
海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承

林

英

一

一
、
は
じ
め
に

日
本
は
海
に
囲
ま
れ
た
地
震
国
で
あ
る
た
め
に
古
来
、
津
波
被
害
を
何
度
も
受
け
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
地
理
的
状
況
の
た
め
か
、

海
に
沈
ん
だ
「
島
」
に
関
す
る
伝
承
・
伝
説
が
各
地
に
散
見
す
る
。
筆
者
は
す
で
に
、
伝
説
の
構
成
や
成
立
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み

て
い
る
﹇
林

二
〇
一
三
﹈。「
島
」
の
海
没
伝
承
・
伝
説
は
災
害
伝
承
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
『
訂

正
越
後
頚
城
郡
誌
』
に
は
「
直
江
津
ノ
沖
ヨ
リ
西
浜
海
岸
ニ
ハ
往
古
七
ツ
ノ
小
島
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
是
モ
何
レ
ノ
世
ノ
津
波
ニ
カ
欠
崩
レ

テ
今
ハ
跡
タ
エ
タ
リ
と
雖
モ
、
海
底
ニ
ハ
往
時
ノ
嶋
ノ
台
残
レ
リ
ト
云
」
と
記
さ
れ
て
お
り
﹇
越
後
頚
城
郡
誌
刊
行
会

一
九
六
九

二
五
七
﹈、
時
代
は
定
か
で
は
な
い
が
、
津
波
被
害
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
島
の
海
没
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
中
村
幸
一
の
「
序
」

に
よ
る
な
ら
ば
、『
訂
正
越
後
頚
城
郡
誌
』
は
旧
高
田
藩
士
が
明
治
三
十
四
年
に
編
集
を
終
了
さ
せ
、
文
学
者
の
相
馬
御
風
と
歴
史
家

の
布
施
秀
治
が
校
閲
訂
正
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
﹇
中
村

一
九
六
九

一
﹈。
明
治
時
代
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
災
害
伝
承

の
記
録
と
い
え
よ
う
。
笹
本
正
治
は
「
災
害
文
化
と
伝
承
」
の
中
で
、「
伝
説
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
モ
ノ
を
目
前
に
し
て
語
る
。
昔
話

が
広
く
ど
こ
で
も
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
伝
説
は
地
域
の
実
在
の
モ
ノ
に
関
係
し
て
語
ら
れ
る
だ
け
に
、
地
域
の
人
々
に
災
害
を
思
い

起
こ
さ
せ
、
防
災
意
識
を
高
め
る
手
段
と
し
て
も
こ
れ
を
語
り
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
伝
説
は
災
害
の
記
念
碑
と
し
て
の
意
味

を
持
つ
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
﹇
笹
本

一
九
九
八

七
一
﹈。
直
江
津
沖
の
島
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
目
の
前
の
事
物
と
結
び
つ
け

一
一
五

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
往
時
ノ
嶋
ノ
台
残
レ
リ
ト
云
」
と
の
形
で
、
事
物
と
の
結
び
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
常
光
徹

も
「
伝
説
と
昔
話
」
の
中
で
、「「
事
物
に
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
」
と
い
う
特
徴
は
、
伝
説
に
共
通
す
る
指
標
」
と
し
﹇
常
光

一
九

九
九

五
四
﹈、
伝
承
・
伝
説
は
結
び
付
け
ら
れ
た
「
モ
ノ
」
に
よ
っ
て
、
過
去
の
歴
史
を
再
認
識
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
と
海
没
し
、
そ
の
痕
跡
も
な
い
「
島
」
の
伝
説
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
海
没
し
た
「
島
」
に
関
す
る

伝
承
・
伝
説
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
他
の
伝
承
や
伝
説
と
は
異
な
り
、
直
接
的
に
事
物
を
目
の
前
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
い
く
つ
か
の
島
で
伝
承
・
伝
説
を
基
に
し
て
海
底
調
査
が
な
さ
れ
、
海
底
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は

「
モ
ノ
」
と
結
び
つ
か
な
く
て
も
、
伝
承
・
伝
説
そ
れ
自
体
だ
け
で
、
災
害
と
い
う
事
象
を
伝
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

よ
う
。
そ
れ
だ
け
災
害
を
被
っ
た
記
憶
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
過
去
の
事
象
の
再
認
識
は
語

り
だ
け
を
通
し
て
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
海
没
が
確
認
さ
れ
た
の
は
一
部
で
あ
り
、
特
に
、
伝
説
を
伴
う
「
島
」
の
海
没
の
痕

跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
島
の
海
没
の
み
伝
え
る
も
の
を
伝
承
、
そ
れ
に
伴
う
物
語
を
伝
説
と

し
て
便
宜
的
に
区
別
す
る
。

加
藤
知
弘
は
「
瓜
生
島
と
沖
の
島
に
つ
い
て
」
で
、
一
九
七
七
年
に
「
大
分
自
然
を
守
る
会
」
よ
っ
て
行
わ
れ
た
海
底
調
査
の
結
果

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
瓜
生
島
の
遺
跡
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
﹇
加
藤

二
〇
〇
四

八
﹈。
高
麗
島
に
つ
い
て
は
、

坂
田
邦
洋
も
「「
高
麗
島
の
伝
説
」
の
考
古
学
検
討
」
と
し
て
、
伝
説
を
裏
付
け
る
た
め
の
海
底
調
査
を
行
っ
た
が
、
遺
跡
を
発
見
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
﹇
坂
田

一
九
八
一

六
四
五
﹈。
海
底
調
査
は
大
が
か
り
で
あ
り
、
費
用
も
莫
大
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
具
体
的
に
場
所
が
特
定
さ
れ
な
い
中
で
の
調
査
で
あ
る
た
め
、
確
認
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
は
承
知
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
を

も
っ
て
島
の
海
没
が
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
る
の
は
早
計
で
は
あ
る
が
、
海
底
調
査
で
痕
跡
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
、
伝
承
の
史
実

性
を
疑
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

柳
田
國
男
は
「
高
麗
島
の
傳
説
」
で
、「
有
り
も
し
な
い
高
麗
島
の
話
な
ど
を
か
つ
ぎ
だ
し
て
、
人
を
面
白
く
惑
は
し
め
た
の
は
何

一
一
六



者
か
」
と
問
題
提
起
を
し
た
﹇
柳
田

一
九
六
九

三
九
五
﹈。
柳
田
は
高
麗
島
を
は
じ
め
と
す
る
、
海
没
島
の
伝
説
の
成
立
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
が
、
高
麗
島
は
「
有
り
も
し
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
島
の
海
没
に
関
す
る
伝
説
に
つ
い
て
は

「
是
を
単
な
る
伝
播
で
あ
り
、
保
管
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
も
述
べ
て
お
り
﹇
柳
田

一
九
六
九

三
九
二
﹈、
こ

の
よ
う
な
伝
説
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
の
問
題
は
か
な
り
難
し
そ
う
で
あ
る
。

伝
承
・
伝
説
は
、
過
去
に
起
き
た
こ
と
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
柳
田
の
い
う
「
有
り
も
し
な
い
」
と

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
伝
説
を
有
す
る
島
の
海
没
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
災
害
伝
承
・
伝
説

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
我
々
が
今
考
え
る
「
災
害
」
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
自
然
の
力
に
よ
る
人

的
被
害
の
み
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
伝
説
の

成
立
の
背
景
の
一
つ
に
、「
移
民
」
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
﹇
林

二
〇
一
三
﹈。

山
本
節
は
「
島
嶼
陥
没
の
伝
承
」
で
、
高
麗
島
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
伝
承
を
取
り
上
げ
、
伝
説
の
構
造
的
な
分
析
を
行
っ
た
が

﹇
山
本

二
〇
〇
二
﹈、
こ
れ
ら
の
伝
説
の
最
後
に
「
神
社
を
作
る
」
な
ど
の
話
し
が
付
随
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら

伝
説
の
性
格
の
一
つ
と
し
て
「
各
地
に
お
け
る
民
俗
神
の
遷
座
縁
起
の
性
格
を
有
す
る
」
と
指
摘
す
る
﹇
山
本

二
〇
〇
二

一
三
﹈。

山
本
節
は
こ
れ
を
「
遷
座
縁
起
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
伝
説
に
は
遷
座
の
物
語
は
な
い
が
、
子
孫
が
い
る
と
伝
え
る
も
の
も
多
い
。

す
る
と
そ
れ
は
単
な
る
遷
座
縁
起
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、「
移
民
」
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
山
本
も
移
民

の
可
能
性
は
指
摘
し
て
い
る
﹇
山
本

二
〇
〇
二

二
二
﹈。
本
論
は
海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
か
ら
「
移
民
」
の
問
題
に
つ
い
て
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
遷
座
縁
起
と
し
て
の
伝
説

「
遷
座
縁
起
」
と
は
、
祭
祀
対
象
が
特
定
さ
れ
た
他
所
か
ら
遷
さ
れ
、
そ
の
土
地
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
示
し
た
も
の

一
一
七

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



で
あ
る
。

徳
島
に
横
井
希
純
が
記
し
た
『
阿
州
奇
事
雑
話
』
が
あ
る
。
新
編
阿
波
叢
書
編
集
委
員
会
に
よ
る
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
横
井
希
純

と
い
う
人
物
は
寛
政
の
頃
の
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
履
歴
や
、『
阿
州
奇
事
雑
話
』
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
﹇
新
編
阿
波
叢
書

一
九
七
六

一
﹈。『
阿
州
奇
事
雑
話
』
は
横
井
希
純
が
耳
に
し
た
奇
事
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
鉱
物
・

景
観
・
仏
事
・
神
事
・
人
事
・
植
物
・
異
変
・
動
物
と
多
岐
に
渡
る
記
述
が
あ
る
。
そ
の
中
で
「
お
瓶
地
変
」
と
し
て
伝
説
が
紹
介
さ

れ
、「
お
瓶
地
変
」
は
「
異
変
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

其
の
昔
足
利
公
方
御
治
世
の
末
（
此
の
年
暦
詳
な
ら
ず
寛
政
中
に
て
凡
二
百
数
十
年
三
百
年
に
及
ふ
べ
し
）
に
勝
浦
郡
小
松
島

浦
の
沖
手
に
今
の
御
瓶
と
云
波
石
の
辺
南
手
地
続
に
て
其
の
頃
は
御
瓶
千
軒
と
て
繁
昌
の
浦
辺
に
て
蛭
子
の
宮
（
此
の
蛭
子
の
宮

は
今
は
福
島
に
移
る
と
い
ふ
）
を
氏
神
と
し
祭
り
た
り
し
に
、
或
時
神
託
有
り
て
蛭
子
の
御
顔
赤
く
な
れ
ば
（
或
説
に
蛭
子
の
社

に
蛭
子
の
絵
馬
有
り
此
の
顔
の
赤
く
な
る
と
の
事
也
と
）
此
の
所
大
に
変
有
る
べ
し
、
其
の
時
は
、
は
や
く
立
去
て
命
を
助
か
る

べ
し
と
の
御
告
有
り
し
と
て
浦
人
言
談
し
二
三
人
宛
廻
り
〳
〵
日
々
朝
参
詣
し
け
れ
ど
も
先
変
り
し
事
も
な
く
年
を
経
け
り
、
其

の
内
に
折
節
他
処
よ
り
盗
賊
此
の
所
へ
込
み
此
の
神
託
を
聞
伝
へ
盗
共
打
寄
評
し
け
る
は
さ
る
事
の
有
る
べ
き
に
非
ざ
る
に
浦
人

共
の
愚
に
も
是
を
信
じ
た
る
と
見
へ
た
れ
ば
能
き
計
謀
こ
そ
あ
れ
と
て
彼
の
盗
人
の
内
一
人
其
の
夜
深
更
に
及
て
密
に
社
内
へ
忍

入
蛭
子
の
御
顔
を
朱
に
て
塗
り
さ
あ
ら
ぬ
体
に
な
し
置
し
に
、
其
の
翌
朝
例
の
浦
人
参
詣
し
是
を
見
て
大
に
驚
き
す
は
今
こ
そ
誠

に
蛭
子
の
御
顔
赤
く
成
た
り
と
浦
中
へ
知
ら
せ
皆
々
蛭
子
の
宮
へ
至
り
見
る
に
違
も
な
く
甚
赤
し
、
今
に
も
予
て
の
神
託
の
如
く

地
変
有
る
べ
し
、
先
づ
金
銀
財
宝
の
軽
き
品
を
取
集
め
兎
角
人
々
の
死
亡
な
き
を
第
一
に
し
て
片
時
も
他
所
へ
逃
れ
行
く
べ
し
と

て
一
人
も
残
ら
ず
思
々
に
立
退
た
る
跡
へ
盗
賊
共
得
た
り
賢
し
と
入
込
み
心
の
侭
に
盗
取
迯
去
と
有
り
、
尚
慾
深
き
盗
は
居
残
し

も
違
な
く
其
の
夜
に
大
風
震
動
し
大
地
震
す
る
や
ら
螺
と
や
ら
龍
と
や
ら
む
か
飛
ぶ
と
や
ら
大
浪
も
打
来
り
、
一
時
に
此
の
御
瓶

