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書
評

横
山
智
著

『
納
豆
の
起
源
』

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
四
年
）

田
中
耕
司

Ⅰ第
五
回
地
域
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
賞
研
究
作
品
賞
に
異
色
の
作

品
が
選
ば
れ
た
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
あ
っ
た
。『
納
豆
の
起

源
』
と
題
す
る
本
書
が
な
ぜ
そ
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
。
そ
ん
な
疑

問
を
抱
か
れ
た
読
者
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

も
無
理
は
な
い
と
思
い
つ
つ
、
本
書
も
ま
た
地
域
研
究
の
優
れ
た
作

品
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
、
こ
の
書
評
を
書
こ

う
と
し
て
い
る
。

大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
北
部
地
域
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
東
部
地
域
で
行
わ

れ
た
長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、
納
豆
の
分
布
と
そ
の

起
源
を
論
じ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
地
理
学
を
専
攻
す
る
著
者
は
、

二
〇
〇
〇
年
に
ラ
オ
ス
北
部
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
で
出
会
っ
た
納
豆
に

興
味
を
抱
き
、
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
各
地
で
納
豆
を
探
し

始
め
た
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
は
、
各
地
で
本
格
的
な
調
査
を
実
施
し
、

本
書
刊
行
ま
で
の
七
年
間
に
計
六
三
地
点
を
訪
れ
、
納
豆
の
製
法
、

利
用
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
調
査
が
ま
っ

た
く
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
土
地
も
含
ま
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。

著
者
が
行
っ
た
納
豆
の
調
査
は
、
照
葉
樹
林
文
化
圏
と
も
呼
ば
れ

る
地
域
で
行
わ
れ
た
。
照
葉
樹
林
文
化
の
一
構
成
要
素
と
い
わ
れ
て

き
た
納
豆
を
対
象
と
す
る
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
納
豆
が
利
用
さ
れ
る

こ
の
地
域
で
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
当
然
だ
が
、
著
者
が
各
地
の
調

査
を
経
て
到
達
し
た
の
は
、
照
葉
樹
林
文
化
論
に
対
す
る
批
判
的
立

場
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
化
圏
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
多
く
の
文
化
要

素
が
そ
の
中
心
地
で
あ
る
「
東
亜
半
月
孤
」
に
起
源
し
た
と
い
う
、

文
化
の
一
元
的
な
起
源
説
に
陥
り
が
ち
な
こ
れ
ま
で
の
理
解
に
、
納

豆
の
調
査
を
通
じ
て
再
考
を
促
そ
う
と
す
る
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出

し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
ネ
バ
ネ
バ
と
し
た
納
豆
と
は
異
な
る
糸
を
引
か
な
い
納
豆

に
接
し
た
こ
と
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
納
豆
に
関
心
を
持
ち
は
じ
め
た

著
者
は
、
当
初
、
日
本
の
糸
引
き
納
豆
と
同
じ
も
の
が
東
南
ア
ジ
ア

に
も
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
期
待
と
想
定
、
す
な
わ
ち
照
葉
樹
林
文
化

圏
に
共
通
す
る
物
質
文
化
の
一
つ
と
し
て
納
豆
の
調
査
に
の
め
り
こ
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納
豆
情
報
は
貴
重
な
記
録
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
第
四
章
と
同

様
に
、
納
豆
の
現
在
の
分
布
が
民
族
の
移
動
史
に
深
く
か
か
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
着
想
が
述
べ
ら
れ
る
。

第
六
章
で
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
東
部
の
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ

ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
と
シ
ッ
キ
ム
州
お
よ
び
東
部
ネ
パ
ー
ル
の
納

豆
で
あ
る
。
シ
ッ
キ
ム
と
ネ
パ
ー
ル
で
作
ら
れ
る
納
豆
は
「
キ
ネ

マ
」
と
呼
ば
れ
る
干
し
納
豆
で
、
こ
の
製
法
と
利
用
法
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
照
葉
樹
林
文
化
論
の
な
か
で
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て

