
1 生文研メール 7 2007/7/11 

日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
７
） 

不
思
議
な
食
べ
物
「
イ
ギ
ス
」
料
理 

 
 
 
 今

田
節
子 

「
イ
ギ
ス
」、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
呼
称
で
あ
る
。
イ

ギ
ス
は
紅
藻
類
の
一
種
で
、
こ
の
海
藻
を
煮
溶
か
し
凝
固

さ
せ
た
も
の
が
「
イ
ギ
ス
料
理
」
で
あ
る
。
昭
和
五
十
五

年
、
伝
統
食
の
調
査
で
岡
山
県
南
東
部
の
牛
窓
町
を
訪
れ

た
際
、
こ
の
不
思
議
な
海
藻
と
料
理
に
出
会
っ
た
。
こ
れ

が
、
四
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
海
藻
の
食
文
化
研
究
の
発
端
と

な
っ
た
。 

 

伝
統
的
な
食
生
活
の
な
か
で
イ
ギ
ス
料
理
が
伝
承
さ
れ

て
い
た
地
域
は
、
瀬
戸
内
沿
岸
地
帯
と
島
原
湾
周
辺
の
地

域
、
す
な
わ
ち
、
内
海
性
の
高
い
地
域
が
中
心
で
あ
る
。

呼
び
名
は
地
域
に
よ
っ
て
イ
ギ
ス
、
イ
ゲ
ス
、
イ
グ
ス
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
異
な
る
が
、
実
際
に
イ
ギ
ス
料
理
の
原

料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
海
藻
は
、
イ
ギ
ス
属
の
ア
ミ
ク

サ
で
あ
る
と
海
藻
分
類
の
専
門
家
か
ら
教
わ
っ
た
。 

 
イ
ギ
ス
料
理
は
「
仏
様
の
ご
ち
そ
う
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
ど
の
地
域
で
も
葬
式
、
法
事
、
盆
な
ど
の
仏
事
の

供
物
や
料
理
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
刺
身

の
代
わ
り
や
酢
の
物
、
和
え
物
と
し
て
使
わ
れ
る
精
進
料

理
で
あ
っ
た
。
岡
山
県
牛
窓
町
で
は
「
鯛
が
人
の
祝
い
事

に
最
大
の
ご
馳
走
で
あ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
ス
は
仏
様
の
一

番
の
ご
馳
走
」
と
い
わ
れ
、
大
正
初
期
に
は
初
盆
の
お
供

え
と
し
て
提
灯
と
乾
燥
イ
ギ
ス
を
贈
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
か
ら
淡
州
の
イ
ギ
ス
が
一
番
上

質
と
い
わ
れ
た
淡
路
島
で
は
、
仏
事
の
イ
ギ
ス
料
理
は

「
仏
様
の
鏡
」「
仏
様
の
ご
馳
走
」
と
い
わ
れ
、
盆
が
近
づ

く
と
晒
し
乾
燥
し
た
イ
ギ
ス
や
イ
ギ
ス
料
理
が
市
販
さ
れ

て
お
り
、
イ
ギ
ス
料
理
を
供
物
と
す
る
習
慣
が
最
近
ま
で

伝
承
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
芸
予
諸
島
や
島
原
湾
地
域

で
は
祭
り
や
婚
礼
の
料
理
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。 

 

イ
ギ
ス
は
水
で
煮
て
も
溶
け
ず
、
固
ま
ら
な
い
と
い
う

寄
せ
物
料
理
に
は
あ
り
が
た
く
な
い
性
質
を
も
つ
。
し
か

し
我
々
の
先
人
達
は
、
イ
ギ
ス
を
米
糠
汁
や
生
大
豆
粉
、

大
豆
の
茹
で
汁
を
使
っ
て
煮
溶
か
し
、
冷
や
し
固
め
る
と

い
う
調
理
法
を
工
夫
し
て
き
た
。
芸
予
諸
島
か
ら
今
治
周

辺
地
域
で
は
生
大
豆
粉
を
、
真
鍋
島
（
岡
山
県
）
や
佐
柳

島
（
香
川
県
）
周
辺
で
は
「
あ
め
」
と
呼
ば
れ
る
大
豆
の

茹
で
汁
を
、
そ
の
他
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
や
島
原
沿
岸
地

域
で
は
米
糠
汁
を
使
う
と
い
う
興
味
深
い
地
域
性
を
示
す
。

す
な
わ
ち
イ
ギ
ス
料
理
は
、
半
農
半
漁
を
生
業
と
す
る
地

域
が
多
い
瀬
戸
内
沿
岸
地
帯
や
島
原
湾
沿
岸
地
帯
で
、
海

か
ら
の
恵
み
で
あ
る
海
藻
と
、
稲
作
や
畑
作
か
ら
収
穫
さ

れ
た
米
や
大
豆
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
た
料
理
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

米
糠
汁
を
使
っ
た
イ
ギ
ス
料
理:

新
し
い
米
糠
を
木
綿

袋
に
入
れ
て
、
水
の
中
で
も
み
洗
い
し
て
米
糠
汁
を
と
る
。

晒
し
乾
燥
し
た
イ
ギ
ス
を
よ
く
水
戻
し
し
、
ヒ
タ
ヒ
タ
に

浸
か
る
ほ
ど
の
米
糠
汁
を
入
れ
て
火
に
か
け
る
。
よ
く
混

ぜ
な
が
ら
イ
ギ
ス
が
溶
け
る
ま
で
煮
る
。
煮
る
こ
と
を

「
イ
ギ
ス
を
練
る
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
粘
り
が
強
く

て
焦
げ
つ
き
や
す
い
た
め
手
が
離
せ
な
い
。
江
戸
時
代
の

文
献
に
、
戯
れ
ご
と
を
い
い
な
が
ら
煮
る
と
固
ま
ら
な
い

と
い
っ
た
記
載
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
い
っ
た
の
か
も

生

文

研

メ

ー

ル

 

 
7号 
 

平成19年7月11日 

        

Ver.1.1.2 

生活文化研究所 

〒700-8516 

岡山市伊福町2-16-9 

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学 

e-mail 

ricch@post.ndsu.ac.jp 

 

目

次

 

日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
７
）
  

 

不
思
議
な
食
べ
物
「
イ
ギ
ス
」
料
理 

 
 
 
 
 
 

今
田
節
子 

１

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新
田
義
之 

２

武
士
の
「
一
分
」 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話
７ 広

嶋 

進 
４

不
思
議
な
出
会
い
（
そ
の
七
） 

ハ
ワ
イ
大
学D
r
.崎
原 

横
山 

學 

６

編
集
後
記
・
お
知
ら
せ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2007/7/11 生文研メール 7 2 

