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田
露
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﹁
新
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島
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︱

西
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貴

子

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
浦
島
伝
説
に
は
い
く
つ
も
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
結
末
だ
け
見
て
も
︑
玉
手
筥
を
開
け
て
老
人
に
な
っ

て
終
わ
る
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑
す
ぐ
に
絶
命
す
る
と
い
う
も
の
︑
あ

る
い
は
浦
島
大
明
神
と
し
て
め
で
た
し
め
で
た
し
と
称
え
ら
れ
る
も
の
︑
鶴
と

な
っ
て
蓬
萊
山
へ
飛
び
立
ち
亀
︵
こ
の
場
合
︑
龍
宮
で
契
を
結
ぶ
相
手
は
女
人

と
な
っ
た
助
け
た
亀
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
︶
と
と
も
に
夫
婦
和
合
の
神

と
し
て
祀
ら
れ
る
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
浦
島
伝
説
を
踏
ま
え
て

作
ら
れ
た
作
品
も
加
え
て
考
え
る
と
︑
浦
島
を
め
ぐ
る
話
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒

幸
田
露
伴
﹁
新
浦
島
﹂︵﹃
国
会
﹄
明

・
�
・
�
～

初
出
︒﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄

28

30

明

・
�
再
録①
︶
も
ま
た
︑
そ
う
し
た
浦
島
伝
説
を
変
形
さ
せ
て
作
ら
れ
た
作

28
品
の
一
つ
で
あ
る
︒

作
品
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒

浦
島
太
郎
の
弟
の
子
孫
で
︑
丹
後
に
住
む
第
百
代
目
の
浦
島
次
郎
は
︑
京
都

へ
︵
後
に
は
東
京
へ
も
︶
行
き
詩
人
と
な
る
も
の
の
︑
公
家
の
女
と
の
身
分
違

い
の
恋
に
よ
る
破
綻
・
相
思
相
愛
と
な
っ
た
娘
と
の
死
別
・
契
を
結
ん
だ
遊
里

の
芸
妓
勇
菊
の
客
あ
し
ら
い
へ
の
嫌
悪
や
︑
都
会
で
の
俗
悪
な
風
潮
へ
の
絶
望

な
ど
か
ら
帰
郷
す
る
︒
次
郎
の
両
親
は
帰
郷
し
た
次
郎
に
代
々
伝
わ
る
玉
手
筥

と
釣
竿
︑
譲
り
状
を
渡
し
て
昇
天
し
︑
棺
の
中
の
死
体
も
消
え
て
し
ま
う
︒
次

郎
は
︑
こ
の
奇
瑞
を
見
て
神
仙
に
な
ろ
う
と
す
る
が
成
就
し
な
い
こ
と
を
知
り
︑

代
わ
り
に
魔
道
を
修
め
る
こ
と
に
決
め
︑
聖
天
に
願
っ
た
と
こ
ろ
︑
聖
天
は
次

郎
を
半
分
に
斬
っ
て
呼
び
出
し
た
同
須
を
侍
者
と
し
て
授
け
る
︒
同
須
の
通
力

に
戸
惑
う
次
郎
で
あ
っ
た
が
︑
次
郎
を
慕
っ
て
追
い
か
け
て
来
た
勇
菊
の
処
置

を
同
須
に
任
せ
た
と
こ
ろ
︑
同
須
は
勇
菊
を
化
石
に
す
る
︒
同
須
の
非
道
を
怒

っ
た
次
郎
は
同
須
に
勇
菊
を
元
に
戻
さ
せ
︑
今
度
は
自
分
自
身
を
化
石
に
さ
せ

同
須
に
見
守
ら
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
話
は
終
わ
る
︒

同
時
代
の
こ
の
作
品
の
評
価
と
し
て
は
︑
登
場
人
物
は
露
伴
の
化
身
分
身
で
︑
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露
伴
の
主
観
を
表
現
し
た
﹁
詩
的
﹂
な
も
の
と
い
う
評
︵
島
村
抱
月
﹁﹃
新
浦

島
﹄
を
評
す
﹂
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明

・
�
︶
が
あ
る
一
方
で
︑﹁
大
悟
達
観
的

28

の
大
文
字
︑
吾
人
の
如
き
煩
悩
深
く
悟
り
の
開
け
ぬ
凡
俗
に
は
︑
何
が
何
や
ら

ち
ツ
と
も
解
ら
ざ
れ
ど
﹂︵﹁﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
第
七
編
﹂﹃
青
年
文
﹄
明

・
28

�
︶
と
︑
分
か
ら
な
い
と
い
う
評
が
あ
る
な
ど
賛
否
分
か
れ
て
い
る
︒
と
は
い

え
︑
露
伴
の
主
観
を
登
場
人
物
に
投
影
し
た
小
説
と
い
う
見
解
は
一
致
し
て
お

り
︑
以
後
︑
こ
の
解
釈
が
定
着
し
て
い
く
︒
従
来
よ
り
︑
浦
島
伝
説
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
︑
明
治
期
に
書
か
れ
た
森
鷗
外
﹁
新
浦
島
﹂︵﹃
水

沫
集
﹄
明

・
�
・
�
︑
春
陽
堂
︒
初
出
は
﹁
新
世
界
の
浦
島
﹂﹃
少
年
園
﹄

25

明

・
	
～
�
︶
︑
同
じ
く
鷗
外
﹃
玉
篋
兩
浦
嶼
﹄︵
歌
舞
伎
発
行
所
︑
明
治

22・

・

︶
︑
幸
堂
得
知
﹃
浦
島
次
郎
蓬
萊
噺
﹄︵
春
陽
堂
︑
明

・

・

35

12

29

24

12

︶︑
坪
内
逍
遥
﹃
新
曲
浦
島
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
︑
明

・

・
�
︶
と
比

27

37

11

較
さ
れ
論
じ
ら
れ
た
り②
︑
小
説
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
露
伴
の
苦
悩
を
象
徴
し

た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
り③
す
る
な
ど
︑
こ
の
作
品
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
︒
し
か
し
抱
月
以
来
続
く
登
場
人
物
に
露
伴
の
主
観
が
投
影
さ
れ
た
も
の

と
捉
え
る
傾
向
が
強
い
︒
岡
保
生
や
川
村
湊
が
こ
の
作
品
に
お
け
る
浦
島
伝
説

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
要
素
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の④
︑
作
品
内
の
語
り
に
関
し
て

は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
確
か
に
次

郎
が
語
る
世
間
へ
の
批
判
は
露
伴
の
考
え
と
類
似
す
る
と
も
と
れ
る
が
︑
し
か

し
︑
作
品
内
で
は
︑
語
り
手
に
よ
っ
て
︑
世
間
を
批
判
を
す
る
次
郎
自
体
の
浅

さ
が
所
々
で
指
摘
さ
れ
︑
そ
の
様
な
次
郎
を
滑
稽
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世

間
を
笑
う
次
郎
自
身
が
語
り
手
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
こ
の

作
品
は
有
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
作
品
内
の
語
り
に
注
目
し
な
が
ら
︑

こ
の
時
期
︑
浦
島
伝
説
を
扱
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒

�

浦
島
伝
説
の
取
り
入
れ
ら
れ
方

﹁
新
浦
島
﹂
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

天
遠
く
海
濶
く
し
て
白
沙
青
松
の
眺
め
う
る
は
し
き
丹
後
の
国
水
の
江
の

里
と
い
へ
る
処
よ
り
︑
往
時
一
葉
の
小
船
に
乗
り
て
龍
宮
城
に
い
た
り
つ

き
︑
其
邦
の
君
の
愛
娘
と
契
り
を
結
び
し
後
復
び
故
郷
に
帰
り
た
り
し
浦

島
が
子
の
事
は
︑
歌
人
の
口
に
ま
め
や
か
に
歌
は
れ
し
か
ば
誰
も
知
る
と

こ
ろ
な
れ
ど
︑
其
後
の
事
は
世
に
伝
は
ら
ず
︑
あ
は
れ
浦
島
が
末
路
の
雲

と
散
り
霧
と
消
え
し
か
の
や
う
に
思
は
れ
て
︑
木
下
貞
幹
が
補
な
ひ
し
浦

島
が
子
の
伝
と
い
ふ
も
の
に
少
し
く
帰
郷
後
の
消
息
の
記
さ
れ
た
る
が
似え

而せ

非も

博の

識し

家り

の
舌
の
飾
り
と
な
れ
る
ば
か
り
な
れ
ど
︑
浦
島
が
血
統
は

綿
々
と
し
て
絶
ゆ
る
こ
と
無
く
︑
天
の
橋
立
近
く
な
る
九
世
戸
と
い
へ
る

所
に
年
月
久
し
く
住
み
つ
ゞ
き
て
︑
其
家
の
始
祖
と
仰
ぐ
人
よ
り
数
ふ
れ

ば
今
の
主
人
は
九
十
九
代
に
当
り
︑︹
一
︺︵
傍
線
引
用
者
︒
以
下
同
じ
︶

最
初
に
語
り
手
に
よ
っ
て
︑﹁
誰
も
知
る
と
こ
ろ
﹂
と
な
っ
て
い
る
浦
島
伝
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説
が
確
認
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
で
す
ぐ
に
︑
浦
島
の
死
が
加
筆
さ
れ
た

