
一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
︑﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
十
五
号
で
井
上
圓
了
︵
以
下
円
了
︶
が
大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
に
群
馬
県
で
巡
講

を
し
た
さ
い
の
記
録
で
あ
る
﹁
群
馬
県
第
一
回
巡
講
日
誌
﹂
の
註
解
を
試
み
︑
同
第
二
十
六
号
で
﹁
群
馬
県
第
二
回
巡
講
日
誌
﹂
の

註
解
を
試
み
た
︒
本
稿
は
そ
れ
ら
に
続
く
﹁
伊
豆
伊
東
迎
歳
記
お
よ
び
群
馬
県
一
郡
巡
講
日
誌
﹂
と
﹁
下
総
銚
子
紀
行

付
還
暦
記

事
﹂
の
註
解
で
あ
る
︒

円
了
は
六
年
に
九
月
二
十
六
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
十
一
月
十
六
日
の
か
ら
十
二
月
十
二
日
ま
で
の
二
度
群
馬
県
巡
講
を

行
っ
た
が
︑
さ
ら
に
今
回
註
解
を
施
し
た
七
年
一
月
に
も
群
馬
県
巡
講
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
三
回
で
館
林
を
中
心
と
し
た
邑
楽
郡

以
外
を
巡
講
し
た
こ
と
に
な
る
︒
短
期
間
に
県
内
の
ほ
と
ん
ど
を
回
る
こ
と
は
他
に
見
ら
れ
な
い
事
例
で
あ
る
︒
ま
た
︑
円
了
は
毎

年
の
よ
う
に
新
春
を
温
暖
な
温
泉
に
保
養
に
赴
い
て
英
気
を
養
い
な
が
ら
迎
え
て
い
る
が
︑
七
年
は
伊
東
で
迎
え
て
い
る
︒
こ
の
湯

治
に
出
発
す
る
前
に
巡
講
か
ら
帰
宅
し
た
の
は
︑
十
二
月
十
四
日
で
あ
り
︑
翌
日
の
内
田
周
平
還
暦
祝
宴
に
参
加
し
て
か
ら
一
週
間

で
旅
に
出
た
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
六
年
に
結
婚
し
た
息
子
の
妻
の
実
父
と
迎
え
て
い
る
︒
三
回
目
の
世
界
周
遊
旅
行
の
途
中
に
娘
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婿
の
金
子
恭
輔
と
ス
イ
ス
を
旅
行
し
て
い
る
︒
巡
講
に
は
随
行
者
が
い
る
が
︑こ
の
よ
う
に
姻
族
と
旅
先
で
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
︑

こ
れ
ま
で
指
摘
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒﹁
下
総
銚
子
紀
行

付
還
暦
記
事
﹂
は
︑
巡
講
の
記
録
で
は
な
く
︑
個
人
的
な
小
旅

行
の
記
録
で
あ
る
︒
一
月
二
十
八
日
に
出
発
し
︑
二
月
五
日
に
帰
宅
し
て
い
る
︒
そ
の
間
醤
油
醸
造
所
や
犬
吠
埼
︑
犬
若
が
記
さ
れ

て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
場
所
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
二
月
四
日
と
戸
籍
に
記
さ
れ
て
い
る
天
保
暦
の
誕
生
日
を
そ
の
ま
ま

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
当
て
は
め
て
満
六
十
歳
を
還
暦
と
し
て
︑
謝
恩
の
寄
付
と
今
後
の
意
気
込
み
を
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
円
了
の

行
動
原
理
が
表
さ
れ
て
い
る
部
分
の
一
つ
で
あ
る
︒
謝
恩
を
示
す
先
が
︑
自
分
が
創
っ
た
と
こ
ろ
︑
自
分
が
世
話
に
な
っ
た
と
こ
ろ
︑

そ
れ
も
特
に
自
宗
派
の
真
宗
大
谷
派
と
出
身
地
︑
そ
し
て
︑
今
後
世
話
に
な
り
そ
う
な
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
寄
付
先
の
選

び
方
と
金
額
に
円
了
の
考
え
方
が
分
か
る
︒

付
け
加
え
て
お
く
と
︑
次
の
巡
講
は
二
月
十
五
日
夜
に
出
発
し
た
愛
知
県
巡
講
で
あ
り
︑
こ
れ
は
稿
を
改
め
た
い
︒

訪
問
地
は
当
時
の
地
名
で
表
し
︑
現
在
の
地
名
を
括
弧
内
に
付
し
た
︒
逆
に
講
演
場
所
は
︑
原
文
で
は
﹁
小
学
校
﹂
と
の
表
記
で

学
校
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
当
時
の
学
校
名
を
調
べ
て
記
し
︑
現
在
の
名
称
や
変
更
は
註
と
し
た
︒
ま
た
︑
小
学
校
に
高

等
小
学
校
が
併
設
さ
れ
て
い
た
場
合
は
﹁
尋
常
高
等
小
学
校
﹂︑
そ
う
で
な
い
場
合
は
﹁
尋
常
小
学
校
﹂
と
し
て
い
る
︒
人
名
の
敬
称

は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
︒
原
文
の
誤
記
は
判
明
し
た
範
囲
で
修
正
し
︑
原
文
の
表
記
を
註
に
記
し
て
い
る
︒
漢
詩
や
和
歌
な
ど
が
ち

り
ば
め
ら
れ
︑
円
了
の
感
興
が
分
か
る
け
れ
ど
も
削
除
し
︑
制
作
し
た
こ
と
の
み
を
記
し
た
︒
し
か
し
︑
銚
子
の
俗
謡
を
書
物
か
ら

引
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑
出
典
の
書
物
の
所
在
が
不
明
の
た
め
現
代
仮
名
遣
い
に
変
え
て
入
れ
て
い
る
︒
一
続
き
の
﹁
伊
豆
伊

