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日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
９
）

日
本
海
沿
岸
の
エ
ゴ
ノ
リ
料
理

今
田
節
子

鳥
取
県
の
郷
土
料
理
に
「
イ
ギ
ス
」
が
あ
る
。「
日
本

人
と
海
藻
の
か
か
わ
り(

７)

」
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

瀬
戸
内
沿
岸
地
域
に
も
同
じ
名
称
の
「
イ
ギ
ス
料
理
」
が

あ
る
。
試
食
し
て
み
る
と
両
者
と
も
イ
ギ
ス
と
呼
ば
れ
る

紅
藻
類
を
煮
溶
か
し
固
め
た
料
理
に
は
違
い
な
い
が
、
料

理
の
色
や
食
感
が
異
な
る
。
は
た
し
て
同
じ
海
藻
を
使
っ

た
料
理
な
の
か
ど
う
か
疑
問
を
持
ち
実
地
調
査
し
て
み
る

と
、
鳥
取
県
の
イ
ギ
ス
は
「
エ
ゴ
ノ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
紅

藻
類
で
あ
っ
た
【
図
１
】。

『
日
本
海
藻
誌
』
に
よ
る
と
エ
ゴ
ノ
リ
に
は
、
エ
ゴ
、

ウ
ケ
ウ
ト
、
オ
キ
テ
ン
、
オ
キ
ウ
ド
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

方
言
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
北
近

畿
以
北
で
は
エ
ゴ
ノ
リ
、
イ
ゴ
グ
サ
、
イ
ゴ
、
ウ
ゴ
、
エ

ゴ
、
鳥
取
県
で
は
イ
ギ
ス
、
ジ
ョ
ウ
、
島
根
県
で
は
オ
キ

ュ
ウ
ト
、
オ
キ
ウ
ド
な
ど
で
、
地
域
で
呼
び
名
が
変
化
し

て
い
く
が
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
海
藻
や
市
販
さ
れ
て

い
る
も
の
を
観
察
し
て
み
る
と
、
同
じ
エ
ゴ
ノ
リ
で
あ
る

こ
と
が
素
人
目
に
も
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

瀬
戸
内
沿
岸
と
鳥
取
県
の
イ
ギ
ス
は
異
な
る
海
藻
で
あ
っ

た
が
、
形
状
や
性
質
が
類
似
し
て
お
り
イ
ギ
ス
と
エ
ゴ
ノ

リ
は
区
別
さ
れ
ず
に
扱
わ
れ
、
鳥
取
県
で
は
イ
ギ
ス
と
呼

ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

エ
ゴ
ノ
リ
は
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
の
花
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

海
底
の
岩
場
に
は
自
生
せ
ず
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
の
上
に
つ
く
。

不
思
議
な
こ
と
に
エ
ゴ
ノ
リ
が
大
量
に
自
生
す
る
年
は
不

漁
や
不
作
に
よ
る
飢
饉
が
起
こ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
お
り
、

エ
ゴ
ノ
リ
は
「
飢
饉
（
き
き
ん
）
草
」
と
も
「
餓
し
ん

草
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
漁
村
や
近
隣
の
農
村
を
問
わ
ず
、

大
量
に
エ
ゴ
ノ
リ
が
自
生
し
た
年
に
は
救
荒
食
と
し
て
採

取
し
、
潮
が
つ
い
た
ま
ま
乾
燥
し
た
も
の
を
カ
マ
ス
（
む

し
ろ
を
半
分
に
折
っ
て
袋
状
に
し
た
も
の
）
に
詰
め
て
保

存
し
、
常
備
し
て
お
く
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
北
近

畿
地
方
や
北
陸
地
方
で
は
戦
前
の
物
が
納
屋
に
保
存
さ
れ

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
家
も
あ
る
と
聞
く
。

エ
ゴ
ノ
リ
の
料
理
は
日
本
海
沿
岸
地
域
に
加
え
、
長
野

県
、
福
島
県
の
会
津
地
方
ま
で
分
布
が
広
が
っ
て
お
り
、

エ
ゴ
ノ
リ
を
煮
溶
か
し
て
凝
固
さ
せ
た
料
理
の
名
前
も
地

方
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
、
粘
り
の
強
い
性
質
か
ら
「
エ
ゴ

ネ
リ
」
と
呼
ん
で
い
る
地
域
が
多
い
。
エ
ゴ
ネ
リ
の
料
理

法
は
比
較
的
簡
単
で
、
よ
く
水
洗
い
し
な
が
ら
ゴ
ミ
を
除

き
、
半
日
ぐ
ら
い
水
に
浸
け
て
十
分
戻
し
、
手
首
当
た
り

ま
で
水
を
入
れ
て
火
に
か
け
、
盃
（
さ
か
ず
き
）
一
杯
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度
の
酢
を
入
れ
て
煮
溶
か
す
。
焦
が
さ
な
い
よ
う
に
よ
く