木
下
錦
里
校
訂
本
﹁
浦
嶋
子
伝⑤
﹂
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
︑
同
時
に
浦
島
の
死
を

語
る
こ
の
説
は
﹁
似え

而せ

非も

博の

識し

家り

の
舌
の
飾
り
﹂
と
し
て
退
け
ら
れ
て
い
く
︒

つ
ま
り
︑
こ
こ
で
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
浦
島
伝
説
の
中
で
︑

こ
の
作
品
の
前
提
と
な
る
﹁
誰
も
知
る
と
こ
ろ
﹂
の
浦
島
伝
説
の
枠
組
み
が
確

認
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
後
日
談
と
し
て
︑
学
者
が
書
き
残
し
た
も
の
と
は

異
な
る
別
の
話
を
語
る
こ
と
が
こ
の
小
説
の
主
眼
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

作
品
内
で
語
ら
れ
る
浦
島
の
後
日
談
で
あ
る
︑
浦
島
太
郎
が
仙
人
と
な
っ
た

と
い
う
話
は
﹁
続
浦
嶋
子
伝
﹂
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
を⑥
︑
太
郎
が
寝
覚
の
床

に
行
く
と
い
う
部
分
は
﹁
浦
島
が
釣
を
た
れ
し
﹂
と
い
う
俗
説
を⑦
基
に
し
て
い

る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
父
次
郎
が
玉
手
筥
等
を
次
郎
に
譲
り
﹁
お
も
し
ろ
や
舞
ひ

舞
ふ
に
習
は
い
で
舞
ふ
鶴
の
舞
ひ
︑︵
略
︶
番
離
れ
ず
蓬
萊
の
島
山
陰
に
行
き

て
暮
さ
ん
﹂︹
五
︺
と
舞
っ
た
こ
と
や
︑
死
後
そ
の
亡
骸
が
消
え
︑
皆
が
﹁
長

生
不
老
の
道
を
得
て
︑
死
し
て
死
せ
ざ
る
浦
島
家
九
十
九
代
目
夫
婦
の
芽
出
度

さ
﹂︹
九
︺
と
羨
ん
だ
と
い
う
話
は
︑
渋
川
版
御
伽
文
庫
﹃
浦
島
太
郎
﹄
な
ど

に
お
け
る
︑
浦
島
が
鶴
と
な
り
夫
婦
の
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
結
末
と
通
じ
て

い
る⑧
︒
こ
の
よ
う
に
︑
九
十
九
代
目
次
郎
ま
で
の
話
に
は
先
行
す
る
い
く
つ
か

の
浦
島
伝
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
注
意
し
た
い
の
は
︑
九
十
九
代
目
次
郎
が
息
子
の
次
郎
に
﹁
第
百
代

め
の
役
目
と
し
て
家
の
血
統
の
絶
え
ぬ
や
う
に
頓
て
気
に
入
つ
た
女
が
あ
つ
た

ら
何
で
も
好
い
か
ら
女
房
を
持
つ
て
乃
公
が

汝
き
さ
ま

に
身
代
を
譲
る
通
り
に
汝
も

ま
た
惣
領
の
倅
に
譲
つ
て
呉
れ
﹂︹
四
︺
と
強
調
し
て
い
た
点
で
あ
る
︒
浦
島

が
初
代
次
郎
へ
あ
て
た
手
紙
を
五
十
代
目
の
次
郎
が
持
っ
た
ま
ま
行
方
不
明
に

な
り
︑
手
紙
の
代
わ
り
に
五
十
代
目
が
書
き
始
め
た
譲
り
状
が
伝
え
ら
る
よ
う

に
な
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
語
ら
れ
る
浦
島
の
後
日
談
は
文
章
と
し
て

は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
代
々
語
り
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
形
で

残
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
浦
島
の
後
日
談
は
︑
こ
の
話
を
聞
い
た
継
承
者
が

信
じ
語
り
伝
え
て
い
く
こ
と
で
初
め
て
価
値
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
り
︑
父
︑

次
郎
は
語
り
部
と
し
て
息
子
に
語
り
継
ぐ
こ
と
が
自
ら
の
役
目
で
あ
る
と
自
覚

し
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
次
世
代
へ
と
語
り
継
い
だ
時
点
で
役
目
を
終
え
︑

代
々
の
次
郎
は
死
ん
で
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
信
じ
語
り
継
い
で
い
く
時
︑

初
め
て
伝
説
は
成
立
し
︑
自
ら
も
伝
説
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
︒
父
次
郎
の
浦
島
物
語
は
︑
話
の
内
容
自
体
は
先
行
す
る
い

く
つ
か
の
浦
島
伝
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
父
に
と
っ
て
は

自
分
自
身
の
か
け
が
え
の
な
い
伝
説
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︒

し
か
し
︑
主
人
公
で
あ
る
息
子
の
百
代
目
浦
島
次
郎
は
父
母
の
死
体
が
消
え

た
の
を
見
て
︑
仙
道
を
得
て
い﹅

た﹅

二
人
が
戯﹅

れ﹅

の﹅

間﹅

に﹅

漁
師
夫
婦
と
し
て
過
ご

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
半
信
半
疑
な
が
ら
推
測
す
る
︵﹁
疾
に
軽
挙
の
仙

道
を
得
て
昇
天
の
時
を
待
つ
間
の
戯
れ
に
魚
漁
り
苧
績
み
の
業
を
さ
れ
し
か
﹂

明
治
の
浦
島
物
語

九
三



︹
九
︺︶︒
そ
し
て
︑
﹁
御
在
世
の
中
御
教
を
も
受
く
べ
か
り
し
に
﹂
と
悔
や
み
︑

父
が
強
調
し
て
い
た
家
の
血
統
や
次
世
代
へ
語
り
継
ぐ
こ
と
は
無
視
し
て
︑
神

仙
の
存
在
を
疑
い
つ
つ
も
次
第
に
神
仙
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
︒

こ
こ
に
︑
次
郎
と
次
郎
の
父
と
の
断
絶
が
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
語
り
部
と
し
て
父
達
の
よ
う
に
伝
説
の
中
を
生
き
る
こ
と
の

で
き
な
い
次
郎
は
︑
そ
れ
ま
で
の
代
々
の
浦
島
伝
説
と
は
離
れ
て
︑
新
た
な
浦

島
の
話
を
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
作
品
内
で
は

い
く
つ
か
の
先
行
す
る
浦
島
伝
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
な
が
ら
作
ら
れ
た
父
浦
島

次
郎
の
話
と
︑
息
子
浦
島
次
郎
の
新
し
い
話
が
対
比
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

�

明
治
期
帰
郷
小
説
と
浦
島
物
語

で
は
︑
息
子
の
百
代
目
浦
島
次
郎
の
話
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
の
か
︒

次
郎
が
帰
郷
す
る
ま
で
の
話
は
︑
い
く
つ
か
の
類
型
化
さ
れ
た
物
語
が
重
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
身
分
差
の
恋
に
破
れ
る
と
い
う
点
で
は
︑
か
つ

て
露
伴
自
身
が
書
い
た
﹃
風
流
仏
﹄︵﹃
新
著
百
種
﹄
明

・
�
︶
の
珠
運
と
お

22

辰
と
の
関
係
が
そ
う
で
あ
る
し
︑
恋
人
と
の
死
別
と
い
う
型
も
他
の
小
説
で
よ

く
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
地
方
か
ら
出
た
青
年
が
都
会
で
挫
折
︑
都
会
へ
嫌
悪
を

抱
き
︑﹁
故
郷
﹂
へ
救
い
を
求
め
て
い
く
と
い
う
話
も
明
治
二
十
年
代
に
は
多

く
書
か
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
は
︑
特
に
こ
の
﹁
故
郷
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
を
見
て

い
き
た
い
︒

陶
淵
明
の
詩
が
引
用
さ
れ
る
有
名
な
帰
郷
小
説
︑
宮
崎
湖
処
子
﹃
帰
省
﹄

︵
民
友
社
︑
明

・
�
︶
で
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

23

已
ぬ
る
哉
浦
島
太
郎
の
龍
宮
の
三
百
歳
も
三
日
に
覚
め
︑
リ
ッ
プ
バ
ン
ウ

ヰ

ン
ク
ル
の
山
中
の
一
百
年
も
一
夜
に
過
ぎ
た
る
如
く
︑
我
も
亦
二
週
間

の
故
郷
の
幻
影
を
︑
一
呼
吸
の
如
く
暮
し
た
れ
ば
︑
今
は
唯
上
京
の
用
意

と
し
て
四
日
五
日
の
余
り
し
の
み

こ
れ
は
故
郷
へ
帰
省
後
の
主
人
公
の
心
情
を
表
し
た
部
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で