一
一
八



千
軒
の
土
地
大
変
有
り
て
海
と
な
り
跡
に
は
御
瓶
と
い
ふ
波
石
六
つ
七
つ
有
り

後
略

。﹇
横
井

一
九
七
六

八
四
〜
八
五
﹈

こ
こ
で
紹
介
し
た
伝
説
の
構
成
は
、
九
州
・
四
国
で
見
ら
れ
る
島
の
海
没
伝
説
に
共
通
す
る
形
で
あ
る
。『
阿
州
奇
事
雑
話
』
で
は

「
お
瓶
」
は
波
石
と
の
こ
と
で
あ
り
、
島
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
阿
波
の
伝
説
』
で
は
、「
亀
島
」
と
な
っ
て
い
る
（『
阿
波
の

伝
説
』
二
二
二
〜
二
二
六
）、
し
か
し
現
在
で
は
「
お
亀
磯
」
と
し
て
地
元
で
は
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
お
瓶
事
変
」
は
、
あ

く
ま
で
も
「
異
変
」
と
し
て
採
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
遷
座
縁
起
と
し
て
の
記
述
は
な
い
が
、「
此
の
蛭
子
の
宮
は

今
は
福
島
に
移
る
と
い
ふ
」
と
の
一
文
が
、
島
に
あ
っ
た
神
社
の
遷
座
を
表
し
て
い
る
。「
福
島
」
と
は
亀
島
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
対

岸
の
徳
島
市
内
に
現
在
で
も
地
名
が
存
在
し
、
そ
こ
に
四
所
神
社
が
あ
る
。『
阿
波
誌
』
で
は
こ
の
四
所
神
社
が
お
亀
磯
か
ら
逃
げ
て

き
た
人
が
祀
っ
た
と
す
る
。

『
阿
波
誌
』
は
笠
井
藍
水
が
『
阿
波
志
』
を
和
訳
し
た
も
の
と
「
序
言
」
で
述
べ
、
最
後
に
「
昭
和
六
年
」
と
あ
る
﹇
笠
井

一
九

七
六

四
﹈。
笠
井
は
「
序
言
」
で
、
ま
た
「
阿
波
志
は
文
化
の
頃
、
蜂
須
賀
藩
に
於
て
儒
員
佐
野
之
憲
に
命
じ
て
編
纂
せ
し
め
た
も

の
で
、
従
来
阿
波
郷
土
誌
の
實
典
と
し
て
絶
對
的
價
値
を
有
し
て
居
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
寫
本
で
あ
つ
た
爲
に
少
数
特
志
者
の
み
が

閲

し
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。」
と
述
べ
﹇
笠
井

一
九
七
六

四
﹈、
和
訳
の
元
と
な
る
書
が
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
写
本
の
段
階
で
誤
写
も
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
阿
波
誌
』
に
よ
る
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
阿
波

誌
』
に
は
「
阿
波
志
序
」
も
和
訳
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
に
「
文
化
十
二
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
﹇
笠
井

一
九
七
六

二
﹈。
文

化
十
二
年
は
一
八
一
五
年
で
あ
る
。

こ
の
『
阿
波
誌
』
の
「
巻
之
二
」
に
「
四
所
神
社
」
の
項
が
あ
る
。「
福
島
に
在
其
神
四
、
曰
く
武
甕
槌
命
、
齊
主
命
、
天
津
兒
屋

根
命
、
姫
太
命
、
舊
御
甕
洲
に
在
り
文
禄
中
蕩
盡
し
海
と
爲
る
舟
人
載
せ
て
以
て
此
に
至
り
遂
に
之
を
祀
る
時
に
祀
職
辻
勝
朝
鮮
に
從

軍
と
云
ふ
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
﹇
笠
井

一
九
七
六

五
三
﹈、
明
ら
か
に
遷
座
縁
起
の
伝
承
記
録
で
あ
る
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
記
録

一
一
九

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



で
は
な
く
、
ま
た
管
見
の
限
り
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
伝
承
を
記
録
し
た
も
の
と
解
釈
し
、
こ
れ
を
「
伝
承
記
録
」
と
す
る
。

ま
た
「
巻
之
三
」
の
「
亀
磯
」
で
は
、「
津
田
港
口
の
南
に
在
り
岸
を
距
る
一
里
許
り
俗
に
御
甕
と
呼
ぶ
昔
漁
村
た
り
文
禄
中
沈
□
あ

り
沈
で
海
と
爲
る
民
、
福
島
築
地
に
移
る
」
と
あ
る
﹇
笠
井

一
九
七
六

五
三
﹈。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
寛
政
年
間
に
は
す
で
に
亀

島
の
海
没
伝
説
と
、
島
内
で
祀
ら
れ
て
い
た
蛭
子
社
が
、
福
島
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
、
四

所
神
社
が
亀
島
か
ら
遷
座
さ
れ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
遷
座
を
明
確
に
語
っ
て
い
な
い
が
、
遷
座
を
窺
わ
せ
る
伝
説
も
あ
る
。『
日
本
昔
話
通
観
』
に
、「
長
崎
県
下
県
郡
美
津
島
町

小
舟
越
」
で
採
録
さ
れ
た
「
島
の
沈
む
日
」
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

対
馬
の
き
三
郎
と
い
う
青
年
が
村
の
お
地
蔵
様
に
日
参
し
て
い
た
。
友
だ
ち
の
若
い
も
ん
が
き
三
郎
に
、
な
ん
で
日
参
し
て
い

る
の
か
を
き
い
た
。
す
る
と
き
三
郎
が
言
う
に
「
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
顔
が
ま
っ
赤
に
な
っ
た
ら
こ
の
島
は
沈
む
」
と
。
み
ん
な

が
き
三
郎
の
こ
と
を
、
馬
鹿
に
し
て
、「
あ
ー
、
あ
り
ゃ
お
か
し
い
こ
と
を
言
う
。
あ
い
つ
を
び
っ
く
り
さ
せ
て
や
ろ
う
」
と
言

っ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
の
顔
に
何
か
を
塗
っ
て
、
ま
っ
赤
に
し
た
。

前
の
日
ま
で
は
ど
う
も
な
か
っ
た
の
に
今
日
は
、
ま
っ
赤
に
な
っ
て
い
る
の
で
き
三
郎
は
び
っ
く
り
し
て
、「
お
地
蔵
さ
ん
の

顔
が
ま
っ
赤
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
島
は
沈
ん
で
し
ま
う
」
と
船
に
お
地
蔵
さ
ま
を
の
せ
て
、
平
戸
の
ど
こ
か
に
渡
っ
た
そ
う
な
。

そ
し
た
ら
、
そ
の
島
は
そ
の
晩
ズ
ブ
ッ
と
沈
ん
だ
そ
う
な
。﹇
稲
田
・
小
沢

一
九
八
〇

三
二
六
〜
三
二
七
﹈

こ
の
伝
説
で
は
、
対
馬
に
住
む
「
き
三
郎
」
と
い
う
人
物
が
、
地
蔵
の
顔
が
赤
く
な
っ
た
ら
「
こ
の
島
が
沈
む
」
と
信
じ
て
お
り
、

「
き
三
郎
」
を
驚
か
そ
う
と
島
民
が
地
蔵
の
顔
を
赤
く
し
た
た
め
に
、
島
は
沈
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
地
蔵
の
顔
が
赤
く
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
「
き
三
郎
」
は
地
蔵
を
連
れ
て
平
戸
に
逃
げ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
蔵
を
ど
こ
に
祀
っ
た
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
き
三
郎
」

一
二
〇



の
信
心
深
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
は
平
戸
の
ど
こ
か
に
祀
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
方
、
類
話
の
記
録
と
し
て
は
、
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』「
巻
之
五
」「
薩
州
野
間
御
崎
明
神
」
の
項
に
、

唐
土
万
里
島
ニ
仁
王
ノ
像
ヲ
立
テ
、
末
世
ニ
至
リ
仁
王
ノ
面
赤
成
時
島
滅
ト
言
伝
フ
。
于
時
悪
人
ア
ツ
テ
仁
王
ノ
面
ヲ
朱
ニ
テ

染
ケ
レ
バ
、
島
過
半
沈
テ
人
皆
溺
死
ス
。
此
時
期
神
舟
二

両
手
ニ
持
テ
、
薩
州
野
間
庄
ニ
飛
来
給
、
現
松
尾
明
神
舟
ノ
守
護
神

ト
成
給
フ
。
異
国
本
朝
ノ
舟
、
難
風
ニ
逢
ヒ
漂
波
ノ
時
ハ
立
願
祈
誓
ス
ト
云

云
。﹇
清
兵
衛
書
肆

一
九
九
五

七
七
〜
七
八
﹈

と
あ
る
。
本
書
の
最
後
に
は
「
江
戸
青
物
町
万
屋

清
兵
衛

元
禄
二
己
巳
歳
三
月
吉
辰

大
坂

雁
金
屋

庄
兵
衛
板
」
と
あ
り
、

元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
同
型
の
伝
説
記
録
の
初
出
で
あ
る
。
須
田
千
里
に
よ
る
「
解

題
」
に
よ
る
と
、「
本
書
の
著
者
は
未
詳
。」
で
あ
る
と
い
う
﹇
須
田

一
九
九
五

四
〇
七
﹈。
採
録
さ
れ
た
目
的
が
わ
か
ら
な
い
が
、

万
里
が
島
の
伝
説
が
元
禄
時
代
に
は
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
伝
説
に
お
い
て
、
海
没
し
た
「
島
」
か
ら
「
仁
王
像
」
が

飛
ん
で
き
て
松
尾
明
神
と
な
っ
た
と
い
う
一
文
に
着
目
し
た
い
。
沈
ん
だ
万
里
が
島
か
ら
逃
れ
た
人
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
の
で
は

な
く
、
自
ら
飛
ん
で
き
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
同
型
な
が
ら
神
の
移
動
の
記
述
に
お
い
て
は
上
で
み
た
伝
説
と
異
な
っ
て
い
る
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
山
本
節
は
、
こ
の
伝
説
に
お
い
て
移
民
の
可
能
性
も
指
摘
す
る
が
、
一
般
的
に
は
、
類
話
に
お
い
て
「
我
が

国
に
一
般
的
な
漂
着
神
の
観
念
の
混
入
も
見
ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る
﹇
山
本

二
〇
〇
二

二
一
﹈。
山
本
は
移
民
に
よ
る
遷
座
の
背

景
に
漂
着
神
信
仰
の
混
入
が
あ
る
と
み
る
。
し
か
し
遷
座
と
漂
着
神
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
主
体
が
前
者
は
人
で
あ
る
の
に

対
し
、
後
者
は
神
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
亀
島
や
対
馬
で
は
、
明
ら
か
に
「
島
」
か
ら
人
の
手
に
よ
っ
て
神
仏
が
持
ち
出
さ
れ
た
。
福

島
に
祀
ら
れ
た
神
は
亀
島
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
と
さ
れ
て
お
り
、
遷
座
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
し
か
し
漂
着
神
は
、
あ
く
ま
で
も

「
漂
着
」
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
か
不
明
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
神
と

一
二
一

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



し
て
の
性
格
を
強
く
す
る
信
仰
の
一
つ
の
形
で
あ
る
と
い
え
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
地
蔵
盆
で
祀
ら
れ
る
地
蔵
に
お
い
て
、「
湖
に
打

ち
上
げ
ら
れ
た
」「
川
を
流
れ
て
き
た
」「
地
面
に
埋
ま
っ
て
い
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
地
蔵
の
神
威
を
高
め
る
た
め

の
説
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
﹇
林

一
九
九
七
﹈。
実
際
に
は
廃
仏
毀
釈
で
遺
棄
さ
れ
た
も
の
が
、
再
び
祀
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
﹇
林

二
〇
〇
八
﹈、
そ
れ
で
も
地
蔵
の
利
益
を
強
め
る
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
「
流
れ
着
く
」
こ
と
に
大
き
な
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
、「
漂
着
神
信
仰
」
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
わ
か
ら
な
い
が
自

ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
万
里
が
島
の
野
間
明
神
は
自
ら
飛
来
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
漂
着
神
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
万
里

が
島
は
、
や
は
り
悪
人
の
仕
業
に
よ
り
、
そ
の
結
果
、
島
が
海
没
し
、
そ
の
際
に
飛
来
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
人
の
手
を
介
し
た
と
の

記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
元
い
た
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
遷
座
」
も
神
の
移
動
が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ

ま
で
に
論
じ
て
き
た
段
階
に
お
い
て
、
漂
着
神
的
性
格
の
混
入
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

三
、
移
民
伝
承
と
し
て
伝
説
を
読
み
解
く

一
）
逃
げ
先
と
そ
の
後

と
こ
ろ
で
沈
ん
だ
島
の
人
々
は
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た
『
阿
州
奇
事
雑
話
』
に
は
「
先
づ
金
銀
財
宝
の
軽
き
品

