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日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
４
） 

ヒ
ジ
キ
・
モ
ズ
ク
利
用
の
歴
史
と
伝
統
料
理 

今
田
節
子 

 

ワ
カ
メ
と
な
ら
び
使
用
頻
度
が
高
い
海
藻
に
ヒ
ジ
キ
と

モ
ズ
ク
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
海
藻
利
用
の
歴
史
も
長
く
、

単
な
る
日
常
的
な
食
材
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
救
荒
食
、

健
康
食
と
し
て
も
我
々
の
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
ち
、

海
藻
の
食
文
化
の
一
端
を
築
い
て
き
た
。 

 

（
１
）
ヒ
ジ
キ 

正
税
や
供
養
料
と
し
て
の
利
用
は
み

ら
れ
ず
、
多
く
は
救
荒
食
、
日
常
食
と
し
て
の
利
用
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
本
草
書
に
は
「
晒
乾
し
て

よ
く
か
れ
た
る
を
つ
き
く
だ
き 

米
粒
の
ご
と
く
な
し
て

米
と
お
な
し
く
飯
に
か
し
き
て
飢
荒
を
す
く
う
、
貧
家
は

常
の
食
に
用
ふ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ジ
キ
飯
を
凶

作
や
不
漁
の
際
の
主
食
と
し
て
食
べ
、
貧
家
で
は
ヒ
ジ
キ

を
米
に
混
ぜ
る
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
第
二
次
大
戦
前
後
の
救
荒
食
と
し
て
も

よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
。 

 

ヒ
ジ
キ
は
初
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
採
取
さ
れ
る
が
、

生
ヒ
ジ
キ
は
渋
み
が
あ
り
、
生
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
ま
た
、
生
ヒ
ジ
キ
を
そ
の
ま
ま
乾
燥
し
た
も
の
は

な
か
な
か
柔
ら
か
く
煮
え
ず
、
黒
い
あ
く
が
で
て
使
い
に

く
い
。
そ
の
た
め
水
洗
い
し
た
ヒ
ジ
キ
を
大
き
な
鉄
釜
に

入
れ
て
三
〜
四
時
間
程
度
ゆ
で
、
冷
え
る
ま
で
一
夜
蒸
ら

し
、
翌
日
、
柔
ら
か
く
な
っ
た
ヒ
ジ
キ
を
十
分
天
日
乾
燥

し
て
保
存
す
る
。
茹
で
汁
に
酢
を
少
量
入
れ
る
と
ヒ
ジ
キ

の
軟
化
が
早
い
が
、
家
庭
用
の
場
合
は
食
酢
の
代
わ
り
に

山
畑
や
庭
先
で
栽
培
し
て
い
る
ミ
カ
ン
や
ダ
イ
ダ
イ
な
ど

の
柑
橘
類
の
輪
切
り
を
入
れ
た
り
、
梅
干
し
を
よ
く
使
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
鉄
鍋
で
茹
で
る
と
黒
く
色
好
く

仕
上
が
る
と
い
わ
れ
、
鉄
鍋
が
な
い
場
合
は
鉄
釘
を
入
れ

て
茹
で
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ヒ
ジ
キ
の
色
素
が
鉄

イ
オ
ン
と
結
合
し
て
変
色
を
防
ぎ
、
真
っ
黒
く
仕
上
が
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
梅
雨
を
越
し
た
も
の
の
方
が
、

ま
た
、
一
、
二
年
た
っ
た
も
の
の
方
が
柔
ら
か
く
煮
え
る

と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
見
越
し
て
多
め
に
保
存
し
、
前
年
の

も
の
か
ら
使
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
全
て
経
験
的

に
工
夫
さ
れ
た
合
理
的
な
加
工
法
で
あ
る
。 

 

ヒ
ジ
キ
は
日
常
食
と
し
て
の
利
用
が
多
く
、
非
日
常
食

と
し
て
は
盆
、
法
事
、
葬
式
な
ど
の
仏
事
の
精
進
料
理
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ヒ
ジ
キ
の
煮
物
、
ヒ
ジ
キ

の
白
和
え
、
ヒ
ジ
キ
飯
な
ど
が
中
心
で
、
大
豆
や
大
豆
製

品
、
野
菜
類
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
た
ん
ぱ
く
質
や
う

ま
味
を
補
い
、
よ
り
お
い
し
く
、
栄
養
の
あ
る
ヒ
ジ
キ
料

理
に
仕
上
が
っ
た
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
味
の
な
い
ヒ
ジ
キ

を
お
い
し
く
食
べ
る
た
め
、
油
で
炒
め
て
煮
る
と
い
う
工

夫
が
み
ら
れ
る
。
油
の
こ
く
と
ほ
の
か
な
う
ま
味
を
生
か

し
た
も
の
で
、
油
に
よ
っ
て
高
温
が
得
ら
れ
る
た
め
ヒ
ジ

キ
が
や
わ
ら
か
く
煮
え
や
す
い
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
。 

 

（
２
）
モ
ズ
ク 

平
安
初
期
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
に

「
水
雲 

倭
名 

毛
豆
久
」
と
あ
り
、
モ
ズ
ク
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
モ
ズ
ク
は
比
較
的
波
の
静
か
な
内

湾
の
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
自
生
し
、
水
中
に
ふ
わ
ふ
わ
漂
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っ
た
よ
う
に
見
え
る
た
め
に
、
水
雲
と
い
う
漢
字
が
当
て

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
モ
ズ
ク
の
形
態
や
食
べ
方

な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
で
、
『
本
朝
食

鑑
』
な
ど
に
は
、「
乱
糸
の
よ
う
で
互
い
に
絡
み
合
い
、

青
黒
色
を
し
て
お
り
、
毒
は
な
く
柔
ら
か
で
滑
ら
か
で
あ

る
」
と
性
質
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
食
べ
方
に
つ
い
て
は

生
食
、
酢
や
生
姜
酢
に
和
え
る
、
味
噌
汁
と
あ
り
、
今
日

の
モ
ズ
ク
の
食
べ
方
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

モ
ズ
ク
は
乾
燥
保
存
が
不
可
能
で
、
い
ず
れ
の
地
域
で

も
塩
漬
け
に
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
塩
加
減
は
モ
ズ
ク

と
塩
を
同
量
、
モ
ズ
ク
一
斗
に
対
し
て
塩
一
升
、
モ
ズ
ク

一
升
に
塩
五
〜
六
合
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
高
濃
度
の

塩
で
漬
け
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
塩
蔵
法
に
よ
っ
て
腐
敗

が
防
止
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
味
や
香
り
、
色
も
ほ
と
ん

ど
変
化
す
る
こ
と
な
く
保
存
で
き
る
。
野
菜
の
漬
け
物
で

あ
れ
ば
脱
水
さ
れ
す
ぎ
て
歯
切
れ
が
悪
く
な
る
塩
加
減
で

あ
る
。
し
か
し
、
モ
ズ
ク
に
は
塩
が
浸
透
し
に
く
く
、
水

で
塩
を
十
分
洗
い
流
せ
ば
も
と
の
滑
ら
か
さ
に
な
る
と
い

う
利
点
が
あ
る
。
塩
漬
け
は
、
こ
の
性
質
を
上
手
に
生
か

し
た
保
存
法
で
、
現
在
で
も
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。 

 

