
浦

島

説

話

の

変

遷

下

澤

清

子

-

は

じ

め

に

日
本

の
各
地
域

で
語
ら
れ

て
き
た
数
多
く

の
昔
話
。

そ
の
申

で
も
、
特

に
国

民
的
な
昔
話

の

一
つ
に
、

「
浦
島
太
郎
」
が
あ
る
。

こ
の
浦
島
説
話
が
国
民
的

昔
話
に
な
り
得

た
理
由
と
し

て
、
ひ
と
え
に
学
校
教
育

に
よ
る

「
浦
島
太
郎
」

の
普
及
と

い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
明
治

か
ら
昭
和
に
か
け
て
、

昔

々
浦
島

は
、
助
け
た
亀

に
連
れ
ら
れ
て
、
竜
宮
城

へ
来

て
見
れ
ば
、

注
1

絵
に
も
か
け
な
い
美
し
さ
。

(
『
日
本
唱
歌
集
』
所
収
)

と

い
う
唱
歌

を
は
じ

め
、
国
語

の
教
材
と
し

て
再
三
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
。

し
か
し
、
浦
島
説
話
に
関
す
る
日
本

の
各
時
代

の
文
献
を
集
め
て
み
る
と
、

現
在
、
私
た
ち
の
知

る
昔
話

「
浦
島
太
郎
」
と
は
異

な
る
浦
島
説
話
の
存
在
に

気
づ
く

こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
浦
島
説
話
は
、

お
お
よ
そ
古
代

、
中
世
、

近
代

の
三

つ
の
浦
島
説
話
に
区
分

で
き
る
よ
う
に
思

わ

れ

る
。

そ
こ
で
、
古

代

、
中
世
、
近
代

の
標

準
的

な
浦
島
説
話
を
求

め
、
日
本

の
浦
島
説
話

は
、

い

か
に
変
遷
し

て
き
た
か
を
追

っ
て
み
た
。

尚

、
浦
島
説
話
に
は
、
記
録

に
よ

っ
て
伝

え
ら
れ
た
も

の
と
、
口
承

に
よ

っ

て
伝

え
ら

れ
た
も

の
と
が
あ
る
。
記
録
と
し
て
残
さ
れ
た
浦
島
説
話

と
、

口
承

の
世
界

で
生
き
続
け

て
き
た
浦
島
説
話
と
は
、

お
互

い
に
影
響
を
及

ぼ
し
な
が

ら
今

日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

口
承

の
世
界

の
浦
島
説
話
は

そ

の
語
ら
れ

た

地
域
社
会

で

独
自

の
展

開
を
示

し
て
い
る
。

そ
れ

に
、

口
承

の
世
界

の
こ
と

で
あ
る
の
で
、
そ

の
話
が
語
ら
れ
た
時
代

を
知

る
こ
と
も
難
し

い
。
従

っ
て
、
民
聞
伝
承

と
し

て
の
浦
島
説
話
を
記
録
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た

浦
島
説
話
と
区
別
し
、
私

は
記
録
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
文
献

に
残

る
浦
島
説
話

の
変
遷

に

つ
い
て
述

べ
た
い
と
思
う
。

2

三
つ
の
標
準
型
浦
島
説
を
求
め
る
過
程

さ
て
、

浦
島

説
話

に
関
す
る

文
献

で
あ

る
が
、

古
代

(文
献
整
理
上
、

奈

良
、
平
安
、
鎌
倉
時
代
を
示
す
)
に
は
浦
島
説
話
を
記
し
た
多
く

の
文
献

が
存

在
す
る
。
そ

の
中

で
も
、
申

心
と
な
る
も

の
は
、
浦
島
説
話
を
詳
細

に
記

し
た

注
2

注
3

現
存

す
る
最
古

の
文
献

で
あ
る

『
丹
後
国
風
土
記
逸
文
』
と
、

『
万
葉
集
』
に
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比

較
項

目

時

場

所

主
人
公
の

名
前

釣

の
よ
う
す

丹
後
国
風
土
記
逸
文

長
谷
の
朝
倉
の
宮
に
御
宇

し
め
し
し
天
皇
の
御
世

(雄
略
天
皇
の
御
世
の
こ
と
)

與
謝
の
郡

、
日
置

の
里
。

此
の
里
に
筒
川

の
村
あ
り
。

水
の
江
の
浦
喚
の
子

濁
小
船

に
乗
り
て
海
中

に
汎
び
出

で
て
釣
す
る

に
、
三
日
三
夜
を
経
る

も
、

一
つ
の
魚
だ
に
得

ず

日

本

書

紀

雄
略
天
皇
二
十

二
年

秋
七
月

丹
波
國
の
絵
肚

つ
つ

郡
の
箇
川

瑞
江
浦
嶋
子

舟
に
乗
り
て

釣
す

萬

葉

集

浦
島
子
傳

績
浦
島
子
傳
記

扶
桑
略
記

一
水

鏡

墨

吉

水
江
の
浦
島
の
子

堅
魚
釣
り

鯛

釣
り
衿
り

七

日
ま

で

家

に

も
來
ず
て

海

界
を
過
ぎ
て
漕

ぎ
行
く
に

雄
略
天
皇

二
十
二
年

丹

後

国

水
江
浦
嶋
子

濁

乗
レ
船

澄

江

浦

浦

嶋

子

む

猫

乗
二釣

魚

舟

曽
む

常

遊
二
澄

江

浦

[

伴
二
査

郎

一而

陵
・

ゆ

銀

漢

一近

見

二

む

牽
牛
織
女

之

星

逐
二
魚

夫

一而

過
二

む

泪

羅

一
親

逢

二
む

吟
澤
懐
砂

之

客

於
レ是
釣
魚
之
庭
。

雄
略
天
皇

廿
二
年
七
月

丹

後

國

余

肚

郡

水
江
浦
嶋
子

乗
レ
舟
而
釣

。

雄
略
天
皇

の
御
代

浦
嶋

ノ
子

古

事

談

丹

後

國

余

佐

郡

水
江
浦
島
子

収

め
ら
れ
て
い
る

「
水
江

の
浦
島

の
子

を
詠
む

一
首

・
短
歌
を
併
せ
た
り
」
と

い
う
長
歌
、
及
び
短
歌

で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
二
つ
の
資
料
が
語

る
浦
島

説
話
は
六

つ
の
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
異

な
り
、
互

い
に
別
系
統

の
も
の
で
あ

注
4

る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、両
者
以
外
の
文
献
、
す

な
わ
ち

『
日
本
書
紀
』
、

注
5

注
6

注
7

注
8

『
浦
島
子
伝
』
、

『
続
浦
島
子
伝
記
』

『
扶
桑
略
記
』
、

『
水
鏡

』
、

『
古
事

注
9

談
』
を
加
え
た
計
八

つ
の
文
献

を
別
表

の
よ
う
に
三
十
三
項
目
に

つ
い
て
相

互

比
較
し
検

討
し
た
結
果
、

『
丹
後
国
風
土
記
逸
文
』

の
浦
島
説
話
を
基
本

と
す

る
古
代

の
標
準
型
浦
島
説
話

を
求

め
る
こ
と
が

で
き
た
。

注
10

注
11

次

に
、
申
世
の
文
献
と
し

て
、

『
浦
島
神
絵
巻
』

『
う
ら
し
ま
古
絵
巻
』
、

注
12

注
13

『
う
ら
し
ま
室
町
末
絵
巻
』

『
う
ら
し
ま
奈
良
絵

巻
』

が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
絵
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注
14

