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日
本
料
理
の
発
達
と
変
容
（
3
） 

 

―
汁
物
の
だ
し
汁
と
味
噌
の
調
製
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
田
節
子 

「
一
汁
三
菜
」、「
二
汁
五
菜
」
な
ど
の
献
立
の
書
き
方

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
汁
物
は
他
の
菜
と
は
区
別
さ
れ
、

重
要
な
位
置
付
け
を
も
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸

時
代
料
理
書
で
あ
る
『
ち
か
ら
草
』（
一
七
二
六
年
）
や

『
料
理
歌
仙
の
組
糸
』（
一
七
四
八
年
）、『
魚
類
精
進
早

見
献
立
帳
』（
一
八
三
四
年
）
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、「
食

べ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
飯
と
汁
は
特
に
出
来
映
え
が

重
要
で
、
飯
は
心
を
配
る
第
一
で
あ
る
」、「
飯
、
汁
、
平

皿
に
心
を
配
る
。
飯
、
汁
、
平
皿
よ
け
れ
ば
料
理
が
進

む
」
と
い
っ
た
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
数

回
に
わ
た
り
、
日
本
料
理
が
集
大
成
さ
れ
た
江
戸
時
代
初

期
に
著
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
古
今
料
理
集
』
六
巻
の

煮
方
を
資
料
に
、
汁
物
の
特
徴
と
工
夫
点
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
『
古
今
料
理

集
』
で
は
「
煮
方
」
は
広
義
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
汁

物
、
煮
物
、
焼
き
物
（
汁
気
の
多
い
蒸
し
焼
き
）
は
煮
方

に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
膳
料
理
を
前
提
と
し

た
内
容
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
汁
物
で
も
前
準
備
の
段
階

で
、
だ
し
や
味
噌
の
調
製
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、

そ
の
特
徴
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。 

だ
し
汁
の
調
製:

「
煮
方
の
善
悪
は
出
し
の
わ
ざ
な
れ

は 

ま
ず
出
し
の
善
悪
を
吟
味
し
て
用
べ
き
也
」、「
勿
論

能
は
く
ま
の
（
熊
野
）
の
節
（
紀
伊
国
熊
野
地
方
で
生

産
）
な
り
、
い
つ
れ
の
ふ
し
に
て
も
ひ
ね
節
の
か
た
く
赤

き
を
用
へ
き
な
り
」
と
だ
し
汁
の
重
要
性
が
説
か
れ
、
そ

の
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

だ
し
汁
の
取
り
方
は
、
水
一
升
に
対
し
大
節
二
本
ほ
ど

を
材
料
と
し
、「
か
つ
お
節
の
上
皮
を
赤
身
の
出
る
ま
で

削
り
除
く →

 

赤
み
ば
か
り
を
薄
く
大
平
に
削
る →

 

一

度
水
で
さ
っ
と
洗
い
流
す →

 

煮
立
っ
た
湯
の
な
か
に
入

れ
て
三
泡
程
煮
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
【
資
料
１
】。 

【
資
料
１
】
出
し
の
と
り
方
に
つ
い
て
（
『
古
今
料
理

集
』
六
巻
、
煮
方
の
前
書
き
よ
り
） 
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か
つ
お
節
を
煮
す
ぎ
る
と
、
だ
し
が
も
た
れ
、
い
や
な
臭

い
が
出
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
だ
し
の
盛
り
」
を
心
得
る

べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
だ
し
の
盛
り
と
は
「
は
な

は
だ
し
く
か
る
く 

し
ゅ
ん
と
う
ま
き
所
な
り
」
と
あ
り
、

旨
み
が
濃
く
も
な
く
、
薄
く
も
な
く
、
香
り
も
よ
く
、
か

つ
お
節
本
来
の
旨
み
が
十
分
生
か
さ
れ
た
濃
度
を
指
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
材
料
を
煮
る
過
程
で
「
袋
だ

し
」
を
用
い
て
旨
み
を
補
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
布
や
和

紙
の
袋
に
削
り
節
を
入
れ
、
そ
の
ま
ま
煮
汁
の
な
か
で
煮

て
、
簡
単
に
取
り
出
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
、

現
在
の
追
い
か
つ
お
に
当
た
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 

現
在
の
か
つ
お
だ
し
の
取
り
方
と
比
較
し
て
み
る
と
、

大
平
に
削
っ
た
か
つ
お
節
を
煮
立
っ
た
湯
の
な
か
に
入
れ

短
時
間
煮
る
の
は
、
現
在
の
方
法
と
大
差
な
い
が
、
水
と

か
つ
お
節
の
割
合
に
つ
い
て
は
少
々
疑
問
が
残
る
。
水
一

升
に
大
節
二
本
、
す
な
わ
ち
、
水
一
八
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト

ル
に
か
つ
お
節
六
〇
〇
グ
ラ
ム
程
度
を
用
い
る
計
算
に
な

る
。
か
つ
お
節
の
皮
を
削
り
取
る
、
か
つ
を
節
削
り
器
を

使
っ
て
手
作
業
で
大
平
に
削
る
た
め
厚
み
の
あ
る
も
の
に

な
り
だ
し
が
出
に
く
い
、
か
つ
お
節
を
水
洗
い
し
て
使
用

し
て
い
る
、
ま
た
、
高
濃
度
の
だ
し
に
水
を
三
分
の
一
加

え
て
薄
め
て
使
う
事
例
も
多
い
等
を
考
慮
し
て
も
、
水
の

ニ
～
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
多
く
て
も
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の

削
り
か
つ
お
を
用
い
る
現
在
の
だ
し
汁
に
比
較
し
て
濃
厚

な
だ
し
汁
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
出
し

は
よ
く
せ
ん
し
ぬ
れ
は
よ
き
と
い
え
共
当
代
は
も
た
れ
候

と
て
不
用
何
に
つ
か
ふ
共
と
の
出
し
か
げ
ん
専
な
り
」
と

重
ね
て
説
明
し
て
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
現
在
の
感
覚

で
想
像
す
る
よ
り
薄
い
濃
度
の
だ
し
汁
で
、
だ
し
の
盛
り

に
見
合
っ
た
濃
度
と
う
ま
み
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

も
想
像
さ
れ
る
。 

な
お
、
魚
介
類
を
椀
種
に
し
た
『
古
今
料
理
集
』
煮
方

の
だ
し
汁
に
は
昆
布
の
使
用
は
稀
で
あ
っ
た
が
、
旨
み
が

比
較
的
薄
い
塩
鱈
な
ど
塩
物
を
椀
種
に
す
る
場
合
に
は
、

か
つ
お
と
昆
布
の
両
方
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
は
精
進

材
料
を
椀
種
と
す
る
場
合
に
は
昆
布
出
し
が
念
入
り
に
と

ら
れ
て
い
る
。 

味
噌
の
調
製:

