー
」
酒
　

其
外
「
ポ
ル
ト
ワ
イ
ン
」
等

ヲ
用
ユ
ル
ナ
レ
ド
モ
式
日
亦

ハ
客
ヲ
饗
應
ス
ル
時
ナ
ド
ニ

ハ
「
シ
ャ
ン
パ
ン
」
其
外
種
々

ノ
美
酒
ヲ
用
ユ
…（
略
）…「
ビ

イ
ー
ル
」
と
云
フ
酒
ア
リ
是

ハ
麦
酒
ニ
テ
其
味
至
テ
苦
ケ

レ
ド
胸キ

ョ
ウ

隔カ
ク

ヲ
開
ク
為
ニ
妙
ナ

○マ
マ

…
」

　

と
記
し
、他
に
も
「
食
之
部
」

に
は
「
ウ
イ
ス
キ
ー
」「
ブ
ラ

ン
デ
ー
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら

れ
、
当
時
は
馴
染
み
の
な
か
っ

た
西
洋
の
酒
類
の
記
述
に
も
お

も
し
ろ
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

西
洋
文
化
等
の
普
及
の
必
要

性
を
感
じ
た
福
沢
は
こ
の
他
に

も
『
西
洋
事
情
』
を
記
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、『
肉
食
之
説
』

を
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）

に
書
い
て
お
り
、
肉
食
の
普
及

に
も
貢
献
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

＊
安
政
五
か
国
条
約

　

ア
メ
リ
カ
海
軍
の
軍
人
マ

シ
ュ
ー
・
カ
ル
ブ
レ
イ
ス
・
ペ

リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
の
は

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）
で

す
。
そ
の
後
、
安
政
三
年
（
一

八
五
六
年
）
に
外
交
官
タ
ウ
ン

ゼ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
が
来
日
し
、

日
米
修
好
通
商
条
約
が
結
ば
れ

た
の
が
安
政
五
年
（
一
八
五
八

年
）。
ま
た
同
年
、
日
蘭
修
好

通
商
条
約
、
日
露
修
好
通
商
条

約
、
日
英
修
好
通
商
条
約
、
日

仏
修
好
通
商
条
約
も
結
ん
で
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
外
国
人
居

留
地
制
度
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

＊
外
国
人
居
留
地
の
ホ
テ
ル

　

横
浜
外
国
人
居
留
地
に
「
横

浜
ホ
テ
ル
」
が
万
延
元
年
（
一

八
六
〇
年
）
に
オ
ラ
ン
ダ
人
フ

フ
ナ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
開
業
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
レ
ス
ト

ラ
ン
も
併
設
さ
れ
、
居
留
地
の

外
国
人
の
た
め
西
洋
料
理
が
振

る
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
年
）
に
は
、
築
地
居
留
地
の

設
立
に
合
わ
せ
て
「
築
地
ホ
テ

ル
館
」
が
開
業
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
使
ハ

リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
が
幕
府
に
ホ

テ
ル
の
建
設
を
要
請
し
た
こ
と

に
よ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
日

本
初
の
本
格
的
な
洋
風
ホ
テ
ル

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

＊
明
治
時
代
の
外
交
の
場

　

戊
辰
戦
争
が
終
わ
り
、
欧
米

諸
国
に
近
づ
く
た
め
に
時
の
政

府
は
大
急
ぎ
で
国
賓
を
迎
え
る

場
所
を
整
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
の
外
交
の
最
初
の
場
と

し
て
明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）

に
浜
離
宮
内
の
「
延
遼
館
」
が

海
軍
施
設
を
改
修
し
て
迎
賓
館

と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
本
格
的
な
迎
賓
館
と
し

　本　　　社 〒146-0095 
　　　　　東京都大田区多摩川 ２-１９-１０
  営業部直通　TEL．03-3759-6216～7 ダイエタリーファイバージャム
　大  阪  支  店　 TEL．0726-26-7541 ☆天然の水溶性食物繊維配合
　名古屋営業所 　TEL．052-682-5274 食物繊維4.5ｇ含有。
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５
０
年
②
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て
政
府
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た