東
迎
歳
記
お
よ
び
群
馬
県
一
郡
巡
講
日
誌
﹂
は
伊
東
の
部
分
と
群
馬
の
部
分
に
区
切
っ
た
︒

以
下
に
示
し
た
も
の
は
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
五
巻
二
六
四
頁
か
ら
二
六
八
頁
の
﹁
伊
豆
伊
東
迎
歳
記
お
よ
び
群
馬
県
一
郡
巡

講
日
誌
﹂
と
同
巻
二
六
九
頁
か
ら
二
七
二
頁
の
﹁
下
総
銚
子
紀
行

付
還
暦
記
事
﹂
を
参
考
に
︑﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
十
五
編
の
三
五
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頁
か
ら
四
〇
頁
の
﹁
伊
豆
伊
東
迎
歳
記
お
よ
び
群
馬
県
一
郡
巡
講
日
誌
﹂
と
四
〇
頁
か
ら
四
三
頁
の
﹁
下
総
銚
子
紀
行

付
還
暦
記

事
﹂
の
記
述
を
現
代
語
に
解
釈
し
︑
註
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒

原
文
で
は
︑
詩
文
や
漢
文
・
仏
典
か
ら
の
語
句
引
用
︑
漢
文
に
基
づ
く
表
現
技
巧
な
ど
円
了
の
知
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
す
語
が

多
く
味
わ
い
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
平
易
な
語
に
変
え
た
た
め
︑
巡
講
日
誌
が
本
来
持
っ
て
い
た
リ
ズ
ム
が
失
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
︒

二
、
伊
豆
伊
東
迎
歳
記

大
正
六
年
︵
一
九
一
七
︶
十
二
月
二
十
二
日

晴
れ
︒
朝
八
時
半
に
東
京
駅
を
出
発
し
て
︑
伊
豆
の
伊
東
温
泉
に
向
か
っ
た
︒
こ

れ
は
今
年
一
年
間
の
地
方
巡
講
の
疲
労
を
い
や
そ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
︒
午
前
十
一
時
に
国
府
津
駅
に
着
い
た
け
れ
ど
も
︑
︹
伊

豆
に
向
か
う
︺
汽
船
(

)
は
ま
だ
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
︒
正
午
に
出
帆
の
決
ま
り
で
あ
る
が
︑
午
後
三
時
半
に
よ
う
や
く
国
府
津
︹
の

１

港
︺
を
出
発
し
︑
熱
海
︑
網
代
を
経
て
夜
の
七
時
半
に
︑
伊
東
町
の
旧
松
原
村
域
に
到
着
し
(

)
︑
猪
戸
の
桝
屋
(

)
に
宿
泊
し
た
︒

２

３

七
︑
八
年
ぶ
り
に
て
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
︒
市
街
の
見
た
目
が
多
く
新
し
く
な
っ
て
い
る
感
じ
が
し
た
︒
そ
の
翌
日
か
ら
毎
日
︑
西

風
が
吹
い
て
寒
気
が
強
か
っ
た
︒
滞
在
中
は
︑
漢
詩
を
吟
じ
た
︒
ま
た
︑
伊
東
に
つ
き
て
俗
謡
を
詠
ん
だ
︒

十
二
月
三
十
一
日
日
曜
日

穏
や
か
な
晴
れ
︒
暖
香
園
(

)
に
行
っ
て
古
谷
忠
造
氏
(

)
を
訪
ね
て
︑
一
緒
に
し
て
葛
見
神
社
の
大

４

５

ク
ス
(

)
を
見
る
︒
幹
の
周
囲
は
十
六
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
(

)
で
︑
熱
海
来
宮
神
社
の
ク
ス
ノ
キ
(

)
に
匹
敵
す
る
大
樹
で
あ
る
︒
音
無

６

７

８

神
社
(

)
︑
東
林
寺
(

)
︑
伊
東
祐
親
墓
(

)
︑
物
見
松
(

)
な
ど
を
巡
っ
て
帰
っ
た
︒

９

10

11

12

大
正
七
年
戊
午
元
旦

伊
東
で
新
年
を
迎
え
た
の
で
漢
詩
を
一
つ
作
っ
た
︒

伊
東
の
旅
館
は
︑
猪
戸
で
は
桝
屋
を
一
番
と
し
︑
そ
の
つ
ぎ
に
湯
本
館
︑
東
京
館
︑
山
田
屋
(

)
な
ど
が
あ
る
︒
玖
須
美
に
は
暖
香

13
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園
︑
伊
東
館
な
ど
が
あ
る
(

)
︒

14

一
月
三
日
︑
東
洋
大
学
へ
向
け
て
︑
新
年
会
欠
席
の
断
り
を
左
の
よ
う
な
文
面
の
電
報
で
送
っ
た
︒

﹁
電
信
に
代
理
た
の
み
て
伊
東
よ
り
︑
年
賀
を
述
ぶ
る
我
は
井
上
︒﹂
(

)
15

ま
た
︑
新
年
勅
題
(

)
に
し
た
が
っ
て
漢
詩
を
二
首
作
っ
た
︒

16

四
日

晴
れ
︒
急
に
帰
京
を
思
い
立
ち
︑
路
線
バ
ス
(

)
に
乗
っ
て
伊
東
を
去
り
︑
冷
川
(

)
を
経
て
大
仁
駅
に
行
っ
た
︒
道
程
約

17

18

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
を
一
時
間
半
で
走
っ
た
︒
大
仁
駅
か
ら
汽
車
に
の
り
︹
三
島
駅
(

)
で
乗
り
か
え
て
︺
帰
京
し
た
︒

19

20

三
、
群
馬
県
一
郡
巡
講
日
誌

大
正
七
年
︵
一
九
一
八
︶
一
月
十
一
日
︒
朝
八
時
半
に
上
野
出
発
し
︑
午
前
十
一
時
に
群
馬
県
多
野
郡
新
町
︵
現
群
馬
県
高
崎
市
︶

の
新
町
駅
に
着
い
た
︒
駅
前
の
丸
竹
旅
館
に
入
っ
て
休
憩
し
︑
午
後
︑
公
会
堂
共
楽
館
で
講
演
会
を
開
演
し
た
︒
主
催
は
青
年
会
で
︑