﹁
故
郷
﹂
は
浦
島
太
郎
の
龍
宮
や
﹁
リ
ッ
プ
バ
ン
ウ
ヰ

ン
ク
ル
﹂
の
山
中
と
い

う
理
想
郷
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
︒
森
鷗
外
﹁
新
浦
島
﹂
が
﹁
リ
ッ
プ
バ
ン
ウ
ヰ

ン
ク
ル
﹂
の
翻
訳
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
た
時
︑
浦
島
伝
説
に
お
け
る
異
郷
訪

問
譚
と
い
う
要
素
に
︑
当
時
︑
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
︒
つ
ま
り
︑
浦
島
の
︿
故
郷
↓
龍
宮
︵
異
郷
︶﹀
と
い
う
話
型
は
明
治
の
青

年
達
に
と
っ
て
︿
都
会
↓
故
郷
﹀
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
こ
の

﹁
故
郷
﹂
の
理
想
化
の
背
景
に
は
︑
青
年
達
の
都
会
で
の
挫
折
︑
都
会
へ
の
嫌

悪
が
あ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
既
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に⑨
︑
理

想
化
さ
れ
た
﹁
故
郷
﹂
は
実
際
の
故
郷
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
︒
﹁
帰
省
﹂
で

も
︑
主
人
公
は
故
郷
の
者
か
ら
都
会
の
者
と
し
て
対
応
さ
れ
︑
彼
ら
と
の
齟
齬

が
所
々
で
語
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
傾
向
は
﹁
新
浦
島
﹂
が
発
表
さ
れ
た
明
治
二

明
治
の
浦
島
物
語

九
四



十
年
代
後
半
に
お
い
て
一
つ
の
類
型
と
し
て
定
着
し
て
い
た
︒
例
え
ば
次
の
詩

の
一
節
を
見
て
み
よ
う
︒

さ
ば
れ
今
日
眺
め
尽
さ
ん
︑

夢
に
見
し
故
郷
の
月
︒

︵
略
︶

わ
が
恋
も
︑
わ
が
故
郷
も
︑

捨
て
果
て
ゝ
何
を
か
得
た
る
︒

月
の
旅
︑
三
年
の
夢
も
︑

我
思
ふ
涙
と
い
づ
れ
︒︵
楽
天
遊
﹁
故
郷
の
月
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明

・
28

�
︶

こ
の
詩
は
﹁
故
郷
﹂
に
憧
れ
︑
恋
人
と
の
再
会
を
楽
し
み
に
帰
郷
し
た
ら
︑
恋

人
は
既
に
病
死
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
︑
月
日
の
経
過
に
よ
り
︑
夢
見
た

﹁
故
郷
﹂
で
の
日
々
を
送
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
も
の
で

あ
る
︒
つ
ま
り
︑
帰
郷
し
た
青
年
達
の
故
郷
を
め
ぐ
る
言
説
で
は
︑
都
会
で
夢

見
て
︿
故
郷
＝
龍
宮
﹀
だ
と
思
っ
て
い
た
は
ず
が
︑
む
し
ろ
実
際
の
故
郷
は
帰

郷
後
の
浦
島
が
感
じ
た
︿
変
容
し
た
故
郷
﹀
だ
っ
た
と
実
感
す
る
と
い
う
形
式

が
多
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
作
品
内
の
次
郎
に
と
っ
て
も
︑﹁
せ
め
て
は
こ

れ
か
ら
年
老
ら
れ
た
両
親
に
孝
行
︑
と
帰
宅
つ
て
見
れ
ば
︑
忽
然
と
し
て
此
の

御
往
生
︑︵
略
︶
こ
の
我
を
ま
あ
何
と
な
さ
れ
て
︑
斯
様
は
酷
い
め
に
逢
は
す

る
ぞ
﹂︹
八
︺
と
嘆
く
よ
う
に
︑
救
い
を
求
め
た
故
郷
は
期
待
を
裏
切
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
次
郎
の
話
に
は
当
時
の
帰
郷
小
説
の
モ

チ
ー
フ
と
も
な
っ
て
い
た
浦
島
の
話
型
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
次
郎
の
浦
島
物
語
は
明
治
期
の
帰
郷
小
説
の
枠
組
み
で
終
わ
る
わ
け

で
は
な
い
︒
露
伴
﹁
新
浦
島
﹂
の
話
自
体
は
︑
次
郎
の
帰
郷
後
の
話
が
大
部
分

を
占
め
て
お
り
︑
次
郎
に
と
っ
て
の
異
郷
は
︑
後
述
す
る
が
︑
最
終
的
に
勇
菊

か
ら
逃
れ
て
化
石
と
な
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

次
郎
は
︑
父
達
の
昔
な
が
ら
の
伝
説
的
な
世
界
を
生
き
る
こ
と
も
で
き
ず
︑

ま
た
︑
明
治
期
の
青
年
達
の
帰
郷
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
浦
島
の
異
郷
訪
問

譚
に
留
ま
る
わ
け
で
も
な
い
︒
む
し
ろ
︑
明
治
期
の
青
年
達
を
主
人
公
と
す
る

異
郷
訪
問
譚
が
終
わ
っ
た
時
点
か
ら
︑
次
郎
の
浦
島
物
語
は
始
ま
る
の
で
あ
る
︒

�

次
郎
の
﹁
智
﹂
の
内
実

明
治
期
の
帰
郷
小
説
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
て
展
開
さ
れ
る
次
郎
の
物
語
は
︑

次
郎
の
﹁
智
﹂︵
認
識
の
あ
り
方
︶
を
め
ぐ
る
話
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
︒
こ
こ
で
語
り
手
は
次
郎
の
﹁
智
﹂
の
浅
さ
を
指
摘
し
て
い
く
︒

父
母
が
神
仙
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
郎
は
﹁
茫
然
と
し
て
漁

に
も
出
で
ず
︑
厭
は
し
き
世
界
に
揉
ま
れ
和
へ
ら
る
ゝ
身
の
忌
々
し
き
を
思
ふ

に
つ
け
天
宮
好
も
し
く
﹂︹
九
︺
と
︑
世
の
中
を
﹁
厭
は
し
き
﹂
と
思
う
が
故

に
仙
道
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
都
会
を
嫌
悪
し
厭
世

に
陥
っ
て
故
郷
を
異
郷
と
し
て
求
め
た
多
く
の
青
年
達
と
変
わ
ら
な
い
︒
し
か

明
治
の
浦
島
物
語
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し
︑
次
郎
が
神
仙
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
根
底
に
は
単
に
厭
世
の
あ
ま
り
別
世

界
へ
行
き
た
い
と
い
う
願
い
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
真
実
神
仙
の
あ
る
も
の
な
ら

ば
此
忌
々
し
く
詰
ら
ぬ
世
に
居
る
と
も
神
仙
と
な
つ
た
後
馬
鹿
な
顔
を
し
て
居

て
怜
悧
な
人
の
為
る
こ
と
を
見
て
居
た
ら
少
し
は
可
笑
か
ら
う
﹂︹
十
︺
と
い

う
よ
う
な
︑
世
の
人
を
見
て
笑
い
た
い
と
い
う
願
望
も
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑

神
仙
と
な
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
魔
道
を
修
め
る
こ
と
に
決
め
た
時
で
も
変
わ

っ
て
い
な
い
︒
次
郎
は
﹁
魔
通
を
得
た
ら
ん
に
は
ま
た
面
白
く
此
世
界
を
見
透

す
こ
と
も
あ
る
べ
き
な
り
﹂︹
十
一
︺
と
︑
や
は
り
世
の
中
を
高
見
よ
り
﹁
見

透
す
﹂
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
次
郎
の
こ
う
し
た
皮
肉
な
も
の
の
見

方
は
︑
世
間
で
﹁
師
匠
顔
し
て
﹂﹁
平
常
の
人
を
見
れ
ば
蟻
か
螻
の
や
う
に
見

下
﹂
し
な
が
ら
学
問
を
唱
え
る
者
を
︑﹁
売
薬
の
受
売
同
前
﹂
と
薬
売
に
譬
え

て
痛
烈
に
諷
刺
す
る
と
こ
ろ
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
実
は
大
し
て
中
身
が
な

い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
相
手
の
適
不
適
も
考
え
ず
︑
効
も
毒
も
強
い
﹁
真
理

丸
﹂﹁
超
悟
丸
﹂
等
を
大
袈
裟
に
騒
い
で
平
気
で
売
り
つ
け
る
学
者
達
︑
よ
く

分
か
ら
な
い
ま
ま
嬉
し
が
っ
て
﹁
無
茶
買
い
﹂
を
し
気
が
変
に
な
っ
て
い
く
青

年
達
を
次
郎
は
面
白
お
か
し
く
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る⑩
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
世
間
の
学
者
達
を
批
判
す
る
次
郎
で
あ
る
が
︑
肝
心

の
次
郎
の
学
問
の
中
身
に
関
し
て
は
作
品
内
で
は
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
︒

