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日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
12
） 

民
間
伝
承
に
み
る
海
藻
の
効
用 

今
田
節
子 

今
日
、
海
藻
は
健
康
食
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
健
康
食
と
し
て
の
認
識
は
す
で
に
近
代
初
期
ご
ろ

（
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
）
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の

で
、
海
藻
の
食
文
化
に
つ
い
て
聴
き
取
り
調
査
を
す
る
過

程
で
し
ば
し
ば
「
海
藻
は
健
康
に
よ
い
」「
テ
ン
グ
サ
は

血
圧
に
効
く
」
な
ど
の
海
藻
の
効
用
に
つ
い
て
聞
く
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
海
藻
の

効
用
を
紹
介
し
、
伝
統
的
食
生
活
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な

位
置
づ
け
を
も
っ
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。 

[

表
1][

表
２]

は
聴
き
取
り
調
査
結
果
お
よ
び
昭
和

初
期
の
食
生
活
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
た
『
日
本
の
食
生
活

全
集
』
を
資
料
に
海
藻
の
効
用
と
使
い
方
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
褐
藻
類
の
コ
ン
ブ
は
心
臓
病
、
高
血
圧
、
糖

尿
病
、
胃
痛
、
胸
や
け
、
便
秘
、
風
邪
な
ど
、
実
に
様
々

な
病
気
や
症
状
に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ネ
コ
ン

ブ
や
メ
カ
ブ
、
マ
ツ
モ
は
高
血
圧
に
、
ヒ
ジ
キ
や
ハ
バ
ノ

リ
は
中
風
な
ど
の
循
環
器
系
の
病
気
や
症
状
に
効
果
が
あ

り
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
は
腹
痛
、
胃
痛
、
皮
膚
病
な
ど
に
効
果

が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
褐
藻
類
は
お
も
に
消
化

器
系
や
循
環
器
系
の
病
気
や
症
状
の
軽
減
に
有
効
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
海
藻
の
使

い
方
は
、
ほ
と
ん
ど
が
煮
物
、
酢
の
物
、
味
噌
汁
な
ど
の

料
理
と
し
て
食
卓
に
上
る
も
の
ば
か
り
で
、
一
部
に
コ
ン

ブ
や
ネ
コ
ン
ブ
の
煎
じ
汁
や
湯
浸
け
に
し
た
汁
を
飲
用
す

る
も
の
が
あ
っ
た[

表
1]

。
し
か
し
な
が
ら
、
粉
末
状

や
煎
じ
汁
を
飲
む
漢
方
薬
の
よ
う
な
利
用
は
僅
か
で
、
食

事
と
し
て
の
利
用
が
主
体
で
あ
っ
た
。 

紅
藻
類
に
つ
い
て
は
、
カ
イ
ニ
ン
ソ
ウ
（
マ
ク
リ
）
の

よ
う
に
駆
虫
薬
と
し
て
用
い
る
事
例
が
多
く
、
今
日
と
衛

生
状
態
が
大
き
く
異
な
る
生
活
環
境
を
反
映
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
次
い
で
消
化
器
系
、
循
環
器
系
の
病
気

に
効
く
と
さ
れ
、
イ
ギ
ス
、
テ
ン
グ
サ
は
高
血
圧
に
、
イ

ギ
ス
、
シ
ラ
モ
は
冷
え
腹
、
下
痢
に
効
き
目
が
あ
る
と
さ

れ
て
き
た
。
繊
維
質
が
多
く
消
化
が
よ
い
と
は
い
え
な
い

紅
藻
類
が
下
痢
や
腹
痛
の
改
善
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
意
外
な
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ト
リ
ノ
ア
シ
に
は

利
尿
作
用
が
、
フ
ノ
リ
に
は
歯
痛
や
胆
石
、
化
膿
止
め
の

効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
紅
藻
類
は
加
熱
溶
解
し
冷
却

す
る
と
凝
固
す
る
性
質
が
あ
る
が
、
イ
ギ
ス
や
テ
ン
グ
サ

は
こ
の
性
質
を
活
か
し
た
イ
ギ
ス
料
理
や
ト
コ
ロ
テ
ン
に
、

凝
固
性
の
低
い
シ
ラ
モ
や
オ
ゴ
ノ
リ
は
酢
の
物
に
す
る
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
理
性
を
活
か
し
た
料
理
が
効
用
を
期

待
し
て
作
ら
れ
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
カ
イ
ニ
ン

ソ
ウ
、
ト
リ
ノ
ア
シ
、
フ
ノ
リ
な
ど
は
、
紅
藻
の
成
分
を

煮
出
し
た
煮
汁
が
治
療
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
漢

方
薬
的
な
利
用
法
と
い
え
る[

表
2]

。 

緑
藻
類
の
効
用
は
事
例
が
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
煎

じ
汁
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
ミ
ル
は
虫
下
し
に
、
ア
オ
サ

は
下
痢
や
腹
痛
に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
、
ア
オ
ノ
リ
は
海

藻
を
患
部
に
貼
る
こ
と
で
虫
刺
さ
れ
の
炎
症
を
治
め
る
と 
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 表１．民間に伝わる褐藻類の効用 

海藻名 効 用 使     用     例 料理 煎じ汁・他 

コンブ 心臓病 コンブ・たこ・小豆の煎じ汁（沖縄）   ○ 

  高血圧 コンブと椎茸の煮物（岩手） ○   

    コンブ酒（岩手） ○   

  糖尿病 コンブ・小豆・かぼちゃの煮物（沖縄） ○   

  胃 痛 コンブと野菜の煮物（広島） ○   

  胸やけ コンブと野菜の煮物（広島） ○   

  風邪引き コンブ・するめ・橙に熱湯をかけた汁（香川）   ○ 

  便 秘 コンブ湯（岩手）   ○ 

ネコンブ 高血圧 湯冷ましに浸した汁（福井）   ○ 

メカブ 高血圧 とろろ（三重） ○   

ヒジキ 中風 ヒジキ入り五目ずし（徳島） ○   

 胸やけ 煮物（岩手） ○   

 痔病 ヒジキの煮物（岡山） ○   

モズク 産後 雑炊（沖縄） ○   

 病人 雑炊（沖縄） ○   

ハバノリ 中風予防 味噌汁（鳥取） ○   

ホンダワラ

類 
腹痛 味噌汁（岡山） ○   

 胃腸病 味噌汁（岡山） ○   

 皮膚病 風呂に入れる（福井）   ○ 

マツモ 高血圧 酢の物（青森） ○   

 ※本表は聴き取り調査結果と『日本の食生活全集』より作成したものである。 

 ※本表には特定の病気および症状に対する効用を示した。 

      