発
起
人
は
町
長
の
高
橋
房
吉
氏
(

)
︑
助
役
の
椎
名
保
三
郎
氏
︑
新
町
尋
常
高
等
小
学
校
校
長
の
浜
野
熊
吉
(

)
氏
︑
軍
人
会
副
会
長

21

22

の
安
野
豊
作
氏
で
あ
っ
た
︒
こ
の
日
︑
郡
長
の
堀
太
郎
作
氏
︑
郡
視
学
の
伊
藤
新
作
氏
が
出
席
さ
れ
た
︒
こ
の
町
に
は
製
糸
場
と
紡

績
場
あ
っ
て
大
い
に
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
︒
多
野
郡
は
県
下
の
各
郡
の
な
か
で
︑
新
暦
採
用
の
先
鞭
を
つ
け
た
土
地
で
あ
る
そ
う
で
︑

一
般
に
新
正
月
を
用
い
る
︒
今
日
は
十
一
日
正
月
で
あ
る
︒

十
二
日

晴
れ
︒
人
力
車
で
行
く
こ
と
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
で
︑
多
野
郡
美
九
里
村
︵
現
群
馬
県
藤
岡
市
︶
に
至
り
︑
午
後
に
︑

23

美
九
里
尋
常
高
等
小
学
校
で
講
演
し
た
︒
発
起
人
は
村
長
の
斎
藤
幸
市
氏
(

)
︑
美
九
里
小
学
校
長
(

)
の
針
谷
台
作
氏
(

)
で
あ
る
︒

24

25

26

こ
の
村
は
養
蚕
が
主
体
な
だ
け
あ
っ
て
︑
四
面
み
な
桑
園
の
み
で
あ
っ
た
︒
こ
の
夜
は
造
酒
家
か
つ
旧
家
で
あ
る
田
島
文
太
郎
氏
の

宅
(

)
に
宿
泊
し
た
︒

27
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一
月
十
三
日
︵
日
曜
︶

晴
れ
︒
朝
︑
田
島
氏
の
名
酒
﹁
竹
に
雀
﹂
を
傾
け
つ
つ
︑﹁
田
島
な
る
竹
に
雀
に
誘
は
れ
︑
我
も
朝
か
ら

千
代
千
代
と
呼
ぶ
｣(
)
と
駄
洒
落
を
作
っ
た
︒
人
力
車
で
行
く
こ
と
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
︑
吉
井
町
︵
現
在
群
馬
県
高
崎
市
︶

28

29

に
移
動
し
た
︒
か
つ
て
藩
の
陣
屋
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
午
後
に
︑
吉
井
尋
常
高
等
小
学
校
で
講
演
し
た
︒
吉
井
小
学
校
長
・

学
事
会
長
の
新
井
巴
氏
(

)
︑
吉
井
町
長
・
教
育
会
長
の
橳
島
福
七
郎
氏
(

)
︑
青
年
会
長
の
江
原
定
七
氏
が
発
起
人
で
あ
る
︒
宿
所

30

31

は
金
子
旅
館
で
あ
る
︒
当
地
に
は
篤
志
家
堀
越
文
右
衛
門
氏
(

)
が
い
て
︑
古
稀
と
金
婚
の
記
念
の
た
め
︑
小
学
校
に
講
堂
一
棟
を
丸

32

ご
と
寄
贈
さ
れ
た
と
聞
い
た
︒
こ
の
地
方
に
は
タ
バ
コ
を
生
産
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
︒
先
年
兵
庫
県
で
知
己
を
得
た
小
林
正
義
氏

に
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
町
内
よ
り
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
(

)
離
れ
た
る
所
に
︑
日
本
三
碑
の
一
つ
で
あ
る
多
胡
碑
が
あ
る
︒

33

十
四
日

晴
れ
か
つ
風
が
強
い
︒
昨
夜
来
︑
正
月
の
松
飾
り
の
松
を
集
め
て
未
明
に
焼
い
て
い
る
︒
こ
れ
を
﹁
道
祖
祭
﹂
ま
た
は

﹁
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
﹂
と
い
う
そ
う
だ
︒
そ
の
松
飾
り
の
跡
に
ニ
ワ
ト
コ
の
木
を
削
っ
て
作
る
木
花
と
称
す
る
も
の
を
立
て
る
そ
う
で

あ
る
︒
午
前
は
︑
人
力
車
で
行
く
こ
と
約
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
の
︑
多
野
郡
鬼
石
町
︵
現
群
馬
県
藤
岡
市
︶
に
移
動
し
︑
午
後
は
︑

34

鬼
石
尋
常
高
等
小
学
校
で
講
演
し
た
︒
こ
の
町
は
神
流
川
の
咽
喉
(

)
を
占
め
︑
そ
の
地
勢
は
下
仁
田
に
似
て
い
る
︒
そ
し
て
町
名

35

の
起
源
は
︑
鬼
石
神
社
の
奥
院
の
縁
の
下
に
鬼
石
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
そ
の
直
径
は
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
地
面
か
ら
出
て

い
る
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
磐
座
(

)
と
で
あ
る
そ
う
だ
︒
こ
の
地
域
か
ら
狭
隘
な
る
峠
道
を
さ
か
の
ぼ
り
︑
上
信
国
境
の

36

十
石
峠
ま
で
約
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
あ
る
︒
こ
の
間
に
は
茶
盆
石
︑
雲
石
︑
姥
石
な
ど
︑
奇
石
の
数
が
四
十
八
個
あ
る
と
聞
い

37

た
の
で
︑
こ
れ
を
入
れ
た
漢
詩
を
作
っ
た
︒

こ
の
川
の
源
に
高
天
ケ
原
お
よ
び
神
ケ
原
と
名
付
け
た
地
名
が
あ
る
︒
乙
父
︑
乙
母
と
名
付
け
た
集
落
が
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
下

