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彩

は
じ
め
に

　

竜
宮
と
は
、
仏
教
の
概
念
で
深
海
の
底
に
あ
る
と
い
う
竜
王
の
宮
殿
を
指
す
が
、
現
在
で
は
浦
島
説
話
に
よ
っ
て
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
拙
稿
「
竜
宮
城
は
ど
こ
に
あ
る
？）

1
（

」
で
は
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
す
る
べ
く
、
竜
宮

城
の
場
所
、
も
し
く
は
そ
の
入
り
口
と
な
る
場
所
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
視
点
で
、
様
々
な
文
献
に
あ
た
っ
て
調
査
し
た
。

　

中
国
で
は
仙
郷
と
融
合
し
て
考
え
ら
れ
た
た
め
、
洞
庭
湖
や
太
湖
な
ど
の
湖
が
竜
宮
と
通
じ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、

俵
藤
太
が
琵
琶
湖
の
瀬
田
橋
付
近
か
ら
竜
宮
へ
行
っ
た
と
い
う
話
や
、
謡
曲
「
海
人
」
の
志
度
の
浦
か
ら
海
女
が
竜
宮
へ
行
っ
た
と
い
う

話
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
『
平
治
物
語
』
な
ど
の
軍
記
物
で
、
箕
面
の
滝
や
布
引
の
滝
か
ら
竜
宮
へ
と
赴
い
た
話
が
描
か

れ
て
お
り
、
中
世
ま
で
の
竜
宮
は
、
主
に
畿
内
を
中
心
と
し
た
場
所
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
近
世
に
入
る
と
、
竜

宮
へ
繫
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
場
所
は
全
国
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
東
は
隅
田
川
、
箱
根
、
天
竜
川
、
諏
訪
湖
と
い
っ
た
場
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所
か
ら
、
西
は
長
門
峡
、
琉
球
ま
で
広
が
っ
た
。

　

近
世
の
例
と
し
て
前
稿
で
主
に
取
り
上
げ
た
随
筆
や
浮
世
草
子
か
ら
は
、
竜
宮
の
空
間
的
広
が
り
と
い
う
近
世
的
な
特
徴
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
戯
作
者
た
ち
の
発
想
の
源
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
黄
表
紙
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い）

2
（

。
黄
表
紙
を
中
心
と
し

た
草
双
紙
で
は
、
様
々
な
昔
話
を
組
み
合
わ
せ
た
後
日
談
や
パ
ロ
デ
ィ
の
中
に
竜
宮
が
よ
く
描
か
れ
て
お
り
、
江
戸
期
の
人
々
の
発
想
の

あ
り
方
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
一
章　

具
体
的
な
場
所
│
物
語
や
伝
承
を
引
き
継
ぐ

（
一
）
琵
琶
湖

　

ま
ず
、
物
語
や
伝
承
を
引
き
継
い
だ
具
体
的
な
場
所
の
例
を
見
て
い
こ
う
。
御
伽
草
子
な
ど
で
語
ら
れ
た
俵
藤
太
の
伝
説
か
ら
、
琵
琶

湖
は
竜
宮
へ
と
繫
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、『
其そ

の

昔む
か
し

竜り
ゆ
う

神じ
ん

噂ば
な
し』
）
3
（（

恋
川
春
町
作
画
、
天
明
四
年
〈
一
七
八

四
〉
刊
）
で
も
近
江
の
湖
水
か
ら
竜
宮
へ
行
く
と
い
う
場
面
が
登
場
す
る
。
座
頭
の
瀬
戸
都
は
金
貸
し
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
人
に
騙

さ
れ
て
金
を
持
ち
逃
げ
さ
れ
て
し
ま
う
。
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
旅
僧
が
来
て
こ
れ
を
聞
き
、
一
夜
の
宿
を
貸
し
て
く
れ
る
な
ら
こ
の
難

を
逃
れ
る
方
法
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
米
二
斗
を
炊
い
て
振
る
舞
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
出
す
と
、
僧
は
残
さ
ず
に
食
べ
、
そ

の
お
礼
に
つ
い
て
く
る
よ
う
に
と
言
う
。
そ
し
て
僧
は
以
下
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
っ
た
。

我
は
真ま

こ
とは

人
間げ

ん

に
あ
ら
ず
、
近あ

ふ
み江

の
湖
水
の
水
神
也
。
然し

か

る
に
竜り

う

宮
の
竜
王
難な

ん

儀ぎ

の
こ
と
あ
る
間あ

い
だ、

こ
れ
を
救す

く

ひ
給た

ま

は
ゞ
、
行ゆ

く

末す
へ

富ふ
う

貴き

の
身
と
栄さ

か

へ
、
御
身
の
望の

ぞ

み
も
叶か

な

ふ
べ
し
。
我わ

が

知し

ら
せ
を
待ま

つ
て
、
残の

こ

り
し
百
両
の
金
を
無む

し
や
う性

に
投な

げ
散ち

ら
し
玉
へ
よ
。
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（
四
ウ
五
オ
）

　

実
は
旅
僧
は
近
江
の
湖
の
水
神
で
あ
り
、
竜
王
の
難
儀
を
救
お
う
と

瀬
戸
都
を
竜
宮
に
連
れ
て
行
き
、
持
っ
て
い
た
百
両
を
投
げ
て
救
っ
て

欲
し
い
と
頼
む
の
で
あ
っ
た
。
挿
絵
に
は
水
神
で
あ
る
僧
が
瀬
戸
都
を

肩
車
し
、
肩
ま
で
水
に
浸
か
っ
て
湖
水
を
進
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。

　

一
方
竜
宮
で
は
、
竜
神
の
息
子
の
竜
王
が
金
に
困
っ
て
手
水
鉢
を
柄

杓
で
叩
い
て
い
た
。
そ
こ
に
水
神
に
背
負
わ
れ
た
瀬
戸
都
が
来
て
、
水

神
の
教
え
に
任
せ
て
財
布
の
口
を
押
し
開
き
、
百
両
を
撒
き
散
ら
す
の

で
あ
る
。
挿
絵
で
は
、
無
間
の
鐘
の
見
立
て
と
な
っ
た
竜
王
の
上
部
に

水
面
が
見
え
、
瀬
戸
都
と
水
神
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
1
】。
瀬
戸
都

は
袋
か
ら
小
判
を
出
し
て
撒
い
て
い
る
が
、
水
面
か
ら
顔
を
出
し
た
水

神
に
手
足
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
思
議
な
光
景
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
琵
琶
湖
の
中
に
竜
宮
が
あ
っ
て
、
湖
水
に
入
る
こ
と
で

竜
宮
世
界
へ
と
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
竜
王
の
難
儀
を
救
っ
た
瀬
戸
都
は
竜
宮
に
案
内
さ
れ
、
竜
王
の
父

で
あ
る
竜
神
か
ら
褒
美
に
俵
と
金
を
も
ら
い
長
者
と
な
っ
た
。

【図 1】『其昔竜神噂』7ウ 8オ　東京都立中央図書館加賀文庫所蔵
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（
二
）
志
度
の
浦

　

淡
海
公
に
命
じ
ら
れ
た
海
女
が
志
度
の
浦
か
ら
竜
宮
に
赴
き
、
面
向
不
背
の
玉
を
取
り
返
し
て
き
た
と
い
う
謡
曲
「
海
人
」
の
玉
取
り

説
話
は
、
黄
表
紙
で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
名な

に
ひ
び
く
か
ね
の
り
ゆ
う
ず

響
鐘
竜
都
』

）
4
（

（
北
尾
政
美
画
、
天
明
二
年
刊
）
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
以
下
の
よ
う
な
台
詞
が
書
か
れ
て
い
る
。

昔む
か
しは

志
度と

の
浦う

ら

の
海あ

女ま

な
ど
は
竜り

う

宮ぐ
う

へ
も
心こ

ゝ
ろや

す
く
行ゆ

き
し
な
れ
ど
、
今
で
は
竜り

う

宮ぐ
う

の
大
木
戸
ま
で
も
行ゆ

く
こ
と
な
ら
ね
ば
、
俺お

れ

よ

り
他ほ

か

に
竜り

う

宮ぐ
う

へ
行ゆ

く
道み

ち

を
知し

つ
た
者も

の

は
此
世せ

界か
い

に
一
人
も
無な

い
。
さ
れ
ば
今
で
は
竜り

う

宮ぐ
う

も
昔む

か
しの

玉
に
懲こ

り
て
用
心
厳き

び

し
く
な
る
〳
〵
。

た
や
す
く
は
取
返か

へ

し
が
た
し
。
竜り

う

宮ぐ
う

へ
取
返か

へ

し
に
や
る
も
の
を
指さ

し

図づ

し
て
や
る
べ
し
。 

（
四
ウ
五
オ
。
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
。）

　