 表２．民間に伝わる紅藻類・緑藻類の効用 

  海藻名 効 用 使     用     例 料理 煎じ汁・他 

イギス 冷え腹 雑炊（香川） ○   

  高血圧 米糠汁で炊き凝固させたもの（兵庫） ○   

  下痢 米糠汁で炊き凝固させたもの（兵庫） ○   

オゴノリ 便秘 酢の物（千葉） ○   

カイニンソ

ウ 
虫下し 煎じ汁（沖縄・鹿児島・福井・大分・山口）   ○ 

 （マクリ）   マクリ・かんぞう・だいおうの煎じ汁（岡山）   ○ 

キリンソウ 耳の病気 汁をぬる（熊本）   ○ 

シラモ 下痢・腹薬 シラモ粥（岡山） ○   

テングサ 高血圧 煮汁（千葉）   ○ 

    トコロテン（長崎） ○   

トリノアシ 利尿剤 煮汁（長崎）   ○ 

フノリ 歯痛 煎じ汁（高知）   ○ 

  化膿止め 煎じ汁（高知）   ○ 

  胆石 不明（和歌山）     

紅

藻

類 

寒天 便秘 凝固させる（岡山） ○   

アオノリ 虫さされ はる（千葉）   ○ 

アオサ 下痢・腹痛 煎じ汁（鳥取）   ○ 

緑

藻

類 ミル 虫下し 煎じ汁（鳥取・山口）   ○ 

 ※本表は聴き取り調査結果と『日本の食生活全集』より作成したものである。 

 
※本表には特定の病気および症状に対する効用を示した。 
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さ
れ
て
き
た[

表
2]

。
緑
藻
類
の
効
用
は
漢
方
薬
的
な

利
用
に
特
徴
が
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
褐
藻
類
、
紅
藻
類
、
緑
藻
類
を
合
わ

せ
る
と
、
海
藻
は
実
に
様
々
な
病
気
の
治
療
や
症
状
の
軽

減
に
役
立
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
消
化
器

系
や
循
環
器
系
の
病
気
、
そ
し
て
駆
虫
薬
と
し
て
の
利
用

が
多
く
、
地
域
差
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
伝
統
的
生

活
の
な
か
で
は
、
漁
村
、
農
山
村
を
問
わ
ず
知
ら
れ
て
い

た
海
藻
の
効
用
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

[

表
1][

表
2]

に
示
し
た
特
定
の
病
気
に
対
す
る
効

用
で
は
な
く
、
健
康
増
進
や
美
容
を
目
的
と
す
る
保
健
食

と
し
て
の
利
用
も
多
い
。
農
繁
期
の
栄
養
・
滋
養
食
と
し

て
コ
ン
ブ
の
煮
物
や
汁
物
、
夏
の
食
欲
減
退
を
防
ぐ
冷
た

い
ト
コ
ロ
テ
ン
、
土
用
の
薬
と
し
て
イ
ギ
ス
料
理
、
血
液

を
き
れ
い
に
し
、
濃
く
す
る
カ
イ
ニ
ン
ソ
ウ
の
味
噌
汁
や

ム
カ
デ
ノ
リ
の
料
理
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
髪

の
つ
や
出
し
に
は
煮
汁
が
粘
り
気
を
も
つ
フ
ノ
リ
や
オ
ニ

ク
サ
が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
保
健
食
と
し
て
の

利
用
も
、
ほ
と
ん
ど
が
日
常
的
な
家
庭
料
理
で
、
体
調
や

季
節
を
考
慮
し
た
利
用
は
ま
さ
し
く
食
事
の
一
品
と
し
て

の
利
用
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
年
中
行
事
や
祝
い
事
で
作
ら
れ
る
行
事
食
に

も
精
神
性
の
高
い
効
用
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
、
安
産
祈
願
や
子
供
の
成
長
祈
願
、

万
病
予
防
の
健
康
祈
願
に
は
コ
ブ
巻
き
や
コ
ン
ブ
汁
、
コ

ン
ブ
入
り
の
七
草
が
ゆ
、
糸
コ
ン
ブ
入
り
混
ぜ
ご
飯
な
ど

の
コ
ン
ブ
料
理
が
作
ら
れ
、
万
病
予
防
や
疫
病
予
防
に
は

ワ
カ
メ
の
酢
の
物
や
メ
カ
ブ
の
と
ろ
ろ
、
ヒ
ジ
キ
の
煮
物

な
ど
が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
行
事
自
身
が
精
神
的

意
味
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
海
藻
類
は
縁
起
物

と
し
て
の
料
理
で
あ
っ
た
と
見
な
す
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
海
藻
類
が
も
つ
特
定
の

病
気
や
症
状
の
軽
減
に
対
す
る
効
果
、
そ
し
て
健
康
増
進

に
対
す
る
効
果
な
ど
が
行
事
食
と
な
り
得
た
背
景
に
存
在

し
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。 

以
上
の
よ
う
な
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
海
藻
の
効
用

は
、
①
特
定
の
病
気
や
症
状
に
効
く
も
の
、
②
健
康
増

進
・
美
容
に
効
く
も
の
、
③
行
事
と
の
関
わ
り
が
深
く
精

神
性
の
高
い
も
の
に
大
別
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
煮
物
や
汁