流
に
は
木
ノ
宮
︑
土
ノ
宮
︑
金
ノ
宮
な
ど
︑
木
︑
火
︑
土
︑
金
︑
水
の
地
名
が
あ
る
そ
う
だ
︒
開
会
発
起
人
は
町
長
の
岩
城
善
郎
氏
(

)
︑

38

鬼
石
小
学
校
長
の
川
端
安
蔵
氏
(

)
で
あ
る
︒
当
夕
は
︑
三
島
屋
旅
館
に
宿
泊
し
︑
こ
の
町
の
名
酒
﹁
鬼
面
山
﹂
(

)
を
傾
け
た
︒

39

40
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十
五
日

穏
や
か
な
晴
れ
︒
神
流
川
に
沿
っ
て
下
る
こ
と
約
十
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︑
郡
役
所
在
地
で
あ
る
藤
岡
町
︵
現
在
群
馬
県

藤
岡
市
︶
に
着
い
た
︒
途
中
に
︑
八
塩
鉱
泉
が
あ
り
︑
塩
泉
で
あ
る
そ
う
だ
︒
藤
岡
か
ら
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
︑
旅
館
に

は
桜
雲
閣
︑
通
称
浦
部
が
あ
る
︒
藤
岡
の
会
場
は
藤
岡
中
学
校
︑
主
催
は
青
年
会
︑
発
起
人
お
よ
び
尽
力
者
は
町
長
の
作
宮
久
太
郎

氏
(

)
︑
町
会
議
員
の
島
崎
芳
太
郎
氏
︑
宮
司
の
須
川
虎
之
助
氏
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
藤
岡
中
学
校
長
は
長
沢
開
右
衛
門
氏
(

)
︑
教

41

42

育
副
会
長
は
星
野
兵
四
郎
氏
(

)
で
あ
る
︒
こ
の
町
に
は
造
酒
家
が
多
い
と
聞
い
た
︒
当
夕
は
︑
柏
屋
旅
館
(

)
に
宿
泊
し
た
︒

43

44

十
六
日

朝
は
雪
が
降
っ
た
︒
人
力
車
で
行
く
こ
と
約
四
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(

)
の
新
町
駅
か
ら
汽
車
に
乗
り
︑
午
前
十
一
時
に

45

上
野
駅
に
着
い
た
︒
今
回
の
随
行
は
角
田
松
寿
氏
で
あ
っ
た
︒

一
月
二
十
日
︵
日
曜
︶

温
か
く
晴
れ
︒
東
洋
大
学
す
な
わ
ち
哲
学
館
創
立
の
際
に
︑
特
に
尽
力
を
傾
け
て
い
た
だ
い
た
故
伯
爵
勝

海
舟
先
生
︑
故
男
爵
加
藤
弘
之
博
士
︑
故
真
浄
寺
住
職
寺
田
福
寿
師
(

)
に
対
し
て
︑
先
頃
行
っ
た
﹁
三
十
年
紀
念
会
﹂
の
報
告
を
し

46

よ
う
と
考
え
︑
境
野
哲
氏
︑
郷
白
巌
氏
な
ど
総
員
七
名
で
︑
墓
前
に
拝
跪
し
︑
報
告
文
を
読
み
︑
か
つ
在
世
中
の
恩
義
を
感
謝
し
た
︒

四
、
下
総
銚
子
紀
行

付
還
暦
記
事

大
正
七
年
一
月
二
十
八
日

晴
れ
︒
野
外
散
策
を
思
い
立
ち
︑
両
国
駅
午
前
十
時
四
十
分
発
の
汽
車
に
乗
り
込
み
︑
午
後
二
時
十

分
に
下
総
国
海
上
郡
銚
子
町
︵
現
在
千
葉
県
銚
子
市
︶
に
到
着
し
︑
駅
か
ら
約
九
百
メ
ー
ト
ル
(

)
離
れ
た
一
等
旅
館
で
あ
る
大
新
旅

47

館
(

)
に
着
い
た
︒
楼
閣
名
を
江
月
楼
と
い
う
︒
利
根
川
の
河
口
に
面
し
て
い
て
︑
太
平
洋
も
あ
わ
せ
望
む
こ
と
が
で
き
て
︑
楼
上
の

48

眺
望
は
絶
佳
で
あ
る
︒
た
だ
︑
と
き
ど
き
管
弦
の
音
色
が
う
る
さ
く
な
る
こ
と
を
欠
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
他
︑
旅
館

と
し
て
は
観
音
前
に
吉
野
屋
が
あ
り
︑
駅
前
通
り
に
川
安
館
と
銚
子
館
(

)
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
江
月
楼
に
比
肩
す
る
こ
と
は
で
き
な

49

い
︒
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こ
の
町
は
千
葉
県
下
の
大
市
街
で
あ
る
が
も
︑
半
分
は
漁
業
で
生
計
を
立
て
て
い
て
海
産
を
主
な
産
物
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
次

ぐ
産
物
は
醤
油
で
あ
る
︒
ヤ
マ
サ
醤
油
(

)
の
醸
造
所
は
と
て
も
大
規
模
で
︑
そ
の
一
年
の
醸
造
高
は
九
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
(

)
と
聞

50

51

い
た
︒
町
内
の
名
所
の
第
一
は
観
音
堂
で
あ
る
︒
飯
沼
山
円
福
寺
と
い
っ
て
︑
真
言
宗
に
属
す
︒
市
街
の
中
央
に
位
置
を
占
め
る
︒

気
候
は
東
京
よ
り
も
い
く
ぶ
ん
か
温
暖
で
︑
一
年
を
通
し
て
雨
に
降
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
う
︒
し
か
し
︑
風
の
あ
る
日
は
東

京
以
上
の
寒
さ
を
感
じ
る
︒
滞
在
中
に
漢
詩
を
二
首
作
っ
た
︒

こ
の
町
は
各
戸
屋
上
に
貝
殻
を
載
せ
て
い
る
の
で
海
螺
城
(

)
と
言
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
今
そ
の
多
く
は
瓦
葺
き
に
変
わ
っ