モ
ズ
ク
に
は
本
モ
ズ
ク
と
岩
モ
ズ
ク
が
あ
る
。
本
モ
ズ

ク
は
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
着
生
し
、
細
く
て
ツ
ル
ツ
ル
と

し
た
滑
ら
か
さ
が
あ
り
、
岩
モ
ズ
ク
よ
り
上
質
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
岩
モ
ズ
ク
は
海
底

の
岩
や
石
に
自
生
し
、
太
く
て
シ
ャ
リ
シ
ャ
リ
と
し
た
歯

ご
た
え
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
水
で
よ
く
塩
を
洗
い
流
し
て

塩
抜
き
を
し
、
酢
の
物
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
。
日
常
食
と
し
て
食
べ
ら
れ
た
が
、
冷
た
く
喉
ご

し
が
よ
い
た
め
に
夏
の
客
料
理
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
変
わ
っ
た
モ
ズ
ク
料
理
と
し
て
は
近
畿
地

方
に
「
た
け
の
こ
モ
ズ
ク
漬
け
」
が
み
ら
れ
、
塩
漬
け
の

モ
ズ
ク
を
漬
床
に
し
て
茹
で
筍
を
漬
け
た
も
の
で
、
筍
は

塩
抜
き
し
て
煮
物
に
さ
れ
た
。
ま
た
、「
モ
ズ
ク
の
味
噌

汁
」
や
「
モ
ズ
ク
粥
」
を
作
る
こ
と
も
あ
り
、
熱
い
味
噌

汁
や
粥
の
中
で
ド
ロ
ッ
と
モ
ズ
ク
が
溶
け
か
け
、
喉
越
し

も
よ
く
、
体
が
温
ま
る
と
い
わ
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
ヒ
ジ
キ
と
モ
ズ
ク
の
食
文
化
は
、
コ
ン
ブ

や
ワ
カ
メ
に
比
較
し
、
よ
り
庶
民
的
で
日
常
的
な
係
わ
り

の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。
現
在
で
は
ヒ
ジ
キ
の
煮
物
や
和
え
物
、
モ
ズ
ク
の

酢
の
物
な
ど
が
ス
パ
ー
の
総
菜
コ
ー
ナ
ー
に
は
年
中
な
ら

ん
で
い
る
。
ま
た
、
漁
業
組
合
婦
人
部
の
活
動
と
し
て
モ

ズ
ク
の
佃
煮
な
ど
の
新
し
い
利
用
法
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

ヒ
ジ
キ
や
モ
ズ
ク
は
食
物
繊
維
や
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
有
効
な
生
理
活
性
物
質
を
含
む
健
康

食
と
し
て
そ
の
価
値
が
見
直
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

〔
主
な
参
考
文
献
〕 

（
１
）『
復
刻
日
本
古
典
全
集
』
延
喜
式
、
正
宗
敦
夫
編
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
。（
２
）『
古
事
類
苑
』 

植
物

部 

普
及
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
。（
３
）『
食
物

本
草
本
大
成
』
庖
厨
備
用
倭
名
本
草
、
吉
井
始
子
編
、
臨

川
書
店
、
一
九
八
〇
。（
４
）『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』 

本
文
編
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
、

臨
川
書
店
、
一
九
七
七
。（
５
）『
本
朝
食
鑑 
』
一
巻
、

人
見
必
大
著
・
島
田
勇
雄
訳
注
、
平
凡
社
、
一
九
七
六
。 

（
６
）
今
田
節
子
著
『
海
藻
の
食
文
化
』、
成
山
堂
書
店
、

二
〇
〇
三
。（
７
）
山
田
信
男
著
『
海
藻
利
用
の
科
学
』、

成
山
堂
、
二
〇
〇
〇
。 

 

日
本
の
霊
場
４ 

甲
斐 

七
覚
山
円
楽
寺
（
山
梨
県
東
八
代
郡
中
道
町
） 

小
嶋
博
巳 

 

山
ば
か
り
な
の
に
山
ナ
シ
県
、
と
言
っ
て
は
怒
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
甲
斐
は
山
国
で
あ
る
。
国
名
は
山や
ま

峡か
い

、

つ
ま
り
山
と
山
の
あ
い
だ
の
狭
い
と
こ
ろ
の
意
だ
と
い
う
。

一
宮
の
浅
間
神
社
（
一
宮
町
）
や
北
口
本
宮
富
士
浅
間
神

社
（
富
士
吉
田
市
）
な
ど
の
富
士
を
祀
る
諸
社
を
は
じ
め
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
国
の
霊
場
に
は
山
岳
信
仰
の

影
が
濃
い
。
知
名
度
と
参
詣
者
数
で
は
随
一
の
日
蓮
宗
総

本
山
・
身
延
山
久
遠
寺
に
し
て
も
、
そ
の
奥
に
あ
る
七
面

山
の
信
仰
と
無
関
係
で
は
な
い
。 

 

七
覚
山
円
楽
寺
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い

寺
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
現
在
は
、
遠
近
か
ら
多
数
の

参
詣
者
が
訪
れ
る
と
い
う
意
味
の
霊
場
寺
院
で
は
な
い
。

私
が
訪
れ
た
際
、
最
寄
り
の
Ｊ
Ｒ
身
延
線
・
市
川
大
門
駅

か
ら
乗
っ
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
す
ら
、
そ
の
名
を
は

じ
め
て
聞
い
た
様
子
で
あ
っ
た
。
た
た
ず
ま
い
も
実
に
ひ

っ
そ
り
と
、
簡
素
と
も
言
え
る
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
こ
の
寺
を
取
り
上
げ
る
の
は
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
こ
こ
が
六
十
六
部
（
日
本
廻

国
）
の
巡
礼
者
た
ち
が
甲
斐
国
に
お
い
て
ま
ず
め
ざ
す
聖
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地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 
六
十
六
部
と
い
う
巡
礼
は
、
日
本
全
国
を
巡
り
歩
く
き

わ
め
て
規
模
の
大
き
な
巡
礼
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の
巡
礼

地
が
一
義
的
に
は
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
際
立
っ

た
特
徴
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
巡
礼
と
は
な
に
か
、
さ

ら
に
宗
教
的
遍
歴
と
は
な
に
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
、
巡
礼
地
の
選
択
は
ま

っ
た
く
巡
礼
者
の
随
意
で
何
の
目
安
も
示
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
情
報
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
く
に
近
世
中
後
期
に
は
、
こ
の
巡
礼
に
ま
つ
わ
る
奇
妙

な
話
を
語
る
縁
起
と
と
も
に
、
国
ご
と
に
一
な
い
し
三
か

所
の
巡
礼
地
を
示
す
納
経
所
一
覧
（
巡
礼
地
リ
ス
ト
）
が

何
種
も
出
版
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
一
覧
に
甲
斐
国
の

納
経
所
と
し
て
か
な
ら
ず
登
場
す
る
の
が
、
七
覚
山
円
楽

寺
な
の
で
あ
る
。 

 