混
ぜ
な
が
ら
一
時
間
程
煮
て
、
木
杓
子
（
き
し
ゃ
く
し
）

で
す
く
っ
て
ポ
ト
ポ
ト
と
固
ま
り
が
落
ち
る
程
度
に
な
る

と
で
き
あ
が
り
、
流
し
箱
に
入
れ
て
一
晩
位
お
く
と
固
ま

る
。
少
し
ぐ
ら
い
エ
ゴ
ノ
リ
の
溶
け
残
り
が
あ
る
方
が
お

い
し
い
と
い
う
者
も
あ
る
。
ま
た
、
火
か
ら
下
ろ
し
た
直

後
に
す
り
鉢
で
海
藻
繊
維
を
擦
り
つ
ぶ
し
て
か
ら
凝
固
さ

せ
た
り
、
笊
（
ざ
る
）
で
こ
し
て
冷
や
し
固
め
る
と
い
う

場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
家
庭
の
好
み
に
よ
る
。
凝
固
し

た
エ
ゴ
ネ
リ
は
こ
ん
に
ゃ
く
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ

に
人
参
な
ど
の
具
を
入
れ
て
固
め
た
り
、
高
濃
度
に
煮
た

も
の
を
団
子
状
に
丸
め
た
り
も
し
た
。
戦
時
中
の
救
荒
食

に
は
、
さ
つ
ま
芋
を
入
れ
て
固
め
た
も
の
が
主
食
の
代
用

に
な
っ
た
と
い
う
。

エ
ゴ
ネ
リ
は
適
当
な
大
き
さ
に
切
り
、
胡
麻
醤
油
や
芥

子
醤
油
、
生
姜
醤
油
、
刺
身
醤
油
な
ど
様
々
な
で
味
付
け

で
食
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
北
近
畿
地
方
や
北
陸
地
方
で
は
、

白
菜
や
水
菜
、
ほ
う
れ
ん
草
な
ど
の
葉
菜
類
を
茹
で
て
一

緒
に
胡
麻
味
噌
和
え
や
酢
味
噌
和
え
、
白
和
え
に
し
て
も

食
べ
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
日
本
海
沿
岸
一
帯
で
は
、

海
藻
エ
ゴ
ノ
リ
も
製
品
の
エ
ゴ
ネ
リ
も
市
販
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
地
域
で
も
葬
式
や
法
事
、
盆
な
ど
の
仏
事
の

供
物
や
精
進
料
理
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
ト
コ
ロ

テ
ン
や
イ
ギ
ス
料
理
同
様
に
仏
事
の
供
物
を
「
仏
様
の

鏡
」
と
呼
ぶ
習
慣
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
祭
り
や
結
婚
式

な
ど
の
祝
い
事
に
エ
ゴ
ネ
リ
が
使
わ
れ
た
時
代
も
あ
り
、

地
域
独
自
の
ご
馳
走
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
積
雪
に
よ
り
野
菜
の
確
保
が
困
難
な
冬
場
に
は
、

野
菜
の
代
用
と
し
て
の
利
用
価
値
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
他
、
石
川
県
加
賀
市
で
は
乾
燥
エ
ゴ
ノ
リ
を
緑
に
着
色

し
た
も
の
を
「
す
し
も
」
と
呼
び
、
祭
り
の
柿
の
葉
ず
し

の
飾
り
に
、
石
川
県
七
尾
市
で
は
白
く
晒
し
た
エ
ゴ
ノ
リ

少
量
を
正
月
餅
に
入
れ
て
つ
く
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、

餅
を
長
持
ち
さ
せ
る
工
夫
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
エ
ゴ
ノ
リ
や
エ
ゴ
ノ
リ
に
か
ん
す
る
古
文
献

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
江
戸
時
代
の
『
大
和
本
草
』
に

は
「
煮
て
固
ま
る
。
こ
ん
に
ゃ
く
色
な
る
も
あ
る
、
佳
品

に
あ
ら
ず
、
食
べ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
り
、『
筑
前
国
産

物
帳
』
に
は
「
久
し
く
煮
れ
ば
化
し
膠
凍
（
こ
う
と
う
）

と
成
る
、
味
佳
な
ら
ず
」
と
あ
る
。
煮
て
凝
固
さ
せ
る
料

理
は
決
し
て
お
い
し
い
と
は
い
え
ず
、
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ

る
料
理
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

紅
藻
類
の
料
理
を
凝
固
さ
せ
て
食
べ
る
視
点
か
ら
ま
と

め
て
み
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
太
平
洋
沿
岸
地
域
の
テ
ン

グ
サ
類
の
マ
ク
サ
と
オ
ニ
ク
サ
を
組
み
合
わ
せ
た
ト
コ
ロ

テ
ン
、
瀬
戸
内
沿
岸
地
帯
の
ア
ミ
ク
サ
を
中
心
と
す
る
イ

【
図
１
】
日
本
海
沿
岸
の
エ
ゴ
ノ
リ
（
鳥
取
県
で
イ
ギ

ス
グ
サ
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
た
も
の
）
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ギ
ス
を
用
い
る
イ
ギ
ス
料
理
、
そ
し
て
日
本
海
沿
岸
地
域

の
エ
ゴ
ノ
リ
を
材
料
と
す
る
エ
ゴ
ネ
リ
、
と
い
う
ふ
う
に

明
確
な
地
域
性
を
示
す
食
習
慣
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
日
本
海
と
瀬
戸
内
海
の
接
点

で
あ
る
博
多
を
都
中
心
と
す
る
北
九
州
地
域
に
は
、
エ
ゴ

ノ
リ
と
主
材
料
と
し
イ
ギ
ス
を
一
部
加
え
て
作
る
「
お
き

ゅ
う
と
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
、

現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
博
多
の
郷
土
料
理
で
、
煮

溶
か
し
た
も
の
を
小
判
型
に
薄
く
流
し
て
固
め
、
巻
き
煎

餅
の
よ
う
に
く
る
く
る
巻
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
前
は
毎

朝
、「
お
き
ゅ
う
と
、
お
き
ゅ
う
と
」
と
ふ
れ
て
歩
い
て

お
り
、
ど
の
家
庭
で
も
こ
の
振
り
売
り
の
声
を
待
っ
て
買

い
求
め
、
細
く
刻
ん
だ
も
の
に
花
鰹
（
は
な
が
つ
お
）
や

擂
り
胡
麻
（
す
り
ご
ま
）
を
の
せ
て
醤
油
や
三
杯
酢
を
か

け
て
朝
食
の
一
品
と
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
エ
ゴ
ノ
リ
を
は
じ
め
と
す
る
固
め
て
食
べ