し
れ
な
い
。
よ
く
溶
け
た
も
の
は
漉
さ
ず
に
流
し
箱
や
も

ろ
ぶ
た
、
す
し
桶
に
流
し
入
れ
、
涼
し
い
所
で
凝
固
さ
せ

る
。 

 

砂
糖
を
入
れ
て
固
め
た
も
の
は
「
砂
糖
イ
ギ
ス
」
と
呼

ば
れ
、
子
供
達
の
お
や
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
人
参
や

高
野
豆
腐
、
油
揚
げ
、
椎
茸
、
か
ま
ぼ
こ
、
グ
リ
ン
ピ
ー

ス
な
ど
を
味
付
け
し
て
入
れ
た
も
の
は
「
具
イ
ギ
ス
」
と

呼
ば
れ
た
。
島
原
湾
沿
岸
地
域
で
は
人
参
、
椎
茸
、
焼
き

魚
、
ね
ぎ
な
ど
を
入
れ
た
イ
ギ
ス
料
理
が
作
ら
れ
て
き
た

が
、
こ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

大
豆
粉
を
使
っ
た
イ
ギ
ス
料
理:

水
戻
し
し
た
イ
ギ
ス

を
水
に
入
れ
、
だ
し
の
干
し
エ
ビ
、
人
参
や
椎
茸
の
せ
ん

切
り
を
入
れ
て
沸
騰
す
る
ま
で
炊
き
、
そ
こ
へ
水
溶
き
し

た
生
大
豆
粉
を
加
え
る
。
焦
げ
付
か
な
い
よ
う
に
混
ぜ
な

が
ら
炊
き
、
イ
ギ
ス
が
溶
け
る
と
砂
糖
と
塩
で
淡
味
を
つ

け
て
流
し
固
め
る
。
芸
予
諸
島
か
ら
今
治
地
域
で
は
、
こ

の
料
理
が
豆
腐
に
似
て
い
る
せ
い
か
「
イ
ギ
ス
豆
腐
」
と

呼
び
、
現
在
で
も
夏
に
な
る
と
料
理
が
売
ら
れ
て
い
る
。 

 

大
豆
の
茹
で
汁
を
使
っ
た
イ
ギ
ス
料
理:

味
噌
を
搗つ

つ

い
た
後
に
残
っ
た
「
あ
め
」
と
呼
ば
れ
る
大
豆
の
茹
で
汁

を
使
う
。
あ
め
を
少
し
水
で
薄
め
、
そ
の
中
に
水
戻
し
し

た
イ
ギ
ス
を
入
れ
て
煮
溶
か
し
、
凝
固
さ
せ
る
。
味
噌
を

つ
く
と
た
い
て
い
の
家
庭
で
イ
ギ
ス
を
沢
山
炊
き
、
近
所

同
士
で
あ
げ
た
り
も
ら
っ
た
り
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
い

う
。 

 

こ
れ
ら
の
イ
ギ
ス
料
理
は
、
芥
子
酢
味
噌
や
酢
醤
油
で

食
べ
た
り
、
酢
の
物
、
白
和
え
な
ど
に
さ
れ
た
。
ま
た
、

九
州
地
方
で
は
凝
固
し
た
イ
ギ
ス
料
理
を
味
噌
漬
け
に
し

て
日
常
食
と
し
て
食
べ
ら
れ
た
。
イ
ギ
ス
を
味
噌
汁
に
入

れ
て
食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ド
ロ
ッ
と
し
た

口
触
り
で
、
腹
薬
に
な
る
と
い
う
地
域
も
み
ら
れ
た
。 

 

筆
者
は
イ
ギ
ス
の
溶
解
や
凝
固
に
有
効
な
成
分
が
何
で

あ
る
か
を
知
り
た
い
と
思
い
、
実
験
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

が
あ
る
。
実
験
の
結
果
、
米
糠
汁
や
生
大
豆
の
水
溶
き
、

大
豆
の
茹
で
汁
に
高
濃
度
に
含
ま
れ
る
リ
ン
酸
基
が
イ
ギ

ス
の
藻
体
を
溶
か
す
作
用
を
持
ち
、
イ
ギ
ス
の
細
胞
膜
か

ら
溶
出
し
た
粘
質
多
糖
類
に
カ
リ
ウ
ム
イ
オ
ン
が
作
用
し

て
凝
固
性
を
促
進
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
各
地
域

で
自
給
で
き
る
米
や
大
豆
の
中
に
そ
の
効
果
が
あ
る
こ
と

を
見
い
だ
し
た
先
人
の
知
恵
は
、
化
学
的
に
も
裏
付
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

イ
ギ
ス
の
歴
史
を
探
る
た
め
の
記
録
は
多
い
と
は
い
え

な
い
が
、
す
で
に
平
安
初
期
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
海

髪 
倭
名
イ
ギ
ス
」
と
あ
り
、
色
が
黒
く
て
乱
れ
髪
の
ご

と
く
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
大
凝
菜
」

（
オ
オ
コ
ル
モ
ハ
）
と
示
さ
れ
た
テ
ン
グ
サ
よ
り
海
藻
が

細
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
「
小
凝
菜
」（
コ
コ
ル
モ
ハ
）
と

あ
る
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、

「
阿
州
、
淡
州
、
備
州
、
泉
州
に
産
す
る
」
と
あ
り
、
瀬

戸
内
海
に
自
生
し
た
海
藻
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

今
日
同
様
に
「
水
に
さ
ら
し
て
白
く
し
た
も
の
を
煮
て
凝

固
さ
せ
、
酢
未
醤
で
あ
え
て
食
べ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
化
学
的
に
も
有
効
な
不
思
議

な
食
べ
物
「
イ
ギ
ス
料
理
」
が
編
み
出
さ
れ
、
伝
承
さ
れ

て
き
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

﹇
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体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
昭
和
二
十
五
年
四
月
に
津

幡
高
等
学
校
に
入
学
し
た
。
こ
の
学
校
は
新
制
度
の
発
足

に
と
も
な
い
旧
制
の
高
等
女
学
校
と
農
学
校
と
が
合
併
し

て
で
き
た
普
通
高
等
学
校
で
、
私
た
ち
一
年
生
を
除
け
ば
、

二
年
生
と
三
年
生
は
旧
制
の
各
種
中
等
学
校
の
生
徒
だ
っ

た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
た
だ
そ
の
住
所
が
新
制
の

津
幡
高
等
学
校
の
学
校
区
内
に
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で

こ
の
学
校
に
移
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
生
徒
間
に
も
先
生
た

ち
と
生
徒
た
ち
の
間
に
も
、
い
ろ
い
ろ
と
奇
妙
な
人
間
関

係
や
感
情
的
な
軋
轢
が
渦
巻
い
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 

 