き
た
。
一
方
、
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
そ
れ
は
、

天
日
乾
燥
し
た
納
豆
を
竹
の
容
器
に
入
れ
て
長
期
熟
成
し
た
も
の

で
、
形
状
的
に
は
味
噌
に
似
て
お
り
、
他
地
域
の
納
豆
と
は
ま
っ
た

く
系
統
を
異
に
す
る
と
い
う
。

Ⅲ総
論
編
の
第
一
章
「
大
豆
と
日
本
の
納
豆
」
で
は
、
そ
の
章
題
が

示
す
と
お
り
、
納
豆
の
原
料
と
な
る
栽
培
ダ
イ
ズ
の
起
源
や
日
本
へ

の
伝
播
、
そ
し
て
大
豆
加
工
食
品
の
概
説
に
続
け
て
、
国
内
の
さ
ま

ざ
ま
な
納
豆
が
紹
介
さ
れ
る
。
本
書
の
導
入
部
で
あ
る
が
、
続
く
第

二
章
「
世
界
の
納
豆

―
そ
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
」
か
ら
い
よ
い
よ

納
豆
の
起
源
に
か
か
わ
る
記
述
が
始
ま
っ
て
い
く
。

第
二
章
で
は
、
ま
ず
、
枯
草
菌
に
よ
る
無
塩
発
酵
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
る
納
豆
（
著
者
は
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
を
納
豆
と
定
義

し
て
い
る
）
の
ほ
か
に
、
カ
ビ
で
発
酵
さ
せ
る
「
テ
ン
ペ
」
や
「
毛

豆
腐
納
豆
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
納
豆
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

中
尾
佐
助
の
「
納
豆
の
大
三
角
形
」
仮
説
の
登
場
で
あ
る
。
照
葉
樹

林
文
化
論
に
関
心
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
の
有

名
な
仮
説
は
、
納
豆
分
布
の
東
端
で
あ
る
日
本
と
、
西
端
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
、
そ
し
て
テ
ン
ペ
を
つ
く
る
ジ
ャ
ワ
島
の
三
点
を
頂
点
と
す
る
三

角
形
で
括
ら
れ
た
地
域
を
設
定
し
て
、
そ
の
中
心
に
あ
る
雲
南
省
南

部
を
納
豆
の
発
祥
地
と
す
る
考
え
で
、
納
豆
の
起
源
に
関
す
る
一
元

説
で
も
あ
る
。

同
じ
一
元
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
仮
説
と
は
別
の
視
点
か
ら
納
豆

の
起
源
を
論
じ
た
の
が
吉
田
集
而
の
「
豉
・
失
敗
起
源
説
」
で
あ

る
。
麹
カ
ビ
を
生
や
し
た
大
豆
発
酵
食
品
（
豉
や
醤
）
を
つ
く
る
過

程
で
、
発
酵
に
必
要
な
温
度
管
理
に
失
敗
し
て
、
ど
こ
に
で
も
あ
る

枯
草
菌
に
よ
る
発
酵
か
ら
納
豆
が
生
ま
れ
た
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ダ
イ
ズ
の
栽
培
起
源
地
で
あ
る
中
国
江
南
地
方
が
納
豆
の

起
源
地
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
一
元
説
に
代
わ
っ
て
多
元
説
を
提
唱
す
る
う
え
で

の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
「
納
豆
の
発
展
段
階
論
」
と
名
づ
け
ら
れ
た

仮
説
で
あ
る
。
納
豆
製
造
工
程
に
お
け
る
枯
草
菌
の
供
給
源
と
し
て

ん
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
は
、
納
豆
の
多
元

起
源
説
の
提
唱
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
照
葉
樹
林
文
化
論
へ
の
批
判

で
あ
っ
た
。

Ⅱ本
書
は
、
大
き
く
二
部
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。
序
章
か
ら
第
二