例
え
ば
︑
次
郎
は
﹁
学
問
の
片
端
を
伺
つ
た
ゞ
け
に
迷
ひ
が
決
せ
ぬ
﹂
と
︑
父

母
達
の
よ
う
に
浦
島
の
伝
説
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
︑

浦
島
伝
説
に
関
す
る
知
識
や
︑
神
仙
に
関
す
る
数
々
の
書
を
挙
げ
て
い
る
が
︑

こ
こ
で
は
多
く
の
書
の
名
と
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
事
柄
が
面
白
お
か
し
く
並

べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
次
郎
自
身
の
体
系
だ
っ
た
学
問
や
思
想
は
読
み
取
れ

な
い
の
で
あ
る
︵
﹁
列
仙
伝
︑
神
仙
通
鑑
︑
仙
仏
奇
踪
は
禅
宗
坊
主
の
伝
燈
録

を
真
実
し
が
る
と
等
し
く
高
が
皆
手
づ
ま
の
わ
ざ
く
れ
小
説
の
下
手
な
の
な

り
﹂︹
十
︺︶︒
つ
ま
り
︑
次
郎
の
﹁
智
﹂
と
は
専
ら
本
に
書
か
れ
た
情
報
︑
知

識
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
本
の
知
識
に
頼
る
次
郎
の
浅
さ
は
︑
魔
道
を
修
め
る
に
あ
た
っ
て

聖
天
︵
毘
奈
耶
伽
天
︶
を
選
ぶ
時
に
も
表
れ
て
い
る
︒
語
り
手
は
︑
﹁
本
地
が

菩
薩
で
あ
ら
う
と
仏
で
あ
ら
う
と
此
方
が
素
人
な
れ
ば
皆
魔
と
思
ひ
て
那
君
を

頼
ま
ん
か
と
案
じ
け
る
﹂︹
十
一
︺
と
︑
次
郎
が
﹁
素
人
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明

か
し
︑
そ
こ
に
深
い
解
釈
が
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
︒
実
際
︑
次
郎
は
﹁
聖
天

こ
そ
は
威
力
広
大
な
も
の
と
聞
け
﹂
と
︑
世
間
の
評
判
を
基
に
﹁
手
近
き
と
こ

ろ
に
思
ひ
つ
き
﹂
︑﹁
聖
天
の
身
元
洗
ひ
﹂
を
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
︑
﹁
特
に

仏
書
は
深
く
見
ぬ
﹂
次
郎
は
︑
﹁
秘
密
儀
軌
の
欠
本
﹂
と
﹁
阿
娑
縛
抄
﹂
の
虫

食
い
し
た
も
の
に
縋
っ
て
苦
学
す
る
な
ど
︑
不
完
全
な
状
態
の
書
か
ら
聖
天
を

呼
び
出
す
知
識
を
得
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
本
来
な
ら
聖
天
供
に
よ
っ
て
聖

天
の
降
臨
を
請
う
べ
き
で
あ
る
の
に
︑
神
通
広
大
で
あ
る
た
め
﹁
本
尊
と
し
て

恭
敬
礼
拝
す
る
と
も
一
ト
通
り
の
事
に
て
は
出
現
示
教
あ
る
べ
か
ら
ず
﹂︹
十

三
︺
と
考
え
て
︑
軍
荼
利
夜
叉
明
王
の
威
力
を
借
り
て
︑
聖
天
に
魔
道
成
就
を

明
治
の
浦
島
物
語
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頼
も
う
と
し
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
次
郎
が
こ
こ
で
考
え
る

よ
う
に
︑
聖
天
が
威
力
広
大
で
あ
る
こ
と
や
︑
軍
荼
利
夜
叉
明
王
の
威
力
を
借

り
て
聖
天
を
抑
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
根
拠
が
無
い
こ
と
で
は
な

い
︒﹁
入
密
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易
に
語
が
た
き
天
尊
﹂︵﹃
山
海
里⑪
﹄︶
と
言

わ
れ
諸
説
を
有
す
る
聖
天
は
︑
望
む
ま
ま
の
福
を
与
え
る
神
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
一
方
で
︑
一
度
背
く
と
禍
を
も
た
ら
す
と
も
畏
れ
ら
れ
︑
作
品
が
発
表
さ
れ

た
当
時
も
し
ば
し
ば
新
聞
記
事
の
種
と
な
っ
て
い
た⑫
︒
露
伴
も
か
つ
て
小
説

﹁
真
言
秘
密

聖
天
様
﹂
︵
﹃
新
著
百
種
﹄
明

・
�
︶
で
聖
天
に
自
ら
の
富
を
祈
り
裕
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福
に
な
る
こ
と
を
求
め
た
強
欲
な
男
の
滑
稽
な
話
を
書
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
こ
の
﹁
新
浦
島
﹂
で
次
郎
に
﹁
露
伴
と
か
い
ふ
男
の
聖
天
様
と
い
ふ
小
説

を
書
き
て
尊
天
の
怒
り
に
触
れ
︑
そ
れ
よ
り
女
難
艶
禍
に
の
み
逢
ふ
て
頻
に
厄

鬼
に
祟
ら
れ
︑
今
は
家
を
解
き
退
転
し
て
泣
顔
に
な
り
て
居
る
と
か
聞
け
ば
︑

迂
闊
に
魔
王
い
ぢ
り
も
出
来
ず
﹂︹
十
二
︺
と
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
︑
聖
天

に
頼
む
の
が
一
筋
縄
で
い
か
な
い
と
次
郎
が
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
お
か
し
い

と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
聖
天
が
障
碍
を
与
え
る
時
に
は
軍
荼
利
夜

叉
明
王
だ
け
が
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
﹃
陀
羅
尼
集
経⑬
﹄
や

﹃
仏
像
図
彙⑭
﹄
な
ど
に
も
見
ら
れ
︑
あ
な
が
ち
全
く
の
見
当
違
い
で
は
な
い
︒

し
か
し
︑
最
終
的
に
神
仙
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら
︑
そ
の
手
段
の

一
つ
と
し
て
﹁
手
間
暇
入
ら
じ
﹂
と
魔
道
を
修
め
よ
う
と
し
︵﹁
先
づ
魔
道
を

修
し
て
魔
王
と
朋
友
交
際
を
な
す
身
に
も
至
ら
ば
其
上
に
て
心
易
く
仙
と
な
り

仏
と
な
ら
ん
﹂︹
十
一
︺︶
︑
ま
た
魔
道
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
聖
天
に
願
う
た

め
に
軍
荼
利
夜
叉
明
王
を
利
用
し
て
請
う
次
郎
は
︑
書
で
読
ん
だ
知
識
を
手
掛

り
に
手
っ
取
り
早
く
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
︑
経
典
や
儀
軌

に
書
か
れ
て
い
る
﹁
道
理
﹂
や
﹁
意
味
﹂
自
体
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
の
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
次
郎
の
﹁
智
﹂
の
浅
さ
は
︑
軍
荼
利
夜
叉
明
王
の
姿
を
借
り

て
現
わ
れ
た
聖
天
か
ら
も
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
く
︒

�

閉
塞
す
る
次
郎

魔
道
執
心
と
は
虚
言
に
て
︑
魔
力
を
偸
ん
で
仙
と
な
ら
ん
と
小
き
智
恵
を

動
か
し
て
我
を
誑
か
る
心
算
と
は
飽
ま
で
見
破
り
果
て
た
る
ぞ
︑
︵
略
︶

思
へ
愚
者
︑
什な

麼に

善
︑
な
に
悪
︑
十
善
を
修
せ
ざ
る
魔
王
な
く
︑
天
地
を

私
せ
ざ
る
神
仏
無
し
︑
仏
と
云
ひ
又
魔
と
い
ふ
も
戯
論
空
語
に
過
ぎ
ざ
る

ぞ
︑
聞
け
一
切
法
は
唯
言
語
名
句
あ
つ
て
真
実
無
し
︑
忘
れ
よ
世
間
の
言

語
名
句
を
︑
捨
て
よ
汝
の
思
慮
分
別
を
︑
智
あ
り
と
思
ふ
や
あ
は
れ
人
の

子
︑︵
略
︶
汝
等
始
と
終
と
を
知
つ
て
始
の
始
と
終
の
終
と
の
相
連
な
る

と
こ
ろ
を
知
ら
ず
︑
仏
と
魔
と
を
知
つ
て
仏
の
魔
と
魔
の
仏
と
の
同
じ
く

遊
ぶ
を
知
ら
ず
︑︵
略
︶
鷄
と
汝
の
眼
に
見
る
時
あ
り
烏
と
汝
の
見
る
時

あ
り
︑︵
略
︶
説
け
我
は
こ
れ
仏
か
魔
か
天
か
畜
生
か
鬼
か
仙
か
と
︑
よ

も
や
一
句
も
下
し
得
じ
︑
魔
道
も
あ
ら
ず
正
道
も
無
し
︹
十
四
︺

聖
天
は
次
郎
が
﹁
仏
魔
は
一
紙
﹂
と
言
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
魔
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道
に
堕
ち
ん
心
は
無
け
れ
ど
﹂
と
︑﹁
仏
﹂﹁
魔
﹂﹁
仙
﹂﹁
鬼
﹂
を
区
別
す
る
よ