彼
ら
上
級
生
た
ち
の
多
く
は
金
沢
市
に
あ
っ
た
石
川
県

立
第
一
、
第
二
、
第
三
中
学
、
あ
る
い
は
私
立
金
沢
中
学
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な
ど
に
、
あ
る
い
は
第
一
、
第
二
高
等
女
学
校
、
私
立
金

城
女
学
校
な
ど
に
汽
車
通
学
を
し
て
い
た
人
た
ち
で
、
小

学
校
を
出
て
か
ら
後
は
男
子
学
校
と
女
子
学
校
に
分
か
れ

て
教
育
を
受
け
て
き
て
い
た
。
中
等
学
校
の
間
の
男
女
交

際
も
、
表
向
き
は
厳
重
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
男
子
生
徒
は
、
か
つ
て
は
通
学
の
汽
車
の
中

で
ち
ら
ち
ら
と
横
目
で
眺
め
て
き
た
女
学
校
生
徒
と
思
い

が
け
ず
も
同
じ
教
室
で
学
ぶ
同
級
生
に
な
り
、
自
由
に
交

際
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
開

放
感
と
緊
張
感
か
ら
、
か
つ
て
異
性
に
対
し
て
抱
い
て
い

た
無
知
か
ら
生
ま
れ
る
好
奇
心
が
、
次
第
に
相
互
理
解
と

暖
か
い
友
情
な
い
し
は
愛
情
へ
と
高
ま
り
深
ま
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
高
校
時
代
に
結
ば
れ
、
そ
の
ま
ま
現
在

ま
で
の
半
世
紀
あ
ま
り
を
共
に
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
は
、

私
の
高
校
時
代
の
同
期
生
や
上
級
生
・
下
級
生
に
少
な
く

な
い
。 

 

こ
う
し
て
私
は
中
学
一
年
生
か
ら
新
し
い
学
校
制
度
で

育
ち
、
学
制
の
改
革
に
よ
る
混
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
な

か
っ
た
が
、
私
た
ち
よ
り
一
年
か
ら
三
・
四
年
ほ
ど
上
の

ク
ラ
ス
の
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
旧
制
と
新
制
の
狭
間

で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
異
常
な
体
験
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
も
う
少
し
年
上
の
世
代
は
、
こ
の
よ
う
な
憂
き
目

に
会
う
こ
と
な
く
、
旧
制
度
の
中
・
高
等
教
育
を
最
後
ま

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
に
は
五
学
級
上
の
兄
が
あ

り
、
彼
は
私
が
新
制
中
学
一
年
生
の
頃
、
旧
制
第
四
高
等

学
校
（
通
称
四
高
、
し
こ
う
）
の
二
年
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
も
つ
つ
が
な
く
、
旧
制
の
東
北
大
学
を
卒
業
し
て
い

る
。
私
は
新
制
中
学
を
経
て
新
制
高
等
学
校
に
入
る
ま
で

の
期
間
に
、
兄
と
そ
の
友
人
た
ち
を
通
し
て
旧
制
高
等
学

校
生
の
生
活
の
一
部
を
垣
間
見
た
の
で
、
し
ば
ら
く
そ
の

記
憶
を
辿
っ
て
み
よ
う
。 

 

旧
制
高
等
学
校
は
帝
国
大
学
へ
の
進
学
を
前
提
と
す
る

基
礎
的
高
等
教
育
の
機
関
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
学
生
た
ち

に
は
、
将
来
の
日
本
を
背
負
う
の
は
自
分
た
ち
だ
と
い
う

誇
り
と
自
負
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
強
烈
な
エ
リ
ー
ト
意
識

で
あ
る
。
優
秀
だ
け
れ
ど
も
ま
だ
幼
く
、
そ
れ
だ
け
に
純

粋
で
理
想
主
義
的
な
心
情
を
何
よ
り
も
大
切
に
す
る
傾
向

が
強
く
、
社
会
生
活
に
必
要
な
知
恵
や
技
術
を
卑
し
い
も

の
だ
と
し
て
蔑
む
気
風
が
、
彼
ら
の
行
動
の
全
て
に
染
み

込
ん
で
い
て
、
そ
の
極
端
さ
は
ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
て

い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
だ
っ
た
。 

 

ま
ず
彼
ら
の
服
装
だ
が
、
贅
沢
ほ
ど
低
俗
な
も
の
は
な

い
と
い
う
理
由
か
ら
、
で
き
る
だ
け
汚
れ
て
綿
の
は
み
で

た
制
服
な
い
し
は
和
服
を
身
に
ま
と
い
、
腰
か
ら
は
茶
色

に
汚
れ
た
手
ぬ
ぐ
い
を
長
々
と
ぶ
ら
下
げ
、
制
帽
は
、
あ

ら
か
じ
め
泥
水
に
つ
け
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
し
て
お
き
、
そ
の

天
井
を
十
文
字
に
破
っ
た
も
の
を
被
っ
た
。
こ
れ
を
弊
衣

破
帽
と
称
し
、
更
に
包
葉
の
厚
歯
に
太
い
鼻
緒
を
す
げ
た

も
の
を
履
く
の
が
普
通
だ
っ
た
。
冬
に
な
る
と
そ
の
上
に

黒
い
破
れ
か
け
た
マ
ン
ト
を
羽
織
る
。
そ
し
て
町
を
大
き

な
声
で
寮
歌
を
歌
い
な
が
ら
歩
く
の
で
あ
る
。 

 

寮
歌
と
い
う
の
は
、
高
校
生
の
多
く
が
学
寮
で
生
活
し

て
い
た
関
係
で
、
各
高
校
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
寮
の
記
念
祭

な
ど
に
歌
う
た
め
、
寮
生
た
ち
の
手
で
作
詞
作
曲
し
た
歌

を
持
っ
て
い
た
。
毎
年
記
念
祭
の
折
に
新
し
い
寮
歌
が
募

集
さ
れ
た
が
、
よ
く
歌
わ
れ
る
の
は
中
で
も
名
歌
と
し
て

認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
例
え
ば
第
一
高
等
学
校
の
寮
歌

「
嗚
呼
玉
杯
に
花
う
け
て
」
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

四
高
の
寮
歌
に
も
全
国
に
知
ら
れ
た
名
歌
が
少
な
く
な
い
。

寮
歌
は
概
ね
漢
詩
風
の
大
言
壮
語
に
「
ヨ
ナ
ヌ
キ
音
調
」

（
長
調
の
第
四
音
フ
ァ
と
第
七
音
シ
を
抜
い
た
音
階
）
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
し
た
も
の
で
、
軍
歌
に
近
い
音
楽
的
に

は
幼
稚
な
も
の
だ
が
、
十
六
・
七
の
若
者
の
血
を
滾
ら
せ

る
扇
情
性
と
感
傷
性
に
お
い
て
、
多
大
の
効
果
が
あ
っ
た
。

例
と
し
て
先
に
挙
げ
た
「
嗚
呼
玉
杯
に
」
の
一
部
を
載
せ

て
お
こ
う
。 

 