本
汁
は
味
噌
仕
立
で
あ
る
。
前
準
備
の

段
階
で
味
噌
の
濃
度
の
調
整
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
す
り

鉢
に
白
味
噌
を
入
れ
よ
く
す
り
つ
ぶ
す →

 

味
噌
の
半
量

の
水
と
だ
し
汁
半
量
、
飯
の
と
り
湯
（
重
湯
）
を
味
噌
の

十
分
の
三
加
え
て
摺
り
の
べ
る →

 

す
い
の
う
で
ニ
～
三

回
漉
す
」
と
調
製
の
仕
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
濃
厚
で
滑

ら
か
な
味
噌
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ

ら
に
こ
れ
に
水
を
加
え
た
も
の
で
食
べ
頃
の
濃
度
を
「
中

味
噌
」、
そ
れ
よ
り
濃
い
も
の
を
「
こ
味
噌
」、
薄
め
な
も

の
を
「
薄
味
噌
」
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
椀
種
の
種

類
に
よ
っ
て
味
噌
の
濃
度
を
使
い
分
け
る
工
夫
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。 

現
在
の
味
噌
と
異
な
り
、
臼
で
搗
き
つ
ぶ
し
寝
か
せ
た

味
噌
に
は
、
大
豆
や
米
の
大
き
な
粒
が
混
入
し
、
滑
ら
か

で
は
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
し
汁
や
重
湯
を
加
え
て
前

も
っ
て
摺
り
つ
ぶ
し
、
何
度
も
す
い
の
う
で
漉
す
こ
と
で

旨
み
や
粘
性
の
濃
い
滑
ら
か
な
味
噌
に
仕
上
げ
る
こ
と
は
、

汁
物
の
出
来
映
え
を
よ
く
す
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
り
、

塩
加
減
を
調
整
し
や
す
く
、
使
い
や
す
く
す
る
た
め
の
工

夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

現
在
の
味
噌
の
使
用
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
重
湯
の

使
用
で
あ
る
。
当
時
の
味
噌
仕
立
て
の
汁
物
に
な
ぜ
重
湯

を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
想
像
の
域
を

脱
し
な
い
が
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
料

理
書
に
は
「
垂
れ
味
噌
」、「
味
噌
す
ま
し
」
と
い
う
料
理

言
葉
が
存
在
し
た
。
垂
れ
味
噌
は
味
噌
を
水
に
溶
き
煮
詰

め
布
袋
に
入
れ
て
し
た
た
ら
せ
て
得
た
汁
で
あ
り
、
味
噌

す
ま
し
と
は
味
噌
を
沈
殿
さ
せ
た
上
澄
み
液
を
使
っ
た
す

ま
し
汁
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
粒
子
の
粗
い
味
噌
が
一

般
的
で
あ
っ
た
時
代
、
味
噌
仕
立
て
の
汁
物
で
は
味
噌
が

沈
殿
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
重
湯
を
入
れ
る
こ
と
で
糊

化
デ
ン
プ
ン
が
汁
の
な
か
に
分
散
し
、
味
噌
の
沈
殿
が
あ

る
程
度
防
げ
た
可
能
性
が
あ
る
。
味
も
均
一
で
滑
ら
か
で
、

見
栄
え
の
よ
い
汁
物
に
仕
上
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

白
味
噌
は
味
噌
の
な
か
で
も
上
等
と
さ
れ
、
と
く
に
高

砂
屋
や
み
た
け
屋
の
味
噌
が
高
級
品
で
あ
っ
た
と
本
書
に

は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
庖
厨
備
用
倭
名
本
草
』（
一
六
八

五
年
）
や
『
料
理
網
目
調
味
抄
』（
一
七
三
〇
年
）、
『
料

理
早
指
南
』（
一
八
〇
一
～
〇
四
年
）
な
ど
に
も
使
用
が

み
ら
れ
、
江
戸
時
代
は
白
味
噌
が
流
行
し
た
時
代
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
味
噌
の
な
か
で
も
上
等
と
さ
れ
る
白

味
噌
が
、
そ
し
て
銘
柄
品
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

汁
物
が
献
立
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
付
け
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
内
容
で
あ
る
。 
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以
上
の
よ
う
に
、
か
つ
お
節
や
白
味
噌
の
品
質
、
だ
し

の
取
り
方
や
味
噌
の
調
製
の
仕
方
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

味
噌
仕
立
、
す
ま
し
仕
立
い
ず
れ
に
し
て
も
、
汁
物
の
第

一
歩
は
だ
し
や
味
噌
に
あ
り
、
丁
寧
に
細
心
の
注
意
を
払

っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

【
参
考
文
献
】 

・
吉
井
始
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修
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刻
江
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・
吉
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子
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修
「
古
今
料
理
集
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江
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期
）、『
江
戸
時
代
料
理
本
集
成
』
資
料
編
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臨
川
書
店
、

一
九
七
八
年
。 

・
今
田
節
子
「
料
理
書
か
ら
み
た
日
本
料
理
の
変
容(

六)

―
『
古
今
料
理
集
』
に
み
る
魚
料
理
（
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物
）
の
工
夫
―
、

『
ノ
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ト
ル
ダ
ム
清
心
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子
大
学
紀
要
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生
活
経
営
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児
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食
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養
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編
、
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十
五
巻
第
一
号
（
通
巻
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十
六
号
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十
三
～
七
十
五
頁
、
一
九
九
一
年
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・
今
田
節
子
・
藤
田
真
理
子
「
料
理
書
か
ら
み
た
日
本
料

理
の
変
容(

十)

―
江
戸
時
代
料
理
書
に
み
る
「
料
理
の
心

得
」
―
、
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
生
活

経
営
学
・
児
童
学
・
食
品
・
栄
養
学
編
、
第
二
十
二
巻
第

一
号
（
通
巻
四
十
三
号
）、
六
十
八
～
七
十
八
頁
、
一
九

九
八
年
。 

 

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
十
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

前
回
に
述
べ
た
よ
う
に
、
留
学
し
て
最
初
に
経
験
し
た

学
期
で
あ
る
一
九
五
九
・
六
〇
年
度
（
昭
和
三
十
四
年
十

月
～
三
十
五
年
三
月
）
の
冬
学
期
は
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
学

生
団
体
旅
行
で
楽
し
く
締
め
く
く
ら
れ
、
四
月
か
ら
次
年

度
の
夏
学
期
が
始
ま
っ
た
。 

 