章
ま
で
の
導
入
と
第
七
章
の
結
論
か
ら
な
る
総
論
部
分
と
、
個
別
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
ら
れ
た
情
報
を
丹
念
に
記
述
す
る
第
三
章

か
ら
第
六
章
ま
で
の
記
録
部
分
で
あ
る
。
こ
の
二
部
の
う
ち
総
論
部

分
は
照
葉
樹
林
文
化
論
に
か
か
わ
る
論
述
が
多
く
を
占
め
る
の
で
、

ま
ず
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
記
録
部
分
か
ら
紹
介
し
よ
う
。
こ

の
部
分
は
、
著
者
が
歩
ん
だ
調
査
行
に
沿
っ
て
、
第
三
章
「
納
豆
交

差
点

―
ラ
オ
ス
」、
第
四
章
「
多
様
な
る
調
理
法

―
タ
イ
」、
第

五
章
「
納
豆
の
聖
地
へ

―
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
そ
し
て
第
六
章
「
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
納
豆

―
イ
ン
ド
・
ネ
パ
ー
ル
」
と
展
開
す
る
。

二
〇
〇
〇
年
、
著
者
が
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
で
最
初
に
出
会
っ
た
納

豆
（
ト
ゥ
ア
ナ
オ
）
は
、
日
本
の
糸
引
き
納
豆
と
は
形
状
が
異
な

る
、
糸
を
引
か
な
い
ひ
き
割
り
状
納
豆
だ
っ
た
が
、
味
は
ま
っ
た
く

同
じ
だ
っ
た
と
い
う
。
以
来
、
ラ
オ
ス
で
の
調
査
の
都
度
、
関
心
を

つ
の
ら
せ
て
本
格
的
に
納
豆
の
調
査
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
経

緯
が
第
三
章
で
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
る
。
ラ
オ
ス
に
は
「
ひ
き
割
り

状
納
豆
」
や
、
そ
れ
を
加
工
し
た
「
乾
燥
セ
ン
ベ
イ
状
納
豆
」
が
あ

り
、
前
者
は
中
国
か
ら
の
由
来
、
そ
し
て
後
者
は
タ
イ
北
部
か
ら
米

麺
（
カ
オ
ソ
ー
イ
）
の
食
習
慣
と
と
も
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
い
う
想
定
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
章
題
を
納
豆
の
「
交
差

点
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
タ
イ
北
部
で
タ
イ
ヤ
イ
と
呼
ば
れ
る
人
々
や
コ
ン
ム

ア
ン
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
納
豆
の
多
様
な
製
法
と
調
理
法
が
詳
細
に

紹
介
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
山
地
民
で
は
な
く
平
地
に
居
住
す
る
人
々

に
よ
っ
て
納
豆
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
ラ
オ
ス
で

見
聞
し
た
の
と
同
じ
ひ
き
割
り
状
や
乾
燥
セ
ン
ベ
イ
状
納
豆
の
製
法

が
く
わ
し
く
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
、
と
く
に
発
酵
過
程
で
の

植
物
利
用
や
加
工
段
階
で
の
調
味
料
の
添
加
な
ど
、
製
法
や
利
用
に

お
け
る
多
様
性
と
そ
れ
を
担
う
多
様
な
民
族
構
成
に
焦
点
を
あ
て
て

記
述
が
展
開
し
て
い
く
。

日
本
と
同
じ
糸
引
き
納
豆
に
出
会
う
の
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
序
章
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
第
五

章
で
は
、
そ
の
製
法
も
含
め
て
、
粒
状
、
ひ
き
割
り
状
、
乾
燥
セ
ン

ベ
イ
状
な
ど
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
北
部
（
シ
ャ
ン
州
、
カ
チ
ン
州
、
チ
ン

州
）
の
各
民
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
納
豆
の
製
法
と
利
用
法
が
詳
述
さ
れ

る
。
調
査
研
究
事
例
が
少
な
い
地
域
だ
け
に
、
本
章
で
紹
介
さ
れ
る
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と
し
て
評
価
で
き
る
。
文
化
の
多
様
性
の
中
心
地
（
納
豆
の
場
合
で

あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
カ
チ
ン
州
か
）
が
起
源
地
で
な

い
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
栽
培
植
物
起
源
論
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

著
者
は
、
そ
の
成
果
に
も
言
及
し
つ
つ
納
豆
の
多
元
起
源
説
を
提
唱

し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
納
豆
起
源
に
関
す
る
も
っ
と
も
説
得
力
の

あ
る
仮
説
が
提
示
さ
れ
た
と
評
者
も
受
け
止
め
て
い
る
。

た
だ
し
、「
発
展
段
階
説
」
と
い
う
名
付
け
が
適
当
な
の
か
と
い

う
疑
問
も
持
っ
て
い
る
。
多
元
説
を
主
張
す
る
以
上
、
一
元
論
と
も

捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
「
発
展
段
階
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
吟
味
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
。
ま
た
中
尾
佐
助
が
言
及

す
る
「
エ
ー
ジ
・
ア
ン
ド
・
エ
リ
ア
」
の
仮
説
（
方
言
周
圏
説
と
同

じ
も
の
）
を
援
用
し
つ
つ
著
者
は
多
元
説
に
到
達
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
、
常
に
、
実
物
と
情
報
の
ど
ち
ら
が
伝
播
し
た
の
か

と
い
う
問
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
。
発
酵
食
品
を
利
用
す
る
文
化

が
す
で
に
広
く
成
立
し
て
い
る
地
域
で
納
豆
が
た
ま
た
ま
出
来
上

が
っ
た
と
す
る
多
元
説
が
、
納
豆
の
発
展
段
階
仮
説
と
ど
う
整
合
す

る
の
か
。
そ
の
点
を
も
っ
と
深
く
議
論
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
思

い
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
著
者
が
ま
だ
調
査
し
て
い
な

い
中
国
西
南
部
も
含
め
た
、
よ
り
広
範
囲
の
比
較
調
査
が
必
要
で
、

今
後
、
中
国
で
の
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

地
域
研
究
の
視
点
か
ら
本
書
を
み
た
と
き
、
も
っ
と
も
評
価
で
き

る
の
は
、
納
豆
の
起
源
論
か
ら
照
葉
樹
林
文
化
圏
あ
る
い
は
そ
の
文

化
論
の
再
考
へ
と
議
論
を
展
開
し
た
点
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後

半
に
照
葉
樹
林
文
化
論
が
提
唱
さ
れ
、
七
〇
年
代
前
半
に
「
納
豆
の

大
三
角
形
」
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
四
〇
年
以
上
が
経
っ

て
い
る
。
そ
の
間
、
一
定
の
文
化
を
共
有
す
る
地
域
単
位
と
し
て
照

葉
樹
林
文
化
圏
と
い
う
考
え
方
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
な
か
に
あ
っ
て
、
納
豆
と
い
う
一
文
化
要
素
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
地
域
設
定
に
つ
い
て
一
石
を
投
じ
よ
う
と
し
た
著
者
の
姿
勢
を

ま
ず
評
価
し
た
い
。

と
同
時
に
、
本
書
を
読
了
し
て
の
印
象
は
、「
納
豆
に
つ
い
て
は

よ
く
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
照
葉
樹
林
文
化
圏
そ
の
も
の
を
著
者
は

ど
う
と
ら
え
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
だ
っ
た
。
食
品

に
限
っ
た
だ
け
で
も
、
納
豆
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
発

酵
食
品
を
利
用
す
る
文
化
や
、
比
較
的
粘
っ
た
で
ん
ぷ
ん
食
を
好
む

文
化
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
こ
の
地
域
に
共
通
す
る
多
く
の
文
化

特
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
著
者
も
含
め

て
、
こ
の
地
域
に
関
心
を
も
つ
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
照
葉
樹

林
文
化
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
要
素
に
つ
い
て
も
本
書
の
よ