嗚
呼
玉
杯
に
花
う
け
て 

 
 
 
 
 
 
 

作
詞 

矢
野
勘
治 

作
曲 

楠 

正
一 
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嗚
呼
玉
杯
に
花
う
け
て 

緑
酒
に
月
の
影
や
ど
し 

治
安
の
夢
に
耽
り
た
る 

栄
華
の
巷
低
く
見
て 

向
ヶ
丘
に
そ
そ
り
立
つ 

五
寮
の
健
児
意
気
高
し 

 

芙
蓉
の
雪
の
精
を
と
り 

芳
野
の
花
の
華
を
奪
い 

清
き
心
の
益
良
男
が 

 
剣
と
筆
を
と
り
持
ち
て 

一
た
び
起
た
ば
何
事
か 

人
世
の
偉
業
成
ら
ざ
ら
ん 

 

濁
れ
る
海
に
漂
え
る 

 

我
が
国
民
を
救
わ
ん
と 

逆
巻
く
浪
を
か
き
わ
け
て 

自
治
の
大
船
勇
ま
し
く 
 

尚
武
の
風
を
帆
に
は
ら
み 

船
出
せ
し
よ
り
十
二
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
下
略
） 

 
 

こ
の
歌
詞
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
「
向
ヶ

丘
に
立
っ
て
い
る
一
高
の
五
つ
の
寮
に
住
ん
で
い
る
我
ら

は
、
旨
い
酒
に
酔
い
し
れ
て
平
和
な
生
活
に
満
足
し
て
い

る
贅
沢
か
つ
低
俗
な
人
々
を
軽
蔑
し
、
元
気
に
希
望
に
満

ち
理
想
に
燃
え
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
武
力
と
筆
力
（
文

化
の
力
）
を
用
い
て
改
革
に
着
手
す
れ
ば
、
出
来
な
い
こ

と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
。
堕
落
し
た
社
会
に
目
的
も
な
く
だ

ら
だ
ら
と
日
を
す
ご
し
て
い
る
日
本
の
国
民
を
救
う
た
め

に
、
わ
れ
わ
れ
一
高
の
学
生
た
ち
が
困
難
な
社
会
改
革
の

道
に
踏
み
出
し
て
か
ら
、
今
日
で
十
二
年
が
過
ぎ
た
。」

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
当
時
の
若
い
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、

ど
の
よ
う
に
単
純
な
正
義
感
と
自
負
と
に
生
き
て
い
た
か

を
、
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
若
者
の
気
持
ち
に
は
大
変
尊
い
も
の
が
あ

り
、
戦
中
戦
後
の
反
権
力
的
平
和
運
動
、
反
戦
運
動
な
ど

に
身
を
投
じ
た
人
た
ち
に
も
、
抱
く
理
想
の
方
向
が
異
な

る
だ
け
で
、
同
種
の
自
己
肯
定
と
自
己
讃
美
が
行
動
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
源
泉
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想

追
求
が
結
局
ど
の
よ
う
な
帰
結
に
達
し
た
の
か
は
、
後
世

に
な
っ
て
は
じ
め
て
判
明
す
る
も
の
だ
か
ら
、
同
時
代
に

生
き
て
い
た
私
た
ち
に
は
、
自
分
の
周
囲
を
取
り
巻
く
こ

う
し
た
雰
囲
気
が
ど
ん
な
種
類
の
も
の
な
の
か
は
見
通
せ

る
わ
け
が
な
か
っ
た
。
一
高
を
手
本
と
す
る
日
本
中
の
旧

制
高
校
の
生
徒
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

理
想
主
義
に
対
し
て
、
こ
れ
に
性
格
的
あ
る
い
は
生
理
的

な
嫌
悪
感
を
も
っ
た
人
た
ち
も
居
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
少
数
派
を
単
純
に
賛
美
す
る
気
は
な
い
の
だ
が
、
し

か
し
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
も
し
も
旧
制
高
等
学

校
が
新
制
の
そ
れ
の
よ
う
に
男
女
共
学
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

高
踏
的
な
「
蛮
カ
ラ
」
（
裏
返
し
の
ハ
イ
カ
ラ
）
の
風
俗

な
ど
生
ま
れ
ず
、
青
年
男
女
の
社
会
的
・
人
間
的
な
成
熟

が
も
っ
と
自
然
な
形
で
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

武
士
の
「
一
分

い
ち
ぶ
ん

」 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話 

７ 
 
 
 
 

広
嶋 

進 

山
田
洋
次
監
督
の
時
代
劇
映
画
『
武
士
の
一
分
』（
二

〇
〇
六
年
一
二
月
、
松
竹
）
が
、
先
頃
公
開
さ
れ
た
。
残

念
な
が
ら
、
ま
だ
観
る
機
会
を
得
て
い
な
い
が
、
映
画
の

原
作
で
あ
る
藤
沢
周
平
（
一
九
二
七
〜
九
七
）
の
小
説

「
盲
目
剣
谺
こ
だ
ま

返
し
」
（
一
九
八
〇
年
）
を
読
ん
で
み
た
。

「
武
士
の
一
分
」
と
い
う
言
葉
が
、
原
作
の
な
か
に
す
で

に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
脚
本
執
筆
者
が
作
品

の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
と
し
て
、
新
た
に
映
画
の
題

名
に
し
た
の
か
、
気
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

原
作
は
、
主
人
公
の
武
士
三
村
新
之
丞
が
盲
目
に
な
っ

て
一
年
半
、
妻
の
加
世
の
行
動
に
不
審
を
感
じ
、
密
通
を

疑
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
や
が
て
目
撃
情
報
に
よ
っ
て

妻
の
浮
気
が
動
か
ぬ
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
新
之
丞
は
不

倫
相
手
の
武
士
を
討
つ
決
心
を
す
る
…
…
。
こ
こ
ま
で
読

み
進
む
と
、
本
話
が
い
わ
ゆ
る
「
妻め

敵
が
た
き

討
ち
」
の
話
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

「
妻
敵
討
ち
」
と
は
、「
妻
敵
」
す
な
わ
ち
「
自
分
の
妻

と
密
通
し
た
男
」
を
討
ち
と
る
こ
と
、
あ
る
い
は
妻
と
相

手
の
男
を
と
も
に
殺
害
す
る
こ
と
を
い
う
。
原
作
小
説
で

は
妻
の
不
倫
相
手
は
夫
の
上
司
で
あ
る
。
妻
は
、
失
職
し

た
夫
の
自
刃
を
な
ん
と
か
阻
止
し
よ
う
と
、
上
司
に
家
名

存
続
を
願
い
出
て
、
そ
の
見
返
り
に
関
係
を
男
か
ら
強
要

さ
れ
る
。 
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し
か
し
、
夫
は
妻
を
離
縁
し
て
も
、
殺
そ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
ま
た
妻
も
、
そ
の
不
義
は
夫
の
身
を
案
ず
る
あ