る
紅
藻
料
理
は
、
自
生
に
適
し
た
海
の
環
境
や
古
か
ら
の

乾
燥
海
藻
の
流
通
を
反
映
し
、
各
地
の
住
民
の
、
長
年
の

経
験
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

［
主
な
参
考
文
献
］

(

１)

岡
村
金
太
郎
『
日
本
海
藻
誌
』、
七
四
〇
～
七
四
二

頁
、
内
田
老
鶴
圃
新
社
、
昭
和
四
十
九
年
。

(

２)

貝
原
益
軒
「
大
和
本
草
」（
一
七
〇
八
）、
益
軒
会
編

纂
『
益
軒
全
集
』
巻
之
六
、
二
〇
九
頁
、
益
軒
全
集
刊

行
部
、
明
治
四
十
四
年
。

(

３)

「
筑
前
続
風
土
記
」（
江
戸
時
代
前
期
）、
楠
喜
久
枝

『
福
岡
県
の
郷
土
料
理
』
四
〇
～
四
四
頁
、
同
文
書
院
、

昭
和
六
十
年
。

(

４)

今
田
節
子
・
小
川
真
由
美
「
海
藻
の
食
習
俗
－
瀬
戸

内
・
北
近
畿
・
北
陸
沿
岸
地
帯
に
み
ら
れ
る
紅
藻
類
の

事
例
よ
り
」、『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
輯
、
三

～
四
三
頁
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化

研
究
所
、
昭
和
六
三
年
。

(

５)

今
田
節
子
「
日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り(

６)

「
こ

こ
ろ
ぶ
と
の
歴
史
と
利
用
」、『
生
文
研
メ
ー
ル
』
六
号
、

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
、
平

成
一
八
年
。

(

６)

今
田
節
子
「
日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り(

７)

「
不

思
議
な
食
べ
物
イ
ギ
ス
料
理
」、『
生
文
研
メ
ー
ル
』

七
号
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研

究
所
、
平
成
十
九
年
。

体
験
的
生
活
文
化
史

昭
和
編

そ
の
九新

田
義
之

こ
こ
か
ら
は
、
大
学
時
代
に
体
験
し
た
こ
と
を
述
べ
る

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
も
関
連
し
て
一
言
念
を
お
し
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
ご
ろ
親
し
い
友
人
知
人
先

輩
諸
氏
か
ら
、
時
折
「
君
の
自
叙
伝
を
続
け
て
読
ん
で
い

る
が
云
々
」
と
い
う
励
ま
し
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
て
、
嬉

し
く
も
あ
り
恐
縮
も
し
て
い
る
が
、
敢
え
て
申
し
上
げ
る

と
、
こ
れ
は
決
し
て
「
自
叙
伝
」
の
つ
も
り
で
書
い
て
い

る
の
で
は
な
く
、
昭
和
初
年
に
生
ま
れ
た
世
代
が
経
験
し

て
き
た
日
本
の
生
活
文
化
の
変
遷
を
、
一
人
の
体
験
者
の

身
辺
に
限
っ
て
想
起
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
個
人

の
人
生
の
記
録
で
あ
る
べ
き
自
叙
伝
に
は
、
い
つ
か
ま
た

機
会
を
得
て
、
全
く
別
の
姿
勢
で
臨
み
た
い
。

さ
て
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
大
学
生
と
な

っ
た
私
は
、
四
月
か
ら
東
京
大
学
駒
場
寮
で
生
活
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
寮
は
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
一

高
が
農
学
部
と
土
地
を
交
換
し
て
本
郷
か
ら
駒
場
に
引
っ

越
し
た
と
き
か
ら
存
在
し
、
そ
の
ま
ま
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
に
旧
制
第
一
高
等
学
校
か
ら
新
制
東
京
大

学
教
養
学
部
に
引
き
継
が
れ
、
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇

一
）
に
閉
鎖
さ
れ
撤
去
さ
れ
る
ま
で
、
学
生
自
治
寮
の
伝

統
を
守
り
続
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寮
生
は
教
養
学
部
学

生
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
当
然
一
年
生
と
二
年
生
だ
け

で
あ
っ
た
が
、
学
制
改
革
で
閉
鎖
さ
れ
た
海
軍
兵
学
校
や

陸
軍
士
官
学
校
な
ど
の
学
生
だ
っ
た
人
た
ち
が
沢
山
い
た

の
で
、
学
年
と
年
齢
と
は
全
く
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。

建
物
は
す
べ
て
屋
上
つ
き
の
三
階
建
て
で
明
寮
、
北
寮
、
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中
寮
、
南
寮
の
四
棟
及
び
食
堂
、
浴
場
そ
の
他
の
付
属
施

設
で
あ
っ
た
が
、
南
寮
は
教
養
学
部
発
足
の
頃
か
ら
教
官

た
ち
の
研
究
室
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
て
、
寮
生
の
住
む

と
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

入
寮
に
際
し
て
は
、
自
宅
通
学
の
可
能
性
や
経
済
状
態

な
ど
を
寮
自
治
会
委
員
が
審
査
し
、
こ
れ
に
合
格
す
る
と
、

ど
の
サ
ー
ク
ル
に
所
属
す
る
か
で
住
む
部
屋
が
き
ま
る
。

私
は
「
文
学
研
究
会
」
に
入
り
、
中
寮
二
階
の
或
る
自
習

室
を
指
定
さ
れ
た
。
各
階
は
廊
下
を
挟
ん
で
両
側
に
同
じ

大
き
さ
の
部
屋
が
並
び
、
旧
制
高
校
時
代
の
寮
生
は
北
側

を
寝
室
に
、
南
側
を
自
習
室
（
勉
強
室
）
に
使
っ
て
い
た

の
で
、
以
来
そ
の
呼
び
方
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
制
に
な
っ
て
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
の
学
生
数
が
十
倍
近
く