円
楽
寺
は
、
東
八
代
郡
中
道
町
右う

左ば

口ぐ
ち

に
所
在
す
る

新
義
真
言
宗
（
真
言
宗
智
山
派
）
の
寺
院
で
あ
る
。
右
左

口
は
甲
府
盆
地
と
富
士
山
麓
と
を
隔
て
る
御み

坂さ
か

山
地
の

北
側
に
位
置
し
、
こ
の
山
地
を
越
え
て
甲
斐
と
駿
河
を
結

ぶ
中な
か

道み
ち

往
還
の
宿
で
あ
っ
た
。
峠
を
少
し
登
れ
ば
背
後

に
甲
府
盆
地
が
一
望
さ
れ
、
南
へ
と
峠
を
越
え
れ
ば
道
は

や
が
て
富
士
五
湖
の
一
つ
精
し
ょ
う

進じ

湖
の
ほ
と
り
に
出
、
さ

ら
に
富
士
を
左
手
に
見
な
が
ら
駿
河
湾
に
向
か
っ
て
南
下

し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。 

 

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
呪
術
を
も
っ
て
人
を
惑
わ
し
た
と
し

て
伊
豆
に
流
さ
れ
た
役え
ん

小の
お

角づ
ぬ

（
役
え
ん
の

行
ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

）
が
、
富
士

登
拝
の
基
点
と
し
て
こ
こ
を
開
い
た
の
だ
と
い
う
。
境
内

か
ら
道
と
小
川
を
隔
て
た
西
南
の
山
腹
に
鎮
座
す
る
五
社

神
社
の
背
後
に
、
か
つ
て
は
行
者
堂
が
あ
り
、
か
な
り
古

い
作
例
に
属
す
役
行
者
像
（
延
慶
二
年=

一
三
〇
九=

の
修

復
銘
を
も
つ
）
を
祀
っ
て
い
た
。
行
者
堂
は
一
九
五
九
年

の
伊
勢
湾
台
風
で
倒
壊
し
、
行
者
像
は
い
ま
は
本
堂
に
移

さ
れ
て
い
る
。
五
社
神
社
自
体
も
、
現
在
は
右
左
口
地
区

の
村
氏
神
で
あ
る
が
、
明
治
の
神
仏
分
離
以
前
は
円
楽
寺

と
一
体
の
五
社
権
現
で
あ
っ
た
。「
五
社
」
は
熊
野
・
白

山
・
金
峰
・
伊
豆
・
箱
根
で
あ
る
と
い
う
。
む
し
ろ
こ
ち

ら
が
本
来
の
聖
地
、
円
楽
寺
は
こ
こ
を
管
理
す
る
別
当
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
熊
野
を
は
じ
め
と
す
る
霊
山
の

神
々
を
祀
り
、
修
験
の
祖
・
役
小
角
を
開
山
と
す
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
七
覚
山
も
ま
た
、
山
岳
信

仰
―
修
験
道
の
聖
地
で
あ
っ
た
。
文
化
年
間
成
立
の
『
甲

斐
国
志
』
に
は
、
諸
堂
社
の
ほ
か
に
三
つ
の
塔
頭
、
三
十

二
坊
、
十
二
の
末
寺
な
ど
の
存
在
が
記
さ
れ
、
相
応
の
朱

印
地
も
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
広
義
の
富
士
信
仰
圏
の
一

角
を
占
め
る
、
甲
斐
の
修
験
道
の
セ
ン
タ
ー
の
一
つ
と
考

え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
よ
う
に
少
々
寂
し
い
姿

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
例
に
よ
っ
て
明
治
の
神
仏
分

離
と
、
そ
の
後
の
火
災
（
一
八
七
八
年
）
が
大
き
く
災
い

し
て
い
る
。 

 

六
十
六
部
の
巡
礼
者
が
参
り
、
経
典
を
奉
納
し
た
の
は
、

行
者
堂
に
北
接
す
る
、
こ
れ
も
伊
勢
湾
台
風
で
倒
壊
し
た

六
角
堂
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
に
は
頼
朝

の
伝
説
が
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
。『
甲
斐
国
志
』
は
、

六
角
堂
内
に
廻
国
者
（
六
十
六
部
巡
礼
者
）
が
元
祖
と
す

る
と
こ
ろ
の
頼
朝
坊
の
石
塔
婆
が
あ
る
と
記
し
、
続
け
て

「
頼
朝
の
事
稗
説
あ
り
今
略
し
て
不
レ

記
」
と
し
て
い
る
。

稗は
い

説せ
つ

は
民
間
の
俗
説
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

廻
国
納
経
を
実
践
し
た
頼ら
い

朝
ち
ょ
う

坊ぼ
う

と
い
う
聖
が
転
生
し
て

将
軍
頼
朝
と
な
っ
た
と
い
う
物
語
―
―
六
十
六
部
縁
起
の

説
く
物
語
を
さ
す
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
こ

こ
に
参
っ
た
日
向
の
修
験
者
・
野
田
泉
光
院
は
、
円
楽
寺

に
「
頼
朝
の
笈
」
が
あ
る
と
旅
日
記
に
記
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
頼
朝
の
前
世
の
（
つ
ま
り
頼
朝
坊
の
）
笈
と
称
す

る
も
の
が
あ
っ
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
。 

 

六
角
堂
に
は
ま
た
、
巡
礼
者
が
経
典
を
奉
納
す
る
た
め

の
鉄
塔
が
設
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
享
保
年
間
の
こ
の

寺
の
納
経
請
取
に
、「
聖
武
皇
帝
如
法
経
六
十
六
部
之
納

経
鉄
塔
之
旧
崛
」
と
見
え
る
。
こ
の
連
載
が
石
見
国
ま
で

行
き
着
け
た
な
ら
、
そ
こ
で
詳
し
く
触
れ
た
い
と
思
っ
て

い
る
が
、
各
国
の
霊
場
に
は
六
十
六
部
の
巡
礼
者
が
経
を

納
め
る
た
め
の
鉄
塔
を
設
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

完
全
な
形
で
現
存
す
る
石
見
の
大
田
南
八
幡
宮
（
島
根
県

大
田
市
）
の
事
例
の
ほ
か
、
残
欠
や
絵
画
資
料
が
い
く
つ

か
遺
る
。
巡
礼
者
た
ち
は
経
典
を
入
れ
た
銅
製
経
筒
を
そ

こ
に
納
入
（
あ
る
い
は
投
入
）
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
様
は
か
つ
て
の
円
筒
型
郵
便
ポ
ス
ト
を
想
像
し
て
も

ら
え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鉄
塔
の
建
造
年
代
は
十
四
世
紀

で
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
が
多
い
。
七
覚
山
の
場
合
、
厳

密
に
言
え
ば
鉄
塔
の
所
在
地
を
示
す
資
料
を
欠
く
が
、
大

田
南
八
幡
宮
で
も
鉄
塔
は
六
角
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
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か
ら
、
こ
こ
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
大
田

南
八
幡
宮
に
は
ま
た
、
鉄
塔
は
頼
朝
の
寄
進
に
な
る
と
の

伝
が
あ
り
、
七
覚
山
の
例
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
納
経
鉄

塔
と
頼
朝
前
世
の
廻
国
の
物
語
と
を
結
び
つ
け
る
考
え
方

が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

七
覚
山
が
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
に
お
け
る
甲
斐
の
代
表

的
巡
礼
地
（
納
経
所
）
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
こ

の
国
に
お
け
る
山
岳
信
仰
―
修
験
道
の
中
核
で
あ
っ
た
と

い
う
一
般
論
的
な
事
実
以
上
の
こ
と
を
、
い
ま
は
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
納
経
鉄
塔
と
頼
朝
坊
伝