の
が
日
比
谷
に
建
て
ら
れ
た「
鹿

鳴
館
」
で
す
。
明
治
一
六
年
（
一

八
八
三
年
）
に
開
館
し
、
政
府

の
社
交
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
十
四
年
（
一
八

八
一
年
）「
赤
坂
仮
御
所　

御

会
食
所
」
は
皇
族
方
や
外
国
賓

客
と
の
御
会
食
の
た
め
に
建
て

ら
れ
、
皇
室
の
外
交
の
場
と
し

て
晩
餐
会
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
大
日
本
帝
国
憲
法

の
草
案
を
審
議
す
る
枢
密
会
議

の
場
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
明

治
四
十
年
に
明
治
天
皇
よ
り
伊

藤
博
文
邸
に
下
賜
さ
れ
移
築
さ

れ
ま
し
た
が
、昭
和
二
二
年（
一

九
四
七
年
）
か
ら
は
明
治
記
念

館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

＊
カ
ナ
ヤ･

カ
ッ
テ
ー
ジ･

イ
ン

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）

に
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
夫
妻
が

日
光
に
訪
れ
た
際
に
宿
泊
し
た

の
は
、輪
王
寺
の
本
坊
で
し
た
。

　

そ
の
翌
年
の
明
治
四
年
（
一

八
七
一
年
）
頃
に
ア
メ
リ
カ
の

宣
教
師
で
あ
り
医
者
で
も
あ
る

ヘ
ボ
ン
博
士
が
日
光
を
訪
れ
た

際
に
、
泊
ま
る
宿
が
無
く
困
っ

て
い
た
と
こ
ろ
に
東
照
宮
の
楽

師
で
あ
っ
た
金
谷
善
一
郎
が
自

宅
に
招
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
自
宅
を
改
装
し
て
明

治
六
年（
一
八
七
三
年
）に
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が
外
国
人
専
用
の

宿
泊
施
設
「
カ
ナ
ヤ
・
カ
ッ
テ
ー

ジ
・
イ
ン
」
で
し
た
。
当
時

「Sam
urai H

ouse

（
侍
屋
敷
）」

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
施
設

が
、日
本
初
の
本
格
的
な
西
洋

式
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
と
い
わ
れ

る
金
谷
ホ
テ
ル
の
原
点
で
す
。

　

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八

年
）
に
江
戸
か
ら
奥
州
へ
の
旅

の
途
中
で
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人

旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は

こ
の
「
カ
ナ
ヤ
・
カ
ッ
テ
ー
ジ
・

イ
ン
」
に
滞
在
し
、
明
治
十
三

年（
一
八
八
〇
年
）
に
発
行
さ

れ
た
『U

N
BEATEN

 TRACKS 
IN

 JAPAN

（
日
本
奥
地
旅
行
記
）』

の
「KANAYA'S,NIKKO,JUNE 

15

」
に
「I don't know

 w
hat 

to w
rite about m

y house. It 
Is a Japanese idyll;

」（
訳
：

な
ん
と
記
し
て
良
い
か
わ
か
ら

な
い
が
、
日
本
的
な
田
園
風
景

で
あ
る
）
か
ら
始
ま
る
こ
の
宿

へ
の
感
想
も
記
し
て
い
ま
す
。

　

日
光
に
東
京
や
横
浜
に
住
む

外
国
人
が
避
暑
地
と
し
て
多
く

訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
施

設
で
は
賄
う
こ
と
が
難
し
く
な

り
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
年
）

に
現
在
の
金
谷
ホ
テ
ル
が
建
つ
地

に
純
洋
式
の
ホ
テ
ル
を
開
業
し
、

本
格
的
な
西
洋
料
理
の
提
供
を

し
て
い
た
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る

メ
ニ
ュ
ー
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
先
述
の
書
物
や
口
コ

ミ
な
ど
で
多
く
の
外
国
人
に

「
日
光
の
カ
ナ
ヤ
」
は
伝
わ
り
、

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー

や
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
な
ど

を
は
じ
め
多
く
の
著
名
人
な
ど

が
利
用
し
た
こ
と
も
宿
帳
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
侍
屋
敷
」
は
、
現
在
も
そ