に
な
り
、
当
然
入
寮
希
望
者
数
も
激
増
し
た
の
で
、
そ
の

頃
は
寝
室
に
も
自
習
室
に
も
ベ
ッ
ド
が
置
か
れ
、
共
に
寝

室
兼
勉
強
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
各
室
定
員
六
人
で
、

畳
一
枚
を
は
め
込
ん
だ
木
製
ベ
ッ
ド
と
、
そ
の
傍
に
据
え

た
勉
強
机
と
、
そ
れ
ら
を
設
置
す
る
一
角
が
各
人
に
あ
て

が
わ
れ
、
同
室
六
人
が
生
活
の
場
を
共
に
し
な
が
ら
、
各

自
そ
れ
ぞ
れ
の
専
攻
に
し
た
が
っ
て
授
業
に
出
て
行
く
の

で
あ
っ
た
。

食
事
は
原
則
と
し
て
食
堂
で
摂
る
が
、
も
し
外
食
を
す

る
必
要
が
あ
る
と
き
は
食
堂
運
営
委
員
に
届
け
て
「
外
食

券
」
を
も
ら
う
。
当
時
は
ま
だ
非
常
な
食
糧
難
で
、
住
民

登
録
を
し
た
人
の
分
だ
け
し
か
米
が
配
給
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
、
外
食
す
る
分
の
米
が
配
給
分
か
ら
差
し
引
か
れ
、

代
わ
り
に
そ
の
分
の
米
の
購
入
許
可
証
と
し
て
公
的
機
関

か
ら
「
外
食
券
」
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
券
が
な
い
と
町
の
食
堂
で
は
、
米
飯
を
つ

か
っ
た
も
の
が
、
正
当
な
値
段
で
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
米
を
含
め
て
寮
生
の
食
料
を

調
達
す
る
の
は
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
自
治
委

員
た
ち
は
、
食
堂
従
業
員
（
賄
い
方
）
諸
氏
と
協
力
し
て

実
に
立
派
に
や
り
遂
げ
て
い
た
。
こ
こ
で
食
べ
る
ど
ん
ぶ

り
に
山
盛
り
の
麦
飯
や
、
竹
の
皮
に
包
ん
だ
納
豆
や
、
ひ

ら
ひ
ら
と
大
き
な
わ
か
め
の
葉
が
浮
か
ぶ
味
噌
汁
や
、
鯨

肉
の
ソ
テ
ー
な
ど
は
、
味
も
量
も
共
に
十
分
に
評
価
に
堪

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な

く
て
、
薩
摩
芋
を
買
っ
て
き
て
ア
ル
ミ
製
洗
面
器
を
二
つ

あ
わ
せ
て
蒸
し
た
り
、
野
犬
を
捕
獲
し
て
き
て
屋
上
で
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
り
す
る
者
も
あ
っ
た
。

寮
の
中
は
野
蛮
と
高
雅
と
怠
惰
と
勤
勉
が
混
在
し
て
い

た
が
、
建
物
を
一
歩
外
に
で
る
と
そ
こ
は
教
養
学
部
の
構

内
で
、
図
書
館
前
の
広
場
で
は
歌
好
き
の
グ
ル
ー
プ
が
ロ

シ
ア
民
謡
な
ど
を
一
般
学
生
に
指
導
し
て
い
た
り
、
広
い

銀
杏
並
木
を
柔
道
着
の
連
中
が
列
を
作
っ
て
走
っ
て
い
た

り
し
て
い
た
。
私
た
ち
の
所
属
す
る
文
学
研
究
会
も
日
を

き
め
て
研
究
発
表
や
作
品
の
合
評
な
ど
を
行
な
い
、
新
入

寮
生
も
通
学
生
の
会
員
た
ち
と
知
り
合
っ
て
、
交
友
の
幅

は
自
然
に
広
く
な
っ
た
。
当
時
に
結
ば
れ
た
友
情
で
間
も

な
く
消
え
た
も
の
も
あ
る
が
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
も

の
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
む
し
ろ
生
涯
の
友
に
出
会
う

機
会
は
、
こ
の
時
期
が
最
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

終
戦
後
は
ど
の
寮
生
も
貧
乏
だ
っ
た
。
銀
行
預
金
が
凍

結
さ
れ
、
円
価
が
切
り
下
げ
ら
れ
、
農
村
の
地
主
か
ら
は

土
地
が
没
収
さ
れ
た
こ
の
時
代
に
は
、
親
元
か
ら
の
送
金

が
滞
り
、
却
っ
て
自
分
が
ア
ル
バ
イ
ト
で
得
た
報
酬
を
実

家
に
送
っ
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
学
業
を
好
み

音
楽
や
演
劇
や
美
術
に
趣
味
を
持
つ
者
に
は
、
そ
れ
ら
の

欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
制
度
も
あ
っ
て
、
図
書
館
や
博

物
館
、
美
術
館
、
映
画
館
な
ど
に
は
学
生
割
引
券
が
用
意

さ
れ
て
い
た
。
私
は
労
働
者
や
学
生
が
廉
価
で
加
入
で
き

る
定
期
音
楽
会
予
約
会
員
制
度
の
お
か
げ
で
、
毎
月
一
度

は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
演
奏
会
や
歌
劇
上
演
を
楽
し
ん
で
い
た
。