説
の
存
在
は
、
そ
う
し
た
一
般
論
以
上
に
、
こ
こ
が
六
十

六
部
の
世
界
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

行
者
堂
・
六
角
堂
の
跡
地
は
、
五
社
神
社
の
背
後
の
斜

面
を
、
藪
こ
ぎ
に
近
い
こ
と
を
し
て
登
っ
て
ゆ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
所
に
あ
る
。
礎
石
ら
し
い
石
と
、
取
り
残

さ
れ
た
手
水
鉢
が
、
か
つ
て
堂
舎
が
あ
っ
た
こ
と
を
か
ろ

う
じ
て
教
え
て
く
れ
る
。 

 

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

ア
メ
リ
カ
と
戦
っ
て
徹
底
的
に
敗
れ
た
後
に
、
日
本
の

社
会
に
新
し
く
持
ち
込
ま
れ
た
り
、
ま
た
新
に
芽
吹
い
た

り
し
た
も
の
は
多
か
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
都
会
ば
か
り
で

な
く
、
む
し
ろ
爆
撃
に
よ
る
被
害
な
ど
が
少
な
か
っ
た
農

村
に
住
む
人
々
に
、
い
ち
じ
る
し
い
影
響
を
与
え
た
よ
う

に
思
う
。
こ
れ
ま
で
軍
隊
の
下
士
官
の
よ
う
に
怖
か
っ
た

先
生
た
ち
が
、
突
然
に
民
主
的
で
優
し
い
年
上
の
友
人
に

変
身
し
た
り
、
村
の
役
場
や
農
業
協
同
組
合
に
務
め
る
若

い
男
女
が
、
仕
事
が
ひ
け
て
か
ら
小
学
校
の
運
動
場
に
繰

り
出
し
て
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
楽
し
む
な
ど
、
若
い
世
代
の

意
識
の
変
化
が
生
活
ス
タ
イ
ル
に
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

多
分
私
が
新
制
中
学
校
の
一
年
に
な
っ
た
秋
だ
と
記
憶

す
る
が
、
昼
前
の
授
業
中
に
、
突
然
校
長
先
生
か
ら
呼
び

出
さ
れ
た
。
用
件
は
、
こ
の
日
の
午
後
に
開
か
れ
る
村
落

対
抗
の
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
に
、
笠
谷
村
チ
ー
ム
の
選
手

と
し
て
出
場
す
る
よ
う
に
、
村
役
場
か
ら
要
請
が
あ
っ
た

の
だ
と
い
う
。
私
は
当
時
学
校
の
バ
レ
ー
チ
ー
ム
の
前
衛

セ
ン
タ
ー
で
、
下
校
の
途
中
で
大
人
た
ち
の
練
習
に
加
わ

っ
て
遊
ぶ
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
の
で
、
突
然
の
欠
員
補
給

の
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
急
い
で
用
意
を
し
て

駆
け
つ
け
、
農
協
か
ら
借
り
た
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
チ
ー

ム
メ
ン
バ
ー
と
一
緒
に
乗
り
込
ん
で
、
こ
の
地
域
の
中
心

の
町
で
催
さ
れ
た
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
参
加
し
た
の
だ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
石
坂
洋
次
郎
作
「
青
い
山
脈
」
の
よ
う
な
生

活
様
式
が
農
村
を
活
気
づ
け
て
い
た
反
面
、
い
つ
の
間
に

か
姿
を
消
し
て
行
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
幼
い

こ
ろ
か
ら
夏
に
な
る
と
必
ず
行
な
わ
れ
た
「
土
用
干
し
」

も
、
い
つ
と
は
な
く
我
が
家
か
ら
消
え
て
い
た
。
夏
の
盛

り
に
何
日
も
か
け
て
家
中
の
畳
を
庭
に
干
し
、
竹
棒
で
よ

く
叩
い
て
一
年
の
ほ
こ
り
を
払
う
の
も
そ
の
内
で
あ
っ
た

が
、
特
に
楽
し
か
っ
た
の
は
「
曝
書
」、
す
な
わ
ち
和
綴

じ
本
の
虫
干
し
で
あ
る
。 

 

家
の
土
蔵
に
は
、
木
箱
に
収
め
た
沢
山
の
和
書
が
あ
っ

た
。
こ
れ
を
土
用
の
内
に
一
冊
々
々
開
い
て
、
筵
の
上
に

並
べ
、
日
光
に
曝
す
の
で
あ
る
。
日
本
紙
は
日
光
に
当
て

て
も
変
色
せ
ず
、
傷
み
も
し
な
い
の
で
、
こ
う
し
て
紙
魚

（
シ
ミ
、
紙
を
食
べ
る
虫
）
を
退
治
す
る
。
幼
い
こ
ろ
に

は
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
本
を
見
て
も
何
が
書
い
て
あ
る
の
か

見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
が
、
少
し
成
長
す
る
と
僅
か
ず
つ

で
も
内
容
が
推
測
さ
れ
、
開
い
て
干
す
仕
事
よ
り
も
拾
い

読
み
す
る
時
間
の
方
が
多
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

い
ま
で
も
鮮
や
か
に
思
い
出
す
の
は
人
相
学
の
本
と
、

占
い
の
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
仮
名
書
き
で
絵
入
り
だ
っ

た
の
で
、
子
ど
も
に
も
分
か
り
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
主
流
は
漢
文
の
も
の
で
、「
大
明
律
令
」
な

ど
と
い
う
題
名
も
覚
え
て
い
る
。
後
に
高
校
で
「
大
宝
律

令
」
の
こ
と
を
教
わ
っ
た
時
、
家
に
似
た
名
の
本
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
だ
し
、「
大た
い

宝ほ
う

律り
つ

・
・
大だ
い

唐と
う

律り
つ

・
・
大だ
い

明み
ん

律り
つ

」
と
連
想
が
つ
な
が
り
、
何
か
納
得
し
た
気
が
し
た

も
の
だ
っ
た
。 

 

徳
川
時
代
は
地
方
の
知
識
階
級
の
読
書
力
が
高
く
、
蔵

書
も
趣
味
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
農
村
の
経

済
を
管
理
す
る
役
職
柄
、
そ
の
方
面
の
文
書
が
沢
山
保
存

さ
れ
て
い
て
、
加
賀
藩
の
経
済
史
の
研
究
を
す
る
上
で
極

め
て
貴
重
な
資
料
だ
と
い
う
こ
と
で
、
金
沢
大
学
の
教
授

が
た
び
た
び
調
査
に
来
た
。
父
が
そ
の
教
授
の
相
手
を
し

て
色
々
説
明
し
て
い
る
の
を
そ
ば
で
見
な
が
ら
、
虫
に
食

わ
れ
た
古
い
紙
切
れ
が
、
読
み
手
の
力
次
第
で
高
い
史
料

価
値
を
顕
わ
す
こ
と
を
、
子
ど
も
な
が
ら
に
感
嘆
し
た
も
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の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
ま
と
め
て
金
沢