う
な
次
郎
の
矛
盾
を
問
い
質
す
︒﹁
魔
道
﹂
や
﹁
正
道
﹂
と
い
っ
た
解
釈
は

﹁
戯
論
空
語
﹂
に
捉
わ
れ
た
も
の
で
︑
次
郎
が
﹁
思
慮
分
別
﹂﹁
智
﹂
と
思
っ
て

い
る
も
の
は
︑
た
だ
の
﹁
言
語
名
句
﹂
で
し
か
な
い
︒
そ
こ
に
﹁
真
実
﹂
は
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
聖
天
が
現
わ
れ
た
時
に
言
っ
た
﹁
内
に
在
り
て
は
外
に

聞
き
︑
外
に
在
り
て
は
内
に
聞
き
︑
暗
き
に
居
て
は
明
ら
か
な
る
に
見
︑
明
ら

か
な
る
に
居
て
は
又
暗
き
に
能
く
見
る
毘
奈
耶
伽
王
と
は
我
な
る
ぞ
﹂︹
十
三
︺

と
い
う
言
葉
に
も
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
内
／
外
﹂﹁
明
／
暗
﹂
と
い
っ
た

区
別
自
体
も
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
聖
天
は
突
き
つ
け
て
い
る
︒
し

か
し
︑
次
郎
は
こ
う
し
た
聖
天
の
言
葉
の
意
味
を
反
芻
す
る
こ
と
は
な
い
︒
こ

の
後
の
同
須
と
の
や
り
取
り
で
は
︑﹁
戯
論
空
語
﹂
に
捉
わ
れ
た
ま
ま
︑
そ
の

こ
と
に
気
づ
こ
う
と
し
な
い
次
郎
の
様
子
が
露
呈
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

次
郎
の
﹁
快
く
一
盃
飲
ま
ん
﹂
と
い
う
願
い
に
忠
実
に
︑
同
須
は
通
力
を
使

っ
て
付
近
の
漁
師
の
家
を
焼
き
︑
奪
っ
て
き
た
住
居
や
酒
肴
を
設
え
︑
美
女
美

少
年
を
欺
き
寄
せ
集
め
て
用
意
す
る
の
だ
が
︑
次
郎
は
﹁
罪
な
き
も
の
に
苦
を

与
へ
た
る
︑
不
仁
と
や
云
は
ん
不
徳
と
や
云
は
ん
﹂
と
怒
り
︑
同
須
に
全
て
元

に
戻
す
よ
う
に
命
じ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
同
須
は
﹁
不
仁
不
徳
と
仰
せ
ら
る
れ

ど
意
欲
の
前
に
何
の
仁
か
之
あ
る
べ
き
将
何
の
徳
か
こ
れ
あ
る
べ
き
︑︵
略
︶

仮
令
我
等
に
通
力
あ
り
と
も
縁
無
き
と
こ
ろ
に
は
威
及
ば
ず
︑
た
ゞ
縁
あ
れ
バ

即
ち
入
り
︑
因
あ
れ
ば
即
ち
助
け
て
彼
等
に
憂
き
目
を
見
す
る
の
み
﹂︹
十
八
︺

と
答
え
︑﹁
意
欲
﹂
の
前
に
あ
っ
て
は
﹁
仁
﹂
や
﹁
徳
﹂
が
意
味
を
な
さ
な
い

こ
と
︑
ま
た
因
縁
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
彼
等
は
﹁
憂
き
目
﹂
を
見
た
の
だ
と

主
張
す
る
︒
次
郎
は
こ
の
同
須
の
言
葉
を
﹁
非
道
な
る
魔
族
の
論
﹂
と
思
う
が
︑

し
か
し
反
論
で
き
な
い
た
め
説
得
を
諦
め
る
︒
こ
こ
で
も
次
郎
は
自
ら
の
認
識

の
あ
り
方
に
疑
義
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
全
て
元
に
戻

す
よ
う
に
命
じ
た
も
の
の
︑
今
ま
で
い
た
場
で
は
一
緒
に
は
な
れ
な
い
た
め
︑

こ
の
ま
ま
自
分
達
を
置
い
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
八
百
屋
お
七
や
吉
三
達
の
予

想
外
の
返
答
に
よ
っ
て
︑
次
郎
が
考
え
る
い
わ
ゆ
る
﹁
仁
﹂﹁
徳
﹂
が
︑
当
人

達
に
と
っ
て
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
明
白
に
な
る
の
だ
が
︑

し
か
し
︑
次
郎
は
お
七
達
の
意
見
を
聞
き
﹁
堪
忍
な
り
難
く
﹂
同
須
に
命
じ
て

魔
風
で
吹
き
飛
ば
さ
せ
て
し
ま
う
︒

も
と
も
と
︑﹁
魔
﹂
を
求
め
︑﹁
自
然
福
も
︑
自
快
楽
も
︑
人
中
王
為
㆓

帝
師
㆒︑

相
娯
楽
得
㆓

自
在
㆒

﹂︵
﹃
山
海
里
﹄
前
掲
︶
と
い
う
︑
欲
を
満
た
し
て
く
れ
る
聖

天
を
求
め
た
時
点
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
仁
﹂
や
﹁
徳
﹂
と
さ
れ
る
行
動
を
と
る
こ

と
が
難
し
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
︒
ま
た
︑
先
の
聖
天
の
言
葉
を
考
慮
す
る
な

ら
ば
︑﹁
仏
﹂﹁
魔
﹂
と
い
う
区
別
自
体
が
﹁
戯
論
空
語
﹂
で
し
か
な
い
よ
う
に
︑

﹁
仁
﹂﹁
不
仁
﹂
と
い
う
言
葉
の
中
身
自
体
も
曖
昧
で
疑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
だ
︒
し
か
も
同
須
が
次
郎
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
︑
同
須
の

言
葉
は
︑
次
郎
の
自
分
で
も
気
が
つ
い
て
い
な
い
心
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
次
郎
は
先
述
し
た
通
り
︑
同
須
の
言
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葉
を
﹁
非
道
な
る
魔
族
の
論
﹂
と
い
う
形
で
自
分
と
は
異
質
な
も
の
の
言
葉
と

捉
え
諦
め
︑
同
須
の
論
理
や
お
七
達
の
価
値
観
に
関
し
て
深
く
考
え
よ
う
と
し

な
い
︒
語
り
手
は
︑
こ
の
よ
う
な
次
郎
と
同
須
の
や
り
取
り
に
対
し
て
﹁
鬼
神

に
横
道
無
し
と
か
や
︑
こ
れ
を
思
へ
ば
人
間
ほ
ど
不
埒
な
る
も
の
は
無
し
﹂

︹
十
九
︺
と
評
し
て
い
た
︒
こ
の
﹁
鬼
神
に
横
道
無
し
﹂
と
い
う
諺
が
︑
謡
曲

﹁
大
江
山
﹂
で
酒
呑
童
子
が
頼
光
に
酒
を
盛
ら
れ
騙
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
時
に
叫

ん
だ
言
葉
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば⑮
︑﹁
鬼
神
﹂
と
﹁
人
間
﹂
と
い
う
立

場
の
違
い
に
よ
っ
て
﹁
横
道
﹂﹁
正
道
﹂
と
い
う
も
の
も
変
わ
る
よ
う
な
曖
昧

な
も
の
で
あ
り
︑
次
郎
の
も
の
の
見
方
だ
け
が
全
て
で
は
な
い
こ
と
が
こ
こ
で

示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒

し
た
が
っ
て
次
郎
を
慕
っ
て
や
っ
て
来
た
勇
菊
と
の
対
話
を
拒
み
な
が
ら
︑

し
か
し
自
分
の
﹁
良
心
﹂
な
る
も
の
に
よ
っ
て
完
全
に
突
き
放
す
こ
と
も
で
き

ず
︑
結
局
︑
自
ら
が
化
石
と
な
っ
て
そ
の
場
か
ら
逃
げ
る
と
い
う
次
郎
の
選
択

は
︑
自
身
の
価
値
観
の
み
に
あ
く
ま
で
も
捉
わ
れ
続
け
た
故
の
結
着
だ
っ
た
と

い
え
る
︒
化
石
と
し
て
過
ご
す
年
月
が
︑
こ
こ
で
三
年
と
明
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
︑
お
そ
ら
く
多
く
の
浦
島
伝
説
で
浦
島
が
龍
宮
で
過
ご
す
年
月
が
三
年

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
で
あ
ろ
う⑯
︒
す
な
わ
ち
︑
自
分
自
身
の
﹁
戯
論