を
取
集
め
兎
角
人
々
の
死
亡
な
き
を
第
一
に
し
て
片
時
も
他
所
へ
逃
れ
行
く
べ
し
と
て
一
人
も
残
ら
ず
思
々
に
立
退
た
る
」
と
記
述
さ

れ
、
人
々
が
離
散
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
阿
州
奇
事
雑
話
』『
阿
波
誌
』
か
ら
は
具
体
的
に
逃
げ
た
場
所
は
特
定
で
き
な
い
が
、「
福

島
」
に
亀
島
で
祀
っ
て
い
た
蛭
子
社
が
遷
座
さ
れ
た
と
の
記
述
は
、
遷
座
が
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
対
馬
の
「
き
三

郎
」
と
同
じ
よ
う
に
個
人
的
に
持
ち
出
さ
れ
た
神
仏
が
、
個
人
的
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
、「
福
島
」
に
逃
げ

た
人
が
い
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
遷
座
と
移
民
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
個
人
の
移
動

一
二
二



で
あ
っ
て
も
「
移
民
」
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
集
団
的
移
民
を
捉
え
た
い
。

別
府
湾
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
瓜
生
島
の
海
没
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
江
戸
時
代
の
『
豊
府
紀
聞
』
に
み
ら
れ
る
。「
解
説
」
に
よ
る

と
、「『
豊
府
紀
聞
』
は
『
豊
府
聞
書
』
を
後
世
何
ら
か
の
理
由
で
改
称
し
た
も
の
ら
し
く
、
こ
れ
は
異
名
同
本
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
」
と
あ
り
﹇「
瓜
生
島
」
調
査
会

一
九
七
七

一
九
二
﹈、
ま
た
『
豊
府
聞
書
』
の
「
序
」
に
は
、「
豊
府
城
之
西
郊
に
住
む
戸
倉

貞
則
な
る
人
が
、
五
百
年
間
に
わ
た
る
神
社
仏
閣
之
興
廃
・
祭
祀
之
興
亡
市
場
開
闢
民
居
之
移
換
等
を
記
載
し
」
た
も
の
と
あ
り
、
元

禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
の
こ
と
で
あ
る
﹇「
瓜
生
島
」
調
査
会

一
九
七
七

一
九
二
〜
一
九
三
﹈。
ま
た
加
藤
知
弘
に
よ
る
と
、

『
豊
府
聞
書
』
は
「
序
の
部
分
を
除
い
て
原
本
も
写
本
も
現
存
し
て
い
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
り
﹇
加
藤

一
九
九
七

二
﹈、『
豊
府

聞
書
』
の
内
容
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
と
考
え
ら
れ
る
『
豊
府
紀
聞
』
し
か
な
い
。
そ
の
『
豊
府
紀
聞
』
の
瓜
生
島
に
関
連
す

る
部
分
を
引
く
。

慶
長
元
年
丙
申
閏
七
月
十
二
日

時
天
下
大
地
震
。

略

勢
家
村
二
十
余
町
北
有
名
瓜
生
島
。
或
又
云
沖
浜
町
。

中
略

其

瓜
生
島
之
境
内
皆
悉
沈
没
而
成
解
底
。
因
之
不
溺
死
者
纔
其
七
分
之
一
或
漂
于
小
船
。
或
乗
于
流
家
。
或
付
于
浮
木
。
或
寄
于
流

櫃
。
五
倫
離
散
于
互
。
激
然
流
浮
暫
時
而
到
西
南
山
岸
犬
鼻
辺
。
或
又
有
到
於
蓬
莱
山
等
之
高
地
免
死
者
。

中
略

於
沖
浜
町

流
浮
免
死
之
人
漸
々
到
于
此
境
。
雖
然
皆
裸
程
無
衣
且
飢
食
。
故
同
十
三
日
昧
爽
求
親
族
及
交
隣
之
好
。
来
于
勢
家
村
之
民
家
。

於
是
時
勢
家
之
民
人
育
之
。
又
勢
家
名
主
往
于
府
城
白
此
事
。
於
時
城
主
早
川
主
馬
首
憐
愍
其
民
人
飢
裸
之
難
。
即
賜
衣
布
米
銭

以
扶
持
之
。
於
勢
家
境
内
犀
結
茅
屋
使
居
之
。
再
名
沖
浜
町
。
沖
浜
及
府
中
等
民
人

死
者
七
百
八
人
。
牛
馬

不
与

府
之
海
辺
村
里
皆

如
是
。
速
見
郡
別
府
村
沈
没
之
。
沖
浜
道
場
尽
没
竜
王
宮
裏
。
故
其
無
量
寿
画
像
流
浮
于
海
上
而
不
知
行
方
時
道
場
五
世
之
主
周

安
。
夢
有
僧
告
曰
。
道
場
尊
像
今
在
海
岸
。
因
之
周
安
速
到
海
辺
求
之
果
得
其
絵
像
。
大
喜
奉
府
之
許
命
。
於
新
沖
浜
結
茅
屋
安

置
之
道
場
復
旧
。
勢
家
法
専マ﹅
寺
堂
宇
破
壊
。
因
之
法
泉マ﹅
寺
五
世
住
侶
善
西
営
一
宇
於
沖
浜
道
場
之
西
再
名
法
専
寺
。

後
略

一
二
三

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



﹇「
瓜
生
島
」
調
査
会

一
九
七
七

一
九
一
〜
一
九
二
﹈

「
解
説
」
に
従
う
な
ら
ば
、
瓜
生
島
が
海
没
し
て
約
百
年
後
に
記
さ
れ
た
記
録
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
記
録
で

は
な
く
、
伝
承
記
録
で
あ
る
。
か
な
り
具
体
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
の
正
確
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
疑
問
は

残
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
を
信
じ
る
な
ら
ば
海
没
に
よ
る
生
存
者
は
七
分
の
一
ほ
ど
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
流
れ
着
い
た
が
、
最
終
的

に
勢
家
村
の
人
た
ち
を
頼
り
、
城
主
よ
り
勢
家
村
に
居
住
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
上
の
記
述
に
は
「
勢
家
村
二
十
余
町
北
有
名
瓜
生

島
。
或
又
云
沖
浜
町
」
と
あ
り
、「
瓜
生
島
」
が
「
沖
浜
町
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
加
藤
知

弘
も
「
府
内
沖
の
浜
港
と
「
瓜
生
島
」
伝
説
」
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
文
献
か
ら
自
然
災
害
が
あ
っ
た
事
実
を
確
認
し
、
そ
の
場
所

の
特
定
を
試
み
、「「
瓜
生
島
」
が
沖
の
浜
に
後
世
の
人
々
が
与
え
た
別
称
で
あ
っ
て
、
港
町
の
所
在
し
た
地
形
が
海
岸
部
か
ら
突
き
出

た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、「
島
」
と
呼
ん
だ
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
瓜
生
島
が
実
は
沖
の
浜
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
﹇
加
藤

一
九
九
七

九
﹈。

さ
ら
に
着
目
し
た
い
の
は
、「
於
勢
家
境
内
犀
結
茅
屋
使
居
之
。
再
名
沖
浜
町
」
と
の
一
文
で
あ
る
。
瓜
生
島
が
沖
の
浜
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
瓜
生
島
か
ら
逃
れ
た
人
が
、
勢
家
村
に
居
住
区
を
認
め
て
も
ら
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
居
住
区
に
旧
来
の
地
名
を

つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
記
の
史
料
は
、「
島
」
の
海
没
と
、
移
民
と
の
関
係
を
示
す
史
料
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
史
料
が

伝
承
記
録
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
村
は
、
瓜
生
島
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
、
外
部
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
沖
浜
道
場
で
祀
ら
れ
て
い
た
尊
像
が
海
に
流
れ
着
い
た
こ
と
が
僧
の
夢
に
出
て
告
げ
ら
れ
、
見
つ
け
ら
れ

た
。
そ
れ
で
、
沖
浜
道
場
が
復
旧
し
た
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
豊
陽
古
事
談
』
に
は
「
瓜
生
島
道
場
」
の
項
目
に
、

累
世
之
住
民
植
木
氏
深
信

弥
陀

欲

成

道
場

永
正
六
年
七
月
月

商
船

到

大
坂

謁

本
願
寺
之
実
如
上
人

剃
髪
、
成

弟
子

一
二
四



名
道
正

観
喜
帰

本
国
与

瓜
生
島
之
民
人

相
議
曰

之
府
主

蒙

許
命

於

瓜
生
島

営

道
場

佳

俗
呼
云

瓜
生
島
道
場
。

と
あ
る
﹇「
瓜
生
島
」
調
査
会

一
九
七
七

一
九
三
﹈。『
豊
陽
古
事
談
』
は
、「
瓜
生
島
」
調
査
会
に
よ
る
「
解
説
」
に
よ
る
と
、

「
別
府
朝
見
の
禅
刹
万
年
山
長
松
寺
第
十
三
世
舜
堂
仙
玉
の
手
写
本
に
し
て
、
宝
暦
十
年
十
一
月
麻
田
識
の
は
し
書
、
及
び
安
政
四
年

九
月
仙
玉
識
の
叙
を
付
し
、
終
に
仙
玉
編
述
の
瓜
生
島
・
久
光
島
考
並
に
同
地
図
を
付
載
せ
る
も
の
に
し
て
、
恐
ら
く
唯
一
の
善
本
な

り
と
信
ず
。」
と
い
う
﹇「
瓜
生
島
」
調
査
会

一
九
七
七

一
九
五
﹈。
江
戸
時
代
末
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と
瓜
生
島

道
場
が
永
正
六
（
一
五
〇
七
）
年
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
瓜
生
島
道
場
に
あ
っ
た
画
像
が
流
れ
着
い
て
、
沖
浜

道
場
が
復
旧
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
わ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
自
分
た
ち
で
祀
っ
て
い
た
画
像
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
新
天
地
へ
の
遷
座
の
記
録
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

高
麗
島
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
柳
田
國
男
は
「
高
麗
島
の
傳
説
」
で
「
下
五
島
の
本
山
村
」「
久
賀
島
の
蕨
」
に
高
麗
島
か
ら
逃
れ

て
き
た
人
の
子
孫
が
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
﹇
柳
田

一
九
六
九

三
八
九
﹈。
ま
た
久
保
清
は
『
五
島
民
俗
圖
誌
』
に
書
き
記

し
た
伝
説
に
は
、
島
の
海
没
だ
け
で
は
な
く
、
逃
げ
た
人
の
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
﹇
久
保

一
九
三
四
﹈。
伝
説
は
今
ま
で
に
紹
介

し
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
の
で
、
逃
げ
延
び
た
話
し
の
部
分
を
紹
介
す
る
。

逃
れ
た
も
の
は
、
波
の
間
に
間
今
の
蕨
近
く
の
、
大
野
濱
に
つ
い
て
、
携
へ
て
來
た
祭
神
を
今
の
宮
田
と
云
ふ
所
に
祭
り
、
其

の
近
傍
に
住
居
し
た
。
其
の
當
時
飲
用
し
た
水
は
今
も
高
麗
水
と
云
つ
て
幸
泊
の
住
民
が
飲
用
し
て
ゐ
る
。
祭
神
を
祀
つ
た
宮
田

に
は
、
以
前
は
婦
人
入
る
の
を
禁
じ
て
居
た
。
其
の
後
住
民
等
は
此
の
土
地
に
不
便
を
感
じ
て
、
蕨
方
面
へ
移
り
住
み
、
其
の
子

孫
は
主
と
し
て
同
郷
の
上
の
町
と
云
ふ
所
に
住
ん
だ
。
其
の
子
孫
の
一
人
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
上
村
氏
方
に
は
、
そ
の
當
時
の
高

麗
焼
の
茶
碗
を
秘
蔵
し
て
居
る
と
云
ふ
。
祭
神
は
そ
の
後
宮
田
か
ら
今
の
蕨
の
大
師
堂
の
側
に
移
し
た
。
高
さ
三
尺
ば
か
り
の
石

一
二
五

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



佛
が
そ
れ
で
現
存
し
て
ゐ
る
。
高
麗
島
の
有
つ
た
と
云
ふ
所
は
「
コ
ー
ラ
イ
ゾ
ネ
」
と

ば
れ
て
ゐ
て
今
尚
家
具
類
（
陶
器
な

ど
）
を
釣
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
と
云
ふ
。﹇
久
保

一
九
三
四

一
九
九
〜
二
〇
〇
﹈

こ
の
伝
説
で
は
、
高
麗
島
の
海
没
を
逃
れ
た
人
は
、
久
我
島
に
辿
り
つ
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
地
図
中
で
「
宮
田
」
と
の
場
所
は
確

認
で
き
な
か
っ
た
が
、「
宮
田
」
は
神
を
祀
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
た
め
に
婦
人
が
入
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
か
、

不
便
を
感
じ
、
結
局
蕨
方
面
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
子
孫
は
健
在
で
あ
り
、
証
拠
と
し
て
「
高
麗
焼
」
を
秘
蔵
し
て
い
る
と
あ
る
。
高