大
学
図
書
館
に
保
管
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
た
が
、
恐
ら
く

は
そ
れ
ら
に
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
別
の
家
蔵
文
書
史
料
を

加
え
て
で
あ
ろ
う
、
後
に
改
め
て
、
当
主
で
あ
る
兄
か
ら

石
川
県
郷
土
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
現

在
は
同
博
物
館
か
ら
「
新
田
家
文
書
目
録
」
も
刊
行
さ
れ

て
お
り
、
最
近
こ
れ
ら
を
使
っ
た
優
れ
た
研
究
も
発
表
さ

れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
資
料
の
移
管
を
受
け
入
れ
た
父

と
兄
の
見
識
に
、
し
み
じ
み
と
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
地
方
に
残
さ
れ
た
こ
の
種
の
記
録
が
散
逸
寸
前
に
あ

る
の
で
、
学
術
的
吟
味
の
上
で
系
統
的
に
保
護
す
る
こ
と

が
緊
急
の
必
要
事
な
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

都
会
に
職
を
得
て
か
ら
は
、
故
郷
で
行
な
わ
れ
る
村
祭

り
を
見
る
機
会
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
秋
祭
り
の

際
の
獅
子
舞
も
懐
か
し
い
。
屈
強
な
大
人
一
人
で
よ
う
や

く
振
り
回
せ
る
ほ
ど
の
獅
子
頭
に
、
二
十
人
ば
か
り
の
若

者
た
ち
を
内
に
隠
し
た
大
き
な
布
の
胴
体
が
つ
な
が
る
、

い
わ
ゆ
る
「
お
獅
子
」
が
、
村
の
神
社
で
奉
納
舞
を
し
た

の
ち
に
、
笛
と
太
鼓
で
囃
し
立
て
な
が
ら
村
落
を
練
り
歩

き
、
一
軒
一
軒
の
戸
前
で
獅
子
と
舞
い
手
と
の
闘
い
を
演

じ
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

私
の
家
は
全
長
百
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
細
い
坂
道
を
登

っ
た
上
に
あ
る
一
軒
家
だ
が
、
獅
子
舞
の
一
行
は
そ
の
坂

を
村
人
の
群
れ
と
共
に
登
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
し
て
屋

敷
の
前
庭
で
、
賑
や
か
に
囃
し
た
て
な
が
ら
、
一
通
り
獅

子
舞
の
演
技
を
披
露
す
る
の
が
習
わ
し
だ
っ
た
。
そ
れ
は

大
口
を
ぱ
く
ぱ
く
さ
せ
て
威
喝
す
る
獅
子
頭
に
、
木
製
の

な
ぎ
な
た
を
華
麗
に
操
る
勇
士
が
い
ど
む
闘
い
で
、
村
の

男
な
ら
誰
も
が
身
に
つ
け
て
い
る
技
で
あ
り
、
多
少
の
上

手
下
手
は
あ
る
に
し
て
も
、
見
事
な
も
の
だ
っ
た
。
囃
し

の
太
鼓
は
言
う
に
及
ば
ず
、
笛
も
皆
上
手
に
吹
い
た
。
農

村
の
行
事
は
ど
れ
も
古
来
の
生
活
の
面
影
を
残
し
て
い
て
、

今
で
は
意
味
不
明
に
な
っ
た
囃
子
詞
に
も
、
昔
の
村
落
共

同
体
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
い
記
憶
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。

獅
子
舞
の
囃
し
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

「
お
っ
ぴ
き
た
い
さ
ん
、

ノ
ー
エ
、
し
ー
し
が
や
ま

か
ら
、
ノ
ー
エ
、
し
ー
し

が
さ
い
さ
い
、
や
ー
ま
ぁ

か
ぁ
ら
、
お
っ
ぴ
き
た
い

さ
ん
、
ノ
ー
エ
、
・
・
・

・
・
・
」 

民
俗
学
的
な
興
味
を
お
持

ち
の
む
き
は
、
ど
う
ぞ
こ

の
歌
詞
の
意
味
を
解
析
し

て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

実
は
こ
の
囃
し
の
旋
律

も
覚
え
て
い
る
の
で
、
現

代
式
の
楽
譜
に
表
し
て
お

く
。
お
国
の
村
祭
り
の
囃

し
と
比
べ
て
、
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ

る
。 

 

江
戸
川
乱
歩
旧
蔵
版
本
の
こ
と 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話
４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
嶋 

進 

井
原
西
鶴
な
ど
の
浮
世
草
子
の
書
誌
調
査
の
た
め
に

『
国
書
総
目
録
』
を
繙
い
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
「
江
戸

川
乱
歩
」
所
蔵
と
い
う
記
述
に
出
会
う
。
江
戸
川
乱
歩
と

は
、『
怪
人
二
十
面
相
』
な
ど
数
々
の
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説

を
執
筆
し
た
、
あ
の
江
戸
川
乱
歩
の
こ
と
で
あ
る
（
一
八

九
四
〜
一
九
六
五
）。 

乱
歩
は
実
は
、
近
世
版
本
な
ど
の
古
書
の
収
集
家
と
し

て
も
著
名
で
あ
っ
た
。
東
京
都
豊
島
区
の
乱
歩
邸
に
は
土

蔵
が
あ
り
、
二
階
建
て
の
蔵
に
は
約
二
万
五
千
冊
の
和
洋

の
書
籍
や
雑
誌
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 

乱
歩
は
土
蔵
の
中
の
書
物
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。 

私
の
家
に
は
昔
風
の
二
階
建
て
の
土
蔵
が
あ
っ
て
、

そ
の
階
下
の
全
部
と
二
階
の
三
分
の
一
が
、
天
井
ま

で
の
書
ダ
ナ
に
な
っ
て
い
る
。
種
類
分
け
を
す
る
と
、

国
文
関
係
が
一
番
多
い
。
そ
の
半
分
が
徳
川
時
代
の

和
本
で
、
全
体
の
書
ダ
ナ
の
約
五
分
の
一
を
占
め
て

い
る
。
仮
名
草
子
、
浮
世
草
子
、
八
文
字
屋
本
な
ど

が
主
で
、
西
鶴
の
小
説
の
め
ぼ
し
い
も
の
は
ほ
と
ん

ど
そ
ろ
っ
て
い
る
。（「
私
の
本
棚
」
昭
和
29
年
） 

本
年
六
月
に
立
教
大
学
で
日
本
近
世
文
学
会
が
開
催
さ

れ
た
が
、
そ
の
開
催
に
合
わ
せ
て
、
立
教
大
学
が
譲
り
受

け
た
乱
歩
旧
蔵
の
近
世
文
学
の
版
本
約
一
○
○
点
が
展
示

さ
れ
た
。
西
鶴
の
代
表
作
で
は
『
好
色
一
代
男
』『
西
鶴
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諸
国
ば
な
し
』『
好
色
五
人
女
』『
好
色
一
代
女
』『
日
本

永
代
蔵
』『
世
間
胸
算
用
』『
万
の
文
反
古
』
な
ど
、
刷
り

も
保
存
も
良
い
、
美
し
い
版
本
ば
か
り
が
並
べ
て
展
覧
し

て
あ
り
、
ま
こ
と
に
壮
観
で
あ
っ
た
。 

乱
歩
の
収
書
方
針
の
一
つ
に
、
内
外
の
探
偵
小
説
を
集

め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
乱
歩
は
言
う
。 

    