52

た
︒
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
詩
の
な
か
に
入
れ
た
︒
つ
い
で
に
﹃
銚
子
案
内
記
』(
)
の
な
か
か
ら
俗
謡
を
選
ん
で
載
せ
て
お
く
︒

53

泣
い
て
く
れ
る
な
出
船
の
さ
き
で
︑
さ
を
も
櫓
櫂
も
手
に
の
か
ぬ
︵
船
唄
︶︒

お
前
ゆ
く
な
ら
ワ
シ
を
も
連
れ
て
︑
下
は
奥
州
の
は
て
ま
で
も
︵
同
上
︶︒

わ
し
は
磯
辺
の
船
頭
の
娘
︑
舟
ぢ
や
櫓
も
漕
ぐ
櫂
も
引
く
︵
同
上
︶︒

水
の
流
れ
は
土
俵
で
と
め
る
︑
船
の
流
れ
は
碇
で
と
め
る
︒
主
の
浮
気
は
誰
が
と
め
る
︵
盆
唄
︶︒

盆
の
踊
に
踊
ら
ぬ
奴
は
︑
木
仏
金
仏
石
ほ
と
け
︵
同
上
︶︒

お
ら
が
隣
り
の
千
松
は
︑
近
江
の
軍
に
頼
れ
て
︑
一
年
た
っ
て
も
ま
だ
来
な
い
︑
二
年
た
っ
て
も
ま
だ
来
な
い
︑
三
年
た
っ
て

首
が
来
た
︵
童
謡
︶︒
(

)
54

銚
子
駅
か
ら
直
線
距
離
で
四
．
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
(

)
隔
て
て
犬
吠
崎
灯
台
が
あ
る
︒
そ
の
高
さ
が
三
十
一
・
三
メ
ー
ト
ル
︑

55

海
面
か
ら
の
灯
火
ま
で
の
高
さ
が
を
五
十
一
・
八
メ
ー
ト
ル
︑
そ
の
光
が
達
す
る
距
離
を
十
九
．
五
海
里
(

)
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ

56

201 ｢伊豆伊東迎歳記および群馬県一郡巡講日誌｣｢下総銚子紀行 付還暦記事｣註解



の
灯
台
は
明
治
五
年
の
起
工
︑
七
年
の
点
火
で
あ
り
︑
明
治
文
明
史
に
記
録
す
べ
き
灯
台
で
あ
る
︒
こ
こ
で
漢
詩
を
一
首
作
っ
た
︒

同
所
に
は
海
水
浴
旅
館
暁
鶏
館
(

)
︑
御
風
館
︑
そ
し
て
快
哉
楼
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
直
線
距
離
で
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ

57

ど
(

)
離
れ
た
犬
若
浦
に
は
犬
若
館
が
あ
る
︒
こ
の
海
岸
一
帯
は
危
な
い
岩
礁
︑
奇
怪
な
岩
が
多
い
こ
と
で
名
が
世
間
に
伝
わ
っ
て

58

い
る
︒
二
月
五
日
︑
帰
京
し
た
︒

次
に
還
暦
の
記
事
を
掲
げ
よ
う
︒
私
は
戸
籍
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
安
政
五
年
二
月
四
日
(

)
に
出
生
と
な
っ
て
い
る
︒

59

︵
実
際
よ
り
一
年
多
い
が
︶
そ
う
で
あ
れ
ば
本
年
は
還
暦
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
︒
お
よ
そ
世
間
の
慣
例
と
し
て
祝
宴
を
開
き
︑
祝
品

を
贈
る
こ
と
を
常
に
す
る
け
れ
ど
も
︑
私
は
一
切
こ
れ
を
廃
し
︑
人
か
ら
の
祝
賀
を
受
け
ず
︑
自
ら
も
祝
意
を
表
さ
ず
︑
そ
の
代
わ

り
に
貧
嚢
を
傾
け
て
公
共
事
業
の
方
へ
︑
以
下
の
よ
う
に
寄
付
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒

一
金
五
百
円
を
東
洋
大
学
へ

一
金
三
百
円
を
哲
学
会
へ

一
金
一
百
円
を
真
宗
大
学
(

)
へ

60

一
金
一
百
円
を
郷
里
中
学
校
︵
長
岡
中
学
和
同
会
)(
)
へ

61

一
金
一
百
円
を
郷
里
小
学
校
︵
来
迎
寺
村
来
迎
寺
尋
常
小
学
校
)(
)
へ

62

一
金
二
十
円
を
江
古
田
小
学
校
へ

合
計

金
一
千
百
二
十
円
也

右
の
ほ
か
︑
家
族
お
よ
び
親
類
な
ど
に
金
三
百
八
十
円
を
分
配
し
︑
総
計
金
一
千
五
百
円
と
な
る
︒
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還
暦
の
漢
詩
を
二
首
作
っ
た
︒
そ
し
て
︑
私
が
思
う
と
こ
ろ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

人
は
不
平
満
々
で
欲
望
に
涯
が
な
く
︑あ
く
ま
で
功
名
を
得
ら
れ
る
場
所
に
逐
い
か
け
て
そ
の
欲
を
み
た
そ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
︑

私
は
明
治
大
正
の
栄
え
て
い
る
時
代
に
た
ま
た
ま
出
会
え
た
こ
と
を
も
っ
て
無
上
の
光
栄
︑
至
極
の
幸
福
と
し
︑
朝
夕
た
だ
ど
う
に

か
し
て
こ
の
恩
に
報
い
答
え
る
べ
き
か
を
思
っ
て
い
る
ほ
か
は
︑
な
ん
の
欲
望
も
な
け
れ
ば
︑
名
誉
心
も
な
い
の
で
あ
る
︒
今
や
幸

い
に
還
暦
を
迎
え
る
こ
と
を
得
た
な
ら
ば
︑
余
命
の
あ
る
限
り
︑
国
家
の
た
め
に
ま
す
ま
す
奮
励
努
力
す
る
だ
け
で
あ
る
︒

参
考
文
献

伊
東
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
図
説
伊
東
の
歴
史
﹄
伊
東
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
九
年