と
は
言
っ
て
も
講
義
が
本
当
に
始
ま
る
の
は
四
月
末
か

五
月
初
め
な
の
で
、
本
格
的
な
勉
強
に
と
り
か
か
る
ま
で
、

ま
だ
た
っ
ぷ
り
時
間
が
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
次
第
に
私
た

ち
を
訪
れ
る
知
人
や
友
人
の
数
が
、
す
こ
し
ず
つ
増
え
て

い
っ
た
。
そ
の
殆
ん
ど
日
本
か
ら
の
留
学
生
だ
っ
た
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
当
時
は
留
学
生
の
数
が
非
常
に
少
な
く
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
と
音
楽
大
学
と
を
合
わ
せ
て
も
十
人
に

も
足
り
な
か
っ
た
。
留
学
生
以
外
に
は
日
本
商
社
の
支
店

勤
務
の
方
々
も
こ
ら
れ
た
が
、
当
時
の
日
本
は
ま
だ
貧
し

く
、
外
貨
の
持
ち
出
し
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
て
、
外

地
滞
在
が
三
年
以
上
に
な
ら
な
い
と
家
族
を
呼
び
寄
せ
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
え
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
三
年
間

の
ハ
ン
ブ
ル
ク
滞
在
中
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
お
会
い
し
、

ま
た
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
日
本
総
領
事
館

の
書
記
官
を
務
め
て
お
ら
れ
た
福
田
義
彦
氏
で
、
こ
こ
か

ら
は
福
田
氏
を
、
親
密
の
情
を
込
め
て
「
福
田
さ
ん
」
と

呼
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

福
田
さ
ん
は
私
よ
り
何
年
か
先
に
私
と
同
じ
大
学
で
、

文
学
部
西
洋
史
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
の
だ
が
、
学
問
と
し

て
学
ん
だ
西
洋
諸
国
の
事
情
を
何
と
し
て
も
自
分
の
目
で

見
た
い
と
思
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
は
個
人

の
海
外
旅
行
が
非
常
に
制
約
さ
れ
て
い
て
、
海
外
渡
航
が

解
禁
さ
れ
る
の
が
何
時
の
こ
と
か
分
か
ら
ず
、
そ
こ
で
彼

が
最
も
手
早
く
海
外
旅
行
が
出
来
る
手
段
と
し
て
考
え
付

い
た
の
が
、
外
務
省
に
勤
務
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一

番
の
早
道
は
外
交
官
試
験
と
い
う
特
別
公
務
員
の
採
用
方

式
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
毎

年
十
名
程
度
し
か
合
格
し
な
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
こ

の
難
関
を
突
破
す
る
に
は
準
備
が
あ
ま
り
に
も
大
変
な
の

で
、
そ
れ
よ
り
も
国
家
公
務
員
一
般
職
の
採
用
試
験
に
優

秀
な
成
績
で
受
か
れ
ば
、
外
務
省
に
採
用
さ
れ
、
外
交
官

で
は
な
く
書
記
官
と
し
て
外
地
に
派
遣
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
福
田
さ
ん
は
そ
う
考
え
ら
れ
て
、
事
実
そ
の
通
り

に
な
り
、
憧
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
の
大
都

会
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
置
か
れ
て
い
る
日
本
総
領
事
館
に
勤
務

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
話
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
時
代
に
戻
す
と
、
当
時
ま
だ
独

身
で
あ
っ
た
福
田
さ
ん
は
よ
く
遊
び
に
来
ら
れ
た
が
、
あ

る
日
「
今
度
の
夏
休
み
に
、
三
人
で
私
の
車
を
使
っ
て
南

の
方
に
旅
行
し
ま
せ
ん
か
」
と
誘
わ
れ
た
。
彼
の
車
は
フ

ォ
ル
ク
ス
ヴ
ァ
ー
ゲ
ン
の
中
古
車
で
あ
っ
た
が
、
私
た
ち

三
人
は
小
柄
で
、
夏
な
ら
ば
着
替
え
な
ど
も
少
な
く
て
す

む
の
で
、
喜
ん
で
同
意
し
、
夏
学
期
の
授
業
が
お
わ
っ
た

ら
直
ぐ
に
出
発
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
き
ま
っ
た
。
私
た

ち
は
三
月
に
イ
タ
リ
ア
を
見
て
き
た
ば
か
り
な
の
で
、
今

度
は
南
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
ア
ル
プ
ス
を

経
て
ス
イ
ス
へ
と
い
う
、
大
回
遊
を
し
よ
う
と
提
案
し
た

が
、
福
田
さ
ん
も
そ
れ
に
異
存
は
な
か
っ
た
。 

 

ま
た
旅
行
の
思
い
出
話
か
と
、
う
ん
ざ
り
さ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
の
で
、
ご
く
大
雑
把
に
通
っ
た
道
筋
だ
け
を
述

べ
る
こ
と
に
し
、
細
か
い
こ
と
は
一
切
省
略
す
る
が
、
こ
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の
旅
は
先
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
と
は
ま
た
違
う
、「
行
っ
た

と
こ
ろ
勝
負
」
と
い
う
面
白
さ
が
あ
っ
た
。
七
月
八
日
の

朝
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
出
て
一
路
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
向
い
、

有
名
な
山
の
上
の
城
砦
と
町
の
中
心
に
あ
る
ド
イ
ツ
バ
ロ

ッ
ク
の
代
表
的
建
築
物
で
あ
る
レ
ジ
デ
ン
ツ
（
領
主
の
居

城
）
を
見
学
し
た
が
、
よ
も
や
私
が
二
十
年
後
（
一
九
八

二
）
に
こ
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
中
都
市
の
大
学
に
勤
務
す
る

こ
と
に
な
り
、
妻
と
共
に
丸
二
年
の
間
、
暇
あ
る
ご
と
に

こ
れ
ら
の
建
物
と
そ
の
美
し
い
庭
を
散
歩
し
た
り
、
ベ
ン

チ
に
腰
掛
け
て
本
を
読
ん
だ
り
す
る
な
ど
と
は
、
想
像
も

し
な
か
っ
た
。 

 

 

い
ま
で
は
日
本
で
も
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
」
の
名
で

知
ら
れ
て
い
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ェ
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
（
英

語
で
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ス
ト
リ
ー
ト
）
は
こ
の
町
か
ら

始
ま
る
。
こ
の
街
道
は
ド
イ
ツ
の
最
南
端
の
大
都
市
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
に
ま
で
続
い
て
お
り
、
街
道
沿
い
に
転
々
と
小
さ