主
人
公
の
和
尚
が
竜
宮
に
鰹
節
を
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
竜
宮
に
行
こ
う
に
も
手
段
が
な
い
た
め
、
木
曽
の
寝
覚
の
里
に
あ
る
浦
島
の
社

へ
行
っ
て
拝
み
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
浦
島
の
神
が
現
れ
て
こ
の
よ
う
な
台
詞
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
玉
取
り
説
話
の
海
女
が
竜
宮
に
容
易

く
行
け
た
の
に
対
し
、
今
は
そ
の
道
を
知
る
者
も
他
に
い
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

　
『
通つ

う

世せ

界か
い

二に

代だ
い

浦う
ら

島し
ま

』
）
5
（

（
飛
田
琴
太
作
、
古
阿
三
蝶
画
、
天
明
四
年
刊
）
で
も
、
や
は
り
海
女
が
竜
宮
へ
泳
い
で
行
く
場
面
が
登
場
す
る
。

物
語
冒
頭
で
竜
宮
に
取
ら
れ
た
面
光
不
背
の
玉
を
淡
海
公
に
取
り
返
し
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
海
女
は
、「
ど
ん
ぶ
り
こ
と
飛と

び
込こ

み
、

寄よ

せ
く
る
波
を
漕こ

ぎ
分わ

け
て
、
な
ん
よ
ゑ
エ
と
歌う

た

を
歌う

た

い
な
が
ら
海
底て

い

深ふ
か

く
泳を

よ

ぎ
行ゆ

」
き
（
一
オ
）、「
難な

ん

な
く
竜り

う

宮ぐ
う

ま
で
泳を

よ

ぎ
着つ

」
く
の

で
あ
っ
た
（
一
ウ
二
オ
）。

　

そ
の
後
、
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
竜
宮
で
は
女
の
客
は
珍
し
い
と
歓
待
さ
れ
、
海
女
は
難
な
く
竜
王
か
ら
玉
を
返
し
て
も
ら
い
、
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志
度
の
浦
に
戻
っ
て
淡
海
公
と
夫
婦
と
な
る
。
淡
海
公
は
竜
王
の
親
切
に
礼
が
し
た
い
と
考
え
、
浦
島
太
郎
に
相
談
に
行
く
と
、
浦
島
と

乙
姫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
浦
吉
を
遣
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
浦
吉
は
亀
に
乗
っ
て
竜
宮
へ
赴
く
の
だ
が
、
二
代
目
乙
姫
に
振
ら
れ
て

し
ま
い
、
子
の
な
い
淡
海
公
夫
婦
の
養
子
と
な
っ
た
。

　
『〈
面め

ん

光こ
う

不ふ
は
い
の背

〉
御お

年と
し

玉だ
ま

』
）
6
（

（
万
象
亭
作
、
式
上
亭
柳
郊
画
、
天
明
七
年
刊
）
で
は
、
謡
曲
「
海
人
」
の
世
界
に
河
童
を
登
場
さ
せ
、
玉

を
取
り
返
す
場
面
に
さ
ら
に
面
白
味
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
例
の
ご
と
く
、
淡
海
公
に
頼
ま
れ
た
海
女
が
玉
を
取
り
返
そ
う
と
海
へ
入

る
の
だ
が
、
眼
前
の
海
面
か
ら
玉
が
収
め
ら
れ
た
玉
塔
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
面
光
不
背
の
玉
を
奪
っ
て
き
た
河
童
の
河
太
郎
の

進
言
で
、
玉
を
盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
、
竜
宮
に
あ
る
玉
塔
を
三
十
丈
か
ら
三
百
丈
に
伸
ば
し
た
と
こ
ろ
、
竜
宮
世
界
を
突
き
抜
け
て
海

面
へ
と
出
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
幸
若
舞
曲
「
大
職
冠
」
や
謡
曲
「
海
人
」
で
は
、
竜
宮
ま
で
の
長
い
距
離
を
泳
ぎ
、
乳
の
下
を
切
っ
て
玉

を
込
め
て
帰
っ
て
き
た
海
女
だ
が
、
こ
こ
で
は
海
女
は
難
な
く
玉
を
取
り
返
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
玉
を
奪
わ
れ
た
竜
王

が
激
怒
し
た
た
め
、
河
太
郎
が
江
戸
へ
玉
を
探
し
に
行
く
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

　

謡
曲
「
海
人
」
に
描
か
れ
た
、
志
度
の
浦
か
ら
竜
宮
ま
で
泳
い
で
行
っ
た
と
い
う
海
女
は
、
黄
表
紙
の
題
材
と
し
て
多
く
取
ら
れ
て
お

り
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
話
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
三
）
壇
ノ
浦

　

平
家
滅
亡
の
地
で
あ
る
長
門
国
壇
ノ
浦
は
、
竜
宮
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
土
地
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
「
六
道
之
沙
汰
」

に
記
さ
れ
た
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
の
後
、
捕
ら
え
ら
れ
た
建
礼
門
院
時
子
が
明
石
の
浦
で
見
た
と
い
う
夢
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

さ
て
武
士
共
に
と
ら
は
れ
て
、
の
ぼ
り
さ
ぶ
ら
ひ
し
時
、
播
磨
国
明
石
浦
に
つ
い
て
、
ち
ッ
と
う
ち
ま
ど
ろ
み
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
夢
に
、
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昔
の
内
裏
に
は
は
る
か
に
ま
さ
り
た
る
所
に
、
先
帝
を
は
じ
め
奉
ッ
て
、
一
門
の
公
卿
殿
上
人
、
み
な
ゆ
ゆ
し
げ
な
る
礼
儀
に
て
侍

ひ
し
を
、
都
を
出
で
て
後
、
か
か
る
所
は
い
ま
だ
見
ざ
り
つ
る
に
、『
是
は
い
づ
く
ぞ
』
と
問
ひ
侍
ひ
し
か
ば
、
弐
位
の
尼
と
覚
え

て
、『
竜
宮
城
』
と
答
へ
侍
ひ
し
時
、『
め
で
た
か
り
け
る
所
か
な
。
是
に
は
苦
は
な
き
か
』
と
問
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
ば
、『
竜
畜
経

の
な
か
に
見
え
て
侍
ふ
。
よ
く
〳
〵
後
世
を
と
ぶ
ら
ひ
給
へ
』
と
、
申
す
と
覚
え
て
夢
さ
め
ぬ）

7
（

。

　

夢
の
中
に
安
徳
天
皇
や
平
家
一
門
の
人
々
が
礼
儀
を
正
し
て
現
れ
た
の
で
、
こ
こ
は
ど
こ
か
と
尋
ね
る
と
、
二
位
の
尼
が
竜
宮
城
だ
と

答
え
る
の
で
あ
る）

8
（

。

　

さ
ら
に
、
物
語
は
前
後
す
る
が
、
巻
十
一
の
安
徳
天
皇
入
水
の
場
面
で
も
、
二
位
の
尼
が
「
浪
の
下
に
も
都
の
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
」
と
安
徳

天
皇
を
慰
め
て
共
に
入
水
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
「
竜
宮
城
」
と
明
記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る）

9
（

。
こ
れ
ら
『
平

家
物
語
』
の
記
述
に
よ
り
、
壇
ノ
浦
は
早
く
か
ら
竜
宮
が
想
起
さ
れ
る
場
所
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

壇
ノ
浦
と
竜
宮
の
繫
が
り
は
、
黄
表
紙
に
も
描
か
れ
て
い
る
。『〈
浦
島
が
帰
郷
八
島
の
入
水
〉
猿さ

る
か
に
と
お
い
む
か
し
ば
な
し

蟹
遠
昔
噺
』

）
10
（

（
恋
川
春
町
作
画
、

天
明
三
年
刊
）
で
は
、
浦
島
の
故
郷
が
壇
ノ
浦
と
設
定
さ
れ
、
竜
宮
は
そ
の
壇
ノ
浦
の
海
底
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
竜
王
の
婿
と
な
っ
て

い
た
浦
島
太
郎
は
故
郷
を
思
い
出
し
、
乙
姫
に
し
ば
し
の
暇
乞
い
を
申
し
出
る
。
す
る
と
乙
姫
は
玉
手
箱
を
開
け
て
年
を
取
っ
て
は
困
る