麗
島
の
伝
説
で
は
、
逃
げ
た
子
孫
の
逃
げ
た
先
が
明
確
に
記
さ
れ
、
そ
の
子
孫
の
「
実
在
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
神
を
連
れ
て

逃
げ
て
遷
座
し
た
と
の
話
し
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
お
亀
磯
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
『
燈
下
録
』
に
も
同
様
の
話
し
が
あ
る
。

『
燈
下
録
』
は
元
木
芦
洲
な
る
人
物
の
著
で
あ
り
、「
解
説
」
に
よ
る
と
、
成
立
年
代
や
著
者
の
履
歴
は
不
明
で
あ
る
が
﹇
新
編
阿

波
叢
書
編
集
委
員
会

一
九
七
六

一
﹈、
芦
洲
が
見
聞
し
た
奇
事
や
伝
承
が
多
く
記
録
・
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
燈
下
録
』
は
元
木
芦

洲
が
著
し
て
は
い
る
が
、
草
稿
の
ま
ま
で
あ
り
、
友
人
の
野
口
信
為
が
浄
書
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、『
新
編
阿
波
叢
書
』
に
所
収

さ
れ
た
野
口
の
「
附
言
」
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
野
口
の
「
附
言
」
の
最
後
に
は
「
文
化
九
申
の
と
し
三
月
」
と
記
さ
れ
て
お
り
﹇
野
口

一
九
七
六

二
七
九
〜
二
八
〇
﹈、
元
木
芦
洲
が
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
以
前
に
見
聞
し
た
奇
事
や
伝
承
を
集
め
た
も
の
と
い
え
る
。

『
燈
下
録
』
に
は
、「
お
か
め
磯
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
逃
れ
た
後
の
部
分
を
紹
介
す
る
。

か
の
老
嫗
の
子
孫
今
な
を
中
田
村
に
在
り
と
云
、
実
に
も
さ
る
不
思
議
を
見
し
所
な
れ
ば
霊
異
あ
る
は
む
べ
な
る
こ
と
な
り
。

又
板
野
郡
別
宮
浦
百
姓
の
先
祖
、
此
お
か
め
の
裏
（ママ）よ

り
迯
行
て
彼
の
村
を
開
き
し
と
云
、
彼
の
所
の
云
ひ
伝
へ
な
り
、
其
の
遺

風
に
て
耕
作
の
い
と
ま
海
舶
を
は
（ママ）運

送
し
て
業
の
助
け
と
す
、

後
略

﹇
元
木

一
九
七
六

四
二
〇
﹈

一
二
六



「
か
の
老
嫗
」
と
は
、「
亀
島
」（『
燈
下
録
』
で
は
「
お
か
め
千
軒
」
の
項
目
に
伝
説
が
採
録
さ
れ
て
い
る
）
に
あ
っ
た
氏
神
の
鳥

居
に
鷺
が
と
ま
り
、
狛
犬
の
眼
が
赤
く
な
れ
ば
、
土
地
が
崩
れ
て
海
と
な
る
と
の
言
い
伝
え
を
信
じ
、
毎
日
確
認
の
た
め
に
氏
神
に
参

詣
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
言
い
伝
え
を
信
じ
な
か
っ
た
若
者
が
い
た
ず
ら
に
狛
犬
の
眼
を
赤
く
し
た
翌
朝
に
、
そ
れ
を
見
て
驚
き
逃

げ
た
と
さ
れ
る
。『
阿
波
の
伝
説
』
で
は
氏
神
の
狛
犬
は
鹿
に
似
て
お
り
、
鹿
の
目
を
毎
日
確
認
し
て
い
た
た
め
、「
お
鹿
ば
あ
さ
ん
」

と
さ
れ
て
い
る
。

『
阿
州
奇
事
雑
話
』
で
は
逃
げ
た
先
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
と
読
め
た
が
、『
阿
波
誌
』
で
は
福
島
へ
の
遷
座
記
録
が
み
ら
れ
た
。

『
燈
下
録
』
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
中
田
村
」
へ
逃
げ
た
老
嫗
の
子
孫
が
今
な
お
「
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
板
野
郡
別
宮
裏

百
姓
の
先
祖
が
、
お
亀
磯
か
ら
逃
げ
て
、
そ
の
土
地
を
開
墾
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子
孫
の

「
実
在
」
は
高
麗
島
で
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
遷
座
縁
起
を
伴
わ
ず
実
在
す
る
人
の
出
自
と
し
て
、
島
の
海
没
伝
説
が
語
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
）
村
の
開
発
伝
承

さ
ら
に
『
燈
下
録
』
に
見
ら
れ
る
「
又
板
野
郡
別
宮
浦
百
姓
の
先
祖
、
此
お
か
め
の
裏
よ
り
迯
行
て
彼
の
村
を
開
き
し
と
云
」
と
の

一
文
は
、
開
村
伝
承
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

薗
部
寿
樹
は
、『
日
本
の
村
と
宮
座
』
の
中
で
、
中
世
に
開
発
さ
れ
た
村
の
伝
承
を
村
落
神
話
、
近
世
の
も
の
を
草
分
伝
承
と
区
別

す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
村
の
開
発
に
あ
た
り
、
何
等
か
の
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
分

析
し
て
い
る
﹇
薗
部

二
〇
一
〇
﹈。
薗
部
は
、「
村
落
神
話
と
は
、
中
世
村
落
の
草
創
に
関
す
る
神
話
で
あ
る
。
ま
た
中
世
村
落
の
草

創
は
、
土
地
の
開
発
に
伴
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
村
落
神
話
は
開
発
神
話
、
開
発
に
関
す
る
神
話
的
な
物
語
で
も
あ
る
。
村
落
神
話
は

宮
座
の
場
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
ま
た
演
劇
的
に
再
現
さ
れ
も
し
た
。
村
落
神
話
は
宮
座
集
団
の
自
己
認
識
で
あ
り
、
宮
座
祭
祀
は
そ

一
二
七
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の
自
己
再
確
認
の
場
で
も
あ
っ
た
。」
と
し
﹇
薗
部

二
〇
一
〇

一
二
五
﹈、
一
方
、「
近
世
草
創
の
物
語
は
、
あ
く
ま
で
世
俗
的
な

伝
承
と
し
て
語
ら
れ
る
。
草
分
名
主
の
古
い
由
緒
を
物
語
る
も
の
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
。
近
世
の
草
分
伝
承
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間

的
な
昔
語
り
で
あ
っ
て
、
中
世
村
落
の
よ
う
に
神
話
と
し
て
表
現
さ
れ
は
し
な
い
。」
と
す
る
﹇
薗
部

二
〇
一
〇

一
四
八
﹈。
薗
部

は
、
中
世
・
近
世
と
で
は
、
村
の
開
発
に
伴
う
伝
承
の
形
が
違
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
燈
下
録
』
の
一
文
は
、
薗
部
の
定
義
に
よ
る

「
あ
く
ま
で
世
俗
的
な
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
」
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
其
の
遺
風
に
て
耕
作
の
い
と
ま
海
舶
を
は
運
送
し
て
業
の
助

け
と
す
」
と
あ
る
こ
と
も
「
世
俗
」
性
を
示
し
て
い
る
。
薗
部
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
「
近
世
草
創
の
物
語
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
燈
下
録
』
は
近
世
記
録
で
あ
る
が
、
伝
説
で
は
村
の
開
発
の
具
体
的
な
時
期
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、『
阿
波
誌
』

に
は
、
四
所
神
社
に
つ
い
て
「
舊
御
甕
洲
に
在
り
文
禄
中
蕩
盡
し
海
と
爲
る
舟
人
載
せ
て
以
て
此
に
至
り
遂
に
之
を
祀
る
時
に
祀
職
辻

勝
朝
鮮
に
從
軍
と
云
ふ
。」
と
あ
っ
た
﹇
笠
井

一
九
七
六

五
三
﹈。「
朝
鮮
従
軍
」
と
は
、
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
出
兵
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
朝
鮮
出
兵
前
に
海
没
し
た
島
の
住
民
が
四
所
神
社
を
祀
っ
た
こ
と
に
な
る
。
島
の
海
没
は
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
の
話
し

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
、
す
る
と
「
板
野
郡
別
宮
浦
」
の
開
発
も
そ
の
頃
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
伝
説
の
記
録
の
初
出

は
元
禄
二
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
瓜
生
島
に
は
伝
説
が
確
認
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
元
禄
十
二
年
の
『
豊
府
紀
聞
』
に
は
伝
説
の

記
録
は
な
い
。『
豊
府
紀
聞
』
の
元
と
な
っ
た
『
豊
府
聞
書
』
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。『
豊
府
聞
書
』
に
採
録

さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
記
録
さ
れ
た
当
時
、
当
所
で
は
伝
説
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
、
伝
説
が
当
地
で

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
村
の
草
創
伝
説
が
近
世
的
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

村
の
草
創
は
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
、
す
る
と
島
の
海
没
伝
説
が
、
他
所
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
と
の
関
係
の
中

で
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
他
所
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
が
、
本
論
で
い
う
「
移
民
」
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
地
震
学
者
の
立
場
か
ら
、
歴
史
地
震
の
研
究
を
し
て
い
る
宇
佐
美
龍
夫
に
よ
る
『
大
地
震
』
で
は
、
文
禄
年
間
の
地
震

一
二
八



の
記
録
は
、
元
年
の
下
総
、
五
年
の
豊
後
、
京
都
お
よ
び
畿
内
だ
け
と
な
っ
て
い
る
﹇
宇
佐
美

一
九
七
七

二
三
三
〜
二
三
四
﹈。

『
阿
波
誌
』
に
記
述
さ
れ
た
「
文
禄
年
中
」
に
徳
島
市
「
亀
島
」
が
津
波
で
海
没
す
る
ほ
ど
の
地
震
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
島
の
海
没
の
史
実
性
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
も
の
と
な
る
。

そ
こ
で
、
坂
田
邦
洋
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
幻
の
世
界
」
が
必
要
と
さ
れ
、
伝
説
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
坂
田

は
「「
高
麗
島
伝
説
」
の
考
古
学
的
検
討
」
の
中
で
、「
石
像
の
面
が
赤
く
な
っ
た
ら
島
が
沈
ん
だ
と
い
う
伝
説
は
中
国
に
起
源
が
あ
り
、

そ
れ
が
日
本
に
入
っ
て
来
て
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。「
高
麗
島
の
伝
説
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
高
麗
島
は
幻
想
の
世
界
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
幻
の
高
麗
島
と
実
在
す
る
高
麗
曽

根
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。」
と
述
べ
る
﹇
坂
田

一
九
八
一

六
四
八
﹈。
坂
田
は
高
麗
島
の
海
底
調
査
に
よ
る
遺
跡

が
発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
高
麗
島
の
伝
説
が
伝
播
さ
れ
た
伝
説
を
地
域
に
引
き
付
け
て
成
立
さ
せ
た
と
み
る
。
す
る
と

坂
田
の
指
摘
す
る
「
幻
の
世
界
」
は
、
移
民
が
自
己
正
当
化
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
世
界
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
筆
者
は

す
で
に
こ
の
よ
う
な
世
界
を
、
心
意
的
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
﹇
林

二
〇
一
三
﹈。
海
没
し
て
し
ま
っ
た

「
島
」
に
は
も
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
論
理
を
そ
こ
に
筆
者
は
み
る
。

五
、
神
仏
の
移
動
か
ら
見
る
移
民
の
可
能
性

今
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
伝
説
の
中
で
の
遷
座
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
瓜
生
島
に
関
し
て
は
、
遷
座

の
伝
承
記
録
は
見
ら
れ
な
い
が
、
移
民
に
つ
い
て
伝
承
記
録
が
認
め
ら
れ
た
。
島
の
海
没
と
移
民
と
の
関
連
性
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

で
は
遷
座
と
移
民
と
の
関
係
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。『
阿
波
誌
』
で
も
四
所
神
社
を
祀
っ
た
の
は
個
人
で
あ
る
よ
う
に
読
み
取

れ
る
。
し
か
し
『
阿
波
誌
』
の
「
潮
見
寺
」
の
項
に
、「
亦
北
濱
西
山
の
麓
に
在
り
興
正
寺
に
隷
す
初
め
大
瓶
浦
に
在
り
天
正
中
歿
て

海
と
爲
る
因
て
福
島
の
南
岸
に
移
す
寛
永
中
此
に
移
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
﹇
笠
井

一
九
七
六

九
五
﹈。
島
に
あ
っ
た
寺
院
が
海

一
二
九
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没
後
に
、
四
所
神
社
と
同
じ
「
福
島
」
に
遷
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
海
没
時
に
お
い
て
、「
お
亀
磯
」
の
住
民
の
檀

那
寺
的
機
能
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
伝
説
上
で
は
個
人
の
話
し
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
生
き
延
び

た
と
さ
れ
る
住
民
の
移
転
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
る
と
そ
こ
に
「
移
民
」
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
伝
説
と
し
て
は
個
人
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
移
民
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
人
に
よ
る
遷
座
は
、

実
は
移
民
に
よ
る
遷
座
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
高
麗
島
の
伝
説
に
お
い
て
は
、
移
民
の
話
し
は
見
ら
れ
る