物
、
酢
の
物
や
和
え
物
、
寄
せ
も
の
等
の
料
理
と
し
て
の

利
用
で
あ
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
日
常
食
や
行
事
食
と
し
て
海
藻
料
理
を
食
す

る
こ
と
自
体
が
病
気
の
治
療
や
予
防
に
、
ま
た
健
康
管
理

に
繋
が
る
合
理
的
な
食
習
慣
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
効
用
を
も
つ
食
べ
物
と
し
て
の
海
藻
利

用
は
、
海
藻
の
食
文
化
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。 

【
主
な
参
考
文
献
】 

日
本
の
食
生
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全
集
編
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委
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会
編
『
日
本
の
食
生
活
全

集
』
全
四
十
八
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
四
～

一
九
九
二
年
。 

今
田
節
子
『
海
藻
の
食
文
化
』、
成
山
堂
書
店
，
二
〇
〇

三
年
。 

 

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
十
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

 

前
述
の
よ
う
に
一
九
五
九
年
八
月
十
七
日
の
夜
半
に
横

浜
港
を
出
た
ラ
オ
ス
号
は
、
二
十
一
日
の
早
朝
に
香
港
の

対
岸
の
港
町
九
竜
（
チ
ュ
ウ
ロ
ン
、
カ
オ
ル
ー
ン
）
に
到

着
し
た
。
そ
こ
か
ら
渡
船
で
香
港
に
行
き
、
香
港
島
の
中

央
に
聳
え
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ピ
ー
ク
な
ど
を
見
物
し
て

船
に
戻
っ
た[

写
真
１]

。
香
港
は
も
ち
ろ
ん
現
在
の
規
模

と
は
比
較
す
べ
く
も
な
い
が
、
当
時
ま
だ
復
興
の
途
に
着

き
始
め
た
ば
か
り
の
東
京
か
ら
来
た
我
々
の
眼
に
は
、
巨

大
な
ビ
ル
が
林
立
す
る
活
気
に
溢
れ
た
国
際
商
業
都
市
の

印
象
は
強
烈
で
あ
っ
た
。
船
の
ボ
ー
イ
か
ら
、
こ
こ
で
は

世
界
の
高
級
品
が
非
常
に
安
く
手
に
入
る
か
ら
と
聞
か
さ

れ
て
い
た
が
、
給
費
留
学
生
の
身
で
は
見
物
す
る
の
が
精

一
杯
で
、
買
い
物
は
も
ち
ろ
ん
出
来
ず
、
夕
食
も
船
に
帰

っ
て
と
っ
た
。
後
に
、
そ
の
頃
同
じ
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
友
人
が
、
香
港
の
タ
ッ
ク
ス
フ
リ
ー

の
店
で
ス
イ
ス
製
の
高
級
時
計
を
驚
く
べ
き
安
値
で
買
っ

た
が
、
あ
る
日
う
っ
か
り
そ
れ
を
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に

入
れ
た
ま
ま
洗
濯
機
に
掛
け
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
せ
あ
の

値
段
な
ら
偽
物
に
相
違
な
い
か
ら
と
あ
っ
さ
り
諦
め
て
い

た
が
、
ど
う
し
て
ど
う
し
て
洗
濯
後
も
ま
っ
た
く
狂
わ
ず

正
確
無
比
だ
っ
た
、
と
い
う
話
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
容
易
に
国
外
に
出
る
機
会
の
な
か
っ
た
当
時
の
一
般

庶
民
に
は
、
非
課
税
品
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
う
も
の
の
存
在
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す
ら
、
極
め
て
縁
の
遠
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

香
港
の
次
の
寄
港
地
は
マ
ニ
ラ
だ
っ
た
。
八
月
二
十
四

日
、
港
に
入
る
前
に
船
長
か
ら
日
本
人
乗
客
に
注
意
が
あ

り
「
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
は
太
平
洋
戦
争
当
時
の
日
本
軍
統

治
の
記
憶
が
強
く
残
っ
て
お
り
、
今
で
も
住
民
の
対
日
感

情
が
非
常
に
悪
い
か
ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
危
険
な
場
所
に
は

近
寄
ら
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
恐
々
な

が
ら
一
応
は
上
陸
し
て
見
物
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

町
を
歩
く
と
爆
撃
で
破
壊
さ
れ
た
教
会
堂
の
前
に
極
め

て
貧
弱
な
庶
民
の
家
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
に
は
高
層
の

ビ
ル
が
建
ち
、
ゴ
ミ
の
溜
ま
っ
た
汚
い
道
に
は
ア
メ
リ
カ

製
の
高
級
車
が
置
い
て
あ
っ
た
り
し
て[

写
真
２]

、
い
よ

い
よ
こ
れ
か
ら
、
か
つ
て
南
ア
ジ
ア
の
植
民
地
と
よ
ば
れ

た
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
緊
張
感
に
包
ま
れ
た
。

見
物
し
た
の
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
パ
ー
ク
の
平
和
記
念
碑
、

教
会
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
と
そ
の
演
奏
く
ら
い
で
、
怱
々

に
船
に
帰
っ
た
が
、
船
も
あ
ま
り
長
居
は
せ
ず
翌
日
出
航

し
、
次
の
寄
港
地
サ
イ
ゴ
ン
（
現
在
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
）
に

向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

サ
イ
ゴ
ン
は
一
八
八
三
年
以
来
フ
ラ
ン
ス
領
だ
っ
た
ベ

ト
ナ
ム
一
の
大
都
市
で
あ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
は
一
九
四
五

年
に
独
立
し
て
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
と
な
っ
て
か
ら
も

フ
ラ
ン
ス
の
介
入
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
ア
メ
リ

カ
が
介
入
し
て
五
五
年
に
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
を
建
設
し
、