徳
川
時
代
の
裁
判
物
語
類
の
原
本
、
明
治
以
後
現
在

ま
で
の
日
本
人
の
著
書
、
西
洋
の
探
偵
小
説
、
そ
の

翻
訳
書
、
内
外
の
探
偵
雑
誌
な
ど
は
、
で
き
る
だ
け

集
め
て
探
偵
小
説
図
書
館
を
作
り
た
い
ほ
ど
に
思
っ

て
い
る
。
今
ま
で
集
め
た
だ
け
で
も
、
お
そ
ら
く
日

本
で
は
私
の
蔵
書
が
一
番
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

（「
集
書
」
昭
和
31
年
） 

「
私
の
蔵
書
が
一
番
多
い
」
と
言
う
ほ
ど
、
彼
は
探
偵
小

説
の
収
集
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
成
果
は
例
え
ば

「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」（
昭
和
28
年
）
な
ど
の
評
論
に

結
実
し
た
。
右
は
英
米
の
探
偵
小
説
の
作
例
八
二
一
の
ト

リ
ッ
ク
の
分
類
の
試
み
で
あ
り
、
そ
の
博
覧
強
記
ぶ
り
に

圧
倒
さ
れ
る
。 

西
鶴
に
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ

れ
は
裁
判
に
関
す
る
四
十
四
話
の
短
編
集
で
あ
り
、
日
本

の
推
理
小
説
の
先
駆
け
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
桜
陰
比

事
』
な
ど
、
西
鶴
の
推
理
小
説
的
色
彩
の
作
品
ば
か
り
を

集
め
て
、
私
を
含
む
数
名
の
メ
ン
バ
ー
で
『
西
鶴
が
語
る

江
戸
の
ミ
ス
テ
リ
ー
』
と
い
う
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
っ

て
数
年
前
に
出
版
し
た
（
ぺ
り
か
ん
社
）。
い
ざ
発
刊
し

て
み
る
と
、
意
外
に
も
好
評
で
、
続
編
の
出
版
が
先
頃
決

定
し
た
。 

光
文
社
文
庫
か
ら
解
題
・
注
釈
書
付
き
の
乱
歩
の
全
集

三
十
巻
が
現
在
刊
行
中
だ
が
、
昨
今
は
推
理
、
ミ
ス
テ
リ

ー
、
伝
奇
が
流
行
す
る
時
勢
の
よ
う
で
あ
る
。 

乱
歩
は
な
ぜ
「
西
鶴
の
小
説
の
め
ぼ
し
い
も
の
」
を
集

書
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
目
的
と
動

機
を
明
確
に
記
し
た
文
章
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
た
。 

田
山
花
袋
の
「
蒲
団
」
に
は
じ
ま
る
自
然
主
義
と
い

う
も
の
が
、
ど
う
も
私
の
性
に
合
わ
な
か
っ
た
。
今

で
も
そ
う
だ
が
、
私
は
少
年
時
代
か
ら
愛
欲
告
白
文

学
と
い
う
も
の
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
略
）
白
樺
派
も
や
は
り
愛
欲
告
白
体
な
の
で
私
の

性
に
合
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
云
え
ば
宇
野
浩
二
も
告

白
体
だ
が
、
私
は
初
期
の
作
品
に
こ
も
る
異
常
性

、
、
、
に

惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。（
略
）
近
松
は
例
の
私
の
愛

欲
文
学
嫌
い
の
た
め
か
、
ま
だ
多
く
を
読
ん
で
い
な

い
け
れ
ど
、
西
鶴
（
こ
れ
は
愛
欲
文
学
で
も
異
常
、
、
で

あ
る
）
と
芭
蕉
に
は
心
酔
し
た
。
（
「
私
の
読
書
遍

歴
」
昭
和
27
年
） 

乱
歩
は
、
西
鶴
作
品
の
持
つ
「
異
常
性
」
に
心
ひ
か
れ
た

と
い
う
。
右
の
「
異
常
性
」
と
は
「
非
日
常
性
」「
伝
奇

性
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
自

然
主
義
以
来
の
多
く
の
日
本
の
小
説
家
は
、
乱
歩
の
い
う

「
愛
欲
告
白
文
学
」
と
し
て
の
西
鶴
作
品
に
着
目
し
、
賞

賛
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
乱
歩
の
西
鶴
に
対
す
る
「
心

酔
」
の
仕
方
は
、
少
数
派
で
あ
る
。
乱
歩
が
西
鶴
に
具
体

的
に
何
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。 

 

不
思
議
な
出
会
い
（
そ
の
四
）
ド
ン 

ブ
ラ
ウ
ン 

横
山 

學 

先
日
、
一
年
ぶ
り
に
横
浜
開
港
資
料
館
を
訪
ね
、「
ド

ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
戦
後
の
日
本
」
展
を
見
て
き
ま
し
た
。

資
料
館
は
、
神
奈
川
県
庁
の
前
、「
横
浜
海
岸
教
会
」
の

北
隣
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
敷
地
内
に
は
大
き
な
楠
と
新

旧
二
棟
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。
ペ
リ
ー
提
督
と
幕
府
と
の

間
で
日
米
和
親
条
約
（
安
政
元
年
・
一
八
五
四
）
が
結
ば

れ
た
の
は
、
こ
の
「
玉
楠
の
木
」
（
親
木
は
震
災
で
焼

失
）
の
下
で
し
た
。
古
い
方
の
建
物
は
、
関
東
大
震
災
後

の
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

以
前
は
英
国
総
領
事
館
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

幅
の
広
い
分
厚
い
玄
関
扉
、
狭
く
て
急
な
階
段
、「
英
国

建
築
」
そ
の
ま
ま
の
形
状
を
残
し
て
、
現
在
は
「
開
港
資

料
館
」
の
事
務
棟
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
し
い

建
物
に
は
展
示
館
・
図
書
室
・
収
蔵
庫
が
備
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
年
に
四
回
開
催
さ
れ
る
企
画
展
示
は
横
浜
・
開
港

・
海
外
に
つ
い
て
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
興
味
深
く
目
が

離
せ
ま
せ
ん
。 

ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
（Don Brown

・1905

〜1980

）
は

米
国
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
の
生
ま
れ
で
、
昭
和
五
年
一
月
に

『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ド
バ
タ
イ
ザ
ー
』
の
特
派
員
と
な
る
た

め
に
二
十
五
歳
で
来
日
し
、
日
米
開
戦
の
前
年
ま
で
、

『
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
モ
ニ
タ
ー
』『
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ニ
ュ
ー
ズ
・
サ
ー
ビ
ス
』『
ニ
ュ
ー
ヨ
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ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
『
シ
カ
ゴ
・
デ
イ
リ
ー
・
ニ
ュ
ー

ズ
』
の
記
者
も
兼
ね
ま
し
た
。
戦
後
は
、
昭
和
二
十
年
十

二
月
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
間
情
報
局
の
一
員
と
し
て
再
び
来
日
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
二
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
極
東