空
語
﹂
に
は
気
づ
こ
う
と
せ
ず
に
︑
自
分
と
は
違
う
論
理
を
突
き
つ
け
ら
れ
た

時
に
は
現
実
か
ら
逃
げ
出
す
次
郎
は
︑
化
石
と
な
っ
て
世
間
か
ら
身
を
隠
す
こ

と
で
し
か
︑
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
︑
化
石
と
な
る
こ
と
こ
そ

が
次
郎
が
行
き
着
い
た
龍
宮
︵
理
想
郷
︶
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
三
年
と
い
う
言
葉
で
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
浦
島

伝
説
に
お
い
て
も
浦
島
は
龍
宮
に
永
遠
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
﹁
同
須

は
謹
ん
で
守
り
居
り
︑
次
郎
は
今
に
化
石
せ
し
ま
ゝ
静
に
生
死
の
外
に
在
り
と

ぞ
﹂︹
二
十
二
︺
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
で
幕
を
閉
じ
る
よ
う
に
︑
い
ず
れ
次

郎
は
ま
た
自
ら
が
逃
げ
た
現
実
と
対
峙
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
が
く
る
こ
と

を
語
り
手
は
仄
め
か
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
次
郎
が
同
須
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
化

石
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
当
初
︑
世
の
人
を
﹁
見
透
か
し
﹂
た
い
と
思
っ
て

い
た
次
郎
の
方
が
︑
見
ら
れ
る
側
に
な
る
と
い
う
皮
肉
な
結
末
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

今
ま
で
見
て
き
た
通
り
︑
次
郎
の
物
語
で
は
明
治
期
の
帰
郷
小
説
に
お
け
る

浦
島
の
話
型
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
上
で
︑
新
た
な
独
自
の
浦
島
物
語
が
展
開
さ

れ
て
い
た
︒
そ
こ
で
は
︑
世
間
の
人
を
﹁
受
売
﹂
と
批
判
し
笑
っ
て
い
た
男
が
︑

実
は
自
分
も
そ
の
笑
っ
て
い
た
人
々
と
大
し
て
変
わ
な
い
こ
と
が
露
呈
さ
れ
︑

逆
に
語
り
手
に
よ
っ
て
揶
揄
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
こ
の
話
は
有
し
て
い
る
の

で
あ
る⑰
︒

	

同
時
代
に
お
け
る
﹁
新
浦
島
﹂

﹁
新
浦
島
﹂
が
発
表
さ
れ
た
日
清
戦
争
前
後
の
こ
の
時
期
は
︑﹁
近
来
哲
学
の

流
行
に
つ
れ
て
︑
此
の
語
の
使
用
法
漸
く
み
だ
り
な
り
﹂︵﹁
哲
学
と
い
ふ
語
に
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就
き
て
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明

・
�
︶
と
言
わ
れ
る
な
ど
︑
哲
学
の
流
行
が

28

一
つ
の
風
潮
と
な
っ
て
い
た
︒
ま
さ
に
﹁
真
正
な
る
哲
学
講
究
の
時
代
﹂︵
酒

蹊
生

小
羊
子
﹁
明
治
二
十
七
年
文
学
界
の
風
潮
﹂﹃
早
稲
田
文
学
﹄
明

・
28

�
︶
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
哲
理
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
経
験
せ
し
︑

実
事
談
﹂
を
書
き
表
し
﹁
日
本
固
有
の
美
徳
﹂
を
説
明
し
た
﹁
日
本
哲
学
﹂

︵
島
津
義
禎
﹃
日
本
哲
学
﹄
秀
英
舎
︑
明

・
	
・
	
︶
や
︑﹁
哲
理
学
﹂
を
応

27

用
し
﹁
地
球
の
上
に
現
る
ゝ
処
の
不
思
議
は
必
す
我
脳
力
に
於
て
理
解
す
る
こ

と
か
出
来
る
﹂
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
﹁
処
世
哲
学
﹂︵
城
田
豊
﹃
処
世

哲
学
奇
術
妙
法
﹄
文
林
堂
︑
明

・
�
・

︶︑
戦
争
が
﹁
天
地
自
然
の
理
法

27

10

に
し
て
︑
社
会
人
事
の
常
則
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
戦
争
の
原
理
や
﹁
国
体
﹂
の

特
徴
を
論
じ
た
﹁
戦
争
哲
学
﹂︵
井
上
円
了
﹃
戦
争
哲
学
一
斑
﹄
哲
学
書
院
︑

明

・

・
	
︶
な
ど
︑
多
種
多
様
な
論
が
﹁
哲
学
﹂
と
銘
打
っ
て
氾
濫
し
て

27

10

い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
︑
特
に
有
名
で
あ
っ
た
の
は
﹁
妖
怪
博
士
﹂
と

い
う
綽
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
井
上
円
了
の
﹁
妖
怪
学
﹂
だ
ろ
う
︒
円
了
は

﹁
哲
学
の
道
理
を
経
と
し
緯
と
し
て
四
方
上
下
に
向
て
其
応
用
の
通
路
を
開
達

し
た
る
者
﹂︵﹃
妖
怪
学
講
義
緒
言
﹄
哲
学
館
︑
明

・
�
︶
と
し
て
︑﹁
哲
学

26

の
道
理
﹂
の
も
と
不
可
思
議
な
現
象
を
次
々
と
分
析
︑
解
明
し
﹁
妖
怪
学
﹂
な

る
も
の
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
の
﹁
哲
学
の
道
理
﹂
も
︑
例
え
ば

﹁
精
神
上
の
神
﹂
と
は
元
来
﹁
無
形
無
質
の
精
神
の
純
気
﹂
で
あ
っ
て
︑
時
を

経
て
﹁
全
国
民
を
し
て
一
種
の
元
気
即
ち
大
和
魂
を
養
成
し
︑
万
国
無
比
の
国

体
を
護
持
し
て
今
日
に
至
ら
し
む
﹂︵﹃
妖
怪
学
講
義
︵
巻
六
︶
宗
教
学
部
門
﹄

哲
学
館
︑
明

︶
と
説
か
れ
る
よ
う
に
︑
﹁
精
神
の
純
気
﹂
や
﹁
大
和
魂
﹂
の

27

存
在
は
無
前
提
に
認
め
る
な
ど
︑
実
は
偏
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
も
っ
と
も

こ
う
し
た
﹁
大
和
魂
﹂
等
を
無
前
提
に
容
認
す
る
傾
向
は
︑
先
に
挙
げ
た
他
の

﹁
哲
学
﹂
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
が
︑
論
の
中
で
こ

う
し
た
偏
向
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
ま
た
︑
彼
ら
が
掲
げ
た

﹁
哲
学
﹂
が
﹁
国
民
の
潜
勢
力
を
蓄
積
す
る
も
の
︑
国
民
の
感
情
に
道
理
を
与

ふ
る
も
の
﹂︵﹁
哲
学
流
行
の
兆
﹂﹃
国
民
之
友
﹄
明

・
	
︶
と
し
て
期
待
さ

27

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
哲
学
の
道
理
﹂
の
名
の
も

と
自
論
の
正
当
性
が
強
調
さ
れ
︑﹁
道
理
﹂
を
熟
知
す
る
者
が
︑
啓
蒙
す
べ
き

﹁
愚
民
﹂
を
導
く
と
い
う
構
図
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る⑱
︒
当
然
な
が
ら
︑

彼
ら
の
主
張
す
る
﹁
道
理
﹂
に
合
わ
な
い
﹁
愚
民
﹂
の
論
理
は
切
り
捨
て
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
哲
学
﹂
が
流
行
す
る
中
︑
露
伴
は
﹁
妖
怪
博
士
と
戯
作
者
﹂

︵﹃
新
小
説
﹄
明

・
�
︶
と
い
う
小
文
で
︑
神
前
の
御
幣
が
神
降
り
た
た
め
に

30

動
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
も
︑
実
は
鰌
な
ど
を
器
中
に
入
れ
て
お
い
て
御
幣
を

立
て
て
い
る
た
め
だ
と
円
了
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
あ
げ
︑
こ
う

し
た
事
は
古
い
小
説
に
も
書
か
れ
て
お
り
︑
二
百
年
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
と
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
﹁
博
士
の
親
切
は
猶
多
く
の
人
の
迷
ひ
を
解
き
つ

べ
け
れ
ど
︑
さ
り
と
て
は
を
か
し
き
世
の
さ
ま
か
な
﹂
と
付
け
加
え
る
の
で
あ

明
治
の
浦
島
物
語

一
〇
〇



る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
露
伴
は
円
了
の
事
を
否
定
し
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
︑

露
伴
が
注
目
す
る
の
は
迷
信
の
分
析
で
も
﹁
真
理
﹂
の
解
明
で
も
な
く
︑
い
つ

の
世
に
な
っ
て
も
不
思
議
な
も
の
に
惹
か
れ
﹁
訝
り
疑
ひ
﹂
見
て
し
ま
う
よ
う

な
人
間
の
有
様
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
う
し
た
人
間
の
有
様
を
露
伴
は
切
り
捨