な
都
市
な
い
し
は
町
村
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
世
の
面

影
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
保
存
し
て
い
る
の
だ
が
、
ド

イ
ツ
の
歴
史
に
詳
し
い
福
田
さ
ん
の
第
一
の
旅
行
目
的
が
、

ま
さ
に
こ
の
小
都
市
群
を
見
学
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は

当
然
で
あ
る
。
タ
ウ
バ
ー
河
畔
の
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
、
デ

ィ
ン
ケ
ル
ス
ビ
ュ
ー
ル
、
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
ド
ナ
ウ
ヴ

ェ
ー
ル
ト
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
と
辿
っ
て
行
き
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
の
街
道
は
、
今
で
は
ド
イ
ツ

好
き
の
日
本
人
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
て
、
街
道
筋
の
売

店
に
は
日
本
語
の
出
来
る
売
り
子
も
多
い
と
聞
く
。
こ
の

あ
た
り
で
見
聞
し
た
も
の
の
中
で
特
に
印
象
深
か
っ
た
の

は
何
か
と
訊
ね
ら
れ
た
ら
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
訪
れ
た

フ
ッ
ゲ
ラ
イ
と
い
う
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
に
大
富
豪
フ

ッ
ガ
ー
家
が
貧
し
い
人
た
ち
の
た
め
に
建
て
た
集
合
住
宅

群
で
あ
る
。
フ
ッ
ガ
ー
家
が
と
っ
く
の
昔
に
没
落
し
た
現

在
で
も
な
お
、
市
営
の
ア
パ
ー
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

と
知
っ
て
、
強
く
心
を
打
た
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
ま
た

バ
イ
エ
ル
ン
州
の
首
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
横
目
で
遠
望
し
な

が
ら
今
回
は
立
ち
寄
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
、
茫
漠
と
広
が
る

草
原
や
森
を
ひ
た
す
ら
東
南
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
と
、

キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
像
が
道
端
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
を
頻

繁
に
目
に
し
た
。
日
本
の
お
地
蔵
さ
ん
の
よ
う
に
、
旅
ゆ

く
者
を
お
守
り
く
だ
さ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
磔

刑
像
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
心
の
慰
め
は
お

地
蔵
さ
ん
に
お
参
り
し
て
得
ら
れ
る
そ
れ
と
は
、
慰
め
の

内
容
の
性
格
が
異
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。 

 
そ
こ
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
国
境
を
経
て
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
に
よ
り
、
ま
た
戻
っ
て
ベ
ル
ヒ
テ
ス
ガ
ー
デ
ン
を
た

ず
ね
、
ド
イ
ツ
ア
ル
プ
ス
の
街
道
を
辿
り
、
ス
イ
ス
に
入

り
、
生
ま
れ
て
初
め
て
氷
河
を
幾
つ
か
見
物
し
、
名
だ
た

る
名
所
名
山
も
め
ぐ
り
、
福
田
さ
ん
の
二
週
間
の
休
暇
を

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
使
っ
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
帰
っ
て
き
た
の
は

七
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。 

 

帰
宅
す
る
と
、
日
本
か
ら
届
い
た
手
紙
の
中
に
、
近
日

中
に
戸
川
敬
一
先
生
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
来
ら
れ
、
二
十
三

日
ご
ろ
に
拙
宅
に
お
寄
り
に
な
る
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
っ

た
。
先
生
は
高
名
な
上
智
大
学
の
ド
イ
ツ
文
学
の
教
授
で
、

戦
前
に
ド
イ
ツ
で
博
士
号
を
取
得
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
た
方
で
あ
っ
た
が
、
妻
が
私
費
留
学
生
試
験
を
受
け
る

際
に
個
人
的
に
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
頂
き
、
私
も
よ
く
存

じ
上
げ
て
い
た
。
本
当
な
ら
ば
大
い
に
歓
待
す
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
が
、
妻
は
旅
行
の
疲
れ
が
ど
っ
と
出
て
寝
込

ん
で
お
り
、
殆
ん
ど
食
欲
も
な
く
料
理
が
で
き
る
状
態
で

は
な
か
っ
た
。 

 

先
生
は
予
定
通
り
当
日
の
お
昼
頃
に
来
ら
れ
た
。
そ
し

て
私
が
必
死
に
な
っ
て
作
っ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
、
微
笑

し
な
が
ら
「
う
ま
い
、
う
ま
い
」
と
言
っ
て
食
べ
て
く
だ

さ
っ
た
。
そ
し
て
後
年
日
本
で
ド
イ
ツ
文
学
関
係
の
会
合

で
お
会
い
す
る
と
必
ず
、「
私
は
ド
イ
ツ
で
新
田
君
の
作

っ
た
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
御
馳
走
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
ん
だ
よ
」
と
周
囲
の
先
生
た
ち
に
紹
介
さ
れ
て
、
か
ら

か
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
突
然
に
訪
れ
る
お
客
様
は
決
し
て
珍
し
く

な
く
、
先
輩
・
同
輩
・
後
輩
・
親
戚
、
知
人
の
紹
介
を
も

っ
て
来
る
人
な
ど
、
色
々
で
あ
っ
た
。
大
学
と
音
楽
大
学

の
指
導
教
授
ご
夫
妻
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
知
り
合
っ
た
幾
組

み
か
の
ド
イ
ツ
人
夫
婦
と
そ
の
家
族
た
ち
と
も
、
週
末
に

な
る
と
招
（
よ
）
ん
だ
り
招
ば
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
、

日
本
人
客
に
は
日
本
食
を
、
ド
イ
ツ
人
客
に
も
日
本
風
な

食
事
を
と
な
る
と
、
市
場
か
ら
新
鮮
な
魚
を
買
っ
て
き
て
、

自
分
で
刺
身
を
つ
く
っ
た
り
、
日
本
的
な
調
味
料
を
用
い

て
煮
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
エ
ル
ベ
川
の
河

口
に
近
い
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
新
鮮
な
魚
が
と
れ
る
の
で
、

日
本
人
相
手
の
専
門
の
魚
屋
が
あ
り
、
そ
こ
で
私
も
魚
の

皮
の
取
り
方
、
さ
ば
き
方
、
お
ろ
し
方
な
ど
を
教
え
て
貰
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え
た
お
か
げ
で
、
お
客
様
に
は
な
ん
と
か
日
本
の
食
を
思

い
出
し
て
頂
け
る
程
度
の
こ
と
は
出
来
た
よ
う
に
思
う
。

う
ど
ん
好
き
の
福
田
さ
ん
に
は
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
を
代
用
に

し
て
、
う
ど
ん
風
に
味
付
け
を
し
て
食
べ
て
も
ら
っ
た
が
、

ど
う
や
ら
か
な
り
長
い
間
、
代
用
品
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
ず
、
本
物
の
う
ど
ん
で
あ
る
と
信
じ
て
お
ら
れ
た
ら
し