伊
東
市
史
編
集
委
員
会
︑
伊
東
市
教
育
委
員
会
編
﹃
伊
東
市
史
：
史
料
編
近
現
代
Ⅰ
﹄
伊
東
市
︑
二
〇
一
四
年

井
上
円
了
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
十
五
編
︑
国
民
道
徳
普
及
会
︑
一
九
一
八
年

井
上
円
了
︑
東
洋
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
論
文
集
編
纂
委
員
会
編
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
五
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
八
年

多
野
藤
岡
地
方
誌
編
集
委
員
会
編
﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
多
野
藤
岡
地
方
誌
編
集
委
員
会
︑
一
九
七
六
年

多
野
藤
岡
地
方
誌
編
集
委
員
会
編
﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
総
説
編
﹄
多
野
藤
岡
地
方
誌
編
集
委
員
会
︑
一
九
七
六
年

三
浦
節
夫
︑
出
野
尚
紀
編
﹃
東
洋
大
学
創
立
寄
付
者
名
簿
﹄
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
七
年

【
註
︼

(
１
)
﹃
図
説
伊
東
の
歴
史
﹄
一
七
二
︱
一
七
三
頁
所
収
の
鳥
瞰
図
に
︑
東
京
の
霊
岸
島
と
伊
東
︑
国
府
津
と
伊
東
と
い
う
二
つ
の
航
路
が
東
海

汽
船
に
よ
っ
て
毎
日
運
航
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

(
２
)

円
了
は
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
実
施
に
と
も
な
う
合
併
で
伊
東
村
に
な
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
︑
町
村
制
以
前
の
旧
名
で
あ
る
﹁
松
原
﹂
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を
添
え
た
と
考
え
る
︒

(
３
)

近
年
ま
で
︑
か
つ
て
猪
戸
で
あ
っ
た
現
在
の
伊
東
市
中
央
町
に
︑﹁
ニ
ュ
ー
ま
す
や
﹂
と
い
う
ホ
テ
ル
が
あ
っ
た
︒

(
４
)

現
在
も
伊
東
市
竹
の
内
一
丁
目
で
営
業
し
て
い
る
︒

(
５
)

円
了
の
長
男
・
玄
一
の
妻
・
信
の
父
︒
当
時
は
︑
海
軍
を
退
役
し
︑
東
京
商
船
学
校
長
を
務
め
て
い
た
︒
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン

タ
ー
が
所
蔵
し
て
い
る
井
上
家
の
ア
ル
バ
ム
に
よ
る
︒

(
６
)

伊
東
市
馬
場
町
一
丁
目
に
あ
る
神
社
︒
こ
の
ク
ス
は
﹁
葛
見
神
社
の
大
ク
ス
﹂
の
名
称
で
一
九
三
三
年
二
月
二
十
八
日
に
国
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒

(
７
)

原

文

は
﹁
五

丈

三

尺
﹂
と

し

て

い

る
︒
伊

東

市

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ
︵
h
ttp
:
//w
w
w
.
city.
ito
.
sh
izu
o
k
a.
jp
/sh
o
u
gai_

gak
u
sh
u
u
/h
tm
l/sh
iteib
u
n
k
azai/20140327132944.h
tm
l︶
で
は
目
通
り
十
六
メ
ー
ト
ル
︑
文
化
庁
の
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
︵
h
ttp
s://k
u
n
ish
itei.b
u
n
k
a.go
.jp
/b
sys/m
ain
d
etails.asp
︶
で
は
十
五
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
︒︵
い
ず
れ
も
二
〇
一
八
年
十

一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶

(
８
)

文
化
庁
の
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︵
h
ttp
s://k
u
n
ish
itei.b
u
n
k
a.go
.jp
/b
sys/m
ain
d
etails.asp
︶
に
よ
れ
ば
︑
来
宮
神
社
の

境
内
に
あ
り
︑﹁
阿
豆
佐
和
気
神
社
の
大
ク
ス
﹂
の
名
称
で
一
九
三
三
年
二
月
二
十
八
日
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︵
二

〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶︒

(
９
)

伊
東
市
音
無
町
に
あ
る
︒

(

)

伊
東
市
馬
場
町
二
丁
目
に
あ
る
︒

10
(

)

伊
東
市
大
原
一
丁
目
︒
伊
東
祐
親
は
平
家
方
の
武
士
で
︑
源
頼
朝
の
最
初
の
妻
の
父
︑
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
に
も
関
連
す
る
︒

11
(

)

伊
東
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
://w
w
w
.city.ito
.sh
izu
o
k
a.jp
/sh
ich
o
u
_k
o
u
sh
itsu
/h
tm
l/sin
ain
o
to
sh
ik
o
u
en
/to
sh
ik
o
u
en
/

12

20170213181807.h
tm
l︶
に
よ
れ
ば
︑
現
在
︑
周
囲
は
物
見
塚
公
園
と
な
っ
て
お
り
︑
尾
上
紫
舟
詩
碑
︑
伊
東
祐
親
像
な
ど
が
あ
る
︒

︵
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶

(

)

現
在
も
伊
東
市
猪
戸
一
丁
目
に
﹁
や
ま
だ
屋
﹂
と
い
う
旅
館
が
あ
る
︒

13
(

)

註
一
の
鳥
瞰
図
に
お
い
て
﹁
山
田
屋
﹂
は
﹁
山
田
館
﹂
に
︑﹁
伊
東
館
﹂
は
﹁
伊
藤
館
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
前
出
﹃
図
説
伊
東
の

14

歴
史
﹄
一
七
〇
頁
に
は
﹁
当
時
の
一
流
旅
館
﹁
桝
屋
﹂
に
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
十
五
編
︑
三
六
頁
よ
り
手
を
入
れ
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
︒

15
(

)

大
正
七
年
の
勅
題
は
﹁
海
辺
松
﹂︒

16
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(

)

原
文
は
﹁
定
期
の
自
動
車
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
路
線
は
宇
佐
美
か
ら
伊
東
を
経
て
大
仁
駅
に
至
る
も
の
で
あ
る
が
︑
大
正
五
年
十
二