巻
や
奈
良
絵
本

の
浦
島
説
話
を
受
け
て
、
近
世
初
期
に
渋
川
本

『
御
伽
草

子
』

の

「
浦
島

太
郎
」
が
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私

は
渋
川
本

『
御
伽
草

子
』

の

「
浦
島
太
郎
」
を
中

世
の
浦
島
説
話
を
代
表

す
る
も

の
と
し

て
扱

い
、

そ
れ
を
も
と
に
、
中
世

の
標
準
型
浦
島
説
話
を
求
め
た
。

明
治
以
後

の
文
学
者
に
よ

る
浦
島
説
話

を
素
材
と
し
た
数
多
く

の
作
品
を
除

く

と
、
近
代

の
浦
島
説
話

と
し

て
、
御
伽
噺

の
読
本
類

の

「
浦
島
太
郎
」
と
、

教
科
書

に
掲
載
さ
れ
た

「
浦
島
太
郎
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
近
代

の
浦
島
説
話

の

標
準
型

を
求

め
る
に
あ
た
り
、
御
伽
噺

の
読
本
類

の
代
表
と
し
て
、
森
林
太
郎

注
15

ら
四
名

の
撰

に
な
る

『
標
準
於
伽
文
庫
』

の

「
浦
島
太
郎
」
を
、
ま
た
、
教
科

注
16

書

に
掲
載

さ
れ
た
も

の
の
代
表
と
し

て
、

『
小
学
国
語
読
本
』

(通
称

『
サ
ク

ラ
読
本

』
)
巻

三
の
二
十
四

「
浦
島
太
郎
」
を
取
り
上
げ

た
。
そ
し
て
、
こ
の

両
者
を
比
較

し
な
が
ら
、
近
代

の
標
準
型
浦
島

説
話
を
求

め
て
み
た
。

3

浦
島
説
話
の
変
遷

三

つ
の
標
準
型

を
も
と
に
、
古
代
、
中
世
、
近
代

の
浦
島
説
話

の
変
遷

を
追

っ
て
み
よ
う
。
三

つ
の
標
準
型

の
比
較
項
目

は
、
説
話

の
筋

を
追

っ
て
、
①
時

②
場
所

③
主
人
公

④
発
端

⑤
亀
と

の
出
会

い

⑥
放
生

⑦
異
郷

へ
の

誘
い
⑧
異
郷

へ
の
道

⑨
御
殿

の
よ
う
す

⑩
昂

と
畢

⑪
異
郷
で
の
歓
待

⑫
異
郷
逗
留

⑬
帰
郷

の
思

い

⑭
玉
手
箱

⑮
帰
路

⑯
帰
郷
の
時

⑰
故

郷
の
よ
う
す

⑬
時

の
経
過

⑲
玉
手
箱

を
開
く

⑳
結
末
、
と
し
た
。

a

説
話
の
設
定

初

め
に
、
浦
島
説

話
の
設
定

は
、
古
代

で
は
、
①
雄
略
天
皇
二
十
二
年
秋

七

月

②
丹
後
国
与
謝

の
郡
、
日
置

の
里

の
筒
川
の
村
③
水
江
浦
嶋
子
、
と
な

っ

た
み

く
さ
か

て
い
る
。

た
だ
、

『
丹
後
国
風
土
記
逸
文
』

で
は
、
さ
ら
に

「
此

の
人
夫
、
日下

欝

難

先
祖
の
名
を
筒
川
の
喚
子
と
云
ひ
き
・
為
人
・
姿
容
秀
美
し
く
、
風

流

な
る
こ
と
類
な
か
り
き
。
」
と

つ
け
加

え
て
い
る
。
が
、

こ
れ
ら

の
特
殊
な

記
述

を
除
く
と
、

概
し
て
、

古
代

で
は

雄
略
天
皇

の
御
代

に

丹
後
国
与
謝

の

郡
、
日
置

の
里

の
筒
川
に
住

み
、

お
そ
ら
く
海

の
魚
を
取

っ
て
生
活

し
て
い
た

水
江
浦
嶋
子

で
あ

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、
申
世

の
浦
島
説
話

で
は
、
①
昔

②

丹
後
国

③
浦
島

の
子
の

浦
島
太
郎

・
漁
を
し
て
両
親
を
養

っ
て
い
た
、
と
変

わ
る
。
す

な
わ
ち
、
時
代

を
示
す

「
雄
略
天
皇

の
御
世
」

は
消
え
、

「
昔
」
と

い
う

一
語

に
代
わ
る
。
中

世
以
前

に
お
い
て
も
、
説
話

の
類

は
時
代

を

「
昔
」
と
し
て
語

っ
て
い
る
。
た

と
え
ば

、
『
今
昔
物
語
集
』

(平
安
時
代
後
期

の
成
立
)