首
都
を
サ
イ
ゴ
ン
に
置
い
た
。
私
た
ち
が
サ
イ
ゴ
ン
を
訪

問
し
た
五
九
年
は
、
つ
ま
り
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
傀
儡
政
権

が
統
治
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
つ
い
で
に
そ
の
後
の
動

き
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
六
〇
年
に
南
ベ
ト
ナ
ム
解
放
民
族

戦
線
が
結
成
さ
れ
、
ハ
ノ
イ
に
あ
る
民
主
共
和
国
政
府
の

支
援
の
も
と
に
ア
メ
リ
カ
の
勢
力
を
排
除
す
る
独
立
戦
争

に
突
入
し
た
。
い
わ
ゆ
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
あ
る
。
七
三

年
に
ア
メ
リ
カ
は
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
撤
兵
し
、
そ
の
三
年
後

に
南
北
ベ
ト
ナ
ム
は
統
一
し
て
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
社
会

主
義
共
和
国
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
マ
ニ
ラ
か
ら
サ
イ
ゴ
ン
に
向
か
っ
た
ラ
オ
ス
号
は

八
月
二
十
六
日
に
メ
コ
ン
川
に
入
り
、
サ
イ
ゴ
ン
の
港
に

到
着
し
た
が
、
メ
コ
ン
川
を
航
行
中
に
壮
観
で
あ
っ
た
の

は
、
あ
ち
こ
ち
に
沈
没
し
た
船
の
錆
び
果
て
た
残
骸
が
船

腹
や
舳
先
を
水
面
か
ら
突
き
出
し
た
ま
ま
横
た
わ
っ
て
い

る
姿
で
あ
っ
た[

写
真
３]

。
中
に
は
旧
日
本
軍
の
輸
送
船

の
残
骸
も
あ
っ
て
、
太
平
洋
戦
争
の
傷
跡
が
戦
後
十
年
以

上
経
っ
て
も
殆
ん
ど
癒
さ
れ
る
こ
と
な
く
外
界
に
晒
さ
れ

て
い
る
以
上
、
人
々
の
心
の
中
に
残
っ
た
傷
跡
も
未
だ

生
々
し
い
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。 

 

サ
イ
ゴ
ン
は
落
ち
着
い
て
い
て
、
表
通
り
は
フ
ラ
ン
ス

の
都
市
そ
の
も
の
の
立
派
さ
だ
っ
た
が
、
裏
通
り
に
入
る

と
狭
く
、
現
地
人
の
住
む
建
物
は
極
端
に
貧
弱
で
不
潔
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
植
民
地
の
実
態
な
の
だ
と
思
う
と
、
鎖

国
政
策
が
破
ら
れ
て
か
ら
後
の
日
本
の
辿
っ
た
歴
史
が
、

【写真１】香港ヴィクトリア・ピークの頂上で。左から 

マリカール夫人、妻と同室だった安田悦子女史、妻。

【写真２】マニラの一角。左手の建物の右方に遠くに高層

ビルがうっすら見える。 
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こ
れ
ま
で
と
は
ま
た
異
な
る
色
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
の
を

感
じ
た
。
サ
イ
ゴ
ン
が
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
領
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
郵
船
会
社
の
ア
ジ
ア
で
の
主
な
拠
点
で
も
あ
っ

た
た
め
、
こ
こ
で
降
り
る
客
も
あ
り
ま
た
新
た
に
乗
り
込

む
客
も
あ
っ
た
の
で
、
船
の
停
泊
し
た
日
数
も
４
日
を
数

え
た
。
船
員
た
ち
も
ゆ
っ
く
り
休
息
を
と
っ
て
、
次
の
寄

港
地
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
向
け
て
出
発
し
た
時
、
ボ
ー
イ
た

ち
は
皆
上
機
嫌
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
か
、
ま
た
は
サ

イ
ゴ
ン
で
お
客
の
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
れ
ま

で
は
別
々
の
部
屋
で
過
ご
し
て
い
た
妻
と
私
は
、
出
航
前

に
二
人
部
屋
に
移
し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
た
。 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
着
い
た
の
は
八
月
三
十
一
日
で
、
こ

こ
は
日
本
軍
が
占
領
し
て
い
る
間
の
秩
序
維
持
が
良
か
っ

た
せ
い
か
、
住
民
は
一
般
に
か
な
り
親
日
的
で
、
日
本
語

が
少
し
で
き
る
人
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
タ
ク
シ
ー
に
乗

ろ
う
と
し
た
り
露
店
で
買
い
物
を
し
よ
う
と
し
た
り
す
る

と
、
常
識
で
考
え
ら
れ
る
十
倍
は
下
ら
な
い
金
額
が
吹
っ

か
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
植
民
地
の
せ
い
な
の
か
、
定

価
で
買
う
の
が
普
通
で
、
値
切
る
こ
と
な
ど
は
し
た
な
い

と
思
っ
て
い
る
自
分
の
方
が
世
間
知
ら
ず
、
い
や
世
界
知

ら
ず
な
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ

の
地
で
の
滞
在
は
一
日
し
か
な
く
、
殆
ん
ど
何
も
見
る
暇

が
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。 

 

次
の
寄
港
地
は
セ
イ
ロ
ン
（
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
）
の

コ
ロ
ン
ボ
、
つ
ま
り
セ
イ
ロ
ン
島

大
の
都
市
で
、
こ
こ

に
は
九
月
四
日
の
夜
に
着
い
た
。
紀
元
前
三
世
紀
に
佛
教

が
伝
来
し
て
以
来
、
南
方
佛
教
の
中
心
地
で
あ
る
。
十
六

世
紀
以
降
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
つ
い
で
オ
ラ
ン
ダ
の
領
地
と

な
り
、
一
八
〇
二
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
直
轄
植
民
地
と
な

っ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
に
は
イ
ギ
リ
ス
連
邦
内
の

自
治
領
と
し
て
独
立
し
、
一
九
七
二
年
に
ス
リ
・
ラ
ン
カ

と
改
称
し
て
共
和
国
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。 

従
っ
て
私
た
ち
が
立
ち
寄
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
連
邦
自
治