17

月
六
日
付
で
静
岡
県
知
事
の
営
業
許
可
が
下
り
た
ば
か
り
で
あ
る
︒﹃
伊
東
市
史
：
史
料
編
近
現
代
Ⅰ
﹄
三
九
八
頁
﹁
三
五
五

伊
東
自

動
車
に
対
す
る
営
業
許
可
﹂
を
参
照
し
た
︒

(

)

現
在
の
伊
豆
市
冷
川
︒

18
(

)

原
文
は
﹁
五
里
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
冷
川
経
由
の
経
路
だ
と
︑
伊
東
駅
か
ら
大
仁
駅
ま
で
最
短
で
も
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ

19

る
︒
こ
こ
で
は
︑
原
文
の
値
を
メ
ー
ト
ル
法
に
換
算
し
た
値
と
し
た
︒

(

)

現
在
の
Ｊ
Ｒ
東
海
御
殿
場
線
下
土
狩
駅
︒

20
(

)

第
十
二
代
町
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
二
九
〇
頁
を
参
照
し
た
︒

21
(

)

第
四
代
校
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
二
九
二
頁
を
参
照
し
た
︒

22
(

)

原
文
は
﹁
二
里
﹂︑
新
町
小
学
校
か
ら
美
九
里
小
学
校
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

23
(

)

第
四
代
村
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
二
〇
三
頁
を
参
照
し
た
︒

24
(

)

後
の
美
九
里
東
小
学
校
︑
円
了
巡
講
当
時
美
九
里
村
に
は
美
九
里
尋
常
小
学
校
と
美
九
里
尋
常
高
等
小
学
校
の
二
校
が
あ
っ
た
︒﹃
多

25

野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
二
〇
四
︱
二
〇
六
頁
を
参
照
し
た
︒

(

)

明
治
十
二
年
︱
昭
和
十
三
年
︑﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
一
二
八
頁
を
参
照
し
た
︒
八
代
校
長
︑﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄

26

二
〇
六
頁
を
参
照
し
た
︒

(

)

天
保
六
年
六
代
重
興
が
造
酒
業
を
始
め
た
名
主
で
あ
っ
た
群
馬
県
藤
岡
市
神
田
の
田
島
酒
造
で
あ
る
が
︑
近
年
廃
業
し
た
︒
昭
和
十
三

27

年
に
﹁
竹
に
雀
﹂
の
銘
柄
を
﹁
三
波
石
﹂
改
め
た
︒
銘
柄
は
﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
三
八
七
頁
に
も
で
て
い
る
︒︵
二
〇
一
八

年
十
一
月
二
十
九
日
に
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
﹁
閉
鎖
﹂
と
表
示
さ
れ
た
︶

(

)
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
十
五
編
︑
三
七
頁
よ
り
手
を
入
れ
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
︒

28
(

)

原
文
は
﹁
約
三
里
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
現
在
の
県
道
四
十
一
号
線
経
由
で
は
︑
田
島
酒
造
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
高
崎
市
立
吉
井
小
学
校
の

29

間
は
十
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ
る
︒
他
の
経
路
を
通
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
実
際
の
経
路
が
不
明
な
た
め
︑
こ
こ
は
︑
原
文
の
値

を
メ
ー
ト
ル
法
に
換
算
し
た
値
と
し
た
︒

(

)

小
学
校
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄︑
四
三
四
頁
を
参
照
し
補
っ
た
︒

30
(

)

嘉
永
五
年
︱
昭
和
十
二
年
︑
初
代
藤
岡
小
学
校
長
︑
吉
井
町
長
︑
県
会
議
員
な
ど
を
務
め
た
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
総
説
編
﹄
八
六
四

31

頁
を
参
照
し
た
︒
吉
井
町
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
四
二
八
頁
を
参
照
し
補
っ
た
︒
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(

)

原
文
は
﹁
堀
越
文
左
衛
門
﹂
と
し
て
い
る
︒
安
政
四
年
︱
大
正
十
三
年
︑
名
は
富
美
︒
吉
井
町
長
︑
県
会
議
員
を
務
め
た
︒﹃
多
野
藤
岡

32

地
方
誌
：
各
説
編
﹄
四
六
四
︱
四
六
五
頁
を
参
照
し
︑
変
更
し
た
︒

(

)

原
文
は
﹁
二
十
丁
﹂︑
吉
井
小
学
校
か
ら
多
胡
碑
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

33
(

)

原
文
は
﹁
約
五
里
﹂︑
吉
井
小
学
校
か
ら
鬼
石
小
学
校
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

34
(

)
﹁
山
あ
い
か
ら
開
け
た
場
所
に
出
る
と
こ
ろ
﹂
の
意
︒

35
(

)

円
了
が
﹁
直
径
四
尺
︑
高
さ
三
尺
﹂
し
て
い
る
も
の
を
︑
そ
の
ま
ま
換
算
し
た
︒
こ
の
値
は
﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
三
三
八
頁

36

で
も
同
じ
長
さ
で
あ
る
︒

(

)

原
文
は
﹁
十
三
里
﹂︑
鬼
石
小
学
校
か
ら
十
石
峠
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

37
(

)

第
六
代
町
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄︑
三
二
八
頁
を
参
照
し
た
︒

38
(

)

第
十
三
代
校
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄︑
三
三
〇
頁
を
参
照
し
た
︒

39
(

)

現
在
も
鬼
石
に
あ
る
蔵
元
の
藤
崎
摠
兵
衛
商
店
群
馬
支
店
で
作
ら
れ
て
い
る
︒

40
(

)

第
七
代
町
長
︵
大
正
二
年
三
月
︱
六
年
四
月
在
職
︶︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
四
頁
を
参
照
し
た
︒

41
(

)

第
三
代
校
長
︒﹃
多
野
藤
岡
地
方
誌
：
各
説
編
﹄
五
一
九
頁
を
参
照
し
た
︒

42
(

)