の
冒

頭
は

「
今

は
昔
」

で
あ
る
。
従

っ
て
、
古
代

で
は
、
浦
島
説
話
は
説
話
と

い
う
よ
り

も
、
伝
記
、

あ
る

い
は
史
実
と
し

て
記
録
さ
れ
て
き
た

の
に
対

し
て
、
中
世

で
は
、

い
わ
ゆ

る
御
伽
草
子

と
し

て
語
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

そ

の
御
伽
草
子
と
し

て
の
性
格

は
、
主
人
公

の
名
前

に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

古
代

の

「水

江
浦
嶋
子
」

に
対
し
て
、
中
世

で
は

浦
島

と

い

う

人
物

の
子

の

「
浦
島
太
郎
」

と
し
て
描
か
れ
、
二
十
四
、
五
才

の
若
者

で
あ

っ
た
と
し
て
い

る
。
私
た
ち
の
親

し
ん
で
い
る
浦
島
太
郎
と

い
う
名
前

は
、

こ
の
よ
う
に
申
世

に
誕
生
し
た
の
で
あ

る
。
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ま
た
、
浦
島

太
、郎

の
住
居
も
詳
し
く

は
述

べ
ら
れ
ず
、

「
丹
後
国
に
」

と
記

さ
れ
る
に
留

っ
た
が
、

「
明
け
暮

れ
、
海

の
う
ろ
く
ず

を
取
り

て
、
父
母
を
養

ひ
け
る
。
」
と
、
孝
養

を
積
ん
だ
若

い
漁
夫
と
し

て
描

か
れ
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。

こ
の
記
述

は
、
申
世
に
新

た
に
加

え
ら
れ
、
近
代

の
御
伽
噺

の

一
部

に
残

る
こ
と

に
な
る
。

注
17

近
代

の
浦
島
説
話

の
設
定

は
、
①
む
か
し

②

(
丹
後

の
国

の
水

の
江
)
③

浦
島
太
郎

・

(
漁
を
し
て
両
親
を
養

っ
て
い
た
)