が
、
遷
座
に
つ
い
て
の
話
し
は
な
い
。
し
か
し
坂
田
は
「
福
江
市
久
賀
蕨
の
大
師
堂
の
一
角
に
祀
っ
て
あ
る
高
麗
地
蔵
は
高
麗
島
か
ら

渡
っ
て
こ
ら
れ
た
お
地
蔵
様
で
あ
る
と
い
う
」
と
の
報
告
を
し
て
い
る
﹇
坂
田

一
九
八
一

六
四
七
﹈。
高
麗
島
で
は
人
々
が
逃
れ

た
話
し
も
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
伝
承
で
は
、
伝
説
と
切
り
離
さ
れ
て
の
報
告
で
あ
る
。
地
蔵
に
つ
い
て
の
伝
承
で
あ
り
、
遷
座
縁

起
と
同
様
の
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
移
民
の
伝
承
は
な
い
が
、
島
の
海
没
を
理
由
と
し
た
遷
座
の
伝
承
は
、

背
後
に
移
民
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

移
民
の
説
明
は
な
く
て
も
、「
島
」
の
海
没
を
理
由
と
す
る
神
仏
の
移
動
は
、
移
民
の
可
能
性
を
推
察
さ
せ
る
史
料
が
あ
る
。『
香
川

県
神
社
誌
』
に
は
香
川
県
三
豊
市
仁
尾
町
に
あ
る
磯
菜
天
満
宮
の
、
島
の
海
没
に
伴
う
遷
座
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

初
め
天
神
山
に
鎮
座
あ
り
し
が
、
大
浪
の
為
め
山
も
社
も
共
に
海
中
に
没
せ
り
。
依
て
康
和
年
中
磯
菜
島
に
再
興
す
。
應
安
四

年
時
の
代
官
よ
り
燈
油
田
一
段
六
十
歩
の
寄
進
あ
り
て
寄
進
状
現
存
す
。
山
崎
家
の
西
讃
を
領
す
る
や
、
磯
菜
島
四
段
六
畝
を
免

許
し
、
藩
主
京
極
家
亦
先
規
に
従
ふ
。
世
に
磯
菜
天
神
と
称
へ
ら
れ
、
神
額
は
僧
南
谷
の
筆
な
り
。
現
今
の
社
殿
は
嘉
永
四
年
の

改
築
に
か
ゝ
る
。
磯
菜
島
は
仁
尾
八
景
の
一
に
し
て
名
勝
地
の
名
高
く
春
秋
の
候
来
島
す
る
者
多
し
。﹇
香
川
県
神
職
会

一
九

三
八

三
〇
七
﹈

一
三
〇



『
香
川
県
神
社
誌
』
は
、
香
川
県
神
職
会
が
、
香
川
県
内
の
神
社
と
そ
の
由
来
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
由
来
の
典
拠
が

何
に
あ
り
、
ま
た
編
集
の
目
的
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
編
集
当
時
（
一
九
三
八
年
）

に
は
、
海
没
で
神
社
が
移
動
し
た
が
、
康
和
年
中
（
一
〇
九
九
年
〜
一
一
〇
四
年
）
に
別
の
場
所
に
再
興
し
た
と
の
伝
承
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
場
所
が
移
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
「
再
興
」
は
「
遷
座
」
と
同
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
應
安
四
（
一
三
七
一
）
年
に
は
、
代
官
よ
り
燈
油
田
を
寄
進
さ
れ
た
。
も
と
も
と
天
満
宮
の
あ
っ
た
島
が
い
つ

沈
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
天
満
宮
を
奉
祭
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
康
和
年
中
に
遷
座
さ
れ
た
。

『
香
川
県
神
社
誌
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
寄
進
状
が
『
新
修
仁
尾
町
誌
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
﹇
仁
尾
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九

八
四

一
四
〇
〜
一
四
一
﹈。御

使
源
三
（
花
押
）

御
寄
進
天
神
御
燈
田
事

合
壹
段
陸
拾
歩

在
坪
御
館
浦
武
延
名
内
也
、

右
件
御
寄
進
田
者
、
今
天
神
毎
月
廿
五
日
御
燈
油
料
地
也
、
無
懈
怠
、
御
燈
油
令
勤
仕
、
可
領
知
者
也
、
仍
為
後
日
沙
汰
、
御
寄

進
状
、
如
件
、

公
文

応
安
四
年
辛卯
九
月
六
日

御
代
官
（
花
押
）

「
島
」
の
海
没
と
の
関
係
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
と
し
た
い
の
は
「
島
の
海
没
↓
神
社
の
再
興
（
遷
座
）
↓
燈
田
寄
進
」

の
図
式
で
あ
る
。
神
社
の
遷
座
は
人
の
移
動
を
背
景
に
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
も
と
も
と
天
神
社
が
あ
っ
た
島
は
康
和
年
中
以
前
に

一
三
一

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



海
没
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
。
應
安
四
年
に
は
燈
油
田
を
寄
進
さ
れ
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
薗
部
は
「
村
落
内
身
分
の
地
域
類
型
と
讃
岐
国
詫
間
荘
」
の
中
で
、
詫
間
荘
で
は
「
一
四
世
紀
後
期
に
は
個
別
村
落
が
自

立
し
て
い
た
」
と
し
﹇
薗
部

二
〇
〇
八

八
﹈、
詫
間
荘
の
「
惣
荘
名
主
座
で
あ
る
浪
打
八
幡
宮
の
名
主
座
の
名
が
、「
個
別
村
落
の

名
」
の
集
合
体
と
い
う
あ
り
か
た
を
示
し
て
」
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
仁
尾
浦
（
村
）
の
独
自
な
動
き
が
強
い
影
響
を
与
え
て

い
る
」
と
指
摘
す
る
﹇
薗
部

二
〇
〇
八

九
﹈。
こ
こ
で
問
題
と
す
る
「
天
神
」
は
仁
尾
に
あ
り
、「
御
燈
田
」
の
寄
進
は
一
四
世
紀

後
半
で
あ
る
。
薗
部
に
従
う
な
ら
ば
、「
仁
尾
浦
（
村
）」
は
独
自
性
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
独
自
性
は
賀
茂
社
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
中
で
の
「
御
燈
田
」
の
寄
進
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
新
修
仁
尾
町
誌
』
に
よ
る
と
、「
当
初
蔦
島
が
供
祭
所

に
設
定
さ
れ
、
の
ち
対
岸
仁
尾
村
を
ふ
く
め
て
京
都
賀
茂
社
の
支
配
が
及
び
、
賀
茂
社
分
霊
の
勧
請
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
仁
尾
浦

住
人
の
賀
茂
社
神
人
化
が
す
す
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
り
﹇
仁
尾
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
四

一
二
三
﹈、
薗
部
は

「
仁
尾
賀
茂
神
社
の
鴨
社
供
祭
人
は
、
京
都
の
鴨
社
に
供
物
を
お
く
る
義
務
を
も
つ
と
と
も
に
、
同
社
の
保
護
の
も
と
、
供
祭
を
背
景

と
し
た
仁
尾
浦
漁
撈
や
舟
運
の
特
権
を
独
占
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
四
一
五
年
（
応
永
二
二
）
年
、
讃
岐
国
守
護
細
川
頼
之
か
ら

海
上
諸
役
や
兵
船
の
供
出
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
仁
尾
浦
供
祭
人
の
活
動
は
中
世
後
期
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
た
も

の
と
い
え
よ
う
。」
と
指
摘
す
る
﹇
薗
部

二
〇
〇
八

七
﹈。

つ
ま
り
、
仁
尾
浦
は
賀
茂
社
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
お
り
、
一
四
世
紀
後
期
に
は
独
自
の
動
き
を
す
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
た
。

天
神
社
が
「
御
燈
田
」
を
受
け
る
時
期
は
、
薗
部
に
従
う
な
ら
ば
、
賀
茂
神
人
の
力
が
強
ま
る
時
代
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
天

神
社
へ
の
「
御
燈
田
」
は
、
領
地
支
配
者
に
よ
る
賀
茂
神
社
勢
力
の
牽
制
を
目
論
ん
だ
た
め
と
は
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、「
公
文
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
荘
園
と
し
て
寄
進
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
天
神
社
の
再
興
（
遷
座
）
は
、
沈
ん
だ
と
す
る
島
か
ら
や
っ
て
き

た
人
た
ち
が
荘
園
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
人
た
ち
は
賀
茂
社
の
影
響
力
を
受
け
な
い
存
在
と

し
て
成
長
し
た
。
し
か
し
、
元
は
移
民
で
あ
っ
た
た
め
に
、
島
の
海
没
を
自
己
存
在
の
正
当
性
の
た
め
に
持
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
か
。

一
三
二



こ
の
島
の
海
没
に
関
す
る
史
実
性
を
疑
う
理
由
が
あ
る
。『
香
川
県
神
社
誌
』
に
は
「
大
浪
の
為
め
山
も
社
も
共
に
海
中
に
没
せ
り
」

と
あ
っ
た
。「
大
浪
」
は
津
波
で
あ
ろ
う
。
香
川
県
は
瀬
戸
内
海
側
に
あ
る
。
島
が
海
没
す
る
だ
け
の
津
波
の
被
害
を
受
け
る
だ
ろ
う

か
。
山
本
尚
明
は
「
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
自
治
体
の
津
波
危
険
度
に
関
す
る
考
え
方
お
よ
び
そ
の
対
応
に
つ
い
て
｜
香
川
県
の
場
合

｜
」
に
お
い
て
、
香
川
県
の
歴
史
的
な
津
波
記
録
は
、「
一
七
〇
七
年
の
宝
永
地
震
、
一
八
五
四
年
の
安
政
南
海
地
震
お
よ
び
一
九
四

六
年
の
昭
和
南
海
地
震
の
３
つ
の
南
海
地
震
津
波
に
関
す
る
記
録
の
み
で
あ
る
。」
と
し
﹇
山
本

二
〇
〇
七

一
七
五
﹈、
そ
の
記
録

に
も
津
波
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
高
松
と
庵
治
の
２
地
点
だ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
津
波
高
は
一
・
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た

と
い
う
﹇
山
本

二
〇
〇
七

一
八
〇
﹈。
ち
な
み
に
康
和
元
年
に
畿
内
で
地
震
が
あ
り
、「
土
佐
で
田
千
餘
町
皆
海
底
に
沈
む
」
よ
う

な
地
震
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
﹇
宇
佐
美

一
九
七
七

二
三
六
﹈。
し
か
し
、
南
海
地
震
で
の
津
波
高
が
一
・
八
ⅿ
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
畿
内
を
震
源
と
す
る
地
震
で
、
香
川
県
の
島
が
沈
む
ほ
ど
の
津
波
が
お
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
東
日
本
大
震
災
を
受
け

て
、
全
国
的
に
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
が
、
香
川
県
も
二
〇
一
三
年
三
月
三
十
一
日
付
で
「
香
川
県
地
震
・
津
波

被
害
想
定
（
第
一
次
公
表
）」
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
仁
尾
港
の
最
大
水
位
は
三
・
三
ⅿ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
想
定
に
よ

る
と
、
高
松
港
は
二
・
六
ⅿ
、
庵
治
港
は
二
・
七
ⅿ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
最
大
ク
ラ
ス
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
想
定
し
た
も
の

で
あ
り
﹇
香
川
県

二
〇
一
三
ａ
﹈、
歴
史
地
震
研
究
に
よ
る
結
果
よ
り
も
大
き
な
数
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
仁
尾
港
で
は

三
・
三
ⅿ
で
あ
る
。
も
し
天
神
山
の
海
没
が
史
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
地
震
に
よ
る
地
殻
変
動
に
よ
る
島
の
崩
落
を
考
え
な
け
れ

ば
、
津
波
で
一
時
的
に
せ
よ
島
が
海
没
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
港
で
は
な
く
、
島
で
あ
り
、
津
波
高
も
こ
れ
よ
り
は
低
く
な
る
で

あ
ろ
う
。
仁
尾
港
沖
に
現
在
で
は
粟
島
・
志
々
島
が
あ
る
が
、
香
川
県
の
色
分
け
に
よ
る
津
波
水
位
に
よ
る
な
ら
ば
、
島
の
南
部
海
岸

線
だ
け
に
被
害
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹇
香
川
県

二
〇
一
三
ｂ
﹈。
確
か
に
津
波
の
被
害
よ
り
は
地
殻
変
動
の
可
能
性
は
考

え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
移
民
と
し
て
、「
島
」
の
海
没
と
い
う
伝
承
が
必
要
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
も

と
も
と
賀
茂
社
の
大
き
な
影
響
下
に
あ
っ
た
仁
尾
の
移
民
に
お
い
て
、
元
い
た
場
所
の
海
没
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
移
民
の
正

一
三
三

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



当
化
を
は
か
っ
た
と
考
え
た
い
。
さ
ら
な
る
正
当
化
を
図
る
た
め
に
、
移
民
が
持
ち
込
ん
だ
神
仏
の
神
威
を
高
め
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
賀
茂
社
と
い
う
強
力
な
神
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
威
を
高
め
る
た
め
に
、
神
の
移
動
に
重
点
が
置
か