と
、
玉
手
箱
な
ら
ぬ
味
噌
塩
の
入
っ
た
玉
開
け
箱
を
渡
す
。
そ
の
頃
、
浦
島
の
故
郷
で
あ
る
讃
岐
国
（
正
し
く
は
長
門
国
）
壇
ノ
浦
は
、

源
平
の
戦
い
の
最
中
で
あ
っ
た
。
平
家
は
敗
北
し
、
安
徳
天
皇
を
は
じ
め
一
門
残
ら
ず
底
の
水
屑
と
な
り
、
能
登
守
平
教
経
も
隠
岐
太

郎
・
次
郎
を
小
脇
に
抱
え
込
ん
で
海
へ
飛
び
込
ん
で
い
た
。
浦
島
は
亀
の
背
に
乗
っ
て
故
郷
の
壇
ノ
浦
に
浮
か
び
出
て
、
こ
の
戦
の
様
子

を
見
て
驚
く
。
一
方
竜
宮
で
は
、
乙
姫
が
浦
島
を
見
送
っ
た
つ
い
で
に
汐
干
の
景
色
を
眺
め
て
い
た
。
そ
こ
に
、
壇
ノ
浦
で
入
水
し
た
平

家
の
人
々
が
蟹
と
な
っ
て
「
壇だ

ん

ノの

浦う
ら

の
海
底て

い

を
突つ

き
抜ぬ

き
、
弾は

づ

み
き
つ
て
落お

ち
」
て
く
る
の
で
あ
る
（
三
ウ
四
オ
）。
乙
姫
は
驚
い
た
拍
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一
六
五

子
に
生
き
肝
を
失
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
、
本
作
で
は
壇
ノ
浦
の
海
底
の
下
に
竜
宮
の
世
界
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
物
語
は
そ
の
後
、

乙
姫
の
生
き
肝
が
平
家
蟹
の
手
か
ら
猿
へ
渡
り
、
猿
は
生
き
肝
を
服
す
。
す
る
と
乙
姫
の
身
振
り
が
乗
り
移
っ
て
浦
島
を
追
い
か
け
、
浦

島
の
逃
げ
込
ん
だ
寺
の
鐘
に
蛇
体
と
な
っ
て
巻
き
付
く
。
蛇
の
尾
を
教
経
蟹
が
切
る
と
、
中
か
ら
乙
姫
の
生
き
肝
が
出
て
き
て
、
無
事
に

乙
姫
の
体
に
戻
さ
れ
る
。
そ
し
て
喜
ん
だ
乙
姫
の
父
七
代
竜
王
は
、
安
徳
天
皇
を
八
代
竜
王
と
し
て
迎
え
る
と
結
ぶ
。
平
家
蟹
か
ら
猿
蟹

合
戦
、
猿
の
生
き
肝
を
織
り
交
ぜ
て
、
道
成
寺
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
猿
蟹
遠
昔
噺
』
の
結
末
に
も
見
ら
れ
た
、
竜
宮
に
行
っ
た
安
徳
天
皇
が
竜
王
の
婿
に
な
っ
た
と
い
う
話
は
、
他
の
草
双
紙

作
品
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
合
巻
『
福
徳
天
長
大
黒
柱）

11
（

』（
万
亭
応
賀
作
、
歌
川
国
貞
画
、
天
保
十
五
〈
一
八
四
四
〉
│
弘
化
二
年

〈
一
八
四
五
〉
刊
）
に
は
、
壇
ノ
浦
で
入
水
し
た
安
徳
天
皇
と
二
位
の
尼
が
竜
宮
に
助
け
ら
れ
て
、
溺
れ
な
い
術
を
授
け
ら
れ
、
安
徳
天

皇
は
乙
姫
の
婿
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る
。
本
作
で
は
そ
の
後
、
二
位
の
尼
が
水
底
に
映
る
月
を
標
に
海
女
の
姿
と
な
っ
て
海
を

泳
い
で
行
く
と
、
須
磨
の
浦
に
浮
か
び
出
る
。
壇
ノ
浦
か
ら
入
水
し
て
た
ど
り
着
い
た
竜
宮
は
明
石
に
も
通
じ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
竜
宮

へ
の
入
り
口
は
一
つ
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
は
広
範
囲
に
渡
っ
て
海
底
世
界
に
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
四
）
大
物
の
浦

　

大
物
の
浦
は
、
摂
津
国
、
現
在
の
兵
庫
県
尼
崎
市
南
東
に
位
置
し
、
平
安
時
代
末
期
以
降
港
湾
と
し
て
発
達
し
た
。
こ
の
地
は
壇
ノ
浦

の
戦
い
以
後
、
頼
朝
と
対
立
し
た
義
経
が
都
か
ら
落
ち
の
び
て
西
国
へ
向
か
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
暴
風
雨
に
遭
っ
て
難
船
し
た
場
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
嵐
の
原
因
を
『
平
家
物
語
』
で
は
平
家
の
怨
霊
の
た
め
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
作
ら
れ
た
謡
曲
「
船
弁

慶
」（
観
世
小
次
郎
信
光
作
）
で
は
、
平
知
盛
の
亡
霊
の
た
め
だ
と
し
て
い
る
。
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る）

12
（

。
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六

頼
朝
と
の
確
執
に
よ
り
都
落
ち
し
た
義
経
一
行
は
、
大
物
の
浦
に
着
く
。
そ
こ
で
弁
慶
は
静
を
都
へ
帰
す
よ
う
義
経
に
進
言
し
、
泣

く
泣
く
別
れ
を
決
意
し
た
静
は
門
出
を
祝
っ
て
舞
を
舞
い
、
一
行
を
見
送
っ
た
。
義
経
一
行
が
船
出
す
る
と
た
ち
ま
ち
嵐
と
な
り
、

海
上
に
は
平
家
一
門
の
亡
霊
が
現
れ
る
。
平
知
盛
の
亡
霊
は
長
刀
を
手
に
義
経
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
が
、
弁
慶
の
祈
祷
に
よ
り
、

怨
霊
は
退
散
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

義
経
に
恨
み
を
抱
く
知
盛
像
は
、
そ
の
後
浄
瑠
璃
「
義
経
千
本
桜
」（
二
世
竹
田
出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
作
、
延
享
四
年
〈
一

七
四
七
〉
十
一
月
竹
本
座
初
演
）
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り）

13
（

、
浮
世
絵
な
ど
に
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
『〈
舞
謡
〉
草そ

う

紙し
の

曙あ
け
ぼ
の』
）
14
（（

豊
里
舟
作
、
鳥
居
清
長
画
、
天
明
三
年
刊
）
は
、
羽
衣
伝
説
と
義
経
伝
説
を
題
材
に
し
た
黄
表
紙
だ
が
、
大
物

の
浦
で
平
知
盛
の
幽
霊
が
義
経
を
竜
宮
へ
誘
う
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
源
義
経
は
頼
朝
と
の
い
ざ
こ
ざ
で
九
州
へ
落
ち
の
び
よ

う
と
、
船
で
大
物
の
浦
を
通
っ
て
い
た
。
す
る
と
そ
こ
に
知
盛
の
幽
霊
が
迎
え
に
現
れ
、「
竜り

う

宮ぐ
う

へ
御
供と

も

申
け
る
。
こ
れ
は
安あ

ん

徳と
く

天て
ん

皇わ
う

を

助た
す

け
ら
れ
し
返へ

ん

礼れ
い

な
り
」
と
言
っ
て
義
経
を
竜
宮
へ
と
誘
う
の
で
あ
る
（
二
ウ
三
オ
）。
挿
絵
に
は
船
に
乗
る
義
経
一
行
の
前
に
、
引
立

烏
帽
子
に
直
垂
姿
の
知
盛
が
波
の
上
に
現
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
2
】。
そ
し
て
義
経
は
知
盛
と
共
に
竜
宮
へ
行
き
、
竜

王
か
ら
も
て
な
し
を
受
け
る
。

　

こ
う
し
て
義
経
は
知
盛
の
亡
霊
に
誘
わ
れ
て
、
大
物
の
浦
の
海
上
か
ら
竜
宮
へ
赴
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
知
盛
像

の
描
か
れ
方
の
違
い
で
あ
る
。
謡
曲
「
船
弁
慶
」
や
浄
瑠
璃
「
義
経
千
本
桜
」
で
描
か
れ
る
知
盛
は
、
義
経
に
深
い
恨
み
を
持
っ
て
い
た