て
る
こ
と
な
く
︑
﹁
を
か
し
き
世
の
さ
ま
か
な
﹂
と
い
う
感
慨
の
も
と
受
け
容

れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
新
浦
島
﹂
発
表
時
に
お
い
て
︑
次
郎
の
父
達
の
よ
う
に
伝
説
を
何
の
疑
い

も
な
く
無
条
件
に
信
じ
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
︿
今
﹀
だ
か
ら
こ
そ
︑
自
分
自
身
の
言
葉
も
含
め
て
︑

﹁
戯
論
空
語
﹂
が
飛
び
交
う
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
に
自
覚
を
持
ち
現
実
に
向

き
あ
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
自
ら
の
﹁
戯
論
空
語
﹂
に

捉
わ
れ
現
実
か
ら
逃
げ
続
け
よ
う
と
す
る
次
郎
の
滑
稽
な
姿
を
あ
え
て
描
く
こ

と
で
︑
こ
の
作
品
は
示
唆
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
次
郎
の
話
は
︑
世
間
の

人
を
笑
う
次
郎
が
︑
同
様
に
語
り
手
に
も
笑
わ
れ
る
と
い
う
︑﹁
笑
う
︱
笑
わ

れ
る
﹂
の
連
鎖
も
表
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
次
郎
の
こ
と
を
笑
う
語
り
手
︑

ま
た
語
り
手
と
と
も
に
次
郎
を
﹁
見
透
す
﹂
読
者
も
ま
た
︑
い
つ
で
も
笑
わ
れ

る
側
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
も
こ
こ
で
暗
に
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
︒
次
郎
と

同
じ
よ
う
な
現
実
を
生
き
る
読
者
た
ち
に
と
っ
て
︑
こ
の
話
は
決
し
て
無
関
係

な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

浦
島
の
物
語
が
︑
龍
宮
行
と
龍
宮
か
ら
の
帰
還
と
い
う
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
︑
複
数
の
異
な
る
論
理
・
異
な
る
価
値
観
を
有
す
る
︿
世
界
﹀
の
行
き

来
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
浦
島
の
後
日
談
と
は
︑
そ
う
し
た
往
還

の
中
で
直
面
す
る
現
実
と
の
ズ
レ
に
ど
う
対
峙
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
い

に
対
す
る
一
つ
の
答
え
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
化
石
か
ら
目
覚
め
︑
再
び
現
実

に
戻
っ
た
次
郎
が
ど
の
よ
う
に
現
実
と
対
峙
し
て
い
く
の
か
︒
こ
の
答
え
は
私

た
ち
読
者
へ
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注①

﹁
新
浦
島
﹂
連
載
後
︑
露
伴
は
﹁
甚
だ
誤
字
誤
刻
等
も
多
く
生
じ
読
者
に
謝
す
る

言
葉
無
し
︒﹂︵﹁
新
浦
島
後
記
﹂﹃
国
会
﹄
明

・
�
・

︶
と
述
べ
た
︒
初
出
か
ら

28

30

時
間
が
あ
ま
り
経
た
な
い
う
ち
に
︑
訂
正
さ
れ
再
掲
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
︑
本
稿
で

は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
版
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
︒

②

林
晃
平
﹃
浦
島
伝
説
の
研
究
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
平

・
�
・

︶
︑
小
倉
斉
﹁
明
治

13

28

文
学
に
お
け
る
︽
浦
島
説
話
︾
の
再
生

︱
露
伴
︑
鷗
外
︑
逍
遥
を
中
心
に

︱
﹂

︵﹃
淑
徳
国
文
﹄
平
�
・
�
︶
な
ど
︒

③

齋
藤
礎
英
﹃
幸
田
露
伴
﹄︵
講
談
社
︑
平

・
�
・

︶

21

30

④

岡
保
生
は
︑
こ
の
作
品
が
鷗
外
﹃
新
浦
島
﹄
の
題
名
を
借
用
し
て
幸
堂
得
知
﹃
浦

島
次
郎
蓬
莱
噺
﹄
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵﹁
幸

田
露
伴
﹃
新
浦
島
﹄

︱
幻
妖

︱
﹂﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
昭

・
�
︶︒
ま
た
︑
川
村

48

湊
は
﹁
露
伴
の
書
い
た
浦
島
次
郎
の
物
語
は
︑﹃
俗
世
間
﹄
と
い
う
︑
“
神
仙
世
界
”

と
は
対
極
的
世
界
へ
の
往
還
の
物
語
﹂
で
あ
る
と
捉
え
︑
浦
島
太
郎
の
物
語
の
一
種

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
捉
え
て
い
る
︵﹃
言
霊
と
他
界
﹄
講
談
社
︑
平
�
・

・

︶︒

12

10

⑤

﹃
群
書
類
従
﹄
写
本
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︒﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

幸
田
露

明
治
の
浦
島
物
語

一
〇
一



伴
集
﹄︵
肥
田
晧
三
校
注
︑
岩
波
書
店
︑
平

・
�
・

︶
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

14

24

が
︑
こ
の
校
訂
本
で
は
︑
当
時
流
通
し
て
い
た
群
書
類
従
本
﹁
浦
嶋
子
伝
﹂
の
﹁
嶋

子
忽
然
頂
㆓

天
山
之
雪
㆒

垂
㆓

合
浦
之
霜
㆒

﹂
と
い
う
末
尾
に
﹁
驚
悔
気
絶
不
㆑

幾
而
死
︑

可
㆑

悲
哉
﹂
と
い
う
文
が
加
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
木
下
錦
里
補
訂
の
文
章
が
付
さ
れ
て

い
る
︒

⑥

﹁
浦
嶋
子
者
︒
不
㆑

知
㆓

何
許
人
㆒︒
蓋
上
古
仙
人
也
︒
﹂
︵
﹃
続
浦
嶋
子
伝
﹄
重
松
明

久
﹃
続
日
本
古
典
全
集

浦
島
子
伝
﹄
現
代
思
潮
社
︑
昭

・
�
・

︶

56

24

⑦

﹁
こ
ゝ
は
旧
浦
島
が
釣
を
た
れ
し
所
と
い
ふ
俗
説
あ
り
︒
浦
島
が
事
は
日
本
紀
雄

略
帝
の
条
︑
又
は
扶
桑
略
記
に
見
え
た
れ
ど
も
︑
此
地
に
至
り
し
事
は
見
え
ず
︒
さ

れ
ば
こ
ゝ
は
木
曽
路
道
中
の
名
所
に
し
て
︑
此
街
道
を
行
き
か
ふ
人
︑
ま
づ
こ
ゝ
に

立
ち
寄
ら
ざ
る
は
な
し
︒
﹂
︵
﹃
木
曽
路
名
所
図
会
﹄
巻
三
︶
︒
ま
た
﹃
寝
覚
浦
嶋
寺
略

縁
起
﹄︵
内
閣
文
庫
蔵
︑
重
松
明
久
﹃
続
日
本
古
典
全
集

浦
島
子
伝
﹄
現
代
思
潮

社
︑
昭

・
�
・

︶
で
は
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
竜
王
よ
り
玉
篋
の

56

24

他
に
弁
財
天
の
尊
像
と
一
巻
の
書
を
与
え
ら
れ
た
浦
嶋
は
︑
帰
郷
後
︑
月
日
の
経
過

を
知
り
驚
い
て
書
を
開
い
た
と
こ
ろ
︑
そ
こ
に
は
飛
行
の
術
や
長
寿
延
年
の
薬
法
が

書
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
寝
覚
の
里
へ
来
て
釣
を
過
ご
し
て
い
た
が
︑
あ
る
時
︑

玉
篋
を
開
く
と
老
翁
に
な
り
︑
弁
財
天
像
を
残
し
て
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
た
の
で
︑