れ
て
語
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
山
本
が
指
摘
す
る
漂
着
神
信
仰
の
混
入
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

六
、
移
民
伝
承
の
記
録
｜
五
島
｜

中
島
功
に
よ
る
『
五
島
編
年
史

上
巻
』
に
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
自
序
」
で
は
、「
古
文
書
を
写
し
旧
記
の
一
節
を
記
載

し
、
且
は
碑
文
等
併
録
し
」
し
た
も
の
で
あ
り
、「
昭
和
十
四
年
」
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
﹇
中
島

一
九
七
三

ペ
ー
ジ
番
号
な

し
﹈。「
五
島
地
域
」
に
関
係
す
る
古
記
録
を
丹
念
に
、
編
年
体
で
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
監
修
者
は
郡
家
真
一
で
あ
る
が
、
郡
家
に

よ
る
「
序
」
に
る
と
、「
故
中
島
功
先
生
は
長
崎
県
諌
早
市
出
身
」
と
の
こ
と
で
あ
る
﹇
郡
家

一
九
七
三

ペ
ー
ジ
番
号
な
し
﹈。
す

る
と
中
島
は
、
自
分
の
出
身
地
と
は
異
な
る
五
島
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
歴
史
や
、
地
名
由
来
な
ど
を
ま
と
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

弘
和
三
（
一
三
八
三
）
年
の
記
事
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

鬼
宿
ノ
文
字
ヲ
改
メ
テ
岐
宿
ト
ス
。

鬼
宿
ノ
古
サ
ヲ
攻
タ
ル
ニ
、
今
三
項
を
挙
ゲ
ン

一
、
鬼
宿
の
鬼

鬼
ニ
就
キ
テ
、
説
ヲ
聞
ク
ニ
、
鬼
ハ
先
住
民
族
ナ
リ
ト
。
即
チ
、
先
住
民
族
ノ
開
発
セ
シ
地
ナ
ル
ヲ
意
味
ス
ル
カ
。

二
、
岐
宿
、
貝
塚

先
住
民
族
開
発
説
｜
鬼
宿
｜
ヲ
証
明
ス
ル
ガ
如
ク
、
コ
ノ
地
、
掛
塚
、

防
か
）

坊
塚
ノ
二
ケ
所
ニ
貝
塚
ア
リ
。
然
カ
モ
、
坊
里
ノ
貝

塚
ハ
、
ソ
ノ
面
積
ニ
於
テ
、
誇
ル
ニ
足
ル
ト
云
フ
。

一
三
四



三
、
巌
立
権
現
ト
阿
比
留
姓

巌
立
ノ
神
名
ノ
因
ル
所
、
神
社
ノ
起
源
タ
ル
ヒ
ア
モ
リ
キ
霊ヒ
天アモ
降リ
域キ
た
る
。
巌
ヲ
立
テ
、
之
ニ
降
神
ヲ
迎
ヘ
タ
ル
、
古
ノ
祭

祀
ノ
名
残
ナ
ラ
ン
。
然
モ
、
今
、
コ
ノ
型
ノ
社
ハ
対
馬
ニ
現
存
ス
。
而
シ
テ
、
コ
ノ
権
現
ノ
神
主
阿
比
留
姓
と
同
姓
ニ
シ
テ

対
馬
ノ
神
主
ア
リ
。
然
カ
モ
、
コ
ノ
巌
立
権
現
ハ
、
対
州
ヨ
リ
飛
来
リ
給
フ
ト
。
ソ
レ
ト
コ
レ
、
対
州
ノ
（
ひ
も
ろ
ぎ
ひ
も

あ
り
き
）
型
ノ
神
社
、
岐
宿
権
現
嶽
ノ
巌
立
権
現
、
対
州
よ
り
飛
来
ノ
伝
説
、
両
地
ノ
神
主
阿
比
留
姓
の
符
号
、
然
モ
、
コ

ノ
宮
ノ
別
当
寺
ハ
、
今
、
廃
寺
ト
ナ
ル
モ
、
本
宮
寺
ト
云
ヘ
リ
。
現
ニ
六
地
蔵
存
ス
。（
阿
比
留
氏
ハ
対
馬
系
ナ
リ
）﹇
中
島

一
九
七
三

八
三
〜
八
四
﹈

多
分
に
中
島
の
私
見
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
古
記
録
を
編
集
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
一
四
世
紀
前
半
に
移
民
伝
承
の
記
録
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
五
島
に
「
先
住
民
族
が
お
り
、
先
住
民
族
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
」
が
、
新
た

に
入
っ
て
き
た
人
た
ち
が
、
再
開
発
を
行
っ
た
た
め
に
、
地
名
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
岐
宿
の
巌

立
権
現
が
、
対
馬
か
ら
飛
来
し
た
」
と
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
先
住
民
族
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
中

島
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
の
項
で
、「
青
方
ノ
北
ニ
奈
摩
ア
リ
、
朝
鮮
由
来
ノ
奈
未
ニ
因
ル
ト
ス
ル
コ
ト
得
シ
カ
」
と
述
べ
て
お

り
﹇
中
島

一
九
七
三

二
八
﹈、
五
島
に
も
と
は
朝
鮮
系
の
人
が
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
四
世
紀
の
記
録
と
し
て

「
巌
立
権
現
が
、
対
馬
か
ら
飛
来
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
ま
た
対
馬
の
神
主
が
巌
立
権
現
の
神
主
と
同
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中

島
は
対
馬
か
ら
五
島
へ
人
が
や
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。
す
る
と
朝
鮮
系
の
先
住
民
族
が
住
ん
で
い
た
後
に
、
対
馬
か
ら
渡
っ
て
き

た
人
が
再
開
発
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
古
記
録
を
編
集
し
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
録

の
典
拠
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、
確
認
で
き
な
い
。

さ
ら
に
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
の
項
で
、「
魚
目
ノ
漁
民
、
大
値
賀
島
深
江
ノ
丸
木
ニ
移
住
ス
」
と
し
、「
是
等
ノ
先
ハ
筑
前
浦
賀

一
三
五

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



ノ
者
ニ
シ
テ
屡
々
魚
目
沖
ニ
来
リ
テ
出
漁
シ
遂
ニ
そ
の
地
ニ
居
付
ケ
リ
」
と
あ
る
﹇
中
島

一
九
七
三

一
九
三
﹈。
こ
れ
は
一
六
世

紀
の
漁
民
の
移
住
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
筑
前
か
ら
屡
々
漁
に
来
て
い
た
漁
民
が
、
つ
い
に
五
島
に
定
住
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
が
、
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
筑
前
の
漁
民
が
各
地
に
移
住
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
中
島
に
よ
る
、
五
島
の
記
録
に
は
高
麗
島
に
伝
わ
る
伝
説
に
繫
が
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
伝
説
で
は
、
高
麗
島

か
ら
五
島
へ
移
民
し
た
人
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
記
録
が
正
確
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
移
民
が
伝
説
成
立
と
関
わ
り
を
持
つ

と
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
高
麗
」
と
は
朝
鮮
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
朝
鮮
方
面

か
ら
人
が
渡
っ
て
き
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
上
の
史
料
で
は
時
系
列
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
移
民
が
時
系
列
的
に
あ

っ
た
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
高
麗
島
」
と
の
島
名
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
朝
鮮
の
方
か
ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は

な
か
ろ
う
か
。
対
馬
も
五
島
を
中
心
に
考
え
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
方
向
と
な
る
。

七
、
移
民
の
実
態
｜
舳
倉
島
｜

安
土
・
桃
山
期
に
能
登
舳
倉
島
へ
移
民
し
た
海
士
に
つ
い
て
、
森
田
平
次
が
『
能
登
志
徴

七
』
に
記
述
し
て
い
る
。『
能
登
志

徴
』
は
、
太
田
敬
太
郎
の
「
能
登
志
徴
解
説
」
に
よ
る
と
、
能
登
地
方
の
「
各
郡
の
土
地
の
遠
近
を
方
位
に
考
え
て
郷
村
の
排
列
を
次

第
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
に
於
け
る
名
山
・
大
川
・
勝
區
・
舊
蹟
・
神
社
・
佛
閣
・
城
址
・
館
跡
・
墳
墓
及
び
邑
人
の
口
碑
伝
説
等
、

凡
そ
事
の
其
地
に
起
り
、
そ
の
地
の
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
世
に
傳
へ
後
に
垂
る
べ
き
と
思
ふ
史
實
は
、
悉
く
之
を
地
名
の
下
に
類
聚

羅
識
し
て
あ
る
。」
と
い
う
﹇
太
田

一
九
三
八
・
一
九
六
九

三
九
九
﹈。
実
際
に
村
ご
と
に
古
文
書
を
基
に
し
た
歴
史
的
記
述
構
成

と
な
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
「
太
田
道
灌
編
集
に
よ
る
「
能
登
誌
」
を
中
心
に
多
く
の
古
文
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
﹇
太
田

一
九
三
八
・
一
九
六
九

三
九
九
﹈。
由
谷
裕
哉
に
よ
る
と
、
森
田
平
次
（
一
八
二
三
〜
一
九
〇
八
）
は
「
幕
末
・
明
治
期
の
郷
土
史

家
」
と
す
る
﹇
由
谷

二
〇
〇
七

二
二
七
﹈。
そ
の
『

七
』
に
、
輪
島
の
「
海
士
町
」
に
漁
民
が
移
住
し
て
き
た
様
子
が
、「
海
士

一
三
六



の
來
歴
」「
舳
倉
島
舊
記
に
云
」
と
の
項
目
で
記
さ
れ
て
い
る
。

○
海
士
の
來
歴

此
海
士
町
に
は
海
士
の
み
居
住
し
て
、
毎
年
春
八
十
八
夜
よ
り
舳
倉
島
へ
渡
り
、
秋
の
彼
岸
終
ま
で
島
に
居

て
七
ツ
島
等
を
か
せ
ぎ
、
鮑
な
ど
多
く
取
揚
げ
、
島
よ
り
直
に
諸
方
へ
商
へ
り
。
故
に
此
海
士
町
に
は
、
彼
岸
過
よ
り
春
八
十
八

夜
頃
ま
で
な
ら
で
居
住
せ
ざ
る
と
な
り
。
島
へ
渡
り
し
跡
は
、
村
番
頭
と
て
一
兩
人
巡
番
に
残
り
、
留
守
居
し
て
明
家
ど
も
の
縮

を
な
せ
り
。
此
海
士
は
も
と
筑
前
金
ヶ
崎
の
者
十
三
人
、
毎
年
彼
舳
倉
島
へ
渡
來
て

業
せ
し
が
、
高
徳
公
當
國
御
領
と
成
た
り

し
後
、
御
指
留
被

成
。
後
輪
島
に
居
住
命
ぜ
ら
れ
し
が
、
十
三
人
の
者
共
追
々
蕃
殖
し
て
、
海
士
町
と
て
一
村
と
成
、
既
に
百

餘
戸
に
及
べ
り
。
此
河
合
町
の
浄
土
宗
法
蔵
寺
の
伴
僧
一
人
一
集
に
渡
り
、
島
地
の
懸
所
に
居
住
す
。
若
死
人
な
ど
あ
れ
ば
葬
禮

執
行
へ
り
と
云
。
○
舳
倉
島
舊
記
に
云
、
能
登
國
鳳
至
郡
輪
島
海
士
の
濫

を
原
ぬ
る
に
、
人
皇
百
十
一
代
正
親
町
院
天
皇
御
宇
、

永
禄
十
二
己
巳
年
よ
り
有

知
人
、
始
て
筑
前
國
上
座
郡
金
ヶ
崎
の
漁
人
、
能
登
國
羽
咋
郡
赤
住
村
・
鳳
至
郡
吉
浦
村
・
皆
月
村

へ
漁
業
と
し
て
春
季
來
り
、
秋
季

帆
す
る
事
連
年
也
。
然
る
に
能
登
國
は
海
濱
多
く
、
海
岸
の
産
業
頗
多
き
を
以
て
、
後
陽
成

院
天
皇
の
御
宇
、
文
禄
三
甲
午
年
よ
り
鳳
至
郡
鵜
入
浦
に
借
家
し
て
居
留
す
る
事
、
凡
二
十
二
年
の
久
敷
星
霜
を
重
ね
し
に
、
元

和
三
丁
巳
年
又
兵
衛
な
る
者
、
國
の
太
守
中
納
言
利
常
卿
に
拝
謁
し
、
同
郡
光
浦
に
往
々
居
住
し
、
漁
業
を
營
む
事
を
訴
訟
す
。

君
公
之
を
許
諾
し
給
ひ
、
殊
に
彼
又
兵
衛
な
る
者
は
、
本
國
に
於
て
由
緒
あ
る
者
な
れ
ば
、
居
邸
等
作
事
を
命
ぜ
ら
れ
、
一
同
此