が
、
黄
表
紙
で
も
て
な
し
を
受
け
る
場
面
で
は
、
知
盛
が
義
経
に
「
八
嶋し

ま

・
壇だ

ん

ノの

浦う
ら

の
い
ざ
は
ぐ
い
流な

が

し
、
こ
れ
か
ら
真し

ん

の
付つ

き
合あ

い
が

肝か
ん

心じ
ん

〳
〵
」
と
話
し
か
け
て
い
る
（
三
ウ
四
オ
）。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
竜
宮
へ
誘
う
場
面
で
は
、「
安
徳
天
皇
を
助
け
ら
れ
た
返
礼
に
」
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六
七

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
安
徳
天
皇
を
助
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

「
義
経
千
本
桜
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
義
経
千
本
桜
」
二
段
目
・
渡
海
屋
の
段）

15
（

で
は
、
平
知
盛
や
安
徳
天

皇
が
実
は
生
き
て
い
た
と
い
う
設
定
で
、
知
盛
は
義
経
へ
の
復
讐
を
果

た
す
た
め
船
宿
の
主
人
銀
平
に
身
を
や
つ
し
て
お
り
、
船
出
し
た
義
経

一
行
を
襲
撃
す
る
。
し
か
し
義
経
は
こ
れ
を
見
抜
い
て
お
り
、
敗
戦
を

悟
っ
て
入
水
し
よ
う
と
し
た
安
徳
帝
と
典
侍
の
局
を
助
け
る
。
そ
し
て

知
盛
は
帝
を
義
経
に
託
し
、
碇
の
縄
を
体
に
巻
き
付
け
て
、
最
後
に
碇

と
共
に
海
へ
沈
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
印
象
深
い
「
碇
知
盛
」
の

場
面
は
、
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

黄
表
紙
『
草
紙
曙
』
で
は
こ
の
渡
海
屋
の
段
を
踏
ま
え
て
、
安
徳
帝

を
助
け
た
お
礼
に
義
経
を
竜
宮
へ
と
誘
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
義

経
へ
の
恨
み
を
抱
い
た
人
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
知
盛
だ
が
、
こ

の
義
経
へ
の
友
好
的
な
態
度
は
黄
表
紙
な
ら
で
は
の
人
物
描
写
と
い
え

よ
う
。
ま
た
お
礼
と
し
て
竜
宮
へ
誘
う
と
い
う
行
為
は
、
釣
っ
た
亀
を

放
し
て
竜
宮
へ
と
誘
わ
れ
た
浦
島
太
郎
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

本
作
で
は
そ
の
後
、
蝦
夷
に
渡
る
こ
と
を
決
め
た
義
経
に
、
竜
王
は

天
富
と
い
う
女
性
を
見
送
り
に
遣
わ
す
。
一
方
、
天
人
の
羽
衣
を
拾
っ

【図 2】『草紙曙』2ウ 3オ　東京都立中央図書館加賀文庫所蔵
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た
漁
師
の
白
竜
は
、
羽
衣
を
返
す
た
め
に
飛
び
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
義
経
の
蝦
夷
行
き
を
聞
い
て
飛
ん
で
い
た
鞍
馬
天
狗
の
常
陸
坊
と

道
連
れ
と
な
る
。
二
人
は
、
義
経
の
都
落
ち
の
後
山
奥
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
静
御
前
と
偶
然
出
会
い
、
静
の
身
の
上
を
聞
い
た
白
竜
は
、

義
経
の
元
に
送
り
届
け
て
褒
美
を
も
ら
お
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
無
事
に
静
と
蝦
夷
へ
渡
っ
た
白
竜
は
、
褒
美
と
し
て
天
富
を
妻
に
も
ら

い
、
故
郷
高
砂
で
父
母
に
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

第
二
章　

架
空
の
場
所

　

第
一
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
や
伝
承
に
ち
な
ん
で
竜
宮
を
特
定
の
場
所
に
比
定
し
て
い
る
例
が
あ
る
一
方
で
、
場
所
を
特
定
し

な
い
形
で
竜
宮
を
描
い
て
い
る
作
品
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
架
空
の
世
界
で
、
現
代
の
私
た
ち
が
持
つ
竜
宮
と
い
う
異
界
の
イ
メ

ー
ジ
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
本
章
で
は
、
架
空
の
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
例
を
見
て
い
き
た
い
。

　

例
え
ば
、『〈
浦
島
太
郎
〉
二
度
目
の
竜
宮）

16
（

』（
市
場
通
笑
作
、
鳥
居
清
長
画
、
安
永
九
年
〈
一
七
八
〇
〉
刊
）
は
浦
島
太
郎
の
後
日
談

で
、
故
郷
へ
戻
っ
て
来
た
浦
島
太
郎
が
渡
さ
れ
た
玉
手
箱
を
開
け
て
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
帰

っ
て
き
た
場
所
は
「
故
郷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
故
郷
で
浦
島
は
「
い
つ
か
ふ
に
知し

つ
た
者も

の

も
無な

く
、
な
る
ほ
ど
先せ

ん

祖ぞ

の
話は

な
しに

釣つ

り
に
出で

ら
れ
て
帰か

へ

ら
ぬ
と
の
事
、
定さ

だ

め
て
南な

ん

風ふ
う

で
死し

な
れ
た
か
、
ま
た
何い

づ
く処

の
浦う

ら

へ
ご
ざ
つ
た
か
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
一
ウ
二

オ
）、
釣
り
に
出
た
ま
ま
竜
宮
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
故
郷
に
帰
っ
て
困
っ
て
い
る
浦
島
を
見
た
亀
は
、「
竜り

う

宮ぐ
う

へ

お
い
で
な
さ
れ
」
と
言
っ
て
浦
島
を
背
に
乗
せ
て
再
び
竜
宮
へ
向
か
う
の
で
あ
る
（
二
ウ
三
オ
）。
本
場
面
の
挿
絵
で
は
、
大
海
の
先
に

見
え
る
竜
宮
城
に
向
か
い
、
浦
島
太
郎
が
大
き
な
蓑
亀
に
乗
っ
て
波
の
上
を
進
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
竜
宮
の
所
在
が
海
を

隔
て
た
場
所
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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描
写
（
関
原
） 

一
六
九

　

竜
宮
が
海
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
他
の
作
品
に
も
見
ら
れ

る
。『
亀か

め

屋や
ま
ん
ね
ん
う
ら
し
ま
の

万
年
浦
島
栄さ

か
え』
）
17
（（

深
川
錦
鱗
作
、
恋
川
春
町
画
、
天
明
三
年

刊
）
で
は
、
物
語
冒
頭
で
浦
島
太
郎
の
七
世
の
孫
た
ち
が
草
双
紙
を
読

ん
で
浦
島
が
竜
宮
へ
行
っ
た
こ
と
を
知
り
、
自
分
た
ち
も
訪
ね
行
こ
う

と
相
談
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
竜り

う

宮
へ
行ゆ

く
に
は
海う

み

か
ら
行ゆ

く
と
い

へ
ば
、
こ
れ
か
ら
海う

み

へ
行い

つ
て
潜む

ぐ

り
を
習な

ら

お
ふ
」
と
言
っ
て
（
一
オ
）、

竜
宮
へ
行
く
た
め
に
素
潜
り
の
練
習
を
始
め
る
。
し
か
し
そ
こ
に
河
童

が
現
れ
、
海
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
竜
宮

か
ら
帰
っ
た
浦
島
は
こ
れ
を
知
り
、
河
童
を
人
質
に
し
て
彼
ら
を
助
け

る
の
で
あ
っ
た
。

　

海
か
ら
潜
っ
て
竜
宮
へ
行
く
と
い
う
例
を
も
う
一
つ
見
て
み
よ
う
。

『
齢よ

わ
い
の
な
が
じ
や
く
も
も
い
ろ
じ
ゆ
ず

長
尺
桃
色
寿
主
』

）
18
（

（
甲
亀
作
、
鳥
文
斎
栄
之
画
、
天
明
八
年
刊
）

は
、
東
方
朔
の
落
と
し
た
桃
を
食
べ
て
寿
命
が
延
び
た
主
人
公
の
由
兵

衛
が
、
寿
命
を
縮
め
る
た
め
に
奮
闘
す
る
話
で
、
い
く
ら
努
力
し
て
も

反
対
に
寿
命
が
延
び
て
し
ま
う
。
そ
し
て
い
っ
そ
手
短
に
身
を
投
げ
る

の
が
よ
か
ろ
う
と
、
石
を
袂
に
入
れ
て
海
に
飛
び
込
む
と
、
竜
宮
の
門

の
前
に
た
ど
り
着
く
の
で
あ
っ
た
。
挿
絵
の
右
上
に
は
由
兵
衛
が
海
に

飛
び
込
む
様
子
と
、
左
側
に
は
竜
宮
の
門
の
前
で
門
番
く
ら
げ
と
話
す

【図 3】『齢長尺桃色寿主』6ウ 7オ　東京都立中央図書館加賀文庫所蔵



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
七
〇

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
3
】。
先
に
志
度
の
浦
の
例
と
し
て
挙
げ
た
『
名
響
鐘
竜
都
』
の
冒
頭
に
も
、「
そ
も
〳
〵
竜り