ま
り
の
過
失
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
夫
は
妻
の
不
倫

を
最
終
的
に
は
許
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
妻
も

最
後
ま
で
夫
に
尽
く
そ
う
と
す
る
。
彼
女
は
罪
を
犯
し
た

が
、
そ
の
態
度
や
心
持
ち
は
あ
く
ま
で
も
「
貞
女
」
と
し

て
描
か
れ
る
。 

「
妻
敵
討
ち
」
は
、
戦
国
時
代
以
来
近
世
に
お
い
て
も
、

夫
が
、
姦
通
し
た
妻
と
そ
の
相
手
の
男
を
殺
害
し
て
も
罪

に
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
話
は
、
密
夫
を
殺

害
は
す
る
も
の
の
妻
を
手
討
ち
に
し
な
い
「
妻
敵
討
ち
」

の
話
で
あ
り
、
ま
た
心
な
ら
ず
も
不
倫
を
し
て
し
ま
っ
た

「
貞
女
」
の
話
と
言
え
る
。 

主
人
公
・
新
之
丞
が
密
夫
の
島
村
と
戦
う
場
面
に
、
次

の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。 

島
村
は
唾
棄
す
べ
き
男
だ
が
、
一
刀
流
の
剣
士
で
も

あ
る
。
盲
人
の
剣
に
対
し
て
、
何
か
工
夫
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
か
っ
た
。 

だ
が
、
狼
狽
は
す
ぐ
に
静
ま
っ
た
。
勝
つ
こ
と
が
す

べ
て
で
は
な
か
っ
た
。
武、

士、

の、

一、

分、

が
立
て
ば
そ
れ

で
よ
い
。
敵
は
い
ず
れ
仕
か
け
て
来
る
だ
ろ
う
。
生

死
は
問
わ
ず
、
そ
の
と
き
が
勝
負
だ
っ
た
。（「
盲
目

剣
谺
返
し
」
六
） 

「
武
士
の
一
分
」
と
い
う
語
句
は
原
作
に
記
さ
れ
て
い

た
。「
一
分
」
と
は
「
面
目
、
意
地
」
の
意
味
で
あ
る
。

右
の
決
闘
で
は
盲
目
の
新
之
丞
に
、
通
常
な
ら
ば
勝
ち
目

は
な
い
。
い
わ
ば
、
名
誉
を
守
る
た
め
の
捨
て
身
の
戦
い

で
あ
っ
た
。 

「
一
分
」
と
い
う
語
は
現
代
で
は
完
全
に
死
語
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
、
授
業
で
西
鶴
の
武
家
物
を
読

む
と
き
に
は
「
一
分
」
の
意
味
を
受
講
生
に
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
武
家
物
に
は
頻
繁
に
「
一

分
」
の
語
が
登
場
す
る
し
、
ま
た
重
要
な
言
葉
で
も
あ
る
。 

西
鶴
作
『
武
道
伝
来
記
』（
一
六
八
七
年
刊
）
に
は
、

次
の
よ
う
に
「
一
分
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。 

親
仁
侍
の
一、

分、

も、

立、

た、

ず、

、
腰
抜
け
の
取
沙
汰
、
座

中
大
笑
ひ
な
れ
ば
（
巻
三
の
三
） 

 

我
い
つ
は
り
者
に
成
り
て
、
一、

分、

立、

た、

ず、

、
堪
忍
な

ら
ず
（
巻
四
の
三
） 

「
世
間
、
我
ら
、
一、

分、

立、

ち、

申、

さ、

ず、

」
と
、
抜
き
打

ち
に
す
る
を
（
巻
八
の
二
） 

全
部
で
十
二
の
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
右
の
引
用
の

よ
う
に
、
十
例
に
お
い
て
「
一
分
立
た
ず
」
の
形
で
、
こ

の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
る
。 

「
一
分
」
と
は
も
と
も
と
「
十
分
の
一
。
ご
く
わ
ず

か
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
一
身
。
自

身
」「
一
身
の
面
目
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
一
分
が
立
た
ぬ
、
半
分
も
立
た
ぬ
」
と
い
う
言
い

方
が
あ
る
よ
う
に
、「
一
分
」
に
は
「
わ
ず
か
な
、
こ
の

身
の
面
目
」
と
い
っ
た
含
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
自
分
」
と
い
う
語
が
、
文
字
通
り
「
そ
の
人
自

身
。
自
己
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る

（「
自
分
」
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
大
阪
の
会
話
に

お
い
て
二
人
称
の
用
法
が
あ
り
、
ま
た
「
御
自
分
」
「
御

自
分
様
」
と
い
う
敬
語
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
御

一
分
」「
御
一
分
様
」
と
い
う
語
句
は
な
い
）。 

「
妻
敵
討
ち
」
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
敵
討
ち
」
に

準
じ
た
扱
い
を
受
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
諸
国
の
敵
討

ち
を
類
集
し
た
『
武
道
伝
来
記
』
に
は
「
妻
敵
討
ち
」
の

話
は
ひ
と
つ
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、

「
妻
敵
討
ち
」
は
、
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
に
は
、
武
士

と
し
て
み
っ
と
も
な
い
こ
と
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
意
識

さ
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。 

 

西
鶴
作
『
新
可
笑
記
』（
一
六
八
八
年
刊
）
の
巻
三
の 

一
に
は
、
「
女め

敵
が
た
き

に
身
替
り
狐
」
と
い
う
「
妻
敵
討

ち
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
章
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。 

最
前
賢
き
人
の
、
「
女
敵
討
つ
程
の
者
に
は
あ
ら

ず
」
と
の
御
一
言
こ
こ
な
り
と
（
巻
三
の
一
） 

（
以
前
賢
い
人
が
、「
女
敵
を
討
つ
ほ
ど
の
愚
か
者
で

は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
御
一
言
は
、
ま
さ
に
こ
こ
だ

と
思
っ
て
） 

巻
三
の
一
の
主
人
公
の
武
士
は
、
妻
が
浮
気
を
し
て
い
る

と
の
噂
が
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
証
拠
の
恋
文
を
発
見
す

る
。
悔
し
さ
の
あ
ま
り
、
た
だ
ち
に
妻
と
密
夫
を
殺
そ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
右
の
引
用
の
よ
う
に
考
え
て
思
い
と