の
ま
ま
の
場
所
に
保
存
さ
れ
て

お
り
、平
成
二
十
七
年
よ
り「
金

谷
ホ
テ
ル
歴
史
観
」
と
し
て
一

般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際

に
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
通
訳

と
共
に
宿
泊
し
た
部
屋
も
見
る

こ
と
が
で
き
、
明
治
初
期
の
宿

泊
施
設
の
様
子
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

＊
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル

　

明
治
時
代
の
ホ
テ
ル
は
ま
だ

少
な
く
、
ホ
テ
ル
間
の
交
流
も

盛
ん
で
、
西
洋
料
理
に
つ
い
て

の
情
報
交
換
な
ど
も
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

　

現
在
、
第
二
次
世
界
大
戦
以

前
に
建
て
ら
れ
、
条
件
を
満
た

し
た
九
つ
の
ホ
テ
ル
で
「
日
本

ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
の
会
」
を

結
成
し
て
い
ま
す
。
日
光
金
谷

ホ
テ
ル
、
富
士
屋
ホ
テ
ル
、
万

平
ホ
テ
ル
、
奈
良
ホ
テ
ル
、
東

京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
、
ホ

テ
ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン
ド
、
蒲
郡

ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
、
雲
仙
観

光
ホ
テ
ル
、
川
奈
ホ
テ
ル
が
そ

の
ホ
テ
ル
で
す
。

 

（
つ
づ
く
）

イザベラ・バードの描いたスケッチの雰囲気が残る「金谷ホテル歴史館」
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体
が
だ
る
い
、
頭
が
ボ
ー
ッ

と
す
る
、
あ
る
い
は
ま
た
脚
が

む
く
む
、
息
苦
し
い
、
手
足
が

し
び
れ
る
…
。
こ
れ
ら
の
症
状

は
〝
夏
バ
テ
〟
と
考
え
ら
れ
が

ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
根
は

深
く
、
も
し
か
し
た
ら
ビ
タ
ミ

ン
B
1
不
足
の
サ
イ
ン
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ビ
タ
ミ
ン
B
1
の

欠
乏
症
と
い
え
ば
、脚
気（
か
っ

け
）
が
有
名
で
す
。
い
ま
、
か

つ
て
死
に
至
る
病
と
し
て
恐
れ

ら
れ
た
「
江
戸
わ
ず
ら
い
」
が

復
活
、
若
い
世
代
の
間
で
は
ビ

タ
ミ
ン
B
1
欠
乏
予
備
軍
が
ひ

そ
か
に
蔓
延
し
て
い
る
と
も
言

わ
れ
ま
す
。〝
隠
れ
脚
気
〟
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

◆
「
江
戸
わ
ず
ら
い
」
と
は

　

日
本
で
は
平
安
時
代
以
降
、

京
都
の
皇
族
や
貴
族
な
ど
上
層

階
級
を
中
心
に
「
足
の
し
び

れ
」
や
「
む
く
み
」、「
疲
労
感
」

を
き
た
す
奇
病
が
発
生
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
や

『
枕
草
子
』
に
も
「
あ
し
の
け
」

と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
も
享
保
（
き
ょ
う

ほ
う
）
年
間
（
一
七
一
六
〜
三

六
）
に
こ
の
病
気
が
江
戸
で
大

流
行
し
、「
江
戸
わ
ず
ら
い
」

と
よ
ば
れ
、
死
に
至
る
病
と
し

て
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。「
江
戸

わ
ず
ら
い
」
は
現
代
の
病
名
で

い
う
「
脚
気
」
の
こ
と
で
、
原

因
は
ビ
タ
ミ
ン
不
足
。
ビ
タ
ミ

ン
B
1
欠
乏
に
よ
っ
て
末
梢
神

経
障
害
と
心
不
全
を
き
た
す
疾

患
で
す
。

　