う

宮ぐ
う

界か
い

と
申
は
海か

い

底て
い

の
王わ

う

城じ
や
うに

し
て
繁は

ん

華く
わ

の
地
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
一
オ
）、
黄
表
紙
で
は
広
く
竜
宮
が
海
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
黄
表
紙
で
は
具
体
的
な
地
名
は
設
定
さ
れ
ず
に
、
竜
宮
の
所
在
が
海
に
あ
る
と
し
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
想
像
の
世
界
の
竜
宮
は
、
海
底
に
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
こ
と
も
窺
え
る
。

　

さ
ら
に
、
竜
宮
に
関
わ
る
様
々
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
登
場
さ
せ
て
い
る
作
品
も
あ
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
が
、
浦
島
太
郎
、
俵
藤
太
、

玉
取
り
説
話
に
登
場
す
る
淡
海
公
、
猿
の
生
き
肝
の
話
で
知
ら
れ
る
猿
や
く
ら
げ
な
ど
で
あ
る
。『
大お

お

違ち
が
い

宝た
か
ら
ぶ
ね

舟
』

）
19
（（

芝
全
交
作
、
北
尾
重

政
画
、
天
明
元
年
刊
）
で
は
こ
の
竜
宮
に
関
連
す
る
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
か
ら
再
び
竜
宮
へ
行
き
た
い
と
願
い
、
皆
で
竜
宮
に

向
か
う
こ
と
に
す
る
。
そ
の
行
程
は
、
初
め
猪
牙
舟
に
乗
っ
て
二
万
里
ほ
ど
行
き
、
そ
の
後
亀
の
駕
籠
か
き
に
乗
っ
て
よ
う
や
く
竜
宮
に

た
ど
り
着
く
の
で
あ
る
。
俵
藤
太
は
琵
琶
湖
、
玉
取
説
話
の
海
女
は
志
度
の
浦
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
か
ら
想
像
さ
れ
る
地
名
が
異
な
る

た
め
に
、
話
を
綯
い
交
ぜ
に
作
る
黄
表
紙
で
は
、
具
体
的
な
地
名
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章　

具
体
的
な
場
所
│
時
事
的
な
話
題
を
取
り
込
む

（
一
）
中
洲

　

黄
表
紙
で
は
竜
宮
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
さ
そ
う
な
地
名
や
場
所
も
、
竜
宮
の
世
界
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
時
事
的
な
話

題
を
取
り
込
ん
だ
具
体
的
な
場
所
の
例
を
見
て
い
こ
う
。『
箱は

こ

入い
り

娘む
す
め
め
ん
や

面
屋
人に

ん

魚ぎ
よ

』（
山
東
京
伝
作
、
北
尾
重
政
画
か
、
寛
政
三
年
〈
一
七
九

一
〉
刊
）
は
、
浦
島
太
郎
と
竜
宮
の
遊
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
人
魚
を
題
材
と
し
た
話
だ
が
、
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
七
一

鴨か
も
の

長
明
が
方
丈
の
記
に
、
行ゆ

く
川
の
流な

が

れ
は
絶た

え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
、
淀よ

ど

み
に
浮う

か
ぶ
泡う

た
か
た沫

は
、
か
つ
消き

へ
、
か
つ
結む

す

び
て
、
久
し
く
と
ゞ
ま
る
事
な
し
、
と
は
昔
建
暦
年ね

ん

中
の
台せ

り
ふ詞

な
れ
ど
、
寛く

わ
ん
せ
い

政
の
今
に
至い

た

り
て
も
、
五
分
程ほ

ど

も
違ち

が

ひ
な

く
、
よ
く
当あ

て
な
さ
つ
た
。
噓う

そ

は
中な

か

洲ず

新し
ん

地ち

も
、
再ふ

た
ゝび

元も
と

の
流な

が

れ
と
な
る
事
、
淵ふ

ち

は
瀬せ

と
な
り
、
瀬せ

は
淵ふ

ち

と
な
り
、
覗の

ぞ
き
か
ら
く
り

機
関
の
変か

は

る
よ
り
も
早は

や

く
、
こ
れ
と
定さ

だ

め
難が

た

き
は
、
げ
に
浮う

き

世よ

の
有あ

り

様さ
ま

な
り
。
ヲ
ヽ
そ
れ
よ
、
か
う
理り

屈く
つ

臭く
さ

く
言い

ふ
の
で
は
な
か
つ
た
。
さ
て
、

右
の
如ご

と

く
、
昨き

の
ふ日

ま
で
人に

ん

間げ
ん

界か
い

の
領れ

う

分ぶ
ん

に
あ
り
し
中
洲ず

も
、
今け

日ふ

は
た
ち
ま
ち
竜り

う

宮ぐ
う

の
支し

配は
い

所し
よ

と
な
り
け
れ
ば
、
ま
づ
波な

み

を
踏ふ

み

固か
た

め

の
た
め
、
竜り

う

王
よ
り
御
赦ゆ

る

し
に
て
、
見
世
物も

の

・
芝し

ば

居ゐ

・
水
茶ぢ

や

屋
・
楊や

う

弓き
う

場ば

な
ど
を
し
つ
ら
ひ
、
新し

ん

地ち

な
り
し
時と

き

の
賑に

ぎ
はひ

に
、
お
さ

〳
〵
劣お

と

ら
ぬ
繁は

ん

昌じ
や
うな

り）
20
（

。 

（
一
ウ
二
オ
）

　

こ
の
よ
う
に
本
作
は
、
昨
日
ま
で
人
間
界
で
あ
っ
た
中
洲
が
、
竜
宮
の
支
配
所
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
書
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
中
洲
と
い
う
場
所
が
ど
う
し
て
竜
宮
に
な
っ
た
の
か
、
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
中
洲
と
は
、
隅
田
川
と
箱
崎
川
の
分
流
点

に
あ
っ
た
三
俣
と
呼
ば
れ
る
浅
瀬
を
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
埋
め
立
て
て
作
ら
れ
た
町
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
武
江
年
表
』（
斎
藤
月
岑
著
、
嘉
永
二
│
三
年
〈
一
八
四
九
│
五
〇
〉
刊
）
の
安
永
元
年
の
項
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

大
川
中
洲
新
地
築
立
成
就
す
。
町
屋
は
安
永
四
年
に
至
り
て
全
く
成
れ
り
（
其
の
地
は
新
大
橋
よ
り
南
の
方
、
酒
井
家
白
須
家
菅
沼

家
御
屋
敷
前
通
り
川
岸
凡
そ
三
丁
余
り
、
坪
数
九
千
六
百
七
十
七
坪
余
り
、
茶
屋
九
十
三
軒
有
り
。
其
の
内
、
四
季
庵
と
云
ひ
し
は

北
東
の
隅
の
料
理
屋
に
て
、
殊
に
大た

い

厦か

也
し
と
ぞ
。
湯
屋
は
三
軒
あ
り
。
其
の
余
の
家
数
知
る
べ
か
ら
ず
。
安
永
四
年
よ
り
天
明
八

年
迄
十
四
年
の
間
也
。
こ
の
間
中
洲
の
み
賑
ひ
、
両
国
橋
前
後
の
地
至
り
て
淋
し
く
な
り
し
が
、
寛
政
已
来
元
の
ご
と
し）

21
（

）。



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
七
二

　

隅
田
川
西
岸
、
新
大
橋
の
南
側
の
こ
の
場
所
は
、
安
永
元
年
に
は
埋
め

立
て
が
完
了
し
、
安
永
四
年
に
は
町
屋
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
広
さ
九
千

六
百
七
十
七
坪
、
約
三
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
中
に
、
九
十
三
軒
余
り
の
茶