領
で
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
始
め
て
南
方

佛
教
の
寺
院[

写
真
４]

を
訪
ね
た
り
し
て
多
少
な
り
と
も

見
聞
を
広
め
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
次
回
に
述
べ
る
こ
と
と

す
る
。 

 

村
上
春
樹
と
読
本
の
方
法 

  

研
究
こ
ぼ
れ
話  

12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

広
嶋 

進 

 

村
上
春
樹
の
新
作
『
１
Ｑ
８
４
』（
二
〇
〇
九
年
五
月

二
九
日
刊
）
が
大
い
に
売
れ
て
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
発

売
四
ヶ
月
後
の
九
月
三
〇
日
付
の
新
潮
社
の
新
聞
広
告
に

よ
れ
ば
、
第
一
巻
が
一
二
三
万
部
、
第
二
巻
が
一
〇
〇
万

部
、
計
二
二
三
万
部
を
発
行
し
た
と
い
う
。 

 
 

   

本
作
に
対
す
る
批
評
家
の
評
価
は
、
他
の
村
上
作
品

と
同
様
に
、
極
端
な
対
照
を
示
し
て
い
る
。｢

圧
倒
的
、

桁
違
い
の
ス
ケ
ー
ル
を
も
っ
た
作
品｣

（
加
藤
典
洋
氏
）

と
い
う
高
い
評
価
を
す
る
人
も
い
れ
ば
、｢

小
説
と
い
え

る
の
か
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
ど
う
違
う
の
か｣

（
越
川
芳

明
氏
）
と
疑
問
を
呈
す
る
人
も
い
る
。
本
作
品
は
完
結
し

て
お
ら
ず
、
第
三
巻
が
来
夏
刊
行
予
定
で
あ
る
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
そ
の
全
容
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ

【写真３】メコン川の河口付近には、沈没した船舶の残骸が

多かった。 

【写真４】セイロン市内の佛教寺院。 
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け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
村
上
の
他
の
長
編
小
説
を
取

り
上
げ
て
、
彼
の
作
品
群
が
共
通
し
て
持
つ
特
色
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
。
対
象
と
す
る
作
品
は
『
羊
を
め
ぐ
る

冒
険
』
で
あ
る
。 

  

『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
は
一
九
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た

作
品
で
、
村
上
の
本
格
的
な
長
編
小
説
の
第
一
作
目
に
あ

た
る
。
こ
の
作
品
は
彼
が
小
説
家
と
し
て
生
計
を
立
て
て

い
く
決
意
を
し
た
の
ち
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
あ

ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

あ
る
日
「
僕
」
の
も
と
へ
親
友
の
〈
鼠
〉
か
ら
手
紙
と

羊
の
写
真
が
届
く
。「
僕
」
は
羊
の
写
真
を
広
告
に
使
う

が
、
そ
れ
を
見
た
男
か
ら
写
真
中
の
星
斑
の
あ
る
羊
を
探

す
よ
う
に
脅
迫
さ
れ
る
。「
僕
」
は
一
頭
の
羊
と
〈
鼠
〉

の
行
方
を
追
っ
て
、
ガ
ー
ル
・
フ
レ
ン
ド
と
北
海
道
へ
渡

る
。
そ
の
地
で
「
僕
」
は
、
羊
の
霊
が
人
間
に
取
り
憑
く

現
象
と
秘
め
ら
れ
た
歴
史
に
つ
い
て
知
り
、〈
鼠
〉
の
亡

霊
と
出
会
う
。 

 

本
作
に
つ
い
て
内
田
樹
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。 

 

『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
は
直
接
的
に
は
『
ロ
ン
グ
・
グ

ッ
ド
バ
イ
』（
レ
イ
モ
ン
ド
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
作
）
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
『
ロ
ン
グ
・
グ
ッ
ド

バ
イ
』
は
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』（
ス
コ
ッ

ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
作
）
を
典
拠
に
し
、
さ
ら
に

そ
の
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
は
『
ル
・
グ
ラ

ン
・
モ
ー
ヌ
』（
ア
ラ
ン
・
フ
ル
ニ
エ
作
）
に
拠
っ
て
い

る
。
本
作
は
こ
の
よ
う
な
重
層
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
あ
と
で
氏
は
言
う
。 

 

「
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
モ
ー
ヌ
君
の
悲
し
み
と
、
テ
リ

ー
・
レ
ッ
ク
ス
の
悲
し
み
と
、
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
の
悲
し
み
と
、

鼠
の
悲
し
み
が
重
な
っ
て
く
る
。
少
年
の
日
の
、
報
わ
れ

な
い
恋
に
殉
じ
る
少
年
の
悲
し
み
が
倍
音
を
奏
で
て
、
奥

行
き
の
深
い
響
き
と
し
て
か
ら
だ
に
し
み
込
ん
で
く
る
。

た
ぶ
ん
村
上
春
樹
自
身
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ま
っ
た
く
新

し
い
物
語
を
書
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
読
み

終
え
る
ご
と
に
そ
の
後
ろ
に
ま
た
別
な
物
語
が
見
え
て
く

る
よ
う
な
、
奥
行
き
の
あ
る
物
語
の
書
き
方
を
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
」
（
「
内
田
樹
が
語
る
村
上
春
樹
」
「
イ

ン
・
ポ
ケ
ッ
ト
」
二
〇
〇
八
年
五
月
、
講
談
社
） 

 

右
で
「
倍
音
」
と
い
う
の
は
「
楽
音
が
周
波
数
の
整
数

倍
の
周
波
数
音
を
随
伴
す
る
現
象
」
で
、
内
田
氏
の
村
上

春
樹
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、『
羊
を

め
ぐ
る
冒
険
』
を
読
む
と
い
う
経
験
は
そ
の
背
後
に｢

ま

た
別
な
物
語｣

を
重
ね
て
読
む
経
験
を
す
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。 

 