と
な

っ
て

い
る
。
時

は

「
む

か
し
」

。
主
人
公
も
浦
島

の
子
の
浦
島
太
郎
と
い
う
説
明
は
消
え
、
単

に

「
浦

島
太
郎
」

と
し
て
登
場
す
る
。

『
小
学
国
語
読
本
』
巻
三

の

「
浦
島
太
郎
」

の

冒
頭

の

一
文

は
、
次

の
よ
う
に
簡
略

で
あ
る
。

「
む
か
し
、
浦
島
太
郎

と
い
ふ
入
が
あ
り

ま
し
た
。
」

尚
、
森
林
太
郎
ら

に
よ
る

『
標
準
於
伽
文
庫
』

は
、
中
世

の

「
御
伽
草
子
」

の

流
れ
を
く
ん
で
い
る
の
で
、
教
科
書

の
浦
島

説
話

よ
り
詳
し
く
、

「
む
か
し
、
丹
後

の
国
の
水

の
江
に
、
浦
島
太
郎
と

い
う
り
よ
う
し
が

い

ま
し
た
。
毎

日
毎
日
海

で
魚

を
釣

っ
て
、
お
と
う

さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
を

や
し
な

っ
て
い
ま
し
た
。
」

と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浦
島
説
話
の
設
定

に

つ
い
て
、
三

つ
の
浦
島
説
話
を
比
較

し

て
み
る
と
、
丹
後
国

の
漁
夫

で
あ
る
こ
と
は
変

わ
ら
な
い
が
、
古
代

で
は
、
浦

島

の
話
が
史
実
、

ま
た
は

伝
説
と
し

て
よ
り
詳

し
く

記
述
さ
れ
、

申
世

で
よ

り

一
般
的

な

「
浦
島
太
郎
」

と
い
う
名
を

主
人
公

に

与
え
ら
れ
た

と
こ
ろ
か

ら
、

い
わ
ゆ
る
御
伽
噺
と

し
て
、
浦
島

は
史
実
か
ら
解

き
放

さ
れ
た
形

で
発
展

し
、
今

日
に
至

っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

b

異
郷
訪

問
の
要
因

浦
島
説
話

は
、
異

郷
訪
問
課
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
浦
島
が
異
郷
を
訪
問

す

る
ま
で
の
く
だ
り
を
比
較

し
な
が
ら
、
な
ぜ
浦
島
が
異

郷
を
訪
れ

る
こ
と
に

な

っ
た

の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

古
代

で
は
、
④
独
り
小
舟
に
乗

っ
て
釣
に
出

か
け
た
。
⑤
三
日
三
夜
、
魚
が

釣
れ
ず
、
遂
に
霊
亀
を
得

た
。
⑥
な
し
。
⑦
嶋

子
が
舟
申

で
眠

っ
て
い
る
う
ち

に
、
亀
は
美
女

に
化
し
た
。
神
女

は
、
私
は
不
死
長
生

の
蓬
山

の
女
だ
と
名

の

り
、
前
世
か
ら
夫
婦

の
約
が
あ
る
と
説
き
、
蓬
山

に
誘
う
。
と
な

っ
て
い
る
。

嶋
子
が
蓬
山

へ
向
か
う
直
接

の
原
因

は
、
亀
が
変

じ
た
美
女

の
求
婚

で
あ
る
、

と
も
と
れ
る
話

に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
神
女

が
亀
に
変
身

し
て
嶋
子
に
釣

ら
れ
、
そ

こ
で
元

の
神
女
に
戻
り

、
自
分
と
嶋

子
の
縁
を
説
く
。
そ
し
て
、

二

人

で
暮
ら
す
べ
く
蓬
山

へ
向

か
う
。

な
ん
と
も
神
女

の
お
し
か
け
女
房
的

な
話

で
あ
る
が
、

で
は
、
な
ぜ
神
女
が
嶋
子

を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
答

え
る
記
述

は
見
み
た
ら

な
い
。
た
だ
、

『
丹
後

国
風
土
記
逸
文
』
に
だ

け
は
、

嶋
子

は
、

「
為
人
、
姿
容
秀
美
し
く
、
風
流
な
る
こ
と
類

な
か
り
き
。
」
と
あ

る
。
が
、

こ
れ
は
他

の
古
代

の
浦
島
説
話
と
比

べ
て
特
殊
な
記
述
な
の
で
、
古

代

の
標
準
的
な
嶋
子
像
と
は
言

い
難

い
。

従

っ
て
、
古
代
浦
島
説
話

で
は
、
神
女

の
求
婚

に
よ

っ
て
嶋

子
は
蓬
山

へ
向

か
う

こ
と
に
な
る
が
、
嶋
子
自
身

に
蓬
山
を
訪
れ
得

る
要
因
は
な
か

っ
た
と
言
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え

る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
宋
代

の
陶
淵
明
に
よ
る

『
桃
花
源
記
』

の
桃
源

境
訪
問
や
、
唐
代

の
張
鷺

に
よ
る

『
遊
仙
窟
』

の
仙
境
訪
問

を
持
ち
出
す
ま
で

も
な
く
、
こ
の
時
代

は
仙
境
訪
問

に
は
特
別
な
パ

ス
ポ

ー
ト

(
資
格
)
は
必
要

で
な
く
、
誰

で
も

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
迷

い
こ
む
、
あ
る
い
は
訪
れ

る
こ
と
が

で
き

る
と
考

え
ら

れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
再
び
同
じ
人
が
訪

れ

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
世
界

で
も
あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
不
思
議

な
不
老
不
死

の
仙
境

を
、
嶋
子

は
神
女
の
求
婚

に
よ

っ
て
幸

運
に
も
訪
れ
た

こ

と
か
ら
古
代

の
浦
島

説
話

は
始
ま

っ
て
い
る
。

と

こ
ろ
が
、
申
世

に
な
る
と
、
浦
島

の
異
郷
訪
問

の
要
因
に
関
す

る
考
え
方

は
大
き
く
変

化
を
遂
げ

る
。
④
あ
る
日
、
釣

に
出
か
け
た
。

⑤
ゑ
し
ま
が
磯

で

亀

を

一
匹
釣
り
上
げ

た
。

⑥
浦
島
太
郎
は

「
お
ま
え

は
寿
命

の
長

い
も

の
だ
。
」

と
言

っ
て
、
亀
を
海

に
放

し
て
や

っ
た
。
⑦
翌

日
、
釣

に
出

る
と
、
美
女

の
乗

っ
た
小
船
が
流
れ
よ

っ
た
。
そ

の
女
房

は
、
本
国
に
送

っ
て
ほ
し
い
と
浦
島

に

頼
む
。

こ
の
よ
う
に
、

中
世

で
は
新

し
く

動
物
報
恩
諌

が

付

け
加
わ

っ
て
い

る
。

一
般
的
に
、
動
物
報
恩
課
は
古
く
か
ら
あ

る
。
た
と
え
ば
、
平
安
時
代

の

『
日
本
霊
異
記
』

の
中

に
、

「蟹

満
寺
縁
起
」
が
あ

る
し
、
そ
れ
を
亀
に
限
定

す
る
と
、
同
じ
く

『
日
本
霊
異
記
』
に

「
亀

を
購
ひ

て
放
生

せ
し
め
現
報
を
得

る
縁
」

(
『
今
昔
物
語
』

に

類
話
あ
り
)