か
っ
た
。 

そ
ん
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
内
に
、
武
蔵
野
音
楽
大

学
か
ら
派
遣
さ
れ
、
私
た
ち
と
同
じ
学
期
か
ら
音
楽
大
学

に
留
学
さ
れ
て
い
た
南
保
キ
ヨ
子
さ
ん
が
休
暇
期
間
終
了

で
帰
国
し
、
母
校
に
戻
ら
れ
た
。
丁
度
そ
の
頃
で
あ
っ
た 

と
思
う
が
、
戸
川
先
生
が
来
ら
れ
た
時
に
妻
の
気
分
が
勝

れ
な
か
っ
た
原
因
が
判
明
し
、
出
産
予
定
が
来
年
三
月
で

あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
頃
私
た
ち
が
住
ん
で
い
た
部

屋
は
狭
く
、
洗
面
所
な
ど
の
設
備
も
非
常
に
不
便
な
う
え

に
、
隣
部
屋
の
住
人
と
の
共
用
で
あ
っ
た
。
で
も
も
っ
と

便
利
な
所
に
移
る
お
金
も
な
か
っ
た
し
、
第
一
ピ
ア
ノ
が

弾
け
る
環
境
な
ど
、
普
通
の
ア
パ
ー
ト
で
見
つ
け
よ
う
と

し
て
も
、
市
内
で
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
私

た
ち
は
こ
こ
で
我
慢
し
て
子
ど
も
を
迎
え
よ
う
と
決
心
し

て
い
た
。 

 

幸
い
に
も
丁
度
そ
の
時
、
南
保
さ
ん
に
部
屋
を
貸
し
て

く
れ
て
い
た
エ
ス
ト
マ
ン
夫
人
か
ら
電
話
が
あ
り
、
「
私

の
住
ん
で
い
る
建
物
の
三
階
に
３
Ｄ
Ｋ
が
あ
り
、
そ
こ
の

住
人
で
俳
優
で
あ
る
夫
妻
が
三
年
の
契
約
で
デ
ュ
ッ
セ
ル

ド
ル
フ
市
の
劇
場
に
移
る
の
で
、
期
限
付
き
で
な
ら
貴
方

た
ち
に
こ
こ
を
貸
し
て
も
よ
い
と
言
っ
て
い
る
」
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
急
い
で
行
っ
て
話
を
決
め
、
福
田
さ
ん
に

お
願
い
し
て
、
彼
の
車
を
使
っ
て
引
っ
越
し
、
こ
れ
ま
で

住
ん
で
い
た
屋
根
裏
部
屋
に
は
、
日
本
か
ら
来
た
ば
か
り

の
音
楽
の
女
子
留
学
生
が
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

新
し
い
住
居
は
市
の
中
心
か
ら
は
す
こ
し
離
れ
た
、
静

か
な
エ
ル
ベ
川
沿
い
の
住
宅
地
で
あ
っ
た
。
病
院
も
近
く
、

全
て
に
便
利
で
、
し
か
も
家
賃
は
破
格
に
安
く
し
て
く
れ

た
の
で
、
私
の
受
け
て
い
た
奨
学
金
と
家
庭
教
師
や
通
訳

な
ど
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
得
る
収
入
で
人
並
み
の
生
計
が
た

て
ら
れ
た
。
そ
し
て
次
の
年
の
三
月
に
、
待
望
の
女
の
子

が
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
と
二
つ
の
黒
澤
映
画 
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小
説
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
は
二
〇
一

三
年
前
期
（
四
月
～
九
月
）
に
人
気
を
博
し
、
社
会
現
象

を
巻
き
起
こ
し
た
。
私
は
全
編
一
五
六
回
を
リ
ア
ル
タ
イ

ム
で
鑑
賞
し
た
一
人
で
あ
る
が
、｢

朝
ド
ラ｣

を
毎
日
欠
か

さ
ず
見
た
の
は
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
。 

 

こ
の
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
人
が
語

っ
て
い
る
し
、『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
に
関
す
る
本
も
い
く
つ

か
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
少
し
変
わ
っ
た
角
度
か

ら
本
作
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
は
一
言
で
い
え
ば｢

東
京
出
身
の
女

の
子
が
田
舎
で
海
女
に
な
り
、
町
起
こ
し
を
す
る｣

話
で

あ
る
。
半
年
の
放
映
分
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
さ
ら
に
様
々
な

話
が
重
層
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
ま
と
め
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。 

〈
ア
イ
ド
ル
に
な
る
た
め
に
上
京
し
た
天
野
春
子
は
、

娘
と
二
四
年
ぶ
り
に
実
家
の
あ
る
北
三
陸
町
へ
帰
る
。
娘

の
ア
キ
は
田
舎
の
す
ば
ら
し
さ
を
発
見
し
、
祖
母
と
同
じ

く
海
女
に
な
る
決
心
を
す
る
。
こ
の
町
に
住
む
ユ
イ
は
上

京
し
ア
イ
ド
ル
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
た
が
、
ア
キ
と

友
達
に
な
り
、
二
人
は｢

潮
騒
の
メ
モ
リ
ー
ズ｣

を
結
成
し
、
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町
お
こ
し
に
一
役
買
う
。 

東
京
に
戻
っ
た
ア
キ
は
Ｇ
Ｍ
Ｔ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
一

員
と
な
り
、
続
い
て
女
優
鈴
鹿
ひ
ろ
美
の
付
き
人
と
な
る
。

そ
し
て
鈴
鹿
主
演
の
映
画
『
潮
騒
の
メ
モ
リ
ー
』
に
出
演

す
る
。
そ
の
過
程
で
母
の
春
子
が
か
つ
て
鈴
鹿
の
ゴ
ー
ス

ト
シ
ン
ガ
ー
で
あ
り
、
鈴
鹿
の
た
め
に
ア
イ
ド
ル
に
な
る

夢
を
絶
た
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。 

東
北
の
震
災
の
後
、
ア
キ
は
「
地
元
」
に
帰
り
、
ユ
イ

と
と
も
に｢

潮
騒
の
メ
モ
リ
ー
ズ｣
を
再
結
成
し
、
復
興
の

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
。
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
場
し
た
鈴
鹿
は
、

女
優
と
し
て
生
き
る
た
め
に
封
印
し
て
き
た
歌
声
を
、
初

め
て
披
露
す
る
。
そ
の
美
し
い
歌
声
を
聞
い
た
若
き
日
の

春
子
の
霊
は
、
微
笑
み
と
と
も
に
静
か
に
消
え
て
い
く
。〉 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
は
主
人
公
ア
キ
が
ア
イ
ド
ル
に
な
っ

て
い
く
話
を
主
た
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
す
る
が
、
そ
の
ほ
か