内
田
氏
は
、
文
学
に
お
い
て
「
倍
音
を
出
す
」
シ
ン
プ

ル
な
方
法
は
本
歌
取
り
で
あ
る
と
語
る
。 

 

「
た
と
え
ば
芭
蕉
の
紀
行
文
な
ど
で
も
、
謡
曲
の
「
松

風
」
で
あ
っ
た
り
、『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
た
り
、『
平
家

物
語
』
で
あ
っ
た
り
、
芭
蕉
の
そ
れ
ま
で
の
先
行
す
る
す

べ
て
の
文
学
的
記
憶
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し

て
、
文
学
的
な
教
養
の
あ
る
読
者
な
ら
、
あ
る
一
つ
の
文

章
を
読
ん
だ
瞬
間
に
そ
れ
が
誘
発
す
る
文
学
的
記
憶
が
い

っ
せ
い
に
湧
き
起
こ
る
。」（
同
右
） 

 
 

 

氏
は
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
が
和
歌
に
お
け
る
「
本
歌

取
り
」
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
結
論

づ
け
る
。
内
田
氏
の
こ
の
見
解
は
秀
逸
で
あ
り
、
村
上
文

学
の
本
質
を
言
い
当
て
た
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。 

 

野
口
武
彦
氏
は
、
か
つ
て
上
田
秋
成
を
論
じ
た
評
論
に

お
い
て
、
物
語
の
引
用
に
よ
っ
て
重
層
化
さ
れ
て
い
く
秋

成
の
物
語
の
方
法
を
「「
引
き
物
語
」
的
方
法
」
と
い
う

造
語
で
示
し
た
（『
秋
成
幻
戯
』）。
そ
れ
に
な
ら
っ
て
言

え
ば
、
村
上
春
樹
の
作
品
は
「「
引
き
物
語
」
的
方
法
」

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
内
田
氏
が
語
る
よ
う
に
、
村
上
作
品
に

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ま
っ
た
く
新
し
い
物
語
」
を
求
め
る
の

は
作
者
の
ね
ら
い
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
春
樹
作
品
は
「
小
説
」
と
い
う
よ
り
も
「
物
語
」
が

重
ね
ら
れ
た｢

物
語｣

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
作
者
は

引
用
と
二
重
写
し
に
よ
っ
て
、
大
き
な
物
語
を
紡
ぎ
出
そ

う
と
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

村
上
作
品
に
対
し
て
批
評
家
の
評
価
が
極
端
に
別
れ
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
作
家
の
小
説
作
法
（
実
は
物
語
作

法
）
に
関
し
て
、
そ
れ
を
容
認
す
る
評
家
と
強
く
拒
絶
す

る
評
家
に
分
か
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

蓮
實
重
彦
氏
は
か
つ
て
、
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
は

「
物
語
そ
の
も
の
と
も
い
う
べ
き
あ
か
ら
さ
ま
な
小
説
」

で
あ
り
「
す
で
に
ど
こ
か
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
の
反

復
」
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
た
（『
小
説

か
ら
遠
く
離
れ
て
』）。
蓮
實
氏
は
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

は
「
小
説
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
し
か
し
、
江
戸
時
代
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
村
上
春

樹
の
タ
イ
プ
の
作
家
、
す
な
わ
ち
、「
す
で
に
語
ら
れ
て

い
る
物
語
の
反
復
」
を
書
く
作
家
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。

上
田
秋
成
、
曲
亭
馬
琴
に
代
表
さ
れ
る
読
本
作
家
た
ち
で

あ
る
。 

 

 

現
在
大
き
な
書
店
に
行
く
と
村
上
春
樹
の
コ
ー
ナ
ー
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
彼
が
翻
訳
し
た
作
品
が
自
作
の
小
説
作

品
と
並
ん
で
置
か
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
『
ロ
ン
グ
・
グ

ッ
ド
バ
イ
』
や
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
・
ギ
ャ
ツ
ツ
ビ
ー
』
も

村
上
訳
が
あ
り
、
さ
り
げ
な
く
置
か
れ
て
い
る
。
彼
は
自

ら
の
本
格
的
な
長
編
小
説
第
一
作
の
典
拠
を
こ
の
よ
う
な

形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
読
者
に
自
作
の
重
層
的
読

解
を
促
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
写
実
的
な
風
俗
小
説
で
あ

る
浮
世
草
子
に
対
抗
し
て
、
十
八
世
紀
に
出
現
し
た
ジ
ャ

ン
ル
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
、
浮
世
草
子
に
あ
き
た
ら
な

く
な
っ
た
文
人
・
学
者
が
明
清
の
中
国
口
語
体
小
説
に
親

し
み
（
す
な
わ
ち
原
文
で
読
み
）、
そ
れ
ら
を
日
本
語
に

翻
訳
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
の
ち
十
八
世
紀
半
ば
に
中

国
口
語
体
小
説
の
翻
案
作
品
が
著
わ
さ
れ
（『
英
草
紙
』）、

読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
し
て
い
く
。 

 

読
本
作
品
と
村
上
作
品
に
関
し
て
、
私
は
、
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
に
対
抗
し
て
現
わ
れ
た
こ
と
、
外
国
小
説
の
翻
訳

を
源
流
と
し
て
い
る
こ
と
、
「
「
引
き
物
語
」
的
方
法
」

「
物
語
の
反
復
・
重
層
化
」
を
主
た
る
方
法
と
し
て
い
る

こ
と
に
お
い
て
、
共
通
性
と
類
似
性
を
見
い
出
す
。
村
上

春
樹
は
私
に
と
っ
て
平
成
の
秋
成
で
あ
り
、
馬
琴
で
あ
る
。 

 
 
 