地
に
居
住
し
、
舳
倉
島
・
七
ツ
島
へ
渡
り
漁
業
す
。
依
而
寛
永
二
十
癸
未
年
舳
倉
島
・
七
ツ
島
運
上
の
御
印
書
を
賜
る
。
然
る
に
、

慶
安
二
己
巳
年
十
月
十
六
日
、
輪
島
鳳
至
町
領
之
地
内
千
歩
程
の
地
を
賜
り
、
此
地
に
移
轉
す
。
此
時

地
と
し
て
島
田
勘
右
衛

門
・
古
澤
加
兵
衛
、
其
外
見
分
の
吏
と
し
て
數
名
出
張
せ
ら
れ
、
地
所
引
渡
さ
る
。
寛
文
十
庚
戌
年
九
月
七
日
、
國
老
寄
合
所
よ

り
證
書
添
翰
を
賜
り
、
同
十
一
年
辛
亥
年

領
の
地
に
一
社
を
建
立
し
て
、
事
代
主
命
を
勸
請
し
て
、

業
繁
營
を
祈
請
す
。

﹇
森
田

一
九
三
八
・
一
九
六
九

一
三
三
〜
一
三
四
﹈

一
三
七
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こ
れ
か
ら
、
舳
倉
島
で
海
士
を
行
っ
て
い
る
漁
民
は
、
も
と
も
と
「
筑
前
金
ヶ
崎
の
者
」
で
あ
り
、
輪
島
か
ら
季
節
ご
と
に
渡
っ
て

漁
を
行
っ
て
い
た
が
、
高
徳
公
（
前
田
利
家
）
の
時
に
、「
御
指
留
被

成
。
後
輪
島
に
居
住
命
ぜ
ら
れ
し
」
が
、
そ
の
後
人
数
も
増
え
、

「
海
士
町
」
と
し
て
一
村
を
な
し
た
と
あ
る
。

一
方
、
上
の
文
中
に
あ
る
「
舳
倉
島
舊
記
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）

の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
舳
倉
島
舊
記
」
に
よ
れ
ば
、
永
禄
十
三
年

（
一
五
六
九
）
に
、
吉
浦
村
・
皆
月
村
へ
季
節
ご
と
に
や
っ
て
き
て
漁
を
行
っ
て
い
た
が
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
鵜
入
村
の
借

家
に
居
留
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
前
田
利
常
か
ら
光
浦
へ
の
居
住
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

ど
ち
ら
も
「
筑
前
金
ヶ
崎
」
か
ら
漁
民
が
移
住
し
て
き
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
、「
海
士
の
來
歴
」
で
は
「
高
徳
公
」、「
舳
倉

島
舊
記
」
で
は
「
利
常
」
が
居
留
を
認
め
た
と
あ
り
、
若
干
の
違
い
は
あ
る
。
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
高
徳
公
」
は
前
田
利
家
の

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
江
戸
時
代
以
前
に
、
後
者
は
「
利
常
」
に
よ
っ
て
元
和
三
年
に
居
留
が
認
め
た
こ
と
に
な
る
が
、

実
際
に
は
文
禄
年
中
に
は
居
留
し
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
時
代
直
前
に
定
住
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
者
で
は
、
居

留
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
「
凡
二
十
二
年
の
久
敷
星
霜
を
重
ね
し
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
成
事
実
化
し
た
後
に
永
住
の
正
式
許
可

を
願
い
出
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
、「
輪
島
鳳
至
町
領
之
地
内
千
歩
程
の
地
を
賜
り
、
此
地
に
移
轉

す
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
此
地
」
が
海
士
町
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
例
で
は
、
寛
文
十
一
年
に
、
移
住
し
て
八
十
年
ほ
ど
し
て
、
よ
う
や
く
神
社
の
建
立
が
な
さ
れ
る
。
遷
座
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
野
地
恒
有
が
「
海
の
行
動
学
」
の
中
で
、「
出
身
地
の
神
社
が
漁
民
の
移
住
地
域
に
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
例
は
、
む
し
ろ

少
な
い
。」
と
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
﹇
野
地

二
〇
〇
八

二
四
五
﹈。

ち
な
み
に
「
舳
倉
島
舊
記
」
に
見
え
る
地
名
、
吉
浦
・
皆
月
・
鵜
入
・
光
浦
は
現
在
の
輪
島
市
に
あ
り
、
と
く
に
光
浦
は
輪
島
市
海

一
三
八



士
町
の
近
く
に
あ
る
。

な
お
、
上
の
海
士
の
移
民
を
示
す
具
体
的
な
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

能
州
鳳
至
郡
舳
倉
嶋
・
七
ツ
嶋
海
士
役

舟
役
之
事

一
、
銀
子
拾
三
枚

右
毎
年
可
出
之
也

寛
文
拾
年
九
月
七
日
（
御
印
）

輪
嶋
町

海
士
中

乍
恐
海
士
又
兵
衛
申
上
候

一
、
能
州
浦

七
ツ
嶋
・
舳
倉
島
ニ
而
海
士
共
ニ
蚫
を
と
ら
せ
年
々
御
運
上
指
上
商
買
仕
来
申
候
、
跡
々
者
正
二
月
中
ニ
御
国
へ
罷

越
其
年
之
暮
ニ
西
国
へ
罷
帰
申
候
、
然
者
蚫
も
多
御
座
候
、
其
上
数
年
居
な
し
ミ
申
ニ
付
而
御
国
ニ
有
付
申
度
奉
存
候
、
生
国
を

打
捨
一
門
共
召
連
鳳
至
郡
之
内
鵜
入
村
ニ
借
屋
を
仕
罷
在
候
、
就
其
寛
永
弐
拾
年
筑
前
守
様
御
入
国
被
為
成
之
刻
、
居
屋
敷
拝
領

仕
度
旨
今
枝
民
部
様
迄
能
州
御
奉
行
衆
様
を
以
書
付
指
上
申
候
所
、
可
被
下
御
意
之
旨
被
仰
渡
難
有
奉
存
候
、
然
共
海
近
キ
屋
敷

見
立
不
申
候
故
当
分
光
浦
村
ニ
弐
百
五
拾
歩
ノ
所
御
座
候
を
正
保
三
年
ニ
御
理
申
上
先
小
屋
懸
を
致
十
四
軒
ニ
か
こ
ひ
罷
有
申
候
、

海
士
男
女
せ
か
れ
共
ニ
人
数
百
五
六
拾
人
御
座
候
得
者
何
共
住
居
兼
申
候
、
其
上
、
去
年
ヨ
リ
御
菓
子
熨
斗
・
長
熨
斗
被
仰
付
、

為ママ
御
奉
行
御
代
官
衆
私
小
屋
へ
御
越
ニ
而
仕
様
被
入
御
念
候
、
子
共
罷
有
所
む
さ
く
御
座
候
間
、
居
屋
敷
鳳
気
至
町
輪
嶋
崎
之
間

ニ
山
畑
御
座
候
千
弐
三
百
歩
程
拝
領
仕
、
別
家
ニ
小
屋
を
作
り
御
菓
子
熨
斗
以
下
き
れ
い
成
処
ニ
而
仕
差
上
申
度
御
座
候
、
左
様

ニ
御
座
候
者
、
光
浦
村
之
御
屋
敷
上
可
申
候
、
海
辺
遠
キ
所
ハ
罷
成
不
申
候
間
、
右
之
所
拝
領
仕
候
様
ニ
御
次
手
を
以
御
老
中
様

一
三
九

海
没
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へ
宜
様
ニ
被
仰
上
被
下
候
ハ
バ
難
有
忝
可
奉
存
候
、
以
上

慶
安
弐
年
十
月
十
六
日

あ
ま

又
兵
衛

嶋
田
勘
右
衛
門
様

古
沢
加
兵
衛
様

箕
浦
五
郎
左
衛
門
様

右
之
通
御
理
申
上
候
ニ
付
書
付
指
上
申
候
、
以
上

長
沢
加
兵
衛

嶋
田
勘
右
衛
門

箕
浦
五
郎
左
衛
門

﹇
石
川
県
立
郷
土
資
料
館
編

一
九
九
〇

四
四
六
〜
四
四
七
﹈

こ
の
史
料
は
慶
安
二
年
に
出
さ
れ
、
寛
文
十
年
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
光
浦
が
海
か
ら
遠
い
の
で
、
別
の
地
へ
の
移
転
を
願

い
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち
が
能
登
に
や
っ
て
き
た
理
由
と
、
光
浦
に
土
地
を
認
め
ら
れ
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
光
浦
で
の

居
住
が
認
め
ら
れ
た
年
代
は
「
舳
倉
島
舊
記
」
と
は
異
な
る
が
、
全
体
的
な
流
れ
か
ら
み
れ
ば
、「
舳
倉
島
舊
記
」
の
一
文
は
こ
の
史

料
を
基
に
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
史
料
は
筑
前
か
ら
能
登
へ
の
移
民
の
記
録
で
あ
り
、
こ
の
史
料
の
存
在
は
、
江

戸
時
代
成
立
前
後
に
漁
民
の
移
住
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
宮
本
常
一
に
よ
る
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
は
、
明
治
時
代
初
期
に
山
口
県
久
賀
の
漁
師
が
対
馬
へ
季
節
ご
と
に
出
漁
し
、

対
馬
に
永
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
話
し
を
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
的
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
﹇
宮
本

一
九
七
一
﹈、
漁
民
の
移
動
は
限

ら
れ
た
時
代
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
宮
本
は
「
放
浪
者
の
系
譜
」
の
中
で
、「
海
の
漂
泊
者
」
と
の
節
を
設
け
、

一
四
〇



上
で
紹
介
し
た
舳
倉
島
の
海
士
町
へ
の
移
民
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
﹇
宮
本

一
九
七
一

二
八
二
〜
二
八

三
﹈。
さ
ら
に
、
船
を
家
に
し
た
海
上
漂
泊
民
に
つ
い
て
「
よ
い
漁
場
を
見
つ
け
る
と
、
そ
こ
に
住
み
つ
い
た
が
、
死
者
が
あ
る
と
遺

骨
だ
け
は
郷
里
へ
持
っ
て
帰
っ
た
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
漂
泊
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
政
治
の
外
に
い
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
政
治
の
外
に
い
る
と
は
、
税
を
お
さ
め
ず
夫
役
を
つ
と
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
権
利
は
与
え
ら
れ
な
い
。

他
浦
へ
い
っ
て
、
そ
こ
へ
エ
ビ
ス
金
と
い
う
わ
ず
か
ば
か
り
の
金
を
お
さ
め
、
あ
と
は
付
近
で
雑
魚
を
ひ
き
、
そ
れ
を
妻
女
が
ハ
ン
ボ

ウ
に
入
れ
、
頭
に
か
ね
っ
て
農
村
を
売
り
あ
る
く
。

中
略

貧
乏
で
は
あ
っ
た
が
ど
ん
ど
ん
人
口
も
ふ
え
て
ゆ
き
、
そ
の
た
め
枝
村

を
一
〇
〇
も
出
し
た
の
で
あ
っ
て

後
略

」
と
述
べ
﹇
宮
本

一
九
七
一

二
八
四
﹈、
こ
の
よ
う
な
漂
泊
民
は
九
州
・
瀬
戸
内
海
に

多
い
と
す
る
﹇
宮
本

一
九
七
一

二
八
三
〜
二
八
四
﹈。

ま
た
野
地
は
漂
泊
漁
民
で
は
な
く
、「
自
然
的
・
経
済
的
・
社
会
的
変
動
に
よ
り
漁
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た

と
き
、
そ
こ
の
土
地
に
住
み
続
け
て
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
漁
場
を
求
め
て
移
動
し
て
従
来
の
漁
法
を
続
け
る
こ
と
を
選
択
す

る
の
が
移
住
漁
民
の
生
き
方
で
あ
る
。」
と
し
、「
あ
く
ま
で
も
定
住
生
活
を
前
提
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
定
住
の
た
め
に
移
動
し
て
き

た
漁
民
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
﹇
野
地

二
〇
〇
八

二
五
五
﹈。
漂
泊
民
と
移
住
漁
民
と
は
そ
の
生
き
方
が
根
本
的
に
異
な
る
が
、
上

で
見
て
き
た
史
料
に
見
ら
れ
る
漁
民
・
海
士
は
、
野
地
の
い
う
「
移
住
漁
民
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
史
実
と
し
て
の

移
民
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
伝
説
上
に
お
い
て
は
や
む
を
得
ず
移
民
と
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

八
、
島
の
海
没
伝
説
と
移
民

野
地
が
移
民
と
し
て
定
住
し
た
場
合
、
出
身
地
の
神
社
を
遷
座
し
な
い
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
、
舳
倉
島
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の

点
が
移
民
伝
承
を
伴
う
「
島
」
の
海
没
伝
説
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
瓜
生
島
の
よ
う
に
歴
史
的
に
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
島

も
あ
る
が
、
伝
説
で
語
ら
れ
て
い
る
「
島
」
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
も
海
没
の
史
実
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら

一
四
一

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



の
伝
説
が
認
め
ら
れ
る
「
島
」
は
九
州
・
四
国
に
遍
在
し
、
宮
本
の
指
摘
す
る
海
の
漂
泊
者
の
活
動
の
場
と
重
な
る
こ
と
は
偶
然
の
一