社
に
納
め
寺
を
建
立
し
︑
寝
覚
山
臨
川
寺
と
号
し
た
︒

⑧

﹁
浦
島
は
鶴
に
な
り
︒
蓬
萊
の
山
に
あ
ひ
を
な
す
︒
亀
は
甲
に
三
せ
き
の
祝
を
そ

な
へ
︒
万
代
を
へ
し
と
な
り
︒
扨
こ
そ
め
で
た
き
た
め
し
に
も
︒
鶴
亀
を
こ
そ
申
し

侯
へ
︒
只
人
に
は
情
あ
り
︒
情
の
あ
る
人
は
行
末
め
で
た
き
由
申
し
伝
へ
た
り
︒
其

の
ち
浦
島
太
郎
は
︒
丹
後
の
国
に
浦
島
の
明
神
と
顕
は
れ
︒
衆
生
済
度
し
給
へ
り
︒

亀
も
お
な
じ
所
に
神
と
あ
ら
は
れ
︒
夫
婦
の
明
神
と
な
り
給
ふ
︒
め
で
た
か
り
け
る

た
め
し
な
り
﹂
︵
﹃
お
伽
草
子
﹄
吉
川
半
七
発
行
︑
明

・
�
・

︶

24

10

⑨

十
川
信
介
﹃
﹁
ド
ラ
マ
﹂
・
﹁
他
界
﹂

︱
明
治
二
十
年
代
の
文
学
状
況
﹄︵
筑
摩
書

房
︑
昭

・

・
	
︶
︑
松
村
友
視
﹁
﹃
帰
省
﹄
論

︱
創
出
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア

62

11

︱
﹂︵﹃
芸
文
研
究
﹄
平

・

︶

11

12

⑩

﹁
猿
声
主
義
で
巴
峡
の
月
に
悲
鳴
を
あ
ぐ
る
白
痴
も
あ
り
︑
鉄
道
往
生
に
経
巻
車

で
挽
き
殺
さ
る
ゝ
妄
信
仏
徒
を
学
ぶ
も
あ
り
︑
入
水
往
生
に
屈
原
気
取
り
︑
汨
羅
を

江
戸
近
の
海
で
間
に
合
は
す
も
あ
り
︑︵
略
︶
惣
じ
て
師
匠
宗
匠
皆
本
来
が
受
売
営

業
な
れ
ば
一
貼
一
服
で
も
多
く
売
る
事
ば
か
り
心
が
け
て
花
客

と

く

い

へ
の
適
不
適
相
応
不

相
応
も
考
へ
ぬ
冷
い
料
簡
よ
り
薬
を
売
つ
て
毒
を
流
し
勝
な
る
上
︑
第
一
碌
な
売
り

様
は
せ
ず
﹂︹
十
二
︺

⑪

﹁
宗
教
部
二
﹂︵
神
宮
司
廰
﹃
故
事
類
苑
﹄
明

・
�
・

︶

43

30

⑫

聖
天
を
信
仰
す
る
と
裕
福
に
な
る
と
し
て
人
に
勧
め
た
と
こ
ろ
︑﹁
聖
天
様
ハ
七

代
の
福
を
一
代
に
授
け
る
と
か
他
人
の
福
を
此
方
へ
引
込
む
と
か
云
ふ
神
様
だ
か
ら

妾
し
ハ
七
里
ケ
ツ
パ
イ
だ
よ
﹂
と
言
わ
れ
絶
縁
さ
れ
た
と
い
う
記
事
︵﹁
唄
ふ
女
屋

の
お
内
儀
と
聖
天
様
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明

・
�
・

︶︑
祖
父
の
代
か
ら
聖
天

26

27

を
信
仰
し
︑
父
よ
り
﹁
聖
天
を
祈
る
も
の
ハ
子
々
孫
々
ま
で
信
仰
疎
か
に
す
べ
か
ら

ず
万
一
懈
怠
中
絶
の
妄
念
萌
す
時
ハ
仏
罰
立
所
に
猛
火
と
な
つ
て
其
家
に
祟
る
﹂
と

し
て
﹁
礼
拝
怠
ら
ず
之
を
家
の
遺
言
﹂
と
さ
れ
た
の
に
︑
偶
像
信
仰
と
し
て
嘲
り
礼

拝
を
怠
っ
た
帝
国
大
学
属
官
の
男
の
家
が
焼
け
︑﹁
聖
天
の
祟
り
﹂
だ
と
男
も
物
語

っ
て
い
る
と
い
う
記
事
な
ど
が
あ
る
︵﹁
聖
天
の
祟
？
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明

・
�
・

29

︶︒

17
⑬

﹁
爾
時
世
尊
与
軍
荼
利
︒
烏
樞
沙
摩
等
共
会
︒
宜
-説
是
大
自
在
威
力
陀
羅
尼
法
印

神
呪
︒
時
三
千
大
千
世
界
六
種
震
動
︒
毗
那
耶
伽
諸
悪
鬼
神
等
不
信
敬
者
生
大
驚

怕
︒﹂︵﹁
陀
羅
尼
集
経
第
八
﹂︶

⑭

﹁
大
聖
天
ヲ
降
伏
ス
ル
ニ
ハ
︑
大
威
徳
明
王
法
ヲ
誦
ス
﹂

⑮

謡
曲
﹁
大
江
山
﹂
で
は
︑﹁
情
け
な
し
と
よ
客
僧
達
︒
い
つ
は
り
あ
ら
じ
と
云
ひ

つ
る
に
︒
鬼
神
に
横
道
な
き
も
の
を
﹂︵
大
和
田
建
樹
編
﹃
謡
曲
通
解
﹄
四
巻
︑
博

文
館
︑
明

・
�
・
	
︶
と
い
う
酒
呑
童
子
の
言
葉
に
対
し
て
︑
頼
光
等
は
﹁
土
も

25

木
も
我
大
君
の
国
な
れ
ば
︒
い
づ
く
か
鬼
の
宿
り
な
る
ら
ん
︒﹂
と
い
う
論
理
で
成

明
治
の
浦
島
物
語
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敗
し
て
い
く
︒

⑯

﹁
か
く
て
お
も
し
ろ
き
事
ど
も
に
︒
心
を
慰
め
︒
栄
華
に
誇
り
︒
あ
か
し
く
ら
し
︒

年
月
を
ふ
る
ほ
ど
に
︒
三
年
に
な
る
は
︒
ほ
ど
も
な
し
︒
﹂
︵
﹃
浦
島
太
郎
﹄
前
掲
︶

⑰

語
り
手
は
次
郎
の
﹁
智
﹂
の
浅
さ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
次
に
引

用
す
る
よ
う
に
︑
次
郎
の
﹁
仁
﹂
が
さ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
宮
殿
や
侍

女
達
を
元
に
戻
さ
せ
た
後
で
の
次
郞
の
や
せ
我
慢
を
描
く
こ
と
で
揶
揄
し
て
い
る
︒

﹁
流
石
魔
界
の
歓
楽
は
我
得
取
ら
じ
と
思
ひ
つ
き
た
る
次
郎
も
淋
し
く
物
悲
し
く
︑

ゑ
ゝ
眠
る
ま
で
は
彼
男
女
等
を
ば
迚
も
の
事
に
置
け
ば
宜
か
り
し
も
の
を
と
少
し
は

悔
る
気
味
あ
り
し
が
︑
此
処
ぞ
と
歯
を
咬く
ひ

着し
ば

つ
て
弱
い
と
こ
ろ
は
見
せ
ず
﹂﹁
彼
の

宮
殿
の
住
居
と
は
事
異
り
た
る
一
室
の
中
︑
如
何
に
次
郎
と
て
何
面
白
い
事
の
あ
る

で
は
な
し
﹂
︹
二
十
︺

⑱

﹁
皇
化
の
霑
す
所
遠
く
草
莽
に
及
ひ
余
の
如
き
微
臣
猶
ほ
茅
屋
の
下
に
安
臥
し
て

閑
歳
月
に
伴
ふ
を
得
嗚
呼
窓
間
一
線
の
日
光
も
亦
君
恩
の
余
滴
に
あ
ら
さ
る
莫
し
余

輩
豈
碌
々
と
し
て
徒
食
す
届
る
に
忍
ひ
ん
や
於
是
積
年
研
究
せ
る
妖
怪
学
の
結
果
を

編
述
し
て
世
人
に
報
告
す
る
に
至
る
蓋
し
其
意
同
胞
と
共
に
一
点
の
心
燈
を
挑
け
来

り
て
天
地
の
活
書
を
読
ま
ん
と
し
且
つ
自
ら
満
腔
の
衷
情
を
汲
み
来
り
て
国
家
の
隆

運
を
助
け
ん
と
す
る
に
外
な
ら
す
︵
略
︶
唯
憾
む
ら
く
は
諸
学
の
応
用
未
た
尽
く

さ
ゝ
る
所
あ
り
て
愚
民
尚
ほ
依
然
と
し
て
迷
裏
に
彷
徨
し
苦
中
に
呻
吟
す
る
者
多
き

を
是
れ
余
が
曾
て
今
日
の
文
明
は
有
形
上
器
械
的
の
進
歩
に
し
て
元
形
上
精
神
的
の

発
達
に
あ
ら
す
と
云
ふ
所
以
な
り
若
し
此
愚
民
の
心
地
に
諸
学
の
鉄
路
を
架
し
智
識

の
電
燈
を
点
す
る
に
至
ら
ば
始
め
て
明
治
の
偉
業
全
く
成
功
す
と
謂
ふ
べ
し
﹂︵
井

上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
緒
言
﹄
哲
学
館
︑
明

・
�
・

︶

26

24

※
︹
付
記
︺
本
文
の
引
用
は
幸
田
露
伴
﹁
新
浦
島
﹂
︵
﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
明

・
�
︶
に

28

拠
る
︒
引
用
に
際
し
︑
旧
字
は
全
て
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
︒

な
お
︑
本
稿
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
共
同
研
究
﹁
怪
異
・
妖
怪

文
化
の
伝
統
と
創
造
﹂
第
九
回
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
︵
平
成
二
四
年
五
月
二
六

日
︶
を
基
に
︑
内
容
を
大
幅
に
改
め
︑
加
筆
︑
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
発
表
内
外

で
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
︒
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

明
治
の
浦
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物
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