が

あ

る
。

ま
た
、

『
打
聞
集
』

の

「
銭

亀
買
人
事
」
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
古
く
か
ら
亀

の
報
恩
諌

が
存
在

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古

代
浦
島
説
話

の
亀
と
嶋
子
は
、
報
恩

の
関
係

か
ら
で
は
な
く
、
最
初

か
ら
夫
婦

と
な
る
約
束

で
仙
境

へ
向

か

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
古
代

浦
島
説
話

は
、
動
物

報

恩
課

と
は
無
関
係
に
成

立
し
、
申
世
に
至

っ
て
、
浦
島
説
話
に
動
物
報
恩

の

モ
チ
ー

フ
が
新
し
く
加

わ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
古
代

で
は
誰

で
も
ふ
と
し

た

こ
と
か
ら
訪

れ
る
こ
と
が

で
き
た
仙
郷

で
あ
る
が
、
中
世

で
は
動
物
を
助

け

る
と

い
う
功
徳

に
対
す
る
報

恩
と
し
て
、
竜
宮
城

へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
得

た
者

が
訪
れ
得

る
と
い
う
、
あ
る
意
味

で
は
筋

の
通

っ
た
合
理
的

な
話

へ
と
変

わ

っ

て
き

て
い
る
の
で
あ

る
。

近
代

で
は
、
申
世
と
同
様
、
動
物
報
恩
に
よ
り
竜
宮
城

を
訪
れ
る

の
で
あ
る

が
、
亀

の
助

け
方
が

さ
ら
に
積
極
的

に
表
現
さ
れ

て
い
る
。

④
あ
る
日
、
釣

に

出
か
け

て
は
ま
べ
を
通

っ
て
い
る
と
、

⑤
子
ど
も
た
ち
が

一
匹

の
亀
を

い
じ
め

て
い
た
。
⑥
浦
島
太
郎
は
か
わ

い
そ
う
に
思

っ
て
亀

を
買

い
と
り
、
海

へ
放
し

て
や

っ
た
。
⑦

二
、
三
日
後
、
浦
島

が
舟

で
釣

を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
亀
が

近
寄

っ
て
き
た
。
亀

は
助
け

て
も
ら

っ
た

お
礼

を
言

い
、
竜
宮

へ
誘
う
。

こ
の

よ
う
に
、
浦
島

は
、
子
ど
も
た
ち
が
は
ま

べ
で
い
じ
め
て
い
た
亀
を
わ
ざ
わ
ぎ

買

い
と

っ
て
、
海

へ
放
し

て
や
る
。
ま
た
、
亀
の
方
も
、
中
世

で
は
浦
島

が
竜

宮
城
を
去
る
時

に
な

っ
て
、
初

め
て
報
恩

の
意
を
告
白
す

る
の
で
あ
る
が
、
近

代

で
は
浦
島

を
竜
宮

に
誘
う
時

に
、
早
く
も

「
お
れ
い
に
竜
宮

へ
お

つ
れ
し
ま

し

ょ
う
。
」

と
告
げ

て
い
る
。
申
世
、
近
代

と
も
、
動
物
報
恩
を
異

郷

へ
の
パ

ス
ポ
ー
ト
と
し
て
赴
く

こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
中
世

で
は
浦
島

は
亀
の
報
恩

と
知
ら
ず

に
竜
宮
城

へ
向

か
う
の
に
対
し

て
、
近
代

で
は
浦
島
自
身

、
亀

の
報

恩
と
承
知
の
上

で
竜
宮

へ
赴
く

の
で
あ
る
。
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c
,
亀
と
女

浦
島
説
話

に
必
ず
登
場

す
る
も

の
と
し
て
亀

と
女
が
あ
る
。
こ
の
女

は
、
神

女
、
美

し
い
女
房
、
乙
姫
き
ま
と
時
代

に
よ
り
変
わ
る
が
、
亀

と
女

の
関
係
も

か
な
り
変
化
し

て
き
て
い
る
。
そ

こ
で
、

こ
の
両
者

の
関
係

を
申
心

に
変
遷
を

追
う

こ
と
に
す
る
。

古
代

で
は
、
亀
は
仙
郷

の
神
女

で
あ

っ
た
か
神
女
が
亀
に
化

し
て
嶋
子
に
釣

ら
れ
、
舟
申

で
元

の
神
女

の
姿
に
戻
り
、
嶋
子

に
求
婚
す
る
の
で
あ

る
。
こ

の

亀

は
、
た
だ

の
亀
で
は
な
く
、

「
霊
亀
」

で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
仙
郷

で
は
神
女

は

「
亀
比
売
」

と
も
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
代
浦

島
説
話

で
は
、

亀
と
女

の
結

び

つ
き
が

非
常

に
強

く
、

亀
と
神
女
は

同

一
体

で
、
時
に
よ

っ
て
姿
を
亀
に
変

え
た
り
、
女

の
姿
に
変

え
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
亀
自
身

が
霊
的

な
も

の
と
考

え
ら
れ

て

い
た
時
代

に
お
い
て
は
、
ま
さ
に

「
亀
比
売
」

で
あ
り
得
た

の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
中
世
浦
島
説
話

で
は
、
亀
が
本
性

で
あ
り
、
翌
日
、
小
船
に
乗

っ
て
現
わ

れ
た
美
し

い
女
房

は
亀

の
化
身

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
浦
島
が
帰
郷

す
る
と
き

に
な

っ
て
、

「
自
分

は
ゑ
し
ま
が
磯

で
助
け
ら
れ
た
竜
宮
城

の
亀

で

す
。
」
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
察

せ
ら
れ
る
。
浦
島
が

ゑ
し
ま
が
磯

で
釣

っ
た
亀
は
、
古
代

の
よ
う

に
霊
亀
で
は
な
く
、
た
だ
の
亀

で
あ

っ
た
。
そ

の
亀

の
化
身

で
あ
る
女
房
も

「
美

し
き
女
房
」

で
あ
る
も
の
の
、
古
代

の
よ
う

に
仙
女

の
よ
う
な
雰
囲
気
は
な
い
、
古
代
浦
島
説
話

の
特
色

で
あ

っ
た
神
仙

思

想
が
、

申
世
浦
島
説
話

で
は

影
を
ひ
そ
め
て
し
ま

っ
た

結
果
と

言
え
る
だ

ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
亀
と
女

に

つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
異
郷

に
対
す
る
考
え

方

や
、
浦
島
説
話
全
体

の
構
成

に

つ
い
て
も
言

え
る
こ
と

で
あ
る
。

さ
て
、
近
代

に
入
る
と
、
亀
と
女

の
関
係

は
ま
た

一
段
と
変
化

を
遂
げ
る
。

古
代

、
及
び
申
世

で
は
、
亀

と
女

は
同

一
体

で
あ
り
、
と
き
に
よ

っ
て
亀

の
姿

に
な

っ
た
り
女

の
姿
に
な

っ
た
り
し
て
い
た
が
、
近
代
浦
島
説
話

で
は
、
も
は

や
亀
と
女

は
全
く
別
個

の
存
在
と

な
る
。
浦
島
太
郎
に
助

け
ら
れ
た
亀
は
、
説

話
全
体

を
通
じ

て
た
だ
の
亀

で
あ
る
。
そ
し

て
、
亀
の
背

に
乗
り
赴

い
た
竜
宮

に
は
、

亀
と
は
別
に

「
乙
姫
さ
ま
」
と
い
う
女
性
が

い
た
の

で

あ

る
。

つ
ま

り
、
古
代
、
中
世
に
お
い
て
未
分
化

で
あ

っ
た
亀
と
女
が
、
近
代

に
至

っ
て
、

竜
宮

の
家
来
と
し
て
の
亀
と
、
竜
宮

の
姫

で
あ
る
乙
姫

さ
ま
の
二
者
に
分
化

し

て
し
ま

っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
近
代

の
浦
島

説
話
に
お
い
て
、
浦
島
太
郎

に
対
す
る
亀
自
身

の

報
恩

の
意
も
認

め
ら
れ
な

い
こ
と
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぱ
、
亀

の
主

人
と
し

て
の
乙
姫
さ
ま
が
、
家
来

で
あ
る
亀

を
助

け
て
も
ら

っ
た
こ
と
に
対
し

て
報
恩

の
意

を
表
わ
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
亀
は

乙
姫
さ
ま
の
意
志
か
ら
、
竜
宮

と
現
世
と
の
交
通
機
関
と
し
て
の
役
割
し
か
果

た
し
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
竜
宮
に
着
く
と
、
浦
島
を
も
て
な
す

の
は
、
も

は
や
亀

で
は
な
く
、
乙
姫

さ
ま
で
あ
り
、
そ
の
命
を
受
け
た
鯛
、
た

こ
、
鮮

た

ち
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代

で
は
亀
と
女
は
完
全

に
分
化
し
、
二

つ
の
別

の
存
在

と

な

っ
た
。
と
同
時

に
、
亀
と
女

の
役
割
分
担
が
進
ん
だ
よ
う
で
あ

る
。
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d

異

郷

浦
島
が
訪
れ
た
異

郷
に
関
す
る
描

写
に
基
づ
き
、
浦
島
説
話

に
お
け

る
異
郷

観

の
変
遷

を
た
ど

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

古
代
浦
島
説
話

で
は
、
⑧
神
女

の
言
葉
に
従

い
目

を

つ
む

っ
て
い
る
間
に
、

博
く
大
き
な
嶋

に
着

い
た
。
⑨
玉

を
敷

い
た
よ
う
な
地

に
、
り

っ
ぱ

な
御
殿
が

あ

っ
た
。
⑩
門
前

で
待

つ
嶋
子
を
指
し

て
、

通

り

が

か

っ
た

七
人

の
竪
子

(昂
)
、

八
人

の
竪
子

(畢
)
が

「
亀
比
売

の
夫
だ
。
」
と
言

う
。
⑪
神
女

は

父
母
同
胞

と
共

に
宴
を
催
し
、
歌
舞
を
も

っ
て
嶋
子
を
歓
待
し
た
。
宴
後
、
神

女
と
嶋
子

は
夫
婦

の
理
を
成

し
た
。
⑫
老

い
も
せ
ず
、
死
に
も
せ
ず
、

三
年
間

暮
ら
し
た
。

こ
の
よ
う

に
、
異
郷

の
宮
殿

か
ら
出

て
き
た
竪
子
が
、
昂
星
や
畢

星
で
あ

っ

た
り
す
る
の
は
、
単
に

「
海
上

の
仙
郷
と
、
天
上

の
仙
郷
と
が
奇
妙

に
混
同
さ

注
18

れ

て
い
る
例
」

(水
野
祐
氏
)