ど
ま
り
、
一
計
を
案
ず
る
。
漁
師
か
ら
古
狐
の
死
骸
を
買

い
、
仲
間
を
大
勢
集
め
た
夜
に
、
そ
の
狐
を
斬
り
捨
て
る

と
い
う
演
技
を
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
妻
の
密
通
の
噂
は

狐
の
仕
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
件
落
着
。
そ
の
の
ち

妻
を
実
家
に
帰
し
、
世
間
の
評
判
が
お
さ
ま
っ
た
と
こ
ろ
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で
、
男
は
密
夫
を
探
し
出
し
、
見
事
討
ち
果
た
し
た
。 

右
の
あ
ら
す
じ
に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
武
士
が
妻
の
姦

通
及
び
妻
敵
討
ち
自
体
を
、
い
か
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
と

感
じ
て
い
た
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
間
男
成
敗
は
、
武

士
に
と
っ
て
い
わ
ば
恥
の
上
に
恥
を
重
ね
る
行
為
で
も
あ

っ
た
。 

原
作
の
藤
沢
作
品
で
、
主
人
公
の
家
名
存
続
は
妻
が
「 

自
分
の
貞
操
で
購
あ
が
な

っ
た
も
の
だ
っ
た
」
と
読
者
を
ミ
ス

リ
ー
ド
し
て
お
お
き
な
が
ら
、
家
名
継
続
は
実
は
密
夫
の

進
言
と
は
無
関
係
で
、
藩
主
の
裁
決
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

と
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
も
し
も
、
新
之
丞
の
家
禄
存
続
が
島
村
の
お
か

げ
で
あ
る
な
ら
ば
、
恩
人
の
島
村
を
彼
は
斬
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
（
あ
る
い
は
た
め
ら
う
よ
う
に
な
る
）
か
ら

で
あ
る
。
作
者
は
主
人
公
に
「
家
禄
存
続
」
か
「
妻
敵
討

ち
」
か
と
い
う
二
者
択
一
に
直
面
さ
せ
た
り
、
迷
わ
せ
た

り
し
な
い
よ
う
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て
て
い
る
。 

 

ま
た
「
妻
敵
」
の
島
村
は
新
之
丞
の
上
司
で
あ
る
が
、

近
世
に
お
い
て
「
主
殺
し
」
は
不
忠
で
あ
り
、
親
殺
し
以

上
の
罪
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
主
人
公
は
「
妻
敵
討

ち
」
に
は
成
功
し
た
が
、「
主
殺
し
」
の
大
罪
を
犯
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
作
で
は
「
島
村
藤
弥
の
死
は
、
屋

敷
の
者
か
ら
不
審
死
と
し
て
と
ど
け
ら
れ
」
「
そ
の
相
手

が
盲
目
の
新
之
丞
だ
と
は
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
」
と
し

て
、
新
之
丞
に
よ
る
殺
害
で
あ
る
こ
と
は
誰
に
も
知
ら
れ

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
原
作
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

本
作
は
時
代
を
江
戸
に
設
定
し
「
妻
敵
討
ち
」
の
型
を
踏

ま
え
て
は
い
る
も
の
の
、
愛
妻
を
奪
わ
れ
た
夫
の
絶
望
と

復
讐
と
い
う
一
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
語
ら
れ
た
作
品
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。 

 

「
盲
目
剣
谺
返
し
」
は
、
夫
の
病
気
、
失
職
、
妻
の
不

貞
と
い
う
た
び
重
な
る
試
練
に
耐
え
な
が
ら
、
夫
婦
が
生

き
延
び
て
い
く
話
で
あ
り
、
妻
と
夫
の
純
愛
の
話
で
あ
る
。

本
話
は
そ
の
意
味
で
、
紛
れ
も
な
い
現
代
小
説
な
の
で
あ

る
。 

 

不
思
議
な
出
会
い
（
そ
の
七
） 

ハ
ワ
イ
大
学 

D
r
.崎

原 
 
 
 
 横

山 

學 

ハ
ワ
イ
大
学
夏
期
大
学
坂
巻
駿
三
教
授
の
琉
球
・
沖
縄

研
究
を
助
け
た
の
は
、
「
二
人
の
貢
」
で
し
た
。
そ
の
ひ

と
り
、M

itsugu Sakihara(

崎
原
貢)

博
士
と
は
、
最
初
の

ハ
ワ
イ
大
学
調
査
以
来
の
長
い
お
付
き
合
い
で
す
。
宝
玲

文
庫
の
琉
球
資
料
が
ハ
ワ
イ
大
学
夏
期
大
学
の
学
長
室
に

保
管
さ
れ
て
い
た
と
き
、
そ
の
部
屋
を
管
理
な
さ
っ
て
い

ま
し
た
。
す
で
に
学
長
だ
っ
た
坂
巻
駿
三
は
亡
く
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
宝
玲
文
庫
本
は
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
残
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
シ
ン
ク
レ
ア
図
書
館
に
移
管
さ

れ
、
現
在
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
図
書
館
の
四
階
に
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。 

崎
原
貢
氏
は
平
成
十
三
年
の
春
に
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
数
年
前
に
、
自
分
の
琉
球
研
究
や
坂
巻
駿
三
に
つ
い

て
親
し
く
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
夏

の
午
後
の
日
差
し
が
窓
越
し
に
眩
し
く
、
遮
光
シ
ー
ル
の

破
れ
か
ら
は
眼
下
に
ア
ラ
モ
ア
ナ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
屋
根
が
見
え
る
部
屋
で
し
た
。 

崎
原
氏
は
、
太
平
洋
戦
争
が
終
了
し
た
直
後
に
、
戦
争

に
よ
っ
て
孤
児
と
な
っ
た
同
年
代
の
若
者
と
共
に
、
米
軍

の
輸
送
船
で
、
長
い
船
旅
を
経
て
米
国
本
土
に
送
ら
れ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
ホ
ノ
ル
ル
で
通
訳

を
し
て
く
れ
た
の
が
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
（D

onald 

K
een

）
だ
っ
た
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
米
国
政
府
か

ら
の
奨
学
金
を
得
て
オ
レ
ゴ
ン
州
立
大
学
に
入
学
し
、
学

士
と
修
士
の
学
位
を
取
得
し
て
、
ハ
ワ
イ
大
学
キ
ャ
ン
パ

ス
内
の
東
西
文
化
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
に
就
い
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
「
六
十
年
安
保
」
の
頃
で
、
米
国
に
と
っ
て
も

沖
縄
が
重
要
だ
と
さ
れ
た
時
で
し
た
。「
琉
球
民
族
に
つ

い
て
」
と
い
う
論
文
が
書
か
れ
、
日
本
民
族
に
属
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
独
自
の
民
族
な
の
か
と
、
そ
の
帰
属
性
を