い
ま
は
玄
米
や
麦
、
粟
（
あ

わ
）
な
ど
の
栄
養
価
の
高
さ

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

日
本
で
は
長
い
間
、「
白
米
至

上
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
考

え
方
が
根
づ
い
て
お
り
、
江

戸
で
は
白
米
が
食
べ
ら
れ
ま

し
た
。
風
味
は
よ
く
な
り
ま

す
が
、
ビ
タ
ミ
ン
B
１
は
ほ

と
ん
ど
含
ま
れ
な
い
の
で
、

お
か
ず
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
食
べ

る
だ
け
の
余
裕
が
な
く
、
白

米
の
ご
飯
と
何
か
一
品
だ
け

（
梅
干
し
、
た
く
あ
ん
な
ど
）

と
い
う
食
事
を
続
け
た
江
戸

の
食
生
活
に
そ
の
弊
害
が
あ

ら
わ
れ
た
の
で
し
た
。

　
◆
日
本
の
国
民
病
を
脱
す
る

　

江
戸
時
代
だ
け
で
な
く
、
明

治
に
な
っ
て
も
脚
気
に
よ
る
死

亡
者
は
年
間
二
万
人
に
も
達

し
、
日
清
・
日
露
戦
争
の
際
も
、

日
清
戦
争
で
は
四
万
人
を
超
え

る
兵
士
が
脚
気
に
罹
り
脚
気
に

よ
る
病
死
者
が
四
千
人
以
上

（
死
亡
率
一
〇
％
）
で
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
日
露
戦
争
で
は

全
傷
病
者
三
十
五
万
二
千
七
百

余
人
中
、
脚
気
患
者
は
二
十
一

万
千
六
百
余
人
と
推
定
さ
れ
、

戦
病
死
者
三
万
七
千
二
百
余
人

中
、
脚
気
に
よ
る
死
亡
者
二
万

七
千
八
百
余
人
（
約
七
五
％
）

に
の
ぼ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
一
昔
前
ま
で
は
結

核
と
並
び
不
治
の
病
と
ま
で
言

わ
れ
、
死
亡
率
も
高
く
恐
れ
ら

れ
て
い
た
脚
気
で
し
た
が
、
一
九

一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
、
鈴

木
梅
太
郎
が
米
ぬ
か
か
ら
世
界

最
初
の
ビ
タ
ミ
ン
で
あ
る
オ
リ

ザ
ニ
ン
（
後
の
ビ
タ
ミ
ン
B
1
）

を
抽
出
。
脚
気
の
原
因
が
ビ
タ

ミ
ン
B
1
欠
乏
に
よ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
、
結
核

と
な
ら
ぶ
二
大
国
民
病
と
い
わ

れ
た
脚
気
患
者
は
減
少
し
、
一

時
期
姿
を
ひ
そ
め
ま
し
た
。

◆
現
代
人
に
〝
隠
れ
脚
気
〟
！

　
「
江
戸
わ
ず
ら
い
」
と
い
う

こ
と
ば
も
、
い
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
脚
気
と
い
う
と
結
核
と
と

も
に
昔
の
病
気
の
よ
う
に
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
し
か
し
、
脚

気
は
過
去
の
病
気
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
い
ま
若
者
を
中
心
に
脚

気
に
な
る
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て

い
る
の
で
注
意
が
必
要
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

ビ
タ
ミ
ン
B
1
は
不
足
に
気

づ
き
に
く
く
、
現
代
の
食
生
活

で
も
潜
在
的
に
足
り
て
い
な
い

こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
と
く

に
暑
い
夏
は
、
冷
た
い
麺
類

だ
け
で
食
事
を
済
ま
せ
た
り
、

ビ
ー
ル
や
甘
い
清
涼
飲
料
、
デ

ザ
ー
ト
類
の
摂
取
量
が
増
え
た

り
し
て
糖
質
の
摂
取
が
多
く
な

 ※五訂増補日本食品標準成分表　えのきたけ味付け瓶詰と
   比較して、30％減塩したタイプです。

＊化学調味料無添加で、昆布や魚介の旨みにこだわりました。

＊固形分80％なので、“トッピング”や“おにぎりの具材”にも最適です。

＊長野県で採れたえのき茸をじっくり煮込み、うす塩味※でもご飯が
    おいしく食べられる味を実現しました。

ナガノトマト　なめ茸 うす塩味 １kg

現
代
に「
江
戸
わ
ず
ら
い
」？

秘
か
に
蔓
延
す
る「
隠
れ
脚
気
」

 
　
　
　
　

  