屋
が
立
ち
並
び
、
と
て
も
賑
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

大
田
南
畝
の
随
筆
『
半
日
閑
話
』
に
も
、「
安
永
五
年
丙
申
、
此
夏
大

橋
三
つ
ま
た
の
築
出
し
新
地
殊
の
外
繁
昌
也
。
茶
屋
、
み
せ
物
な
ど
賑
ひ

両
国
に
倍
せ
り）

22
（

」
と
あ
り
、
中
洲
が
茶
屋
や
見
世
物
な
ど
で
繁
昌
し
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
で
は
「
竜
王
よ
り
御
許
し

に
て
、
見
世
物
・
芝
居
・
水
茶
屋
・
楊
弓
場
な
ど
を
し
つ
ら
ひ
、
新
地
な

り
し
時
の
賑
は
ひ
に
、
お
さ
〳
〵
劣
ら
ぬ
繁
昌
な
り
」
と
、
人
間
が
治
め

て
い
た
頃
の
よ
う
に
、
竜
宮
の
支
配
下
と
な
っ
た
中
洲
で
も
茶
屋
や
見
世

物
小
屋
が
建
て
ら
れ
て
繁
昌
し
た
と
し
て
い
る
。
挿
絵
に
は
、
楊
弓
場
や

蛤
の
蜃
気
楼
を
見
せ
る
見
世
物
小
屋
が
立
ち
並
び
、
頭
に
魚
を
乗
せ
た
姿

の
竜
宮
界
の
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
4
】。

　

そ
し
て
物
語
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
浦
島
太
郎
は
竜
王
の
娘
、

乙
姫
の
男
妾
と
な
っ
て
い
た
が
、
近
頃
乙
姫
に
飽
き
て
、
密
か
に
竜
宮
の

【図 4】『箱入娘面屋人魚』1ウ 2オ　東京都立中央図書館加賀文庫所蔵



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
七
三

世
界
と
し
て
復
活
し
た
中
洲
の
茶
屋
に
通
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
美
し
い
お
鯉
の
と
出
会
い
、
二
人
の
間
に
子
供
が
出
来
る
。
し
か
し
生
ま

れ
た
子
は
人
魚
の
姿
で
、
浦
島
は
不
憫
に
思
い
つ
つ
海
に
捨
て
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
人
間
界
に
流
れ
着
い
た
人
魚
を
、
釣
舟
の
平
次

と
い
う
男
が
拾
い
女
房
に
す
る
。
金
に
困
っ
て
い
る
平
次
を
人
魚
は
気
の
毒
に
思
い
、
恩
返
し
に
花
魁
と
な
っ
て
奉
公
す
る
が
、
体
が
魚

と
い
う
こ
と
で
う
ま
く
行
か
ず
、
す
ぐ
に
家
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
今
度
は
寿
命
が
延
び
る
と
う
た
っ
た
〝
人
魚
な
め
〞
と
い

う
商
売
を
始
め
る
と
た
ち
ま
ち
繁
昌
し
、
調
子
に
乗
っ
た
平
次
は
人
魚
を
な
め
す
ぎ
て
子
供
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
浦
島
が
現
れ
、

玉
手
箱
の
威
徳
で
丁
度
良
い
男
盛
り
の
年
に
な
り
、
人
魚
も
脱
皮
し
て
人
間
の
女
性
と
な
り
、
夫
婦
長
生
き
し
て
暮
ら
し
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
黄
表
紙
や
洒
落
本
に
は
中
洲
に
取
材
し
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。
洒
落
本
『
中
洲
雀
』（
道
楽
散
人
無
玉
作
、
安
永
六

年
序
）
で
は
、
中
洲
が
完
成
し
て
繁
栄
す
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
が
、「
さ
れ
ば
竜
宮
の
こ
ゝ
に
出
現
し
た
る
が
ご
と
く
、
乙お

と

姫ひ
め

も
川

に
泛う

か
みて

此
土
に
も
竜
宮
有
し
か
と
疑

う
た
が

ふ
）
23
（

」
と
形
容
し
て
い
る
。
竜
宮
と
中
洲
を
関
連
さ
せ
た
早
い
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
天
明
七
年
十
一
月
九
日
の
火
災
で
吉
原
が
焼
け
た
際
に
設
け
ら
れ
た
、
中
洲
の
仮
宅
を
舞
台
に
し
て
い
る
作
品
も
多
い
。
仮
宅

が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
天
明
七
年
の
暮
れ
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
、
隅
田
川
を
挟
ん
で
仮
宅
の
出
来
た
中
洲
と
両
国
は
大
い
に
賑

わ
っ
た
と
い
う
。
例
え
ば
洒
落
本
『
中
洲
の
花
美
』（
内
新
好
作
、
天
明
九
年
刊
）
や
黄
表
紙
『
奇き

事じ
も

中な
か

洲ず

話わ

』（
山
東
京
伝
作
、
北
尾
政

美
画
、
寛
政
元
年
刊
）
に
は
、
中
洲
の
仮
宅
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
繁
昌
し
た
中
洲
も
、
寛
政
元
年
十
月
に
は
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
う
。『
武
江
年
表
』
寛
政
元
年
の
項
に
は
「
十
月
よ
り
始
ま
り
、

大
川
筋
其
の
外
川
々
御
普
請
、
中
洲
築
地
取
払
せ
ら
れ
、
翌
年
に
至
り
元
の
水
面
と
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

中
洲
が
取
り
払
わ
れ
た
理
由
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
多
田
光
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
八
月
八
日
、
関
東
一
帯
に
暴
風
雨
が
襲

来
し
、
大
川
筋
、
深
川
辺
り
は
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
こ
の
水
害
の
原
因
は
中
洲
埋
め
立
て
に
よ
る
川
幅
の
縮
小
だ
と
考
え
ら
れ
た

と
い
う）

24
（

。『
江
戸
名
所
図
会
』（
斎
藤
長
秋
・
莞
斎
・
月
岑
著
、
天
保
五
│
七
年
刊
）
に
も
、「
洪
水
の
と
き
、
便
り
あ
し
き
と
て
、
寛
政
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元
酉
年
に
至
り
、
ま
た
元
の
ご
と
く
川
に
掘
り
立
て
ら
る）

25
（

」
と
あ
り
、
洪
水
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

結
局
、
中
洲
新
地
が
あ
っ
た
の
は
十
四
年
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
っ
た
。『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
で
は
、
こ
の
十
四
年
と
い
う
短
い
期

間
を
、『
方
丈
記
』
の
冒
頭
を
引
用
し
、「
覗
機
関
の
変
は
る
よ
り
も
早
く
」
変
化
し
た
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
刊
行
の
前
年
に
取

り
払
わ
れ
た
中
洲
に
題
材
を
取
り
、
掘
り
返
し
て
川
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
が
竜
宮
の
支
配
下
と
な
っ
て
繁
華
街
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
作
者
の
京
伝
は
、
当
時
話
題
と
な
っ
て
い
た
場
所
を
巧
み
に
作
品
世
界
へ
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
江
戸
の
掘
り
抜
き
井
戸

　

時
事
的
な
話
題
を
取
り
込
ん
だ
例
を
も
う
一
つ
見
て
み
た
い
。『
金き

ん

生じ
よ
う

水す
い

洞ほ
り

幹ぬ
き
い
ど』
）
26
（（

十
返
舎
一
九
作
画
、
寛
政
九
年
刊
）
に
は
、
江
戸

で
掘
っ
た
掘
り
抜
き
井
戸
が
竜
宮
に
通
じ
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る
。
こ
の
掘
り
抜
き
井
戸
に
つ
い
て
も
当
時
の
時
事
的
な
事
物
で
あ
っ

た
。
本
作
は
、
江
戸
と
い
う
場
所
以
上
の
具
体
的
な
地
名
は
特
定
で
き
な
い
が
、
江
戸
に
密
着
し
た
時
事
的
な
話
題
を
取
り
込
ん
だ
例
と

し
て
挙
げ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
掘
り
抜
き
井
戸
と
は
何
だ
ろ
う
か
。『
守
貞
謾
稿
』（
喜
多
川
守
貞
著
、
天
保
八
│
嘉
永
六
年
成
立
）
に
は
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
も
ま
た
海
変
じ
て
陸
と
な
る
地
多
き
を
も
つ
て
、
井
水
塩
気
あ
り
て
、
市
民
こ
れ
を
患
ひ
と
し
、
遠
所
に
こ
れ
を
求
む
も
□
□