学
術
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
東
西

文
化
セ
ン
タ
ー
が
ハ
ワ
イ
大
学
の
構
内
に
設
置
さ
れ
、
フ

ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
（Frank H

aw
ley

）
の
知
人
で
も
あ

っ
た
Ｇ
・
Ｈ
・
カ
ー
（G

eorge H
. K

err

）
が
中
心
と
な

っ
て
、
琉
球
・
沖
縄
文
献
の
収
集
に
着
手
し
た
頃
で
す
。

カ
ー
の
助
手
と
し
て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
崎
原
氏
は
、
壮
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大
な
文
献
収
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
一
人
に
よ
る
八
重
山
か

ら
鹿
児
島
ま
で
の
全
域
に
わ
た
る
写
真
複
写
事
業
」
を
任

さ
れ
ま
し
た
。
折
り
良
く
、
ホ
ー
レ
ー
の
遺
族
か
ら
譲
り

受
け
た
宝
玲
文
庫
の
整
理
の
た
め
に
、
比
嘉
春
潮
と
仲
原

善
忠
が
ハ
ワ
イ
大
学
に
招
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
二

人
か
ら
、
三
ヶ
月
間
に
わ
た
り
琉
球
の
文
献
学
や
古
文
書

の
読
み
方
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
昭
和
三
十
七
年
の
春

の
こ
と
で
す
。 

六
月
末
に
事
業
は
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
東
京
に
到

着
。
二
台
の
ペ
ン
タ
ッ
ク
ス
・
カ
メ
ラ
と
二
台
の
露
出
計

を
含
む
撮
影
機
材
を
購
入
。
国
会
図
書
館
・
公
文
書
館
・

東
京
大
学
・
宮
内
庁
書
陵
部
を
調
査
し
、
仲
原
善
忠
や
崎

浜
秀
明
を
訪
ね
ま
し
た
。
公
文
書
館
に
は
内
閣
文
庫
、
東

京
大
学
に
は
民
俗
資
料
と
し
て
の
琉
球
・
沖
縄
の
古
文
書

が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
都
内
で
約
四
十
名
の
関
係
者
に

会
い
、
四
千
六
百
駒
の
撮
影
を
し
た
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
沖
縄
に
渡
り
、
沖
縄
八
重
山
の
石
垣
島
を
基
点
と

し
て
周
囲
の
離
島
（
与
那
国
島
・
黒
島
・
小
浜
島
・
波
照

間
島
・
西
表
古
見
村
）
で
撮
影
を
し
て
、
宮
古
島
（
伊
良

部
島
・
来
間
島
・
御
神
島
）、
沖
縄
本
島
（
伊
平
屋
島
・

伊
是
名
島
・
慶
良
間
島
・
久
高
島
）、
奄
美
諸
島
（
沖
永

良
部
島
・
加
計
呂
麻
島
・
宇
検
村
・
与
論
島
）
と
巡
り
、

六
ヶ
月
を
費
や
し
て
鹿
児
島
ま
で
、
北
上
し
て
ゆ
き
ま
し

た
。
こ
の
事
業
の
全
体
で
二
百
五
十
九
件
、
三
万
駒
の
撮

影
を
行
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
途
中
で
カ
メ
ラ
が
故
障

し
て
那
覇
に
修
理
の
た
め
に
急
送
し
た
り
、
台
風
の
季
節

で
各
地
で
足
止
め
を
強
い
ら
れ
、
何
日
も
宿
所
で
天
候
の

回
復
を
待
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
こ
と
が
「
愉
し
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
時
期

は
異
な
り
ま
す
が
、
わ
た
く
し
も
カ
メ
ラ
を
抱
い
て
青
森

か
ら
那
覇
ま
で
同
様
の
調
査
旅
行
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
苦
労
話
に
花
が
咲
き
ま
し
た
。
様
々
な
突
発
事

件
を
楽
し
そ
う
に
回
想
し
て
い
ら
し
た
姿
が
、
今
も
目
に

浮
か
び
ま
す
。 

沖
縄
戦
で
沖
縄
本
島
の
記
録
類
は
殆
ど
消
滅
し
、
残
さ

れ
て
い
た
の
は
八
重
山
・
宮
古
・
奄
美
周
辺
の
離
島
の
地

方
文
書
で
し
た
。
沖
縄
戦
の
激
し
さ
を
知
っ
て
い
る
崎
原

氏
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
類
を
早
急
に
記
録
に
残
さ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
強
い
使
命
感
に
駆
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

カ
ー
の
撮
影
事
業
は
こ
の
他
に
も
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
早

稲
田
大
学
八
重
山
探
検
隊
長
と
し
て
沖
縄
を
訪
れ
た
滝
口

宏
教
授
と
協
力
し
て
、
八
重
山
地
域
の
在
番
所
記
録
（
地

方
文
書
）
を
集
め
た
喜
舎
場
家
文
書
の
撮
影
を
し
ま
し
た
。

喜
舎
場
永
恂
氏
は
村
の
役
場
が
廃
棄
し
た
古
文
書
の
束
を

救
い
出
し
、
自
宅
に
保
管
し
て
い
た
の
で
す
。 

こ
の
撮
影
事
業
に
よ
っ
て
、
琉
球
・
沖
縄
の
地
方
文
書

の
形
式
や
概
要
を
、
崎
原
氏
は
現
物
に
触
れ
な
が
ら
一
気

に
学
習
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
坂
巻
駿
三
は
宝

玲
文
庫
琉
球
資
料
の
実
際
的
な
整
理
を
崎
原
氏
に
託
し
ま

し
た
。
ハ
ワ
イ
大
学
に
運
ば
れ
た
約
二
千
点
の
宝
玲
文
庫

本
に
つ
い
て
は
、
ホ
テ
ル
の
便
箋
に
急
遽
書
き
写
し
て
、

作
成
さ
れ
た
書
名
目
録
が
あ
る
の
み
で
、
著
者
名
や
出
版

者
、
寸
法
・
法
量
を
含
む
詳
し
い
書
誌
情
報
は
何
も
記
録

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
図
書
資
料
と
し
て
管
理
す
る

た
め
に
は
、
大
切
な
作
業
が
残
っ
て
い
た
の
で
し
た
。 

崎
原
貢
氏
は
坂
巻
駿
三
の
下
で
博
士
論
文
「
徳
川
時
代

に
お
け
る
薩
摩
藩
財
源
の
中
の
琉
球
の
重
要
性
」
を
仕
上

げ
て
、
昭
和
四
十
六
年
に
ハ
ワ
イ
大
学
に
提
出
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
夏
期
大
学
の
事
務
長
、
ハ
ワ
イ
大
学
歴
史
学
科

教
授
、
ハ
ワ
イ
国
際
大
学
学
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
在

ハ
ワ
イ
の
沖
縄
出
身
者
の
聞
き
書
き
集
『U

chinanchu

（
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
ー
）』
を
ま
と
め
る
事
に
助
力
し
、
カ
ー