で
は
な
く
、
海

の
世
界

と
天
界
と
が

一
体
化

し

た
と

こ
ろ
か
ら
生

ま
れ
た
表
現

な
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り

、
海

の
か

な
た

の
、
は
る
か
水
平
線
上
に
想
定
さ
れ
た
異

郷
は
、
天
界
と
も
接

し
て
い
る

注
18

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。

申
世
浦
島
説
話

で
は
、
⑧
女
房

の
教

え
の
ま
ま
に
漕

い
で
行
く
と
十
日
余
り

で
故
里
に
着

い
た
。
⑨
金
や
銀

で

つ
く
ら
れ
た
り

っ
ぱ

な
御
殿
が
あ

っ
た
。
⑩

な
し
。
⑪
女
房
と
浦
島
は
夫
婦

の
契
り
を
結

ん
だ
。
女
房
は
、
こ
こ
は
竜
宮
城

だ
と
告
げ
、

四
方

の
戸
を
開
け
、
四
季

の
景
色

を
見

せ
た
。
⑫
楽

し
く
暮
ら
し

て
三
年
が
過
ぎ
た
。

申
世
に
入

っ
て
も
、

異
郷

へ
の
交
通
手
段

は

船

で
あ
る
が
、,
も

は
や
女
房

は
、
浦
島
太
郎
の
目
を
眠
ら

せ
る

こ
と
も

な
く
、
沖
の
方

へ
十
日
余
り
漕

い
で

行

っ
た
と

こ
ろ
に
女
房

の
故
里
が
あ

っ
た
。
異
郷

の
名
称

は
、
古
代

の
蓬

(莱
)

山
か
ら
竜
宮
城

に
変
わ

っ
て
い
る
。
そ
の
竜
宮
城

で
、
浦
島

は
時

の
経
過
を
待

た
ず
、
居
な
が
ら
に
し

て
四
季

の
景
観

を

一
度

に
な
が
め
る
と
い
う
妙
味
を
味

わ
う
。

と

こ
ろ
が
、
近
代
浦
島
説
話

で
は
、
⑧
浦
島
が
亀

の
背

に
乗

る
と
、
亀
は
海

中

に
も
ぐ
り
、
し
ば
ら
く
す

る
と
竜
宮

に
着

い
た
。
⑨
珊
瑚

や
真
珠

で
飾
ら
れ

た
り

っ
ぱ
な
御

殿
が
あ

っ
た
。
⑩
な
し
.
⑪

乙
姫
さ
ま
が
現
わ
れ
て
亀

の
命
を

救

っ
て
く
れ
た
礼
を
言

い
、
鯛

や
鱒

の
歌

や
踊
り

で
も

て
な
し
た
。

(
四
季

の

景
色
)
⑫
楽
し
さ
に
帰

る
こ
と
も
忘
れ
、

(
三
年

の
)
月

日
が
た

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
竜
宮

へ
の
交
通
機
関
は
船

か
ら
亀

へ
と
変
化

す
る
。
阪
口
保

氏

は
、
浦
島
が
亀
の
背

に
乗

っ
て
竜
宮

へ
向

っ
た
話
は
十
八
世
紀

の
申

ご
ろ
に

誕
生
し
、
十
九
世
紀
初
頭

に
は
そ
れ
が
十
分

に
完
成
し

て
い
た
と
推
定
し

て
お

注
20

ら
れ
る
。
近
代

に
な
る
と
、
浦
島
を
乗

せ
た
亀

は
、
古
代

、
中
世

の
よ
う
に
、

は
る
か
か
な
た
の
海
上

の
島

を
目
ぎ
し
た
の
で
は
な
く
、
海
中

の
竜
宮
を
め
ぎ

す

べ
く
、
海

の
申

へ
と
も
ぐ

っ
て
い

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
竜
宮

で
浦
島
を
も

て
な
す
の
は
亀

で
は
な
く
て
、
乙
姫

で
あ
り

、
そ
の
命
を
受
け
た

鯛

や
鮮
や
章
魚

で
あ
る
。
亀
は
、
は
虫
類

で
あ
る
が
、
普
通

は
水
陸

い
ず

れ
に

も
生
活
し
、
主

と
し
て
水
中
生
活
の
も

の
も
あ
る
。
異
郷

へ
の
交
通
機
関

が
舟

か
ら
亀

へ
と
変
化

し
た
時

に
、
亀

の
こ
の
よ
う
な
生
態
が
、
竜
宮
を
海
上

か
ら
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海
中

べ
と
移
動
さ
せ
る

一
因

で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

'

.