て
上
水
を
制
す
こ
と
、
上
巻
に
詳
ら
か
な
り
。
ま
た
、
江
戸
も
掘
抜
井
あ
り
。
こ
れ
は
玉
川
お
よ
び
井
の
頭
の
水
に
あ
ら
ず
。
地
軸

を
貫
き
て
清
水
を
涌
出
せ
し
む
も
の
な
り
。
そ
の
制
、
尋
常
の
井
の
ご
と
く
桶
側
を
重
ね
、
根
側
と
云
ふ
最
下
の
側
底
に
一
穴
を
穿

ち
、
こ
れ
に
節
を
貫
き
た
る
竿
竹
筒
を
立
て
、
地
中
若
干
尋
に
及
び
、
清
水
を
呼
ぶ
な
り）

27
（

。
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大
阪
で
は
井
戸
水
に
塩
気
を
含
ん
で
い
た
が
、
江
戸
の
町
も
普
通
の
井
戸
の
水
で
は
塩
気
を
含
ん
で
い
た
た
め
、
飲
み
水
の
確
保
は
重

要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
よ
り
深
い
地
軸
を
貫
い
て
地
下
水
を
涌
出
さ
せ
る
方
法
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
掘
り
抜
き
井
戸
で

あ
る
。

　

こ
の
掘
り
抜
き
井
戸
が
江
戸
で
普
及
す
る
ま
で
の
過
程
は
、『
武
江
年
表
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

堀
貫
井
の
事
、
昔
は
更
に
な
し
。
中
古
よ
り
（
其
の
始
め
不
詳
）
始
ま
り
た
れ
ど
、
武
家
に
は
こ
れ
な
し
。
其
の
価
、
凡
そ
金
三
、

四
百
両
を
費
や
し
け
る
故
、
市
中
に
は
大
商
家
な
ら
で
は
掘
ら
ざ
り
し
が
、
天
明
の
頃
に
や
、
大
坂
よ
り
井
戸
掘
工
来
り
、
簡
易
の

法
を
以
て
速
や
か
に
掘
り
、
価
も
又
下
直
な
り
。
近
頃
は
江
戸
中
掘
抜
井
多
く
な
り
、
町
毎
に
大
か
た
こ
れ
あ
り
。

　

当
初
は
費
用
が
高
く
、
大
商
家
で
な
い
と
掘
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
大
坂
か
ら
簡
易
的
な
方
法
が
伝
わ
り
、
コ
ス
ト
も
安
く
抑

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
江
戸
で
普
及
し
始
め
、
町
毎
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。『
金
生
水
洞
幹
』
一
ウ
二
オ
や

『
穿ほ

り
ぬ
き
い
ど幹

吹ふ
き
だ
し
わ
ら
い

出
笑
』（
橘
香
保
留
作
、
寛
政
十
一
年
刊
）
一
ウ
二
オ）

28
（

の
挿
絵
に
は
、
櫓
を
組
ん
で
井
戸
を
掘
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
『
金
生
水
洞
幹
』
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
み
た
い
。
物
語
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

い
づ
れ
の
掘ほ

り
抜ぬ

き
に
や
、
す
ぽ
ん
と
抜ぬ

け
た
所と

こ
ろが

地ぢ

獄ご
く

と
竜り

う

宮ぐ
う

の
境さ

か
いへ

穴あ
な

を
空あ

け
た
り
。
元も

と

よ
り
地ぢ

獄ご
く

は
世せ

界か
い

の
地ち

の
底そ

こ

に
て
、

竜り
う

宮ぐ
う

は
海う

み

の
底そ

こ

な
れ
ば
、
地ぢ

獄ご
く

と
竜り

う

宮ぐ
う

は
隣と

な
り
ど
ふ
し

同
士
に
て
、
普ふ

だ
ん
こ
ゝ
ろ

段
心
や
す
く
互た

が

い
に
心こ

ゝ
ろや

す
く
義ぎ

理り

時じ

宜ぎ

を
す
る
仲な

か

な
り
。
こ
の
度た

び

両り
や
う
ご
く

国
の
境さ

か
いに

大
き
な
る
穴あ

な

空あ

き
け
れ
ば
、
双そ

う

方ほ
う

の
役や

く

人に
ん

立た

ち
や
い
て
改あ

ら
ため

け
る
に
、「
何な

ん

の
穴あ

な

と
も
わ
か
ら
ず
、
こ
の
上う

へ

に
金か

な

山や
ま

も
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な
け
れ
ば
、
金か

ね

掘ほ

り
の
技わ

ざ

で
も
あ
る
ま
じ
、
も
ぐ
ら
も
地ち

な
ら
ば
上う

へ

へゝ

持も

ち
上あ

げ
る
は
づ
、
い
か
さ
ま
に
も
怪あ

や

し
き
穴あ

な

か
な
」
と
評ひ

や
う
ぎ議

ま
ち

〳
〵
な
る
所と

こ
ろへ

、
傍か

た
はら

よ
り
河か

つ

童ぱ

這は

い
出い

で
てゝ

、「
こ
れ
こ
そ
掘ほ

り
抜ぬ

き
お
井い

戸ど

の
す
つ
ぽ
り
と
抜ぬ

け
た
る
也
。
さ
て
〳
〵
素し

ろ
ふ
と人

に
し
て
は
良よ

く
掘ほ

り
ま
し
た
」
と
感か

ん

心し
ん

す
る
。 

（
二
ウ
三
オ
）

　

江
戸
で
掘
り
抜
き
井
戸
を
掘
っ
て
い
た
ら
、
地
獄
と
竜
宮
の
境
に
穴
を
空

け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
挿
絵
に
は
、「
ち
ご
く　

ご
く
ら
く
領
」「
竜
宮

領
」
と
書
か
れ
た
碑
が
描
か
れ
【
図
5
】、
こ
の
場
所
が
地
獄
と
竜
宮
の
境

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
発
想
は
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
地
獄

が
世
界
の
地
の
底
に
あ
り
、
竜
宮
も
海
の
底
に
あ
る
と
い
う
考
え
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。
掘
り
抜
き
井
戸
を
掘
っ
た
ら
そ
の
穴
が
地
獄
ま
で
通
じ
た
と
い

う
趣
向
は
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
穿
幹
吹
出
笑
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

掘
っ
た
井
戸
が
竜
宮
に
通
じ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
既
に
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
刊
の
浮
世
草
子
『
好こ

う

色し
よ
く
は
い
ど
く
さ
ん

敗
毒
散
』（
夜
食
時
分
作
）
に
見
ら
れ

る
。
本
作
は
好
色
物
の
短
編
集
で
、
目
録
部
分
に
は
各
話
に
ま
つ
わ
る
短
い

文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
一
「
愛
染
堂
」
に
、「
よ
い
事
ば
か
り
か

さ
ね
ゐ
づ
つ
の
紋
所
心
中
は
ほ
り
ぬ
き
竜
宮
ま
で
も
と
ゞ
い
た
君
さ
ま）

29
（

」
と

【図 5】『金生水洞幹』2ウ 3オ　東京都立中央図書館加賀文庫所蔵
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書
か
れ
て
い
る
。
遊
女
を
指
す
「
君
さ
ま
」
の
、
真
心
は
掘
り
抜
き
井
戸
を
掘
っ
て
竜
宮
ま
で
届
く
ほ
ど
深
い
、
と
い
う
の
で
あ
る）

30
（

。
本

作
が
刊
行
さ
れ
た
大
坂
は
、
江
戸
よ
り
も
早
く
掘
り
抜
き
井
戸
が
普
及
し
て
お
り
、
地
下
深
く
掘
る
と
水
が
湧
き
出
る
こ
と
を
知
っ
た
当

時
の
人
は
、
地
下
に
は
竜
宮
の
あ
る
海
が
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
金
生
水
洞
幹
』
の
話
の
続
き
を
見
て
み
よ
う
。
掘
り
抜
き
井
戸
の
穴
が
地
獄
と
竜
宮
に
達
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
獄
で
は

井
戸
か
ら
幽
霊
が
娑
婆
へ
出
や
す
く
な
り
、
竜
宮
で
は
心
中
す
る
男
女
が
井
戸
に
身
投
げ
な
ら
ぬ
、
身
上
げ
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を

危
惧
し
た
地
獄
と
竜
宮
は
、
井
戸
に
底
を
入
れ
て
錠
前
を
下
ろ
し
、
交
代
で
番
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
時
こ
の
井
戸
に
雷
が
落
ち
て