軍
に
属
し
、
戦
後
日
本
の
民
主
化
に
大
き
く
関
わ
り
ま
し

た
。
集
書
家
で
も
あ
り
、
一
万
点
を
超
え
る
蔵
書
を
残
し

ま
し
た
。
戦
前
の
滞
日
時
期
か
ら
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会
」

に
属
し
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
十
七
日
に
名
古
屋
で
亡
く

な
る
ま
で
、
理
事
・
紀
要
の
編
集
長
・
出
版
委
員
長
を
務

め
て
、
そ
の
活
動
を
支
え
ま
し
た
。
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が

亡
く
な
り
、
蔵
書
と
「
個
人
資
料
」
を
横
浜
開
港
資
料
館

が
譲
り
受
け
た
の
が
翌
年
で
、
ま
ず
蔵
書
の
整
理
か
ら
始

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
、『
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
書
籍
目
録
』
と
し
て
資
料
館
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。 

蔵
書
の
整
理
が
終
わ
っ
た
頃
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
個
人
資

料
」
を
整
理
・
分
類
し
て
欲
し
い
と
い
う
話
し
が
あ
り
ま

し
た
。
わ
た
く
し
が
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
（Frank 

Hawley

・1906

〜1961

）
の
遺
し
た
「
個
人
資
料
」
を
長

年
整
理
し
続
け
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
ホ
ー
レ
ー
の
経
歴

が
ブ
ラ
ウ
ン
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
類

整
理
の
「
手
法
」
を
借
り
た
い
と
い
う
依
頼
で
し
た
。
三

〜
四
年
間
で
し
ょ
う
か
、
十
二
月
に
一
週
間
ず
つ
滞
在
し
、

作
業
を
し
ま
し
た
。
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
書
斎
に
遺
さ
れ

た
も
の
が
、
二
十
個
以
上
の
大
型
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
雑
然

と
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
箱
に
何
が
入
っ
て
い

る
か
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
埃
を
払
い

な
が
ら
開
い
て
ゆ
き
、
パ
ソ
コ
ン
の
デ
ー
タ
ー
と
し
て
入

力
し
な
が
ら
、
中
性
紙
で
作
っ
た
封
筒
に
表
書
き
を
し
て

入
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
大
変
な
作
業
で
す
が
、
調
査
を
す
る

も
の
に
と
っ
て
は
最
高
に
幸
せ
な
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。

様
々
な
形
式
の
も
の
が
、
予
測
も
つ
か
な
い
取
り
合
わ
せ

で
出
て
き
ま
す
。
書
簡
や
新
聞
の
切
り
抜
き
帳
、
青
年
期

の
作
文
や
学
校
成
績
書
、
大
学
時
代
の
写
真
ア
ル
バ
ム
、

カ
タ
ロ
グ
、
園
遊
会
の
招
待
状
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
、
生
き
た

世
界
が
次
々
と
蘇
り
、
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ

っ
て
ゆ
き
ま
す
。
ガ
リ
版
摺
り
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
書
簡
や

配
布
文
書
は
、
黄
ば
ん
で
文
字
も
薄
れ
て
い
ま
す
が
、
内

容
は
想
像
が
つ
き
ま
す
。
戦
後
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
の

特
派
員
を
し
て
い
た
ホ
ー
レ
ー
の
遺
し
た
物
に
も
、
含
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
十
五
年
前
に
ホ
ー
レ
ー
の
整
理
を

し
て
い
た
と
き
と
同
じ
で
、
不
思
議
な
懐
か
し
い
思
い
が

し
ま
し
た
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト(R.Benedict)

が
Ｏ
Ｗ
Ｉ

（
戦
時
情
報
局
）
に
提
出
し
た
報
告
書
「
日
本
人
の
行
動

型
」
を
見
つ
け
、
そ
れ
が
彼
女
の
著
書
『
菊
と
刀
』
の
原

型
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
は
、
学
生
に
戻
っ
た

よ
う
な
素
直
な
感
激
を
覚
え
ま
し
た
。
Ｏ
Ｗ
Ｉ
時
代
に
携

わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
数
十
枚
の
「
宣
伝
ビ
ラ
」
は
彩
色
で
、

見
た
目
に
も
綺
麗
で
し
た
。
夕
方
に
資
料
の
整
理
に
区
切

り
を
つ
け
、
担
当
者
の
中
武
香
奈
美
さ
ん
と
お
茶
を
飲
み

な
が
ら
、
そ
の
日
の
成
果
を
報
告
す
る
の
が
、
ま
た
楽
し

い
ひ
と
時
で
し
た
。
資
料
を
手
に
し
て
頭
に
浮
か
ん
だ
こ

と
、
ホ
ー
レ
ー
と
の
関
連
で
思
い
つ
い
た
こ
と
を
話
す
と
、

そ
れ
に
応
え
て
、
彼
女
の
持
っ
て
い
る
情
報
を
教
え
て
く

れ
ま
す
。「
あ
あ
、
そ
う
い
う
訳
か
」「
こ
う
い
う
理
由
で

寄
せ
ら
れ
た
書
簡
に
違
い
な
い
」
な
ど
、
新
発
見
の
喜
び

に
会
話
が
弾
み
ま
し
た
。 

評
価
の
定
ま
っ
た
ド
ン･

ブ
ラ
ウ
ン
の
旧
蔵
書
購
入
に

伴
っ
て
、
い
わ
ば
「
お
供
」
の
様
な
形
で
も
た
ら
さ
れ
た

「
個
人
資
料
」
は
、
形
の
見
え
な
い
宝
箱
で
し
た
。
周
り

の
包
み
を
解
き
、
薄
紙
を
剥
が
し
て
ゆ
く
と
、
中
か
ら
情

報
の
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
「
宝
石
」
が
顔
を
覗
か
せ
ま
す
。

色
々
な
角
度
か
ら
光
を
当
て
て
ゆ
く
と
、
思
い
が
け
な
い

色
に
輝
く
の
で
す
。「
ど
ん
な
形
や
順
番
で
」、「
ど
の
資

料
と
重
な
り
合
っ
て
」
、
「
ど
の
頁
が
捲
れ
て
い
た
か
」
。

「
個
人
資
料
」
は
、
保
存
の
様
子
も
ま
た
重
要
な
手
が
か

り
を
含
ん
で
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
始
ま
る
長
い
作
業
に
緊
張
し
て
、
最
初
の
ダ

ン
ボ
ー
ル
箱
の
封
を
開
け
た
と
き
、
一
番
上
に
載
っ
て
い

た
の
が
一
枚
の
報
道
写
真
で
し
た
。
手
に
し
た
瞬
間
、
ホ

ー
レ
ー
の
姿
を
見
つ
け
ま
し
た
。
特
徴
の
あ
る
横
顔
、
下

を
向
い
て
メ
モ
を
取
っ
て
い
ま
す
。
右
手
は
鉛
筆
を
立
て

る
よ
う
に
握
っ
て
構
え
て
い
ま
す
。
そ
の
鉛
筆
が
白
く
光

っ
て
い
て
、「
あ
っ
、
あ
れ
だ
。」
と
思
い
ま
し
た
。
ホ
ー

レ
ー
の
遺
し
た
書
類
に
挟
ま
っ
て
い
た
鉛
筆
と
同
じ
も
の

で
す
。
英
国
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
社
製
で
、
白
木
の
た
め
擦