慶
応
三
年
︱
昭
和
七
年
︑
諱
は
久
次
︑
兵
四
郎
は
襲
名
︒
明
治
四
十
一
年
よ
り
多
野
郡
教
育
会
副
会
長
を
務
め
て
い
た
︒﹃
多
野
藤
岡
地

43

方
誌
：
各
説
編
﹄
四
頁
を
参
照
し
た
︒

(

)

同
名
の
旅
館
が
藤
岡
市
藤
岡
に
存
在
す
る
が
︑
円
了
宿
泊
当
時
か
ら
営
業
を
継
続
し
て
い
る
も
の
な
の
か
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
︒

44

同
旅
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
://w
w
w

.w
in
d
.n
e.jp
/k
ash
iw
aya︶
を
参
照
し
た
︒︵
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶

7

(

)

原
文
は
﹁
一
里
﹂︑
柏
屋
旅
館
か
ら
新
町
駅
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

45
(

)

彼
ら
が
﹁
東
洋
大
学
の
三
恩
人
﹂
で
あ
る
が
︑
加
藤
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
最
初
の
周
年
行
事
で
あ
り
︑
三
人
の
墓
に
参
っ
た
最
初
の
機
会

46

で
も
あ
る
︒

(

)

原
文
は
﹁
四
︑
五
丁
︑
銚
子
駅
か
ら
大
新
旅
館
間
の
道
の
り
を
計
測
し
た
︒

47
(

)

銚
子
市
中
央
町
に
存
在
す
る
︒
同
旅
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
://w
w
w
.n
ew
d
aish
in
.co
m
/d
aish
in
︶
を
参
照
し
た
︒︵
二
〇
一
八
年

48

十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶

(

)

銚
子
市
西
芝
町
に
存
在
す
る
︒
銚
子
市
旅
館
ホ
テ
ル
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
://w
w
w
.ch
o
sh
i-ryo
k
an
.jp
/h
o
tel/005/in
d
ex
.

49

h
tm
l︶
を
参
照
し
た
︒︵
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶
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(

)

原
文
は
﹁
山
サ
﹂
と
商
号
で
記
し
て
い
る
︒
当
時
の
会
社
名
は
﹁
浜
口
儀
兵
衛
商
店
﹂
で
あ
り
︑
昭
和
三
年
十
一
月
に
現
会
社
名
に
変
更

50

し
た
︒
ヤ
マ
サ
醤
油
株
式
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
s://w
w
w
.yam
asa.co
m
/en
jo
y/h
isto
ry/scien
ce︶
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑﹃
東

洋
大
学
創
立
寄
付
者
名
簿
﹄
に
よ
れ
ば
︑
浜
口
儀
兵
衛
の
名
は
哲
学
館
寄
付
者
の
な
か
に
見
え
︑
館
賓
と
な
っ
て
い
る
︒

(

)

原
文
は
﹁
五
万
石
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
前
記
ヤ
マ
サ
醤
油
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
︑
明
治
二
十
六
年
の
生
産
高
は
四
千
石
︵
七
百
二
十

51

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
︶
だ
っ
た
と
い
う
︒

(

)
﹁
海
螺
﹂
は
海
生
の
巻
き
貝
の
こ
と
︒

52
(

)

国
立
国
会
図
書
館
や
Ｎ
Ｉ
Ｉ
学
術
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
一
致
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
︒

53
(

)

こ
れ
ら
の
舟
唄
︑
盆
唄
︑
童
謡
は
︑﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
十
五
編
︑
四
一
頁
よ
り
手
を
入
れ
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
︒

54
(

)

原
文
は
﹁
一
里
余
﹂
と
し
て
い
る
︒

55
(

)

円
了
は
高
さ
を
﹁
九
丈
﹂︑
海
抜
高
を
﹁
十
六
丈
八
尺
﹂︑
光
達
距
離
を
﹁
十
九
浬
余
﹂
と
し
て
い
る
︒

56
(

)

銚
子
市
犬
吠
埼
︒
現
在
は
﹁
ぎ
ょ
う
け
い
館
﹂
と
い
う
︒
同
旅
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
s://w
w
w
.gyo
u
k
eik
an
.co
m
︶
を
参
照
し
た
︒

57

︵
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
九
日
最
終
閲
覧
︶
そ
の
他
の
﹁
御
風
館
﹂﹁
快
哉
楼
﹂﹁
犬
若
館
﹂
は
現
在
宿
泊
施
設
と
し
て
は
営
業
し
て
い

な
い
︒
円
了
が
訪
れ
た
当
時
に
お
け
る
犬
吠
埼
の
観
光
と
宿
泊
施
設
に
つ
い
て
は
本
多
弘
樹
︑
二
井
昭
佳
﹁
犬
吠
埼
周
辺
の
観
光
の
変

化
に
関
す
る
研
究
﹂﹃
第
三
六
回
土
木
学
会
関
東
支
部
技
術
研
究
発
表
会
発
表
要
旨
﹄
土
木
学
会
関
東
支
部
技
術
研
究
発
表
会
︑
二
〇
〇

九
年
︑
Ⅳ
︱
六
四
︵
h
ttp
://lib
rary.jsce.o
r.jp
/jsce/o
p
en
/

.p
d
f︶
に
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

00061/2009/36-04-0064

(

)

原
文
は
﹁
十
余
丁
﹂︑
ぎ
ょ
う
け
い
館
か
ら
犬
若
漁
港
ま
で
の
距
離
を
計
測
し
た
︒

58
(

)

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
︑
一
八
五
八
年
三
月
一
九
日
に
当
た
る
︒

59
(

)

現
在
の
大
谷
大
学
︒

60
(

)

現
在
の
新
潟
県
立
長
岡
高
等
学
校
︒

61
(

)

昭
和
四
十
四
年
四
月
に
町
内
の
他
の
小
学
校
と
と
も
に
越
路
町
立
越
路
小
学
校
︵
現
長
岡
市
立
越
路
小
学
校
︶
に
統
合
さ
れ
た
︒
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