の
『
琉
球
の
歴
史
』
の
改
訂
訳
な
ど
、
数
々
の
沖
縄
研
究

書
の
翻
訳
も
し
て
い
ま
す
。
昨
年
、
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
部

か
ら
『O

kinaw
an-English W

ordbook

』
が
刊
行
さ
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
崎
原
氏
の
遺
稿
「
英
文
現
代
沖
縄
語
及

び
文
化
辞
典
」
が
基
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
を
訪
れ

た
沖
縄
か
ら
の
研
究
者
の
殆
ど
が
、
崎
原
貢
氏
を
訪
ね
て

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 
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崎
原
氏
の
「
さ
あ
、
ベ
ラ
タ
ニ
ア
通
り
の
美
味
い
ベ
ト

ナ
ム
料
理
を
食
べ
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
の
言
葉
で
、
二

時
間
ほ
ど
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
終
わ
っ
た
の
を
憶
え
て
い

ま
す
。
そ
の
時
、
前
述
の
調
査
日
誌
（
報
告
書
）
を
渡
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
約
束
を
、

未
だ
果
た
し
て
い
ま
せ
ん
。『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』

に
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

崎
原
貢
氏
の
残
し
た
蔵
書
類
は
、
Ｇ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
旧

蔵
資
料
と
共
に
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
琉
球
図
書
館
郷
土
資
料
室
に
は
、
喜
舎
場
永
恂
文

書
を
初
め
と
し
て
、
伊
波
普
猷
文
庫
・
島
袋
源
七
文
庫
・

仲
原
善
忠
文
庫
・
ブ
ル
文
庫
・
宝
玲
文
庫
（
複
写
物
）
・

宮
良
殿
内
文
庫
・
宮
里
政
玄
文
庫
・
仲
宗
根
政
善
沖
縄
方

言
資
料
・
カ
ー
文
庫
・
奥
里
将
建
文
庫
・
矢
内
原
忠
雄
文

庫
・
原
忠
順
文
庫
、
そ
し
て
松
田
貢
文
庫
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
人
の
「
貢
」
はD

r
.
M
i
t
s
u

g
u
 
M
a
t
s
u
d
a

（
松
田

貢
）
で
、
崎
原
氏
と
同
じ
沖
縄
出
身
の
研
究
者
で
あ
り
ま

し
た
。
い
ず
れ
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 生
活
文
化
研
究
所
講
演
会
の
ご
案
内
。 

 新
規
購
入
の
主
た
る
図
書 

『
大
宅
壮
一
文
庫
雑
誌
記

事
索
引
（C

D-R
O
M版

）』
・
『
重
宝
記
資
料
集
成
』（
第
二

五
〜
三
〇
巻
き
）
・
『
第
一
高
等
学
校
校
友
会
雑
誌
総
目

次
・
執
筆
者
索
引
（D

V
D版

）』
・
『
笠
戸
丸
か
ら
見
た
日

本 

し
た
た
か
に
生
き
た
船
の
物
語
』
・
『
江
戸
時
代
女

性
文
庫
補
遺
「
女
筆
手
本
類
」
』
（
第
一
〜
十
二
巻
）
・

『
太
平
洋
問
題
調
査
会
研
究
』
『
宮
田
登
日
本
を
語
る
』

（
第
十
三
〜
十
六
巻
）
・
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
の
科
学
』。 

生
活
文
化
研
究
所
年
報
の
ご
案
内 

『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』（
第
二
十
輯
）
が
出
来
上
が

り
ま
し
た
。
掲
載
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。
ご
興
味
を

お
持
ち
頂
け
ま
し
た
ら
、
ご
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

小
沢
詠
美
子
「
浅
草
花
屋
敷
に
お
け
る
動
物
飼
育
に 

 
 
 

つ
い
て 

幕
末
〜
明
治
を
中
心
に
」 

 

新
田
義
之
「
大
学
の
創
立
理
念
と
学
問
伝
統
」 

 
今
田
節
子
「
行
事
食
と
し
て
の
小
豆
の
食
習
慣
の
意

味
を
考
え
る 

正
月
お
よ
び
盆
関
連
行
事
を
中
心

に
」 

 

横
山 

學
「
太
平
洋
戦
争
開
戦
期
の
坂
西
志
保
と
日

本
送
還
」 

 
 

照
山
越
子
・
横
山
學
共
訳
「
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー

母
（
ジ
ェ
シ
カ
）
の
書
簡
」（
そ
の
二
） 

 
 

横
山
學
解
題 

広
嶋
進
・
中
島
千
尋
翻
刻
（
翻
刻
史

料
）『
子
孫
繁
盛
記
』（
天
明
四
年
刊
） 

 
 

生
活
文
化
講
演
会
／
演
題
一
覧 

 
 

生
活
文
化
研
究
所
年
報
／
既
刊
目
次 

生
活
文
化
研
究
所
年
報
の
既
刊
目
次
と
生
文
研
メ
ー
ル
の

全
文
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
n
d
s
u
.
a
c
.
j
p
/
1
0
0
0
_
g
u
i
d
/
1
7
0
0
_
i
n
s
t
/

1
7
3
0
_
l
a
0
2
/
1
7
3
0
_
l
a
0
2
_
o
r
g
0
1
.
h
t
m
l

 

  編
集
後
記 

お
知
ら
せ 

こ
の
春
か
ら
、
前
任
の
広
嶋
進
教
授
に
代
わ
り
ま
し
て

横
山
學
教
授
が
所
長
と
な
り
ま
し
た
。
助
手
を
務
め
て

お
り
ま
し
た
中
島
千
尋
さ
ん
の
後
任
は
、
西
岡
真
依
子

さ
ん
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｙ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
十
九
年
七
月
十
四
日
（
土
）
二
時
〜
四
時 

本
学
中
央
棟
６
３
０
Ｎ
Ｄ
教
室
。 

講
師 

天
野
晴
子
（
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
准
教
授
） 

演
題 

「
江
戸
時
代
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
」 

生
活
文
化
研
究
所
「
演
習
室
」
の
利
用
に
つ
い
て 

 

演
習
室
の
利
用
の
際
に
は
、
下
記
の
こ
と
を
守
っ
て
く

だ
さ
い
。 

一
、
利
用
者
は
、
利
用
者
カ
ー
ド
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
（
授
業
時
間
以
外
で
部
屋
を
利
用
す
る

場
合
）。 

二
、
図
書
の
利
用
は
、
室
内
に
限
り
ま
す
。 

三
、
パ
ソ
コ
ン
の
利
用
は
自
由
で
す
が
、
設
定
は
変
更
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。 

四
、
ゴ
ミ
は
各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。 

五
、
私
物
は
、
各
自
で
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。 

 