猛
暑
で
ビ
タ
ミ
ン
B
1
欠
乏
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る
一
方
、
た
く
さ
ん
の
汗
を
か

い
て
ビ
タ
ミ
ン
B
1
が
失
わ
れ

や
す
い
季
節
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
清
涼
飲
料
水
・

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
・
ス
ナ
ッ

ク
菓
子
な
ど
の
「
ジ
ャ
ン
ク

フ
ー
ド
の
過
剰
摂
取
」
や
「
過

激
な
ダ
イ
エ
ッ
ト
」、
ま
た
食

生
活
へ
の
無
関
心
か
ら
偏
食

に
よ
る
摂
取
不
足
に
な
る
こ

と
の
多
い
若
者
の
間
で
脚
気

が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

◆
ビ
タ
ミ
ン
B
1
不
足
の
予
防

　

ビ
タ
ミ
ン
B
1
の
不
足
は
、

普
段
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か
ら

分
か
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

隠
れ
脚
気
に
な
り
や
す
い
理

由
と
し
て
、

１
．
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
し
て
い
る

２
．  

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
を
よ

く
食
べ
る

３
．  

野
菜
や
果
物
中
心
の
食
事

を
し
て
い
る

４
．
ア
ル
コ
ー
ル
を
よ
く
飲
む

５
．
清
涼
飲
料
水
を
よ
く
飲
む

６
．  

室
内
で
仕
事
を
し
て
い
る

（
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー
）

７
．
激
し
い
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

８
．
汗
を
よ
く
か
く

（
日
本
薬
科
大
学
学
長
・
丁
宗

鐵
さ
ん
の
指
摘
に
よ
る
）

　

こ
の
八
つ
の
項
目
は
、
す
べ

て
ビ
タ
ミ
ン
B
1
と
関
係
が
あ

り
、
チ
ェ
ッ
ク
の
数
が
多
い
人

ほ
ど
、
不
足
し
て
い
る
可
能
性

が
高
く
な
る
と
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ビ
タ

ミ
ン
B
1
を
多
く
含
む
食
品
を

意
識
し
て
摂
取
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

・  

野
菜
や
果
物
に
含
ま
れ
る
ビ

タ
ミ
ン
B
1
は
微
量
な
の

で
、
肉
や
魚
、
大
豆
・
大
豆

製
品
な
ど
も
組
み
合
わ
せ

て
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る

こ
と
。
ビ
タ
ミ
ン
B
1
を
多

く
含
む
食
品
と
し
て
は
、
豚

肉
、
う
な
ぎ
、
豆
類
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

・  

ビ
タ
ミ
ン
B
1
の
多
い
食
品

に
ニ
ン
ニ
ク
、
ネ
ギ
、
ニ
ラ

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、

そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
ア
リ
シ

ン
と
ビ
タ
ミ
ン
B
1
が
結
合

し
て
腸
か
ら
の
吸
収
が
よ
く

な
り
ま
す
。�

（
W
）
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川
柳
味
な
話

江
戸
の
食
生
活
を
か
い
ま
み
る

和
木 
康
光 
著

　先
に
愛
知
県
学
校
給
食
物
資
流
通
協
同
組
合
の
機
関
誌
「
学
流
協

ニ
ュ
ー
ス
」
お
よ
び
当
中
日
本
学
校
給
食
物
資
流
通
組
合
連
合
会
の
機

関
誌
「
中
日
本
給
食
だ
よ
り
」
に
長
期
連
載
さ
れ
、
好
評
で
し
た
コ
ラ

ム
『
川
柳
味
な
話
』
が
こ
の
ほ
ど
再
編
集
、
補
筆
・
修
整
の
う
え
、
発

刊
さ
れ
ま
し
た
。
発
行
元

は
文
芸
社
（
東
京
）
で
、

「
文
芸
社
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
の
一
冊
と
し
て
書
店

で
求
め
ら
れ
ま
す
。

　古
川
柳
を
も
と
に
、
江

戸
時
代
の
食
材
や
飲
食
に

関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
事

柄
・
事
象
を
知
る
も
の
と

し
て
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

新
刊
案
内

定
価
7
0
0
円
（
税
別
）