不
思
議
な
出
会
い 

そ
の
十
二 

琉
球
・
沖
縄 

横
山 

學 

こ
の
秋
、
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
で
、
特
別
展

「
琉
球
使
節
、
江
戸
へ
行
く
！
」
が
開
催
さ
れ
、
期
間
中

に
文
化
講
座
と
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
も
催
さ
れ
ま
し
た
。
琉

球
使
節
に
つ
い
て
の
展
示
は
、
本
土
で
は
こ
れ
ま
で
何
度

か
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
沖
縄
に
お
い
て
は
初
め
て
の
こ

と
で
し
た
。
今
年
は
、
慶
長
十
四
年
か
ら
数
え
て
「
薩
摩

の
琉
球
侵
攻
四
百
年
」
に
あ
た
る
の
で
す
。
薩
摩
で
は
参

勤
交
代
を
「
江
戸
上
り
」
と
呼
び
、
琉
球
で
も
使
節
の
派

遣
を
そ
う
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
使
節
は
、
琉
球
国
王
の
襲

封
の
恩
謝
と
将
軍
代
替
わ
り
の
慶
賀
の
た
め
に
、
琉
球
国

王
か
ら
徳
川
将
軍
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
こ

の
使
節
派
遣
を
、「
江
戸
上
り
」
か
ら
「
江
戸
立
ち
」、
す

な
わ
ち
「
江
戸
に
上
ら
せ
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
幕
府
や
薩
摩
と
の
「
ウ
ト
ゥ
ィ
ヤ
（
御
取
り
合
い
）」

（
外
交
折
衝
）
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
気
運
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
称
は
認
識
の
反
映
で
す
。

薩
摩
で
は
参
勤
交
代
を
「
江
戸
上
り
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

当
時
の
江
戸
の
文
人
識
者
は
、
琉
球
国
か
ら
の
使
者
が
幕

府
に
「
参
府
」
し
、
江
戸
に
「
上
っ
て
」
来
た
と
受
け
取

り
ま
し
た
し
、
使
者
の
「
来
聘
」
を
幕
府
は
喜
び
ま
し
た
。

多
く
の
庶
民
た
ち
は
、
当
時
や
っ
て
き
た
朝
鮮
通
信
使
た

ち
と
の
違
い
を
判
別
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
琉
球
・
中
国
交
渉
史
の
専
門
家
で

あ
る
深
沢
秋
人
さ
ん
は
、
近
代
の
明
治
政
府
と
琉
球
藩
・

沖
縄
県
の
交
渉
史
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
た
く
し

は
、
琉
球
国
使
節
を
迎
え
た
側
の
、
近
世
日
本
の
琉
球
観

に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
使
節
の

渡
来
は
琉
球
へ
心
を
向
け
る
契
機
で
し
た
。
渡
来
の
度
ご

と
に
関
心
が
高
ま
り
、
文
人
識
者
の
間
で
琉
球
に
関
す
る

知
識
が
積
み
重
ね
ら
れ
共
有
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
南

島
へ
の
憧
れ
は
庶
民
の
間
へ
も
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
す
。 

今
回
の
旅
で
、
わ
た
く
し
は
葛
飾
北
斎
が
描
い
た
名
所

八
箇
所
を
巡
り
ま
し
た
。
埋
め
立
て
工
事
に
よ
る
地
形
の

激
変
も
あ
り
ま
す
が
、
描
か
れ
た
特
徴
を
手
が
か
り
に
、

全
箇
所
を
足
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
案
内
者

は
、「
朝
日
新
聞
日
曜
版
」
で
現
地
を
取
材
し
た
青
柳
光

朗
さ
ん
で
す
。
天
保
期
の
使
節
渡
来
は

大
の
「
琉
球
ブ

ー
ム
」
を
引
き
起
こ
し
、
多
数
の
「
琉
球
物
」
が
刊
行
さ

れ
ま
し
た
。
北
斎
も
、
江
戸
で
再
版
さ
れ
た
『
琉
球
国
志

略
』
（
中
国
の
地
誌
）
に
あ
る
墨
単
色
の
「
球
陽
八
景

図
」
を
自
分
の
絵
と
し
て
取
り
込
み
、
雪
ま
で
降
ら
せ
た

の
が
八
枚
組
の
彩
色
浮
世
絵
『
琉
球
八
景
』（
「
泉
崎
夜

月
」「
長
虹
秋
霽
」「
龍
洞
松
涛
」「
粂
村
竹
籬
」「
臨
海
湖

声
」「
城
岳
霊
泉
」「
中
島
蕉
園
」「
旬
崖
夕
照
」）
で
し
た
。 

青
柳
さ
ん
は
、
本
島
の
北
西
に
あ
る
伊
是
名
島
へ
も
同

行
し
て
く
れ
ま
し
た
。
第
二
尚
氏
の
始
祖
で
あ
る
尚
円
王

（
金
丸
）
が
生
ま
れ
た
島
で
す
。
島
ま
で
約
五
十
分
の
フ

ェ
リ
ー
は
、
源
為
朝
が
「
運
を
天
に
任
せ
て
」
上
陸
し
た

と
い
う
伝
説
の
場
所
、「
運
天
」
の
港
か
ら
出
航
し
ま
し
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た
。
十
四
平
方
キ
ロ
程
の
小
さ
な
島
で
す
が
、
戦
禍
を
免

れ
て
樹
木
も
多
く
、
昔
か
ら
の
佇
ま
い
が
静
か
に
守
ら
れ

て
い
ま
す
。
首
里
の
町
も
戦
争
さ
え
な
け
れ
ば
、
も
っ
と

大
き
な
家
並
み
が
連
な
り
、
多
く
の
文
化
財
が
守
り
伝
え

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
、
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。 