う
な
作
品
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
、
照
葉
樹
林
文
化
圏
と
呼
ば
れ

た
地
域
の
い
っ
そ
う
の
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

利
用
さ
れ
る
植
物
の
有
無
や
そ
の
種
類
か
ら
、
納
豆
の
製
造
に
は
四

つ
の
発
展
段
階
が
あ
る
と
す
る
仮
説
で
あ
る
。
茹
で
た
大
豆
を
あ
る

特
定
の
植
物
の
葉
で
包
ん
で
発
酵
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
偶
然
に
（
失
敗

し
て
）
納
豆
が
で
き
て
、
そ
の
後
、
そ
の
製
法
を
踏
襲
し
て
納
豆
を

継
続
し
て
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
「
第
一
段
階
」
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
さ
ら
に
美
味
し
い
納
豆
を
つ
く
り
、
し
か
も
そ
れ
を
大

量
に
つ
く
ろ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
い
て
、
よ
り
適
当
な

植
物
の
葉
を
試
そ
う
と
す
る
は
ず
で
、
こ
う
し
た
試
行
を
経
て
成
立

す
る
の
が
「
第
二
段
階
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葉
で
包
む
段
階
か
ら

何
ら
か
の
容
器
に
葉
を
敷
い
て
発
酵
さ
せ
る
「
第
三
段
階
」
を
経

て
、
最
終
的
に
は
葉
を
使
わ
ず
に
、
竹
籠
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
袋
、
さ

ら
に
は
段
ボ
ー
ル
の
な
か
で
発
酵
さ
せ
る
「
第
四
段
階
」
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

こ
の
発
展
段
階
仮
説
を
念
頭
に
各
地
の
納
豆
の
製
法
と
そ
の
形
状

が
比
較
さ
れ
、
さ
ら
に
は
納
豆
を
製
造
す
る
民
族
の
移
動
を
加
味
し

て
、（
一
）
シ
ャ
ン
州
を
中
心
に
ラ
オ
ス
北
部
や
タ
イ
北
部
、
チ
ン

州
を
含
む
「
東
南
ア
ジ
ア
・
タ
イ
系
」、（
二
）
植
物
の
葉
を
用
い
て

粒
状
の
糸
引
き
納
豆
を
つ
く
る
カ
チ
ン
州
の
「
東
南
ア
ジ
ア
・
カ
チ

ン
系
」、（
三
）
熟
成
さ
せ
た
納
豆
を
つ
く
る
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
・
プ

ラ
デ
ー
シ
ュ
州
や
ブ
ー
タ
ン
東
部
の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
系
」、

（
四
）
キ
ネ
マ
と
呼
ぶ
納
豆
を
つ
く
る
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ネ
パ
ー
ル
系
」

の
四
類
型
が
独
立
し
て
成
立
し
、
現
在
の
多
様
な
納
豆
分
布
に
至
っ

た
と
い
う
結
論
が
提
示
さ
れ
る
。

Ⅳ本
書
を
手
に
し
て
ま
ず
感
じ
た
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の

デ
ー
タ
を
実
に
丹
念
に
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
記
録

編
の
記
述
が
そ
れ
に
該
当
す
る
が
、
著
者
が
見
聞
し
た
納
豆
の
形
状

や
製
法
、
利
用
法
を
丹
念
か
つ
精
確
に
記
す
こ
と
が
各
章
に
共
通
す

る
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
地
と
生
産
者
に
関
す
る
情
報
や
製
法

を
一
つ
一
つ
写
真
を
使
っ
て
具
体
的
に
示
す
だ
け
で
な
く
、
精
細
に

作
製
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
地
図
や
製
造
過
程
の
簡
潔
な
工
程
図
の
お

か
げ
で
、
各
章
を
横
断
的
に
、
と
い
う
こ
と
は
読
者
に
と
っ
て
も
調

査
地
域
を
横
断
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
情
報
を
第
三
者
も
再
利
用
で
き
る
形
で