に
も
う
一
つ
重
要
な
話
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ
は

母
春
子
の
過
去
に
関
す
る
話
で
あ
る
。
春
子
は
ア
イ
ド
ル

に
な
る
た
め
に
地
元
を
捨
て
て
上
京
し
た
が
、
女
優
鈴
鹿

ひ
ろ
美
の
デ
ビ
ュ
ー
の
た
め
に
ゴ
ー
ス
ト
シ
ン
ガ
ー
に
さ

れ
、
歌
手
に
な
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

過
去
の
秘
密
が
物
語
の
進
行
と
と
も
に
次
第
に
明
ら
か
に

な
る
。 

こ
の
よ
う
に
本
作
品
は
ア
キ
と
春
子
の
話
を
、
空
間

（
北
三
陸
ー
東
京
）
と
時
間
（
上
京
し
た
一
九
八
四
年
ー

帰
郷
し
た
二
〇
〇
八
年
か
ら
現
在
）
を
交
錯
さ
せ
つ
つ
語

っ
て
い
る
。 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
の
中
で
は｢

ゴ
ー
ス
ト
シ
ン
ガ
ー｣

と

い
う
言
葉
は
使
わ
れ
ず
、｢

鈴
鹿
ひ
ろ
美
の
影
武
者
だ
っ

た｣

と
い
う
言
い
方
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
春
子

は
女
優
の
代
役
や
身
代
わ
り
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
歌

を
吹
き
替
え
た
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
俳
優
の｢

影
武

者｣

だ
っ
た
と
す
る
の
は
喩
え
が
大
げ
さ
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
作
に
お
け
る｢

影
武
者｣

と
い
う
言
葉
の
い

さ
さ
か
不
自
然
な
使
い
方
は
、
黒
澤
明
の
映
画
『
影
武

者
』（
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
せ
よ
と
い
う
サ
イ
ン
な
の

で
は
な
い
か
。 

『
影
武
者
』
は
武
田
信
玄
の
影
武
者
に
さ
れ
た
、
こ
そ

泥
を
め
ぐ
る
話
で
あ
る
。
信
玄
に
な
り
す
ま
し
た
「
影
」

は
信
玄
の
死
後
三
年
の
間
、
周
囲
の
敵
（
家
康
、
信
長
）

を
欺
く
こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
落
馬
事
件
を
き
っ

か
け
に
「
影
」
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
追
放
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
の
の
ち
無
敵
を
誇
っ
た
武
田
の
騎
馬
軍
団
は
長

篠
の
戦
い
に
参
戦
し
、
信
長
・
家
康
の
鉄
砲
隊
の
前
に
全

滅
す
る
。
そ
の
戦
い
で
「
影
」
も
ま
た
殉
死
す
る
。 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
に
お
い
て
ア
キ
は
、｢

影
武
者｣

と
言

う
べ
き
と
こ
ろ
を
何
度
も｢

落
ち
武
者｣

と
言
い
間
違
え
る
。

こ
れ
は
映
画
『
影
武
者
』
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
セ
リ
フ

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
影
武
者
』
で
は
、｢

影
武

者｣

だ
っ
た
男
が
周
囲
を｢
欺
く｣
こ
と
に｢

失
敗｣

し｢

落
ち

武
者｣

と
な
り
、｢

殉
死｣

す
る
。
一
方
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』

で
は
、｢

影｣

の
春
子
は
二
四
年
の
間
周
囲
を｢

欺
く｣

こ
と

に｢

成
功｣

し
、
あ
た
か
も｢

落
ち
武
者｣
の
よ
う
に
ひ
っ
そ

り
と
生
き
て
き
た
。
そ
し
て
ア
キ
が
春
子
の
上
京
前
の
部

屋
へ
入
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
若
き
日
の｢
影
」

の
亡
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
作
中
歌
の｢

潮
騒

の
メ
モ
リ
ー｣

の
歌
詞
に
あ
る｢

三
途
の
川
の
マ
ー
メ
イ

ド｣

と
は
、
声
を
奪
わ
れ
た
ま
ま｢

あ
の
世
に
行
け
な
い
で

い
る
若
き
日
の
春
子｣

の
こ
と
で
あ
ろ
う
）。 

 
 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
の
脚
本
を
書
い
た
宮
藤
官
九
郎
は
、

か
つ
て
『
木
更
津
キ
ャ
ッ
ツ
ア
イ
』
と
い
う
ド
ラ
マ
（
二

〇
〇
二
年
）
で
、
余
命
半
年
を
宣
告
さ
れ
た
男
の
話
を
描

い
た
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
同
じ
く
余
命
数
ヶ
月
の
男
の
話

で
あ
る
、
黒
澤
の
代
表
作
『
生
き
る
』
（
一
九
五
二
年
）

を
下
敷
き
に
し
た
作
品
で
あ
る
。『
キ
ャ
ッ
ツ
ア
イ
』
で

は
、『
生
き
る
』
と
は
違
っ
て
、
主
人
公
の
青
年
が
仲
間

と
チ
ー
ム
を
作
っ
て
以
前
と
同
じ
よ
う
に
野
球
や
窃
盗
を

楽
し
ん
で
、
死
ん
で
い
く
。
こ
れ
ま
で
の
生
活
を｢

普
通｣

に
生
き
る
こ
と
を
強
調
し
、『
生
き
る
』
と
の
対
照
が
意

図
さ
れ
て
い
た
。 

さ
ら
に
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
に
関
し
て
は
も
う
一
つ
の
黒

澤
映
画
『
ど
で
す
か
で
ん
』（
一
九
七
〇
年
）
の
反
映
が

考
え
ら
れ
る
。『
ど
で
す
か
で
ん
』
は
、
知
恵
遅
れ
の｢

六

ち
ゃ
ん｣

と
い
う｢

電
車
バ
カ｣

が
、
架
空
の
電
車
に
乗
っ

て
自
宅
と｢

貧
者
の
住
む
季
節
の
な
い
街｣

を
往
復
し
、
貧

民
街
の
人
々
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
く
。
『
あ
ま
ち
ゃ

ん
』
で
は
、
東
京
と
北
三
陸
と
い
う
架
空
の
町
を
主
人
公

の
道
化
（
フ
ー
ル
）
が
電
車
で
往
復
す
る
。
宮
藤
は
『
ど

で
す
か
で
ん
』
を
「
生
涯
ベ
ス
ト
ワ
ン
」
の
作
品
で
あ
る

と
公
言
し
、
最
も
多
く
見
返
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
、

あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
答
え
て
い
る
（｢

我
が
心
の
黒
澤

明｣

二
〇
一
〇
年
七
月
）。『
ど
で
す
か
で
ん
』
に
対
す
る
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年
来
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
に
込
め
ら
れ
て