藤
原
義
江
、
三
宅
春
江
、
木
下
保
、
う
ら
若
か
っ
た
伊
藤

京
子
な
ど
の
舞
台
で
カ
ル
メ
ン
、
売
ら
れ
た
花
嫁
、
ト
ラ

バ
ト
ー
レ
、
魔
弾
の
射
手
な
ど
の
舞
台
を
観
賞
し
た
記
憶

は
、
今
も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
主
役

が
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
日
本
人
歌
手
た
ち
が
日
本
語
で
歌
う
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カ
ル
メ
ン
な
ど
は
、
も
う
再
び
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
壊
滅
的
な
戦
禍
を
こ
う
む
っ
た

東
京
に
は
、
交
響
楽
や
歌
劇
が
上
演
で
き
る
劇
場
も
日
比

谷
公
会
堂
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
自
由
に

活
動
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
芸
術
家
た
ち
と
、
そ
れ
に

参
加
で
き
る
聴
衆
は
、
こ
ぞ
っ
て
心
か
ら
平
和
の
有
難
さ

を
味
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。

昭
和
二
十
九
年
と
い
え
ば
防
衛
庁
設
置
法
・
自
衛
隊
法

が
公
布
さ
れ
て
、
保
安
隊
が
自
衛
隊
と
な
り
、
陸
・
海
・

空
三
軍
方
式
と
な
っ
た
の
も
、
ビ
キ
ニ
環
礁
で
第
五
福
竜

丸
が
ア
メ
リ
カ
の
水
素
爆
弾
実
験
に
よ
っ
て
被
災
し
、
無

線
長
の
久
保
山
愛
吉
氏
が
五
ヶ
月
間
苦
し
ん
だ
後
に
死
去

し
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
反
戦
と
原
爆
禁
止
を
叫
ぶ
平

和
運
動
が
活
発
に
な
り
、
労
働
者
の
結
束
と
労
働
組
合
の

同
盟
罷
業
が
頻
発
し
て
、
寮
生
も
度
々
デ
モ
行
進
に
参
加

し
た
。
そ
ん
な
空
気
の
中
で
私
の
大
学
生
時
代
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

西
鶴
本
の
読
者
は
誰
か

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話

９

広
嶋

進

私
は
法
律
や
裁
判
に
は
不
案
内
な
方
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
本
年
・
二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
八
日
の
東
京
地
裁
の

判
決
に
は
興
味
を
持
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。「

原
告
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
長
は
、
実
態
に
お
い

て
は
経
営
者
と
一
体
的
な
立
場
に
な
い
。
よ
っ
て

『
管
理
職
』
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告

の
Ｍ
社
は
原
告
の
店
長
に
、
長
時
間
労
働
分
の
給
料

を
支
払
う
こ
と
」

新
聞
各
誌
は
右
の
判
決
を
支
持
す
る
記
事
を
一
斉
に
掲
載

し
た
。
テ
レ
ビ
の
報
道
も
、
増
え
続
け
る
「
過
労
死
問

題
」
を
背
景
に
賛
同
す
る
論
調
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
で
は
同
じ
ニ
ュ
ー
ス
が
左
の
よ
う
に

報
じ
ら
れ
た
。

「
店
長
は
『
管
理
職
』
に
あ
ら
ず
、
と
い
う
司
法
の

判
断
に
、
企
業
が
慌
て
て
い
る
。
」
（
二
月
十
八
日

号
）

右
の
雑
誌
に
は
、
ま
ず
「
現
行
法
で
は
人
材
の
活
用
が

ま
ま
な
ら
な
い
。
企
業
の
不
満
は
残
る
。」
と
い
う
リ
ー

ド
文
が
あ
り
、
そ
の
後
に
判
決
を
疑
問
視
す
る
解
説
が
載

っ
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
は
判
決
を
「
企
業
」
の
側
に
立
っ

た
視
点
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
購
買
層
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
は
な

く
、
企
業
の
経
営
者
で
あ
り
、
本
誌
は
経
営
者
向
け
の
雑

誌
な
の
で
あ
る
。

右
の
判
決
の
是
非
に
つ
い
て
私
は
判
断
で
き
る
力
を
持

た
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
同
一
の
事
件
、
同
一
の
裁
判

で
も
、
雇
う
側
と
雇
わ
れ
る
側
で
は
捉
え
方
や
評
価
が
ま

っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
（
そ
の
後
、
五
月
二
十
日
、
Ｍ
社

は
店
長
に
対
す
る
新
報
酬
制
度
を
発
足
さ
せ
た
が
、
地
裁

の
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
）。

西
鶴
に
町
人
物
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
作
品
は
い
っ
た
い
誰
に
向
か
っ
て
書
か
れ
た
書
物
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
雇
う
側
が
読
む
本
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ

る
い
は
雇
わ
れ
る
側
が
読
む
書
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
西
鶴
織
留
』（
一
六
九
四
年
刊
）
に
、
次
の
よ
う
な

一
文
が
あ
る
。

「
下
々
は
い
や
し
き
物
に
定
め
て
、
上
手
に
つ
か
い

な
す
が
奥
が
た
の
利
発
な
り
。」

（
下
々
の
者
は
い
や
し
い
者
だ
と
覚
悟
し
て
、
上
手

に
使
い
こ
な
す
の
が
商
家
の
内
儀
の
利
口
と
い
う

も
の
で
あ
る
。）（
巻
五
の
二
「
一
日
暮
ら
し
の
中

宿
」）

こ
こ
で
言
う
「
下
々
（
し
た
じ
た
）」
は
、
原
文
で
は
半

年
あ
る
い
は
一
年
ご
と
の
「
奉
公
人
」「
下
女
」
を
指
し

て
い
る
。
今
で
言
う
「
契
約
社
員
」「
臨
時
社
員
」
に
当

た
る
。

こ
の
「
奉
公
人
」
や
「
下
女
」
た
ち
は
当
時
多
く
の
場

合
文
字
を
読
め
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
書
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『
西
鶴
織
留
』
が
こ
の
人
た
ち
を
意
識
し
て
執
筆
さ
れ
て