致
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
宮
本
が
指
摘
す
る
、「
エ
ビ
ス
金
」
と
の
言
葉
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
島
の
海
没
を
予
兆
す
る
神
仏
が

具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
伝
説
に
お
い
て
、
高
麗
島
や
対
馬
で
は
地
蔵
、
万
里
が
島
は
仁
王
、
瓜
生
島
で
は
岩
瀬
博
が
五
つ
の
伝
説
を

紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
弁
財
天
・
一
遍
が
彫
っ
た
仏
像
・
地
蔵
・
恵
比
須
と
な
っ
て
い
る
﹇
岩
瀬

二
〇
〇
三

一

〜
四
﹈。
ま
た
お
亀
磯
で
は
蛭
子
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
が
見
ら
れ
る
。
数
と
し
て
は
少
な
い
が
、「
蛭
子
（
恵
比
須
）」
が
予
兆
の
対
象

神
仏
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
中
山
太
郎
は
「
お
龜
磯
由
來
記
」
の
中
で
、『
阿
州
奇
事
雑
話
』
に
採
録
さ
れ
た
伝
説
か

ら
、「
蛭
子
」
の
顔
が
赤
く
な
る
こ
と
に
対
し
、「
我
が
國
に
は
、
古
く
か
ら
、
エ
ビ
ス
神
を
漁
の
神
と
し
て
祭
り
、
俗
に
エ
ビ
ス
漁
と

し
て
、
漁
師
が
海
へ
出
て
、
一
番
初
め
に
獲
た
魚
を
持
ち

り
、
そ
れ
を
エ
ビ
ス
神
の
神
體
に
塗
り
つ
け
る
信
仰
が
行
は
れ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
﹇
中
山

一
九
九
〇

三
九
一
﹈。
た
だ
し
、
中
山
は
「
お
龜
島
の
由
来
を
見
る
と
、
こ
れ
も
他
の
民
俗
と
同
じ

く
、
古
く
鮮
魚
の
血
を
、
エ
ビ
ス
神
に
塗
り
つ
け
て
、
報
賽
と
す
る
民
俗
が
忘
れ
ら
れ
て
、
た
ゞ
エ
ビ
ス
神
の
顔
が
。
赤
く
な
る
と
い

ふ
こ
と
だ
け
が
、
口
碑
に

つ
て
ゐ
た
の
を
、
事
を
好
む
者
が
附
會
し
て
、
斯
か
る
説
話
に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。」

と
伝
説
の
意
味
を
読
み
解
い
て
い
る
﹇
中
山

一
九
九
〇

三
九
一
〜
三
九
二
﹈。
民
俗
が
忘
れ
ら
れ
て
説
話
化
し
て
い
っ
た
と
の
論

は
、
対
象
神
仏
が
必
ず
し
も
蛭
子
で
は
な
い
こ
と
か
ら
疑
問
が
残
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
伝
説
の
起
源
は
近
世
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
記
録
初
出
の
万
里
が
島
で
は
仁
王
、
ま
た
『
豊
陽
古
事
談
』
の
「
瓜
生
島
久
光
島
之
考
並
地
図
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
地
震

後
に
神
が
津
波
が
来
る
こ
と
を
告
げ
て
歩
い
た
が
、
そ
の
神
は
春
日
大
明
神
あ
る
い
は
住
吉
大
明
神
と
さ
れ
て
い
る
﹇「
瓜
生
島
」
調

査
団

一
九
七
七

一
九
四
﹈。
初
期
の
頃
に
は
、
民
間
信
仰
的
神
が
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
中
山
の
論
は
古
来
の
習
俗
が
伝
説

に
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
多
く
の
伝
説
は
近
世
的
で
あ
り
、
古
来
の
習
俗
と
の
繫
が
り
を
現
段
階
で
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
漁
と
関
係
の
深
い
蛭
子
（
恵
比
須
）
が
予
兆
神
と
し
て
伝
説
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
伝
説
を
持
っ
て

い
た
、
あ
る
い
は
語
ら
れ
て
い
た
人
た
ち
が
漁
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の

一
四
二



伝
説
に
は
漁
民
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
亀
磯
の
伝
説
を
伝
え
る
『
燈
下
録
』
に
お
い
て
、
中
田
村
に
子
孫

が
実
在
す
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
中
田
村
は
現
在
の
小
松
島
市
に
あ
た
る
。
そ
し
て
『
小
松
島
新
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
藩

政
時
代
か
ら
明
治
三
〇
年
頃
ま
で
は
、「
根
井
（
中
田
町
根
井
）・
元
根
井
（
小
松
島
町
元
根
井
）・
南
根
井
（
横
須
町
）
の
遠
浅
の
砂

浜
海
岸
近
く
に
漁
村
が
あ
っ
て
、
海
岸
で
は
地
曳
網
で
魚
を
と
っ
た
り
、
海
岸
に
漁
船
を
置
い
た
り
、
漁
網
を
干
し
た
り
し
て
い
た
。」

と
あ
り
﹇
小
松
島
市
新
風
土
記
編
纂
委
員
会

二
〇
〇
一

一
四
一
﹈、
漁
村
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
田
村
も
幕
末
か

ら
明
治
三
〇
年
頃
ま
で
は
漁
村
で
あ
っ
た
。『
阿
州
奇
事
雑
話
』『
阿
波
誌
』
で
は
、
現
在
の
徳
島
市
福
島
に
神
社
を
遷
座
さ
せ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
が
、
徳
島
市
と
小
松
島
市
は
隣
接
し
、「
福
島
」
と
「
中
田
村
」
は
距
離
的
に
近
い
。
お
亀
磯
（
亀
島
）
は
現
在
で
こ

そ
、
行
政
区
分
と
し
て
徳
島
市
と
小
松
島
市
に
分
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
「
島
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
燈
下
録
』
で
は
、「
お
か
め
磯
」
の
伝
説
の
前
に
、「
因
に
云
、
寛
政
の
末
の
事
な
り
し
が
、
水
連
を
学
ぶ
若
冠
十
人
計
海

士
を
導
と
し
て
此
の
磯
に
来
り
て
海
老
、
鮑
の
類
を
水
裏
に
潜
き
入
て
岩
間
を
探
り
取
る
。」「
午
刻
過
に
か
の
海
人
某
」
と
の
記
述
が

あ
る
﹇
元
木

一
九
七
六

四
一
八
﹈。
寛
政
の
末
の
話
し
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
海
士
」
が
「
お
亀
磯
」
あ
た
り
で
活
動
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
先
に
紹
介
し
た
『
小
松
島
新
風
土
記
』
に
あ
る
漁
村
で
は
地
引
網
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
寛
政
の
頃
に
は
海

士
が
活
動
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
お
亀
磯
の
伝
説
と
漁
民
と
の
関
連
性
を
み
る
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
。
島
の
海
没
伝
説
が
海
民
の
移
住
や
移
住
に
伴
う
開
村
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
伝
説
を
成
立
さ
せ
た
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
島
の
海
没
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
伝
え
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
心
意
的

史
実
な
の
で
あ
る
。

九
、
お
わ
り
に

「
島
」
の
海
没
伝
承
は
、
探
せ
ば
他
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
認
で
き
た
も
の
は
、
高
麗
島
（
長
崎
）、
対
馬
（
長
崎
）、

一
四
三

海
没
し
た
「
島
」
の
伝
説
に
み
る
移
民
伝
承



万
里
が
島
（
鹿
児
島
）、
瓜
生
島
（
大
分
）、
仁
尾
町
沖
（
香
川
）・
お
亀
磯
（
徳
島
）、
戸
島
（
高
知
）・
鯛
の
島
（
三
重
）・
鴨
島
（
島

根
）・
冠
島
（
京
都
）・
七
ツ
島
（
石
川
）、
直
江
津
沖
（
新
潟
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
形
の
伝
説
が
確
認
で
き

た
の
は
、
高
麗
島
・
対
馬
・
万
里
が
島
・
瓜
生
島
・
お
亀
磯
で
あ
り
、
戸
島
に
は
別
の
形
の
伝
説
が
確
認
で
き
る
。
戸
島
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
て
論
考
す
る
が
、
お
亀
磯
や
高
麗
島
に
伝
わ
る
伝
説
は
、
移
民
伝
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
実
際
に
古
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
、

海
民
の
移
動
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
史
料
か
ら
も
裏
付
け
た
。

瓜
生
島
で
は
、
島
の
海
没
で
移
民
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
を
伝
え
る
伝
承
記
録
に
は
伝
説
が
採
録
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
岩
瀬
博
が
採
録
し
て
い
る
よ
う
に
、
瓜
生
島
に
関
し
て
は
、
同
型
で
は
あ
る
が
複
数
の
伝
説
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

問
題
は
先
に
時
代
的
問
題
と
し
て
提
示
し
た
が
、
移
民
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
人
の
移
住
が
あ
り
、
そ
の
後
に
伝
説
が
形
成

さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
瓜
生
島
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
漁
民
で
あ
っ
た
と
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
瓜
生

島
関
連
と
し
て
は
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
久
光
島
で
あ
る
。
久
光
島
も
別
府
湾
に
あ
っ
た
島
と
さ
れ
る
。
岩
瀬
博
が
複
数
の
伝
説
を

紹
介
し
て
い
る
が
﹇
岩
瀬

二
〇
〇
三
﹈、
久
光
島
の
海
没
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
瓜
生
島
と
同
様
に
、
島
の
神
の
顔
を
赤

く
し
た
た
め
と
さ
れ
る
が
、
原
因
は
鶴
見
岳
の
噴
火
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹇
岩
瀬

二
〇
〇
三

三
﹈。
し
か
し
、
気
象
庁
の

「
気
象
統
計
情
報
」
に
よ
る
と
、
鶴
見
岳
の
噴
火
は
、
記
録
上
は
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
後
は
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
と
な

っ
て
い
る
。
久
光
島
が
海
没
し
た
と
さ
れ
る
頃
の
噴
火
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
久
光
島
の
海
没
が
実
際
の
災
害
と
は

無
関
係
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
久
光
島
の
存
在
も
、
そ
こ
に
沈
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

間
側
の
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
移
民
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。「
島
」
の
伝
説
ゆ

え
、
こ
の
伝
説
を
持
っ
て
い
た
の
が
漁
民
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
て
い
る
伝
説
で
は
、
そ
の
結
び
つ
く
「
事
物
」
は
現
在
で
は
岩
礁
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
事
物
」
そ
の
も
の
が
な
く
、
過
去
に
起
き
た
事
象
の
記
憶
と
し
て
の
伝
説
と
の
意
味
合
い
が
強
い
。
常
光
徹
は

一
四
四



「
伝
説
の
発
生
と
生
命
力
が
、
多
く
の
場
合
に
信
仰
現
象
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
」
と
指
摘
す
る
﹇
常
光

一
九
九
九

五
三
﹈。
本
論
で
取
り
上
げ
た
伝
説
の
中
心
に
は
神
仏
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
事
象
を
神
仏
の
力
に
還
元
し
、
具
現
化

し
た
信
仰
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
小
池
純
一
は
「

伝
説

と

歴
史

」
の
中
で
、「
歴
史
に
な
り
た
が
る
説

話
と
し
て
の
伝
説
の
性
格
を
認
め
、
そ
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
歴
史
意
識
の
構
成
過
程
を
探
る
こ
と
｜
歴
史
は
暮
ら
し
の
な
か
で
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
、
あ
る
い
は
上
演
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
支
え
る
道
具
立
て
の
解
明
｜
へ
の
、
つ
ま
り
は
歴
史
が
立

ち
上
が
っ
て
い
く
場
へ
の
ま
な
ざ
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
﹇
小
池

一
九
九
七

一
一
七
〜
一
一
八
﹈、
義
経
主
従
を
め

ぐ
る
伝
説
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
義
経
伝
説
が
「
伝
説
を
史
実
へ
と
変
換
し
よ
う
と
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
」﹇
小
池

一

九
九
七

一
二
三
﹈、「
土
地
よ
り
も
移
住
、
移
動
が
可
能
な
家
に
連
な
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
姿
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
る
﹇
小
池

一
九
九
七

一
三
〇
﹈。
小
池
の
論
は
示
唆
的
で
あ
る
。
島
の
海
没
伝
説
が
、
史
実
ゆ
え
に
伝
説
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
持
つ

漁
民
（
海
民
）
に
よ
っ
て
伝
説
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
史
実
化
し
た
こ
と
を
証
左
す
る
た
め
で
あ
る
。

本
論
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
十
三
日
に
、
萩
原
龍
夫
旧
蔵
資
料
研
究
会
（
現
、
史
料
と
伝
承
の
会
）
で
、
島
の
海
没
伝
承
を
、
単

な
る
災
害
伝
承
と
し
て
発
表
し
た
と
き
に
、
移
民
伝
承
と
し
て
の
性
格
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
方
向
付
け
を
い
た
だ
い
き
、
再
考

し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
皆
さ
ま
に
は
謝
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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