提
供
し
て
い
る
こ
と
も
、
地
域
研
究
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
成
果
発
表
手
法
と
し
て
参
考
に
な
る
事
例
で
あ
る
。

本
書
を
各
地
の
納
豆
を
通
地
域
的
な
視
点
か
ら
比
較
す
る
物
質
文

化
研
究
と
位
置
づ
け
れ
ば
、
そ
の
研
究
手
法
自
体
に
新
し
さ
は
な
い

が
、
そ
の
結
論
と
し
て
提
示
し
た
多
元
仮
説
は
、
一
元
的
起
源
に
陥

り
が
ち
な
文
化
起
源
論
に
対
し
て
新
た
な
問
題
提
起
を
行
っ
た
も
の



307 第五回地域研究コンソーシアム賞　受賞者発表 306

書
評

箕
曲
在
弘 

著

『
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
人
類
学

―
ラ
オ
ス
南
部
ボ
ー
ラ
ヴ
ェ
ー
ン
高
原
に

お
け
る
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
農
村
の
生
活
と
協
同
組
合
』

（
め
こ
ん
、
二
〇
一
四
年
）

藤
倉
達
郎

本
書
の
起
点
は
、
一
見
、
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
は
生
産
者
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

消
費
者
は
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
コ
ー
ヒ
ー
を
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
途
上
国
の

生
産
者
の
収
入
と
生
活
の
向
上
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
喧
伝

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
制
度
が
し
っ

か
り
と
作
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
計
画
通
り
の
報
酬
が
末
端
の
農

民
ま
で
届
き
、
そ
れ
が
そ
の
人
た
ち
が
貧
困
を
克
服
す
る
力
に
な
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
「
そ
ん
な
に
う
ま
く
い
く
わ
け
は
な
い
」
と

い
う
の
が
本
書
の
著
者
の
直
観
で
あ
っ
た
（
二
頁
）。
だ
が
一
方
で
、

著
者
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
含
む
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
通
じ
た
社
会
運
動
に
「
あ
る
種
の
期
待
と
憧
れ
」
も

持
っ
て
い
た
（
二
頁
）。
そ
も
そ
も
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
本
当
に

◉
著
者
紹
介
◉

①
氏
名
…
…
田
中
耕
司（
た
な
か
・
こ
う
じ
）。

②
所
属
・
職
名
…
…
国
際
協
力
事
業
団
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
イ
エ
ジ
ン
農
業
大

学
能
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
フ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。

③
生
年
・
出
身
地
…
…
一
九
四
七
年
、
大
阪
府
。

④
専
門
分
野
・
地
域
…
…
東
南
ア
ジ
ア
研
究
・
熱
帯
農
学
。

⑤
学
歴
…
…
京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科（
農
学
専
攻
）博
士
課
程
中
退
。

⑥
職
歴
…
…
京
都
大
学
農
学
部
助
手
、同
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

助
手
・
助
教
授
・
教
授
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
・
所
長
、
地
域
研

究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
長
、
京
都
大
学
退
職
後
、
同
大
学
白
眉
研
究
セ

ン
タ
ー
長
、
学
術
研
究
支
援
室
長
を
経
て
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
よ
り

現
職
。

⑦
現
地
滞
在
経
験
…
…
農
学
部
助
手
時
代
か
ら
退
職
ま
で
中
国
南
部
、
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
、
イ
ン
ド
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
マ
ダ

ガ
ス
カ
ル
等
で
長
期
・
短
期
の
調
査
に
従
事
。

⑧
研
究
手
法
…
…
調
査
地
域
の「
履
歴
」を
描
く
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で

の
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
を
実
施
。

⑨
所
属
学
会
…
…
東
南
ア
ジ
ア
学
会
、
日
本
熱
帯
農
業
学
会
、
生
き
物
文

化
誌
学
会
。

⑩
推
薦
図
書
…
…
桑
子
敏
雄『
西
行
の
風
景
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九