い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
が
読
者
と
し
て

想
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
「
い
や
し
い
者
」
と
思
え
、
な

ど
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
い
や
し
い
」
と
い
う
語
は
「
身
分
が
低
い
」
と
い
う
意

味
や
「
卑
し
い
」
と
い
う
意
味
な
ど
が
あ
る
が
、
右
で
は

下
女
の
だ
ら
し
な
さ
や
で
た
ら
め
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
、（
残
念
な
が
ら
）「
卑
し
い
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
語
り
手
及
び
西
鶴
の
身
分

意
識
が
は
か
ら
ず
も
現
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
下
々
」
の
語
は
本
書
巻
六
の
四
「
千
貫
目
の
時
心
得

た
」
に
も
登
場
す
る
。

「
総
じ
て
世
上
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
、
そ
の
親
方

次
第
に
福
人
に
な
る
時
は
、
め
し
つ
か
ひ
の
者
ど
も

も
我
劣
ら
じ
と
勤
め
、
利
徳
を
得
る
事
に
油
断
せ
ず
。

主
人
内
証
も
つ
れ
し
時
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
働
き
て
と

思
ふ
手
代
は
な
く
て
、
と
て
も
続
か
ぬ
家
な
れ
ば
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
奢
り
、
分
散
じ
ま
ひ
に
な
る
事
、
程
な

し
。
と
か
く
下
々
は
、
そ
の
あ
る
じ
の
つ
か
ひ
な
し

と
ぞ
言
へ
り
。（
一
般
に
世
間
の
有
り
様
を
見
る
と
、

そ
の
主
人
が
次
第
に
裕
福
に
な
る
時
は
、
使
用
人
達

も
先
を
争
っ
て
勤
め
、
利
益
を
上
げ
る
こ
と
に
油
断

を
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
主
人
の
内
情
が
よ
ろ
し
く
な

い
時
は
、
こ
こ
は
一
つ
奮
発
し
て
働
こ
う
と
思
う
よ

う
な
手
代
は
い
な
く
て
、
も
は
や
潰
れ
る
商
家
だ
か

ら
と
、
み
ん
な
が
無
駄
遣
い
を
し
て
、
間
も
な
く
破

産
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
と
か
く
奉
公
人
は
、

そ
の
主
人
の
使
い
方
次
第
で
ど
う
に
で
も
な
る
も
の

だ
と
い
う
。）

右
で
は
「
下
々
」
は
「
奉
公
人
」
特
に
「
手
代
」
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
、
手
代
以
下
の
従
業
員
の

商
家
に
対
す
る
忠
誠
度
は
経
営
状
態
の
善
し
悪
し
に
左
右

さ
れ
る
と
し
、
ま
た
従
業
員
の
態
度
は
経
営
者
の
使
い
方

次
第
で
あ
る
と
す
る
。

右
の
二
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
西
鶴
織
留
』
の
各

話
の
教
訓
は
「
経
営
者
＝
主
人
」
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
は
手
代
以
下
の
「
奉
公
人
」

が
読
む
物
と
し
て
執
筆
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

戦
後
の
代
表
的
な
西
鶴
研
究
者
で
あ
る
暉
峻
康
隆
氏

は
『
日
本
永
代
蔵
』（
一
六
八
八
年
刊
）
の
読
者
と
テ
ー

マ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

西
鶴
は
名
も
な
く
貧
し
い
当
代
の
若
者
た
ち
に
夢
と

希
望
を
あ
た
え
る
べ
く
、
す
で
に
成
功
し
た
町
人
た

ち
を
モ
デ
ル
に
し
て
、「
新
長
者
教
」
を
書
い
た
の

で
あ
る
。（
略
）「
第
二
の
可
能
性
」
の
視
点
は
、
無

産
町
人
大
衆
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（
暉
峻
康
隆
氏
『
日
本
永
代
蔵
』
解
説
、
角
川
文
庫
、

昭
和
四
十
二
年
刊
）

す
な
わ
ち
『
永
代
蔵
』
は
「
貧
し
い
若
者
」「
無
産
町
人

大
衆
」
に
「
夢
と
希
望
」
を
与
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
晩
年
の
『
世
間
胸
算
用
』（
一
六

九
二
年
刊
）
に
つ
い
て
氏
は
左
の
ご
と
く
に
記
す
。

無
資
本
の
ゆ
え
に
才
能
や
努
力
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
絶
望
的
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
背
徳
の
日
々

を
く
り
返
し
つ
つ
あ
る
無
産
町
人
大
衆
の
同
情
者
と

し
て
の
立
場
に
立
ち
、
『
万
の
文
反
古
』
を
へ
て

『
世
間
胸
算
用
』
を
書
く
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
同
右
）

西
鶴
は
「
無
産
町
人
大
衆
の
同
情
者
」
と
し
て
『
胸
算

用
』
を
執
筆
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
見
た
『
織
留
』
は
『
永
代
蔵
』
と
『
胸

算
用
』
の
間
に
原
稿
が
書
か
れ
て
い
る
。
西
鶴
が
想
定
す

る
町
人
物
の
読
者
層
が
、
作
品
に
よ
っ
て
ク
ル
ク
ル
と
変

化
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
が
た
い
。
よ
っ
て
『
永

代
蔵
』
も
『
胸
算
用
』
も
、
商
家
の
「
主
人
」
が
読
む
べ

き
浮
世
草
子
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
西
鶴
町
人
物
は
雇
う
側
の
町
人
が
読
む
こ
と
を
前
提