い
る
可
能
性
は
高
い
。 

こ
の
よ
う
に
黒
澤
の
二
つ
の
映
画
に
対
す
る
敬
意
が

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
の
底
流
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
作

は
空
間
的
な
配
置
に
お
い
て
は
『
ど
で
す
か
で
ん
』
に
、

時
間
的
な
組
み
立
て
に
お
い
て
は
『
影
武
者
』
に
倣
っ
た

作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

（｢

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
総
集
編｣
放
映
日
十
二
月
三
〇
日
に

記
す
） 

 

不
思
議
な
出
会
い 

そ
の
十
八 

ハ
ワ
イ
宝
玲
文
庫
の
デ
ジ
タ
ル
公
開 

 

横
山 
學 

琉
球
大
学
図
書
館
の
「
琉
球
・
沖
縄
関
係
貴
重
資
料
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
で
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
「
サ
カ
マ

キ
・
ホ
ー
レ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
所
蔵
の
琉
球
・
沖
縄

資
料
の
公
開
を
、
こ
の
九
月
一
日
か
ら
始
め
ま
し
た
。
今

回
は
百
十
件
、
毎
年
こ
の
分
量
で
進
む
と
す
る
と
総
て
が

公
開
さ
れ
る
ま
で
七
～
八
年
か
か
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
提
供
さ
れ
る
画
面
は
高
画
質
で
、
筆
跡
、
蔵
書
印
の

輪
郭
、
料
紙
の
質
感
ま
で
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
、

翻
刻
文
と
解
説
が
付
く
わ
け
で
す
か
ら
、
単
な
る
写
真
の

公
開
と
は
異
な
り
ま
す
。
公
開
さ
れ
た
文
庫
と
し
て
は
他

に
、
「
宮
良
殿
内
文
庫
資
料
集
」「
仲
原
善
忠
文
庫
」
「
伊

波
普
猷
文
庫
」「
島
袋
源
七
文
庫
」「
崎
原
貢
文
庫
」
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。 

「
ホ
ー
レ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
英
国
人
フ
ラ
ン
ク
・

ホ
ー
レ
ー(Frank Hawley)

の
旧
蔵
書
「
宝
玲
文
庫
」
の

一
部
で
、
琉
球
・
沖
縄
関
係
の
資
料
で
す
。
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
に
来
日
し
た
ホ
ー
レ
ー
は
、
太
平
洋
戦
争

の
開
戦
で
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、
戦
後
す
ぐ

に
ザ
・
タ
イ
ム
ズ
紙
の
初
代
東
京
特
派
員
と
し
て
再
来
日

し
ま
し
た
。
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
日
本
研
究
を
進
め
な

が
ら
関
心
あ
る
分
野
の
書
物
を
収
集
し
続
け
ま
し
た
。

「
宝
玲
文
庫
」
は
、
古
辞
書
・
古
活
字
本
・
本
草
・
蝦

夷
・
朝
鮮
・
琉
球
・
鯨
・
和
紙
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
希

覯
本
を
含
む
上
質
な(

内
容
が
貴
重
で
、
蔵
書
の
経
緯
が

わ
か
り
、
保
存
状
態
の
良
い)

文
庫
と
し
て
定
評
が
あ
り

ま
し
た
。
没
後
に
売
立
会
（
東
京
美
術
倶
楽
部
）
に
出
さ

れ
、
散
逸
を
免
れ
た
の
は
「
和
紙
関
係
」（
四
百
二
十
二

件
）
と
「
琉
球
・
沖
縄
関
係
」
（
約
二
千
冊
・
九
百
件
）

の
み
で
し
た
。
前
者
は
中
山
正
善
氏
が
購
入
し
て
、
天
理

図
書
館
へ
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
後
者
を
ハ
ワ
イ
大
学
に
も

た
ら
し
た
の
が
、
当
時
、
夏
期
大
学
学
長
で
あ
っ
た
坂
巻

駿
三
で
し
た
。
資
料
の
価
値
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
学
長

等
を
説
得
し
、
ワ
ー
レ
ン
・
比
嘉
（
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
・
バ
ン
ク
創
設
者
の
ひ
と
り
）
と
連
名
で
借
り

入
れ
も
し
、
最
終
的
に
二
万
ド
ル(

七
百
二
十
万
円)

で
譲

り
受
け
ま
し
た
。
そ
の
内
の
五
千
ド
ル
は
、
ホ
ノ
ル
ル
の

沖
縄
県
人
会
の
協
力
で
集
め
ら
れ
た
寄
付
金
で
し
た
。
坂

巻
は
ホ
ー
レ
ー
と
面
識
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

琉
球
研
究
を
手
が
け
て
い
た
坂
巻
は
「
宝
玲
文
庫
」
の
琉

球
関
係
蔵
書
に
つ
い
て
良
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
そ

の
昔
、
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
雑
誌
に
坂
巻
の
学
位
論
文
が

掲
載
さ
れ
た
時
、
ホ
ー
レ
ー
が
そ
の
編
集
に
関
わ
っ
て
い

ま
し
た
。
戦
前
ホ
ー
レ
ー
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
へ
の
就
職
を

希
望
し
、
大
学
と
交
渉
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
「
宝

玲
文
庫
」
の
琉
球
・
沖
縄
関
係
資
料
が
、
坂
巻
駿
三
が
大

学
に
遺
し
た
旧
蔵
書
と
と
も
に
、
今
日
「
ホ
ー
レ
ー
・
サ

カ
マ
キ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
ハ
ワ
イ
大
学
図
書
館

に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い

ま
す
。 

ホ
ー
レ
ー
は
徹
底
し
て
資
料
を
集
め
、
費
用
や
重
複
を

厭
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
物
は
和
・
漢
・
洋
を
問
わ
ず
、

美
術
品
級
の
行
列
絵
巻
物
か
ら
瓦
版
の
一
枚
摺
り
ま
で
、

考
古
学
の
発
掘
調
査
記
録
か
ら
紅
型
の
型
紙
ま
で
、
近
現

代
の
小
説
か
ら
童
謡
、
沖
縄
復
帰
を
特
集
し
た
グ
ラ
ビ
ア

雑
誌
ま
で
集
め
ま
し
た
。
「
ホ
ー
レ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
に
は
、
ホ
ー
レ
ー
が
生
涯
か
け
て
知
ろ
う
と
し
た

「
琉
球
・
沖
縄
の
世
界
」
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
の
琉
球
関
係
史
料
の
大
部
分
は
、
琉
球
国
使
節
を
迎
え