れ
て
汚
れ
て
い
ま
す
が
、
微
か
に
「WAR DRA**

」
と
読

め
る
戦
時
支
給
品
で
し
た
。
写
真
の
中
央
に
ガ
ス
コ
イ
ン

駐
日
英
国
大
使
、
テ
ー
ブ
ル
を
挟
ん
で
左
右
に
ド
ン
・
ブ

ラ
ウ
ン
と
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
が
座
し
て
い
ま
す
。
写

真
の
裏
面
に
は
、
撮
影
情
報
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
供
で
あ
る
こ
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と
が
ス
タ
ン
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
三
年
十
月
十

三
日
、
英
国
大
使
館
に
お
い
て
、
日
本
ア
ジ
ア
協
会
と
ア

メ
リ
カ
社
会
文
化
科
学
使
節
団
の
共
催
で
、
社
会
科
学
討

論
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
会
議
風
景
で
し

た
。 フ

ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
は
一
九
〇
六
年
生
ま
れ
で
す
か

ら
、
ブ
ラ
ウ
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
歳
で
す
。
同
じ
時
期
、
同
じ

歳
で
来
日
し
、
と
も
に
開
戦
前
を
日
本
で
過
ご
し
、
終
戦

後
直
ぐ
に
再
来
日
を
し
て
い
ま
す
。
ホ
ー
レ
ー
の
手
元
に

ブ
ラ
ウ
ン
か
ら
の
書
簡
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

ブ
ラ
ウ
ン
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
友
人
か
ら
の
書
簡
は
数

通
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ホ
ー
レ
ー
の
著
書

『Miscellanea Japonica

』
の
送
付
リ
ス
ト
に
、
ブ
ラ

ウ
ン
の
名
が
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
友
人
関
係
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
こ
の
資
料
館
と
の
仲
立
ち
を
し
た

の
が
、
日
本
関
係
の
蔵
書
家
で
あ
る
ブ
ル
ー
ム

（P.C.Blum

・1898

〜1981

）
で
、
彼
の
蔵
書
も
横
浜
開

港
資
料
館
に
譲
ら
れ
、『
ブ
ル
ー
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
書

籍
目
録
』（
四
冊
）
が
出
来
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
目

録
同
様
、
日
本
に
深
く
関
わ
り
、
蔵
書
家
（
愛
書
家
）
で

あ
っ
た
ひ
と
の
、
索
引
を
備
え
た
蔵
書
目
録
で
す
。
当
時

の
日
本
に
関
す
る
出
版
物
の
書
誌
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
ま

す
。
著
者
か
ら
の
寄
贈
本
も
多
数
あ
り
、
記
さ
れ
た
献
辞

は
当
時
の
人
間
関
係
を
物
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
こ
う
い
う

こ
と
が
個
人
文
庫
の
魅
力
な
の
で
す
。「
書
物
の
仲
間
」

で
あ
る
ブ
ル
ー
ム
は
、
し
ば
し
ば
ホ
ー
レ
ー
邸
を
訪
れ
、

ホ
ー
レ
ー
は
温
か
く
迎
え
ま
し
た
。
食
事
の
際
に
は
「
メ

ロ
ン
・
ア
レ
ル
ギ
ー
」
の
ブ
ル
ー
ム
を
大
変
気
遣
っ
て
い

た
と
、
ホ
ー
レ
ー
の
家
族
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。 

わ
た
く
し
が
学
部
時
代
に
親
し
く
教
え
を
乞
う
た
歴
史

学
者
の
洞
富
雄
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
と
同
じ
年
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
戦
後
に
数
回
、
ホ
ー
レ
ー
と
会
う
機
会

も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
潔
癖
症
で
あ
っ
た
洞
先
生
は
、

い
つ
も
ア
ル
コ
ー
ル
棉
で
手
を
拭
い
て
い
た
の
で
、
手
が

カ
サ
カ
サ
に
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
初
対
面
で
ホ
ー
レ
ー
と

握
手
し
た
と
き
、
ホ
ー
レ
ー
の
大
き
な
掌
が
と
て
も
柔
ら

か
く
、
自
分
の
手
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
そ
う
で
す
。
敗

戦
、
戦
勝
国
と
敗
戦
国
、
占
領
下
。
複
雑
な
惨
め
さ
を
感

じ
た
と
、
そ
の
時
の
こ
と
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ホ
ー
レ
ー
と
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
ら
し
た
洞
先
生
と
お

会
い
し
て
、
お
歳
を
召
さ
れ
て
ゆ
く
お
姿
を
目
に
す
る
た

び
に
、
ホ
ー
レ
ー
が
存
命
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
た
ろ
う
か
と
想
像
し
た
り
し
ま
し
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
に
も
、

「
共
通
す
る
時
間
の
流
れ
」
を
感
じ
る
の
で
す
。
記
録
に

よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
五
日
、
英
国
総
領
事
館
で

あ
っ
た
開
港
資
料
館
の
建
物
を
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー

が
訪
れ
て
い
ま
す
。
戦
前
に
結
婚
し
た
妻
俊
子
と
の
離
婚

手
続
き
の
た
め
で
す
。
そ
し
て
一
ヵ
月
後
に
、
カ
ナ
ダ
人

の
グ
イ
ネ
ス
・
タ
ン
ブ
ー
ル
と
再
婚
し
ま
し
た
。 

整
理
を
済
ま
せ
た
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
「
個
人
資
料
」

は
、「
横
浜
国
際
関
係
史
研
究
会
」（
北
河
賢
三
代
表
）
に

研
究
が
委
託
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
十
一
名
の
会
員
が
専
門

的
な
角
度
か
ら
分
析
を
重
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
の
一

部
は
、
『
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
戦
後
の
日
本
』
（
有
隣
堂

刊
）
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
展
示
を
観
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
を
開
い
た
と
き
の
状
態
を
鮮
明
に
思
い

出
し
ま
し
た
。
そ
の
状
況
を
研
究
会
の
人
た
ち
に
伝
え
る

機
会
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
く
て
、
と
て
も
残
念
に
思
っ

て
い
ま
す
。（
平
成
十
七
年
十
一
月
八
日
稿
） 

 編
集
後
記 

○
こ
の
「
メ
ー
ル
」
の
編
集
を
終
え
つ
つ
あ
る
今
、
キ
ャ

ン
パ
ス
は
学
園
祭
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
軽
音
楽
が
響
き
渡

り
、
学
生
た
ち
の
上
気
し
た
会
話
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。

心
も
場
所
も
留
ま
っ
て
は
い
な
い
彼
女
た
ち
の
耳
や
目
に
、

研
究
の
楽
し
さ
や
興
味
を
伝
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

我
々
の
昔
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
納
得
が
行
く
。
○
『
生
活

文
化
研
究
所
年
報
』
の
既
刊
目
次
（
十
八
輯
ま
で
）
と

『
生
文
研
メ
ー
ル
』（
本
文
）
が
、（Web http://www. 

ndsu.ac.jp/1000_guid/1700_inst/1730_la02/173

0_la02_org01.html

）
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う

ぞ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ご
興
味
が
あ
れ
ば
、
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
質
問
や
ご
助
言
な
ど
お
寄
せ
頂
け
れ

ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。（
Ｙ
） 