に
し
た
書
物
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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西
鶴
町
人
物
は
資
本
を
持
た
な
い
「
無
産
町
人
大
衆
」

の
た
め
に
書
か
れ
た
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
は
疑
っ

て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

不
思
議
な
出
会
い

（
そ
の
九
）

ホ
ー
レ
ー
写
本
「
鯨
・
捕
鯨
資
料
」横

山

學

フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
残
し
た
資
料
を
整
理
し
て
ゆ

く
と
、
ホ
ー
レ
ー
自
身
が
研
究
の
た
め
に
史
料
を
書
き
写

し
た
稿
本
を
数
多
く
見
出
し
ま
す
。
例
え
ば
、
年
報
の
第

十
八
輯
で
紹
介
し
た
森
立
之
と
楊
守
敬
の
会
見
記
録
「
野

合
不
開
録
」
も
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
見
つ
け
た
も
の
で

す
（「
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
古
辞
書
研
究

森
立
之

編
著
「
野
合
不
開
録
」
に
見
る
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
の

刊
行
」『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
第
十
八
輯
）。
こ
れ
ら

の
稿
本
の
原
典
は
、
ホ
ー
レ
ー
の
亡
く
な
る
前
約
十
年
間

と
没
後
の
蔵
書
売
り
立
で
、
新
た
な
蔵
書
家
の
も
と
に
移

っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
原
稿
用
箋
に
丁
寧
に
清
書
さ
れ
た
稿

本
は
、
ホ
ー
レ
ー
が
収
集
し
た
上
質
な
書
物
の
貴
重
な

「
写
本
」
な
の
で
す
。

ホ
ー
レ
ー
資
料
の
な
か
に
「
小
児
の
弄(

も
て
あ
そ
び)

鯨
一
件
の
巻
」
と
題
す
る
稿
本
二
種
（
ペ
ン
書
き
・
同
一

の
二
百
字
詰
丸
善
原
稿
用
箋
）
が
あ
り
ま
す
。
稿
本
Ａ
は

ホ
ー
レ
ー
の
自
筆
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
稿
本
Ｂ
は

別
人
の
手
に
な
る
も
の
で
す
。
原
本
の
著
者
は
肥
前
唐
津

の
藩
士
木
崎
盛
標
・
攸
々
軒
。
稿
本
Ｂ
の
巻
末
に
は
「
安

永
二
年
癸
巳
春
二
月

木
崎
攸
入
道
盛
標

行
年
六
十
二

歳
識
」
と
あ
り
ま
す
。
四
十
二
枚
の
原
稿
用
箋
に
「
小
児

の
弄
鯨
一
件
の
巻
」
の
全
文
が
ル
ビ
付
き
で
、
文
字
の
個

所
も
そ
の
ま
ま
に
挿
絵
図
と
と
も
に
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

稿
本
Ａ
に
は
「
小
児
ノ
弄
鯨
一
件
ノ
巻
」
本
文
の
抜
書
、

次
に
「
印
佛
塔
法
」
「
一
角
纂
考
上
巻
」
「
一
角
纂
考
下

巻
」
が
書
写
さ
れ
て
お
り
都
合
七
十
七
枚
で
す
。

昭
和
六
年
の
来
日
以
来
、
ホ
ー
レ
ー
の
関
心
は
、
日
本

文
化
の
系
譜
を
言
語
学
的
に
論
じ
る
研
究
に
始
ま
り
多
岐

に
わ
た
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
日
本
古
来
の
漁
法
で
、

日
本
文
化
に
深
く
根
ざ
し
た
捕
鯨
に
関
す
る
文
化
史
的
研

究
で
し
た
。
ホ
ー
レ
ー
の
研
究
の
手
法
は
、
可
能
な
限
り

上
質
な
史
料
を
多
く
手
元
に
集
め
、
文
献
学
に
基
づ
い
た

実
証
的
な
方
法
で
、
吟
味
考
証
を
重
ね
る
こ
と
で
し
た
。

貴
重
書
を
入
手
す
る
た
め
に
弘
文
荘
反
町
茂
雄
や
村
口
四

郎
、
神
田
の
一
誠
堂
や
巌
松
堂
を
始
め
と
す
る
有
力
な
古

書
籍
商
と
の
長
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
ザ

・
タ
イ
ム
ズ
紙
の
東
京
支
局
長
時
代
は
、
そ
れ
を
叶
え
る

経
済
的
な
裏
づ
け
も
あ
り
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
は
長
年
の
研
究
成
果
を
私
家
版

の
研
究
叢
書”M

iscellanea
Japonica”

（
英
文
）
と
し
て

刊
行
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
第
二
冊
目
の
、

“W
hales

and
W

haling
in

Japan”
(

『
日
本
の
鯨
と
捕

鯨
』)

が
遺
著
と
な
り
ま
し
た
。
宮
城
県
白
石
の
紙
漉
き

職
人
で
あ
っ
た
遠
藤
元
雄
に
、
両
面
刷
り
が
可
能
な
楮
の

手
漉
き
紙
を
特
注
し
、
厳
選
し
た
イ
ン
ク
を
用
い
て
印
刷
。

数
種
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
手
漉
き
和
紙
を
用
い
な
が
ら
も

洋
装
本
に
仕
立
て
、
背
に
は
子
牛
の
生
革
に
純
金
文
字
で

書
名
を
刻
印
。
木
の
屑
漉
紙
で
覆
っ
た
本
箱
に
納
め
、
Ａ

四
版
で
三
百
頁
を
超
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
見
た
目
か

ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
軽
さ
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