「

e

結

末

・

い
つ
の
時
代

を
通
じ

て
も
、
浦
島

は
両
親
を
恋

し
く
思

い
、
望
郷

の
念

に
か

ら
れ
て
帰
郷

す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し

て
、
開

け
て
は
な

ら

ぬ

玉
手
箱
を
開

け
、
悲
劇

の
老
人
と
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
の
結
末
ま
で
を
追

っ
て
み

る
と
、
古
代
浦
島
説
話

で
は
、
⑱
沈

み
が
ち
な
嶋
子

を
案
ず

る
神
女

に
答

え
、

し
ば

ら
く
故
郷

に
帰

っ
て
両
親

に
会

っ
て
き
た
い
と
言
う
。
⑭
神
女

は
泣
く
泣

く
ひ
ぎ
と
め
た
が
、
き
か
な
い
の
で
、
再

逢
の
期

を
願
う
な
ら
開
け
る
な
、
と

言

っ
て
玉

匝
を
授

け
た
。
⑮
神
女

の
教
え
ど
お
り
、
目

を
つ
む
る
と
、
舟

は
忽

ち
故
郷
に
着

い
た
。
⑯
淳
和
天
皇
、
天
長

二
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
⑰
村
邑

の

よ
う
す
は
す

つ
か
り
変
わ

っ
て
い
た
。
⑱
百
有

七
歳

の
姪
が
、
水
江
浦
嶋
子

の

こ
と
は
古
老
相
傅

の
こ
と

で
、

三
百
余
年
も
昔

の
こ
と
だ
と
言

っ
た
。
郷
里

を

廻

っ
た
が
、

親
し

い
人
に
は

会
わ
な
か

っ
た
。

⑲
嶋
子

は

神
女
を
恋

し
く
思

い
、
約
束

を
忘
れ

て
玉

匝
を
開
け
た
。
⑳
中
か
ら
紫
雲
が
立
ち

の
ぼ
り
、
嶋
子

は
た
ち
ま
ち
翁
と

な

っ
た
。

申
世
浦
島
説
話

で
は
、
⑬
浦
島

は
、
両
親
が
気
が
か
り
だ
か
ら
、
会

っ
て
き

た

い
と
三
十
日

の
暇

を
乞
う
。
⑭
女
房

は
泣
く
泣
く
ひ
き
と

め
た
が
、
き
か
な

い
の
で
、
助

け
ら
れ
た
亀

で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
、
形
見

に
美
し

い
箱

を
授

け

て
、
け

っ
し
て
開

け
る
な
、
と
言

っ
た
。
⑮
は
る
か

の
波
路
を
送

っ
て
故
里

へ

着

い
た
ρ
⑯

な
し
。
⑰
故
里
は
人
跡
絶
え

て
荒

れ
た
野

辺
と
な

っ
て
い
た
。
⑱

八
十
ば
か
り

の
翁

が
」
・
そ
れ

は
は
や
七
百
年
以
前

の
こ
と
だ
と
答
え
、
浦
島

の

廟
所
を
教
え
た
。
泣
く
泣
く
古
塚
に
参
り
、

一
本

の
松

の
木
陰
に
呆
然

と
停
ん

で
い
た
。
⑲
途
方

に
く

れ
た
浦
島

は
形
見

の
箱
を
開
け
た
。
⑳
紫
雲
が
三
す
じ

の
ぼ
り
、

こ
れ
を
見

る
と
た
ち
ま
ち
翁
と
な

っ
た
。
浦
島

は
鶴
と
化

し
、
亀
と

共

に

蓬
莱

の
山

に
あ

ひ
を
な
し
、

後
、
丹
後

国
に

浦
島

の

明
神
と
し
て
現
わ

れ
、
亀
も
夫
婦

の
明
神
と
な

っ
た
。

.