く
る
。
そ
の
時
竜
宮
の
者
に
怪
我
人
が
出
て
し
ま
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
鬼
の
姿
の
雷
を
打
擲
し
、
雷
を
か
ば
う
地
獄
の
馬
達
と
揉
め
る
。

し
か
し
最
終
的
に
鬼
を
天
上
に
戻
す
た
め
に
皆
で
協
力
し
、
極
楽
か
ら
は
後
光
や
紫
の
雲
を
借
り
、
竜
宮
か
ら
は
竜
に
水
を
巻
き
上
げ
さ

せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
と
、
雷
を
無
事
に
天
上
へ
戻
す
こ
と
が
出
来
た
。
と
こ
ろ
で
、
掘
り
抜
き
井
戸
が
方
々
に
出
来
た
こ
と
で
、
地
獄
と

竜
宮
は
明
る
く
な
り
、
両
国
の
家
老
は
こ
れ
は
日
本
の
お
陰
だ
と
言
っ
て
、
返
礼
を
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
海
川
の
廃
れ
て
い
た
金
銀
を

井
戸
の
下
に
掃
き
寄
せ
て
お
く
こ
と
で
、
地
上
の
井
戸
か
ら
は
水
と
共
に
金
銀
が
汲
み
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
こ
の
通と

ふ

り

だ
か
ら
ど
な
た
も
掘ほ

り
抜ぬ

き
を
な
さ
り
ま
せ
」
と
め
で
た
く
結
ぶ
。

　
『
金
生
水
洞
幹
』
は
、
当
時
増
え
て
い
た
掘
り
抜
き
井
戸
に
題
材
を
取
り
、
そ
の
井
戸
が
竜
宮
や
地
獄
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
展
開
に

発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
面
白
味
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
黄
表
紙
に
お
い
て
竜
宮
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
黄
表
紙
で
は
琵
琶
湖
や
志
度
の
浦
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の
よ
う
に
、
先
行
す
る
物
語
や
伝
承
に
よ
っ
て
竜
宮
へ
繫
が
る
地
名
が
特
定
さ
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
具
体
的
な
地

名
が
設
定
さ
れ
ず
に
、
主
に
大
海
や
海
底
に
あ
る
想
像
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
た
作
品
も
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
黄
表
紙
に
様
々

な
物
語
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
特
定
の
地
名
を
設
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
想
像
上
の
架
空
の
地
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
挿
絵
入
り
の
黄
表
紙
の
影
響
に
よ
り
、
徐
々
に
竜
宮
の
所
在
が
海
底
に
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
中
洲
新
地
や
江
戸
の
掘
り
抜
き
井
戸
な
ど
、
当
時
話
題
と
な
っ
て
い
た
場
所
を
竜
宮
へ
と
繫
が
る
舞
台
と
し
て
選
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
も
、
黄
表
紙
な
ら
で
は
の
創
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
掘
り
返
さ
れ
て
元
の
海
に
戻
っ
た
中
洲
や
、
地
中
深
く
ま
で
掘
削
す
る

掘
り
抜
き
井
戸
と
竜
宮
世
界
を
繫
げ
た
こ
と
は
、
戯
作
者
た
ち
の
発
想
力
の
豊
か
さ
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
図
版
掲
載
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
黄
表
紙
『
流は

や
り行

謡う
た

混と
り

雑こ
み

唱し
よ
う
ぶ舞

』（
美
足
斎
象
睡
作
、
勝
川
春
朗
画
、
寛
政
元
年
刊
）
に
は
、
佐
渡
の
海
か
ら
竜
宮
へ
行
く
と
い
う
場
面
が
あ
り
、

本
作
も
時
事
的
な
話
題
を
取
り
込
ん
だ
例
と
し
て
見
出
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
流
行
謡
「
新
保
幸
大
寺
」
に
つ
い
て
調
査
が
不
十
分

で
あ
る
た
め
、
割
愛
し
た
。
今
後
さ
ら
に
調
査
を
続
け
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

鈴
木
健
一
編
『
海
の
文
学
史
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
。

（
2
）　

竜
宮
の
黄
表
紙
の
探
索
は
、
主
に
棚
橋
正
博
『
黄
表
紙
総
覧
』（
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
六
│
九
五
年
）
を
用
い
た
。

（
3
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
（
函
四
二
│
二
）
及
び
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
二
〇
七
│
一
一
九
）
を
参
照
し
た
。

（
4
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
二
〇
八
│
四
九
一
）
を
参
照
し
た
。



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
七
九

（
5
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
二
〇
八
│
二
三
八
）
を
参
照
し
た
。

（
6
）　
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
（
二
）
全
盛
期
黄
表
紙
集
』（
現
代
教
養
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
7
）　
『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
46　

平
家
物
語
②
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
る
。

（
8
）　

問
答
の
相
手
は
、
引
用
し
た
語
り
本
系
の
覚
一
本
で
は
二
位
の
尼
と
な
っ
て
い
る
が
、
読
み
本
系
の
延
慶
本
や
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
平
知
盛
と

な
っ
て
い
る
。

（
9
）　

安
徳
天
皇
の
入
水
場
面
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
、
佐
々
木
紀
一
「
波
の
下
の
都
」（
松
尾
葦
江
編
『
海
王
宮
│
壇
之
浦
平
家
物
語
』
三
弥
井

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
に
詳
し
い
。

（
10
）　

舞
鶴
市
教
育
委
員
会
糸
井
文
庫
所
蔵
本
を
参
照
し
た
。『
猿
蟹
遠
昔
噺
』
の
翻
刻
は
、
中
村
正
明
「
恋
川
春
町
作
黄
表
紙
『〈
浦
嶋
が
帰
郷
八
島
の

入
水
〉
猿
蟹
遠
昔
噺
』
│
翻
刻
と
注
釈
│
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院　

文
学
研
究
科
論
集
』
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
趣
向

に
関
し
て
の
詳
細
な
考
察
に
、
同
氏
「
黄
表
紙
『〈
浦
嶋
が
帰
郷
八
島
の
入
水
〉
猿
蟹
遠
昔
噺
』
考
│
素
材
と
趣
向
に
つ
い
て
│
」（『
日
本
文
学
論

究
』
六
二
冊
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
11
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
二
〇
七
│
一
〇
二
五
）
を
参
照
し
た
。

（
12
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
59　

謡
曲
集
②
』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
13
）　

能
か
ら
浄
瑠
璃
へ
の
展
開
は
、
日
置
貴
之
「『
義
経
千
本
桜
』
碇
知
盛
」（
鈴
木
健
一
編
『
浜
辺
の
文
学
史
』、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
に

詳
し
い
。

（
14
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
（
函
八
〇
│
八
）
を
参
照
し
た
。

（
15
）　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
93　

竹
田
出
雲
・
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
16
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
（
函
二
八
│
一
一
）
を
参
照
し
た
。『
二
度
目
の
竜
宮
』
の
翻
刻
及
び
本
文
の
考
察
は
、
三
好
修
一
郎
「
黄

表
紙
『
浦
島
太
郎　

二
度
目
の
竜
宮
』
に
つ
い
て
」（『
叢
』
二
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

（
17
）　

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
二
〇
八
│
五
一
一
）
を
参
照
し
た
。

（
18
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
（
函
四
二
│
二
〇
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
83　

草
双
紙
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

（
20
）　
『
山
東
京
傳
全
集　

黄
表
紙
2
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
）。



黄
表
紙
に
お
け
る
竜
宮
描
写
（
関
原
） 

一
八
〇

（
21
）　
『
武
江
年
表
』
の
引
用
は
、『
増
訂
武
江
年
表
』
一
・
二
（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
に
拠
る
。

（
22
）　
『
大
田
南
畝
全
集
』
十
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）。

（
23
）　
『
洒
落
本
大
成
』
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
24
）　

多
田
光
「
中
洲
」（『
洒
落
本
大
成
』
十
八
巻
月
報
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）。

（
25
）　
『
新
訂
江
戸
名
所
図
会
』
一
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
）。

（
26
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
（
函
六
〇
│
一
三
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、
本
作
の
雷
像
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
に
は
、
三
上
匠
「
十
返
舎

一
九
黄
表
紙
『
金
生
水
洞
幹
』
攷
│
雷
像
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
武
蔵
文
化
論
叢
』
六
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
27
）　
『
近
世
風
俗
志
』
一
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
）。

（
28
）　

図
版
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
ヘ13 02946 0177

）
参
照
。

（
29
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
65　

浮
世
草
子
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
30
）　

解
釈
は
前
掲
注
29
書
の
頭
注
を
参
照
し
た
。