装
幀
を
含
め
、
書
誌
学
的
に
も
極
め
て
「
美
し
い
書
物
」

が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

こ
の
本
で
特
に
目
を
惹
く
の
は
、
冒
頭
に
あ
る

H
arpooner’s

C
arouse”

と
題
す
る
木
版
刷
り
の
彩
色
挿
絵

（
三
十
×
九
十
セ
ン
チ
、
彫
師
は
森
希
儀
、
刷
師
は
上
杉

桂
一
郎
）
で
す
。
そ
こ
に
は
、
豊
漁
を
喜
び
踊
り
な
が
ら

酒
宴
を
楽
し
む
猟
師
の
男
た
ち
の
様
子
と
、
そ
の
状
況
を

窓
か
ら
楽
し
そ
う
に
覗
い
て
い
る
女
性
や
子
ど
も
た
ち
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
村
に
幸
を
も
た
ら
し
た
捕
鯨
の
喜
び

が
、
表
情
豊
か
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。【
次

頁
の
図
版
参
照
】
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鯨
と
捕
鯨
の
研
究
の
た
め
に
も
、
ホ
ー
レ
ー
は
多
く

の
関
係
文
献
を
集
め
ま
し
た
。
関
係
蔵
書
の
全
体
像
と
、

こ
の
挿
絵
に
用
い
た
原
本
の
売
り
立
て
後
の
消
息
に
つ
い

て
、
長
年
探
し
て
い
ま
し
た
が
ず
っ
と
不
明
で
あ
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
通
信
環
境
の
充
実
で
、
偶
然
に
手

が
か
り
を
得
た
の
で
す
。
あ
る
時
検
索
を
試
み
る
と
、
同

一
書
名
の
絵
巻
物
が
、「
九
州
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ

」
（

http://record.m
useum

.kyushu-u.ac.jp/kujira/a-

kujira/index.htm
l

）
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て

原
本
は
ボ
ス
ト
ン
北
部
セ
ー
ラ
ム
の
、
ピ
ボ
デ
ィ
ー
・
エ

セ
ッ
ク
ス
博
物
館
（P

eabody
E

ssex
M

useum

）
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
ネ
ッ
ト
の
画
像
は
、
落
款
な
ど
か

ら
著
者
「
木
崎
攸
々
軒
」
の
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
書
写
稿
本
Ｂ
で
欠
字
と
な
っ
て
い
た
個
所
は
、

こ
の
自
筆
本
画
像
で
も
虫
食
い
の
た
め
か
欠
け
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
大
型
の
「
宝
玲
文
庫
」（
墨
印
）
が
冒
頭
に
押

さ
れ
て
い
ま
す
。
巻
末
に
踊
り
の
図
（「
羽
指
踊
」）
が
あ

り
ま
す
。
ホ
ー
レ
ー
著
書
本
冒
頭
の
版
画
に
は
題
名

の”H
arpooner’s

C
arouse”

と
彫
師
・
刷
師
の
名
前
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
ど
ち
ら
が
原
本
か
区

別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
酷
似
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
遺
し
た
二
種
の
書
写
稿
本

は
次
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ー

レ
ー
は
研
究
の
た
め
に
所
蔵
す
る
「
小
児
の
弄
鯨
一
件
の

巻
」
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
資
料
も
翻
刻
し
ま
し
た

（
稿
本
Ａ
）。
そ
の
後
、
木
崎
攸
々
軒
自
筆
原
本
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
書
写
を
知
人
に
託
し
た
の
で
す

（
稿
本
Ｂ
）。
ホ
ー
レ
ー
は
自
筆
本
の
巻
末
に
あ
っ
た
「
羽

根
踊
」
絵
に
魅
か
れ
、
単
色
の
コ
ロ
タ
イ
プ
版
を
用
い
ず
、

彩
色
の
木
版
と
い
う
印
刷
手
法
に
執
着
し
て
、
十
三
枚
の

桜
材
の
版
木
を
用
い
て
木
版
刷
り
で
原
図
を
再
現
し
、
自

著
冒
頭
の
挿
絵
と
し
た
の
で
す
。

【
編
集
後
記
・
お
し
ら
せ
】

今
年
の
生
活
文
化
講
演
会
は
、
去
る
七
月
五
日
（
土
曜

日
）
に
成
城
大
学
か
ら
牧
野
陽
子
教
授
を
お
招
き
し
、

「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
ハ
ー
ン
の
自
然
観
」
に
つ
い
て
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
号
の
年
報
に
掲
載

い
た
し
ま
す
。
在
庫
の
少
な
く
な
っ
た
年
報
の
保
存
分
を

確
保
す
る
た
め
に
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
の
作
成
を
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
在
庫
分
の
年
報
を
ご
希
望
の
方
に
送
料
実

費
で
お
分
け
い
た
し
ま
す
。
ご
希
望
輯
号
を
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
生
活
文
化
講
演
会
の
演
題
一
覧
・

『
生
活
文
化
研
究
所
年
報
』
既
刊
目
次
・
「
生
文
研
メ
ー

ル
」
の
全
文
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

http://w
w

w
.ndsu.ac.jp/1000_guid/1700_inst/1730_la0

2/1730_la02_org01.htm
l

http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/kujira/a-kujira/index.html
http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/kujira/a-kujira/index.html
http://www.ndsu.ac.jp/1000_guid/1700_inst/1730_la02/1730_la02_org01.html
http://www.ndsu.ac.jp/1000_guid/1700_inst/1730_la02/1730_la02_org01.html