今
回
の
展
示
で
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て

も
見
応
え
が

あ
っ
た
の
は
『
儀
衛
正
日
記
』
で
し
た
。
使
節
の
行
列
を

管
理
支
配
す
る
儀
衛
正
（
職
名
）
の
記
し
た
天
保
三
年
の

記
録
で
、
日
々
の
天
候
に
始
ま
り
、
衣
装
や
路
地
楽
の
内

容
ま
で
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
の
存
在

を
原
口
泉
さ
ん
（
現
在
は
鹿
児
島
大
学
教
授
）
か
ら
教
え

て
頂
き
、
直
ち
に
東
京
大
学
の
史
料
編
纂
所
に
あ
る
書
写

本
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
し
て
原
本
所
有
者
の
尚
裕
氏
に

全
頁
複
写
の
許
可
を
頂
き
、
首
里
か
ら
江
戸
ま
で
の
往
復

全
行
程
の
概
要
を
「
江
戸
の
琉
球
人
・
天
保
三
年
『
儀
衛

正
』
」
と
し
て
『
江
戸
の
民
衆
と
社
会
』(

吉
川
弘
文
館)

に
ま
と
め
、
後
に
拙
著
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』
に

収
め
ま
し
た
。
三
十
年
近
く
前
の
こ
と
で
す
。
原
本
は
琉

球
国
王
府
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
東
恩
納
寛
惇
が

後
の

琉
球
国
王
尚
泰
の
伝
記
作
成
を
依
頼
さ
れ
、
資
料
と
し
て

明
治
四
十
年
に
首
里
か
ら
東
京
の
尚
侯
爵
邸
に
移
さ
れ
た

書
籍
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
た
め
幸
い
に
も
戦
禍
を
免
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
尚
家
の
姻
戚
と
な
っ
た
早
稲
田
大
学

附
属
図
書
館
特
殊
文
庫
の
松
本
弘
さ
ん
が
、
銀
座
の
福
音

館
ビ
ル
の
一
室
で
、
長
年
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
書
籍
の

虫
食
い
を
丹
念
に
補
修
し
た
り
裏
打
ち
し
て
、
大
切
に
保

管
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
も
、
何
度
か
修
復
作

業
を
見
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、
尚
家
の

家
宝
（
刀
剣
・
冠
・
衣
装
な
ど
）
と
と
も
に
書
籍
類
も
寄

贈
さ
れ
、「
国
宝
」
と
し
て
認
定
さ
れ
て
、
現
在
は
那
覇

市
に
委
譲
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
が
当
時
閲
覧
し
た

の
は
、
史
料
編
纂
所
に
よ
る
書
写
本
で
し
た
が
、
こ
の
時

に
目
に
し
た
の
は
、
ま
さ
に
王
府
に
残
さ
れ
て
い
た
原
本

だ
っ
た
の
で
す
。
他
に
も
使
節
の
行
列
記
録
と
し
て
は

「
副
使
座
喜
味
親
方
日
記
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
具
体

的
な
内
容
に
つ
い
て
は
ま
だ
知
り
ま
せ
ん
。
大
い
に
興
味

の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

学
生
時
代
、
総
理
府
発
給
の
緑
色
の
渡
航
旅
券
を
手
に

し
て
、
初
め
て
那
覇
港
の
桟
橋
に
降
り
た
の
は
、
四
十
年

前
の
こ
の
季
節
で
し
た
。
早
稲
田
大
学
の
古
代
歌
謡
研
究

者
の
上
野
理
先
生
に
頂
い
た
紹
介
状
を
持
っ
て
、
首
里
の

琉
球
大
学
に
池
宮
正
治
先
生
を
お
訪
ね
し
た
の
で
す
。
今

回
も
何
人
か
の
旧
友
と
再
会
し
、
旅
の
終
わ
り
に
、
池
宮 

           

正
治
先
生
と
県
立
博
物
館
で
お
会
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
沖
縄
に
つ
い
て
何
の
知
識
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た

学
生
が
、
琉
球
・
沖
縄
を
学
ぶ
こ
と
で
多
く
の
師
や
友
と

巡
り
会
う
こ
と
が
出
来
た
幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

【
お
知
ら
せ
】 

来
る
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
に
千
葉
県
佐
倉
市
に

あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
第
六
室
展
示
室
が
、
開
館

さ
れ
ま
す
。
こ
の
部
屋
は
「
戦
争
と
平
和
」「
戦
後
の
生

活
革
命
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
示
で
す
。
同
時
に
併
設
さ

れ
て
い
る
副
室
の
展
示
も
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
副
室
で
は

「
移
動
す
る
人
び
と
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
日
米
交
換

船
・
米
国
移
民
・
戦
後
の
特
派
員
社
会
・
朝
鮮
戦
争
を
取

り
上
げ
ま
す
。
長
年
に
わ
た
っ
て
整
理
保
管
し
て
き
た
フ

ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
遺
し
た
品
々
を
精
巧
な
レ
プ
リ
カ

に
仕
上
げ
、
こ
こ
に
展
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｇ

Ｈ
Ｑ
身
分
証
明
書
や
名
刺
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
ロ
ン
ド
ン
・

タ
イ
ム
ス
へ
打
電
し
た
記
事
原
稿
と
掲
載
さ
れ
た
記
事
の

切
り
抜
き
や
貴
重
書
類
な
ど
で
す
。
占
領
下
の
特
派
員
の

生
活
を
紹
介
す
る
た
め
に
、「
東
京
特
派
員
ク
ラ
ブ
」
が

あ
っ
た
「
丸
の
内
会
館
」
の
一
室
を
、
「
特
派
員
の
部

屋
」
と
し
て
再
現
し
ま
し
た
。
机
・
椅
子
・
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
・
ペ
ン
立
て
な
ど
は
、
完
全
に
当
時
の
も
の
を
揃
え

ま
し
た
。
こ
の
副
室
に
限
り
展
示
期
間
は
一
年
で
す
。
稀

覯
本
の
収
集
家
と
し
て
で
は
な
く
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
」
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。
近
づ
き

ま
し
た
ら
、
ご
案
内
を
差
し
上
げ
る
予
定
で
す
。(

Ｍ
Ｙ) 

【
儀
衛
正
日
記(

書
写
本)

】 