た
側
に
よ
っ
て
残
さ
れ
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ホ
ー
レ

ー
は
瓦
版
や
一
枚
摺
り
の
行
列
図
ま
で
大
量
に
集
め
ま
し

た
。
従
来
史
料
的
価
値
は
低
い
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す

が
、
全
体
を
見
渡
す
こ
と
で
新
た
な
価
値
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
執
着
を
持
っ
た
個
人
の
集
め
た
、
そ
し

て
既
成
の
価
値
で
選
別
さ
れ
て
い
な
い
資
料
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
今
後
も
新
し
い
発
見
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

昭
和
二
十
四
年(

一
九
四
九)

五
月
、
偶
然
に
も
二
人
の
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沖
縄
出
身
の
人
物
と
時
を
同
じ
く
し
て
出
会
っ
た
こ
と
が
、

ホ
ー
レ
ー
の
琉
球
研
究
再
開
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

言
語
学
者
宮
良
當
壯
と
島
袋
久
さ
ん
で
す
。
長
男
ジ
ョ
ン

が
生
ま
れ
た
と
き
、
師
長
が
聖
路
加
病
院
の
看
護
師
で
あ

っ
た
島
袋
久
さ
ん
を
紹
介
し
ま
し
た
。
久
さ
ん
は
大
正
八

年(

一
九
一
九)

、
那
覇
市
西
新
町
の
島
袋
嘉
辰
の
四
女
と

し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
嘉
辰
は
塩
販
売
の
元
締
め
で
、
材

木
や
砂
糖
も
手
広
く
商
っ
て
い
ま
し
た
。
久
さ
ん
は
東
京

聖
路
加
女
子
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
マ
ニ
ラ
の
聖
路
加
病

院
、
東
京
Ｐ
Ｘ
内
の
聖
路
加
病
院
勤
務
を
経
て
、
ホ
ー
レ

ー
家
の
住
み
込
み
看
護
師
と
な
り
ま
し
た
。
看
護
師
と
し

て
信
頼
し
た
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、「
島
袋
」
が
琉
球
の

姓
で
あ
る
こ
と
に
惹
か
れ
て
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
、
島
袋

さ
ん
は
の
ち
に
語
っ
て
い
ま
す
。
父
嘉
辰
は
那
覇
の
名
士

で
あ
り
、
久
さ
ん
も
本
土
在
住
の
沖
縄
県
出
身
の
研
究
者

や
政
治
家
の
知
合
い
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
島
袋
さ
ん
は

琉
球
に
関
す
る
ホ
ー
レ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
質
問
に

答
え
、
知
識
と
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
重
要
な
存
在
と
な

り
ま
し
た
。
ホ
ー
レ
ー
の
研
究
に
協
力
し
た
の
は
石
垣
島

出
身
の
宮
良
當
壯
で
し
た
。
琉
球
・
沖
縄
に
つ
い
て
の
言

葉
や
一
般
知
識
を
提
供
し
た
の
は
那
覇
出
身
の
島
袋
久
さ

ん
で
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十
七
年(

一
九
五
二)

に
、
ホ

ー
レ
ー
が
ザ
・
タ
イ
ム
ズ
社
を
辞
め
て
山
科
に
転
居
し
た

際
、
ジ
ョ
ン
に
付
い
て
同
行
し
、
晩
年
ま
で
生
活
を
共
に

し
ま
し
た
。 

ホ
ー
レ
ー
の
遺
著
『Whales 

and 
Whaling 

in 

Japan(

日
本
の
鯨
と
捕
鯨)

』(

一
九
六
一)

の
「
あ
と
が

き
」
は
、
次
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
研
究

で
用
い
た
中
国
語
と
日
本
語
の
原
典
文
の
す
べ
て
を
照
合

し
て
く
れ
た
あ
る
琉
球
の
女
性
の
こ
と
を
（
本
人
の
謙
遜 

な
希
望
か
ら
名
は
明
か
さ
な
い
が
）、
忘
れ
る
こ
と
は
出

来
な
い
」
。
こ
の
女
性
は
言
う
ま
で
も
な
く
島
袋
久
さ
ん

の
こ
と
で
す
。
島
袋
さ
ん
が
蔵
書
を
ハ
ワ
イ
大
学
に
譲
る

際
に
坂
巻
博
士
に
強
く
望
ん
だ
こ
と
は
、「
コ
レ
ク
シ
ョ 

 

【
益
田
市
へ
の
和
紙
調
査
旅
行
、
ホ
ー
レ
ー
、
ジ
ョ
ン
、

島
袋
久
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
】 

ン
総
て
を
ホ
ー
レ
ー
記
念
と
し
て
一
ヶ
所
に
散
逸
さ
せ
る

こ
と
な
く
収
蔵
す
る
こ
と
」
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
通
り

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
島
袋
さ
ん
が
六
月
に
亡
く
な
っ
た

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
「
ホ
ー
レ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

デ
ジ
タ
ル
公
開
と
重
な
る
時
で
あ
る
こ
と
に
、
廻
り
合
わ

せ
を
感
じ
る
の
で
す
。 

【
琉
球
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

(http://manwe.lib.u-ryukyu.ac.jp/d-

archive/)

】 

【
参
照
】
横
山
學
『
書
物
に
惹
か
れ
た
英
国
人 

フ
ラ
ン

ク
・
ホ
ー
レ
ー
と
日
本
文
化
』
吉
川
弘
文
館
。 

 【
お
知
ら
せ
】 

・
生
活
文
化
講
演
会
（
七
月
五
日
）
ロ
ー
ル
・
シ
ュ
ワ

ル
ツ=

ア
レ
ナ
レ
ス
先
生
（
上
智
大
学
准
教
授
）「
フ
ラ

ン
ス
の
美
術
館
と
日
本
の
姿
」。 

・
大
学
公
開
講
座
「
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
」
で
、
次
の
講
座

を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

「
も
の
学
び
」「
学
び
直
し
」
の
文
化
講
座 

第
一
回 

一
〇
月
一
八
日
「
江
戸
文
学
の
楽
し
み
―
井

原
西
鶴
の
世
界
―
」
広
嶋
進
・
第
五
回 

一
一
月
二
九

日
「
文
学
の
学
び
―
く
ず
し
字
か
ら
瓦
版
―
」
横
山
學 

問
い
合
わ
せ
先(http://www.ndsu.ac.jp/felice/) 

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

ー
ル
」(

本
文)

は
、
本
学
のWeb 

http://www.ndsu.ac.jp/education/culture/

で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

http://manwe.lib.u-ryukyu.ac.jp/d-archive/)】
http://manwe.lib.u-ryukyu.ac.jp/d-archive/)】
http://www.ndsu.ac.jp/felice/