九
年
）。

現
地
の
人
た
ち
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
を
、
長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
学
問
的
に
調
べ
た
研
究
は
少
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
運
動
を

批
判
す
る
こ
と
も
、
推
進
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（
二
頁
）。
そ
こ

で
著
者
は
、
以
前
か
ら
関
心
を
持
っ
て
い
た
ラ
オ
ス
南
部
高
原
地
域

に
お
け
る
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
コ
ー
ヒ
ー
生
産
者
へ
の
影
響
を
、

博
士
論
文
の
テ
ー
マ
に
選
ぶ
。
本
書
は
、
ラ
オ
ス
に
お
け
る
計
一
四

カ
月
間
に
わ
た
る
詳
細
で
緻
密
な
人
類
学
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

経
て
書
か
れ
た
博
士
論
文
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
先
行
文
献
を
参
照
し
な
が
ら
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の

生
産
者
へ
の
影
響
を
直
接
的
な
も
の
と
、
間
接
的
な
も
の
と
に
整
理

す
る
。
直
接
的
な
影
響
は
主
に
生
産
者
の
収
入
の
向
上
で
あ
る
。
間

接
的
な
影
響
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
当
該
社

会
の
社
会
関
係
の
変
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
直
接
的
影
響
は
本

書
第
二
部
で
、
間
接
的
影
響
は
第
三
部
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら

が
本
書
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
行
す
る
第
一
部
で
は
、

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
運
動
の
歴
史
と
現
状
、
調
査
地
に
お
け
る
焼
畑
か

ら
コ
ー
ヒ
ー
へ
と
い
う
生
業
形
態
の
変
遷
、
お
よ
び
調
査
対
象
で
あ

る
三
つ
の
生
産
協
同
組
合
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。第

二
部
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
問
い
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
通

じ
て
農
民
が
得
る
報
酬
は
果
た
し
て
市
場
で
得
ら
れ
る
も
の
よ
り
も

多
い
と
い
え
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
利
益
は
家
計
収
入
全
体
の
何
％

に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
地
の
二
つ
の
村
で
、
大

変
な
労
力
を
か
け
た
調
査
を
通
じ
て
著
者
が
た
ど
り
つ
く
結
論
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
生
産
者
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
生
産
協
同
組

合
に
コ
ー
ヒ
ー
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
報
酬
と
、
そ
れ
を
仮
に

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
枠
外
に
い
る
仲
買
人
に
売
っ
た
場
合
と
の
間
に

生
じ
た
差
額
は
、
い
ず
れ
の
村
に
お
い
て
も
、
総
収
入
の
五
％
程
度

で
あ
る
（
二
三
四
―
五
頁
）。
さ
ら
に
多
く
の
生
産
者
は
、
組
合
と

仲
買
人
の
両
方
に
コ
ー
ヒ
ー
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
明
ら
か

に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
関
し
て
は
、
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
が
生
産
者
に
大
幅
な
収
入
の
上
昇
を
も
た
ら
し
て
い
な

い
、
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

社
会
関
係
へ
の
影
響
を
と
り
あ
げ
る
第
三
部
で
は
、
調
査
地
に
お

け
る
双
系
的
な
親
族
制
や
権
力
や
威
信
の
あ
り
か
た
や
（
第
七
章
）、

仲
買
人
と
協
同
組
合
と
の
関
係
（
第
八
章
）
が
論
じ
ら
れ
る
。
コ
ー

ヒ
ー
の
買
い
付
け
に
お
い
て
、
協
同
組
合
と
競
争
関
係
に
あ
る
仲
買

人
は
、
往
々
に
し
て
高
利
貸
し
で
も
あ
る
。
協
同
組
合
活
動
を
通
し

て
、
生
産
者
が
仲
買
人
か
ら
自
由
に
な
る
、
と
い
う
の
も
市
民
運
動

と
し
て
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
が
持
ち
う
る
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
著

者
は
ま
ず
仲
買
人
が
機
能
と
権
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か