近
代
浦
島
説
話

で
は
、
⑬
浦
島

は
両
親

の
こ
と
を
思

い
、
暇
乞
を
す
る
。
⑭

乙
姫

は
し
き
り

に
と

め
た
が
き
か
な
い
の
で
、

(も
う

一
度
、

こ
こ
へ
来

た
け

れ
ば
)
開
け
る
な
、
と
言

っ
て
、
玉
手
箱
を
渡

し
た
。
⑮
亀

の
背
に
乗
り
、
し

ば
ら
く
す
る
と
、
海
上

へ
出

て
、
も
と

の
は
ま
べ
に
着

い
た
。
⑯
な
し
。
⑰
村

の
よ
う
す
は
す

っ
か
り
変
わ
り
、
知

る
人
も

い
な
い
の
に
驚

い
た
。
⑱

(百

七

才

の
お
ば
あ
さ
ん
が
、

そ
れ
は
も
う

三
百
年
も
前

の
こ
と
だ
と
言

っ
た
。
)
浦

島

は
竜
宮

の
三
年

が
、

こ
の
世

の
三
百
年
に
あ
た
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。
⑲

ど

う

に
か
な
る
か
も

し
れ
な

い
と
思

っ
て
、
浦
島

は
玉
手
箱
を
開
け
た
。
⑳
白
煙

が
立
ち

の
ぼ
り
、

そ
れ
が
か
か
る
と
、
髪
も
ひ
げ
も

一
度

に
白
く
な
り
、

お
じ

い
さ
ん
に
な

っ
た
。

4

結

び

以
上

の
よ
う
な
古
代
、
申
世
、
近
代

の
浦
島
説
話
を
比
較

し
て
み
る
と
、

三

様

の
浦
島
説
話

の
特
徴

が
そ
れ
ぞ
れ
浮
き
上
が

っ
て
く
る
よ
う

に
考

え

ら

れ

る
。
ま
ず
、
古
代

の
浦
島
説
話

は
、

「
草
木

み
な
能
く
も
の
言
」

い
、
神

が
自
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然

の
象
徴
と
し
て
異
類

の
姿
を
借
り

て
い
た
時
代

の
話
で
あ
り
、
神
女
で
あ
る

亀
比
売
と
嶋

子
と
の
間

の
神
人
通
婚
談

の
形
に
な

っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
天

と
海
と

の
接

す
る
所

に
あ
る
と
考

え
ら
れ

て
い
た
異
郷

は
、

「
不
死
長

生
の
蓬

山
」
と
語
ら
れ
、

三
年
間

の

逗
留

を

こ
と
さ
ら
に

「
老

い
も

せ
ず

死
に
も

せ

ず
」
と
記
述

す
る
な
ど
、
申

国
の
神
仙
思
想

の
影
響

の
跡

が
著
し

い
。
帰
郷

す

る
嶋
子
に
対

し
て
神
女
が

「
再
遙

を
期
し
」

て
贈

っ
た
玉
匝
に

は
、
嶋

子
の
老

と
死
と
が
封

じ
込

め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
タ
ブ
ー
を
守

っ
て
開
け
さ
え
し

な
け
れ
ば

こ
の
世

に
お
い
て
も
嶋
子

は
長
生
不
死
で
あ
り
え
た

は
ず

で
あ
る
。

要
す
る
に
、
古
代
浦
島
説
話
は
、
ま
さ
に
神
仙
談

も
し
く

は
神
仙
境
掩
留
談

と

し

て
規
定
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
世

の
浦
島
説
話

で
は
、
釣
り
上
げ
た
亀
を
放
生
す
る
と
い
う

要
素
が
加

わ

っ
た
こ
と

で
、
両
者

の
婚
姻

の
由
縁

が
報
恩
談

ふ
う
に
転
化

し
、

昔
話

の

「
鶴
女
房
」
や

「
は
ま
ぐ
り
女
房
」

な
ど
の
よ
う
な
異
類
女
房
談
を
思

い
起

こ
さ
せ
る
も

の
に
な

っ
て
い
る
。
入
間

に
助

け
て
も
ら

っ
た
異
類

が
、
普

通
だ

っ
た
ら
嫁
を
迎
え
る
こ
と
な
ど

で
き
そ
う
に
な
い
貧
し

い
無
能

な
男

の
も

と
に
、
嫁
に
し

て
く
れ
と
言

っ
て
訪
れ
、
し
か
も
、
は
ま
ぐ
り

の
場
合

に
は
料

理

の
上
手

な
、
鶴

の
と
き
に
は
珍
し
い
織
物

を
織

る
と

い
う
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ

れ
異
類
と
し

て
の
本
性

に
関
係
し
た
形

で
、
す
ば
ら
し

い
嫁
と
な

っ
て
男
に
幸

福

を
も
た
ら
す
と
い
う
話

で
あ
る
。
浦
島
説
話

の
場
合

は
、
女
が

こ
の
世
の
男

の
家
を
訪
れ
る
の
で
は
な
く
、
女

の
本
国
竜
宮
城
に
伴
う
形

に
な

っ
て
お
り
、

そ

こ
で
の
幸
福

な
生
活
と
い
う

の
が
、
居
な
が
ら

に
し

て
四
季

の
風
景
を
な
が

め
る
こ
と
が

で
き
る
と

い
う
よ
う

起
貴
族
趣
味

的
な
も
の
に
な

つ
で

い
る
点

で

違

っ
た
も

の
に

な

っ
て
い
る
が
、
報
恩

の
た
め
の
婚
姻
と

い
う
意
味

で
は
同
じ

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、

一
般

の
異
類
女
房
談

が
、
見
る
な
の
タ
ブ
ー
を

犯
し
て
、
異
類
と
し

て
の
姿

を
見
、
妻

の
本
性

を
知

っ
て
し
ま

っ
た
時

に
、
女

が
本
来

の
姿

に
戻

っ
て
行
く
と
い
う
結
末
を
と
る
こ
と
が
多

い
の
に
対

し
て
、

こ
の
話

で
は
、
故

郷
に
残

し
て
き
た
両
親
を
案

じ
て

一
時

の
帰
郷
を
切
望
す

る

浦
島
太
郎

に
む
か

っ
て
、
女

は
自
分
か
ら
助

け
ら
れ
た
亀

で
あ
る
と
本
性

を
名

の

っ
た
上

で
、

「
開
け
る
な
」

の
タ
ブ
ー
を
課

し
て
形
見

の
箱
を
渡

す
こ
と
に

な

っ
て
お
り
、
変

わ
り
果

て
た
故
郷

の
様
子
に
途
方

に
く
れ
た
浦
島
太
郎

が
、

妻

の
も
と

に
戻
り
た
い
と
思

っ
て
、
箱
を
開
け
た
、
す

な
わ
ち
、
そ
の
タ
ブ

ー

を
犯
し
た
た
め
に
、
自

分
は

一
瞬

に
老
翁
と
化

し
、
竜
宮

へ
の
復
帰

も
で
き
な

く
な

っ
た
と

い
う
結
末

に
な

っ
て
い
る
。
タ
ブ
ー
を
犯
し

て
女
の
本
性

を
知

っ

て
し
ま

っ
た
た
め
に
で
は
な
く
、
タ
ブ
ー
を
犯
し

て
不
老
不

死
の
世
界

へ
の
パ

ス
ポ

ー
ト
を
失

っ
た
が
故

に
破
鏡

の
悲
劇
を
招

い
た
結
果
に
な

っ
て
い
る
の
で

あ

る
。

つ
け
加
え
ら
れ
た
鶴
亀
明
神
縁
起
談

は
、
悲
劇

の
結
末

を
も
う

一
度
逆

転
し

て
長
生
祝
儀
談

に
返

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
物
語

の
展
開
と

は
ほ

と
ん
ど
無
縁

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
だ

ろ
う
。

近
代

に
お
け
る
浦
島
説
話
に
な
る
と
、
浦
島
太
郎

は
子
ど
も
た
ち
に
い
じ
め

ら
れ

て
い
る
亀
を
買

い
求

め
て
放

し
て
や
る
。
し
か
も
、

そ
の
浦
島
太
郎

の
恩

に
報

い
る
主
体

は
、

家
来

を
助

け
ら
れ
た

竜
宮

の

乙
姫
様

と

い
う

こ
と
に
な

り
、
婚
姻
談

は
全
く
姿

を
消
し

て
し
ま

っ
て
い
る
。
`
こ
こ
に
至

っ
て
、
浦
島
説

一
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話
は
純
然
た
る
報

恩
談

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
と

い

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
に

し
て
も
、

こ
れ
は
報

恩
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
首
を
か
し
げ

た
く
な
る
よ
う
な

ひ
ど
い
し
う
ち

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
珊
瑚
や
真
珠

で
飾
ら
れ
た
り

つ
ば

な
御
殿

で
、
鯛
や
鮮

の
歌

や
踊
り

で
ご
ち
そ
う
を
供
せ
ら
れ
る
と

こ
ろ
ま

で
は

ま
だ

よ
い
。
故
郷
に
戻

っ
て
み
た
ら
、
知

ら
ぬ
間
に
歳
月

が
過

ぎ
て
い
て
、
浦

島
太
郎

は
見
も
知
ら

ぬ
世
界

に
た

っ
た

一
人

で
ほ
う
り
出
さ
れ
て
し
ま

っ
た
結

果
に
な

っ
て
い
る
。

い
く
ら
開
け
る
な
と
言
わ
れ
た
か
ら
と
い

っ
て
、

こ
れ
を

開
け
れ
ば
故
郷
が
も
と

の
姿

に
戻
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
浦
島
太
郎

が

玉
手
箱

を

開
け
て
し
ま
う
の
を

誰
が
と
が
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。

な

の

に
、
浦
島
太
郎

は

一
瞬
に
お
じ

い
き
ん
に
な

っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
で
は
青
年
浦

島
太
郎
は
、
余
生

の
全

て
を

一
時

の
歓
楽

に
取
り
替
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た

こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
報
恩

で
あ
り
得

る
の
か
否
か
、
全
く
疑
問

で
あ

る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
気

の
毒
な
結
末
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
か
を
考
え

て

み
る
と
、
子

ど
も
向
け

の
童
話

と
し

て
不
適
切

な
亀
と

の
婚
姻

を
取
り
除

い
て

し
ま

っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ま
じ
竜
宮
が
不
老
不
死

の
世
界

で
あ

っ
た
こ
と
だ
け
を
受
け

つ
こ
う
と
し
た
こ
と
も
関
係

し
て
い
る
よ

う

で
あ
る
。

昔
話

や
伝
説
の
世
界

で
は
、
話

の
筋
を
構
成

す
る
要
素
だ
け
が
変

わ
る
こ
と

な
く
語
り

つ
が
れ
て
い
く
と

い
わ
れ

る
。
浦
島
説
話

に
お

い
て
も
、
古
代
、
中

世
、
近
代

と
話
が
移
り
変

わ
り

な
が
ら
、
変

わ
ら

な
い
要
素

も
た
し
か

に
あ
る

よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
だ
が
、

一
面
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
故

に
、
他
面
か
ら
見

れ
ば

、
受

け

つ
ぐ
は
ず

の
要
素

を
人
為
的
に
恣
意
的
に
除
去

し
去

っ
た

こ
と

の

故

に
、
こ
の
よ
う
な
ど
う
考
え
よ
う
も
な
い
、
た
ん
な
る
不
思
議
な
だ
け

の
話

に
ま
で
転
化
さ

せ
て
し
ま

っ
た
と

い
う
他
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
あ

る
い
は
、

そ
う
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
は
、
浦
島
説
話
が
元
来
観
念
性
の
強

い
不
老
不
死
の

仙
境
訪
問
談

で
あ

っ
た
こ
と
に
原
因
を
求

め
る
べ
き

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
追
記
V

昨
年
八
月
十
九
日
の
国
文
学
会

で
発
表
し
ま
し
た
時
、

い
く

つ
か

の
ご
指
摘

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
基
づ

い
て
結
論

の
部
分
を
も
う

一
度
考
え
直
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
付
記
し

て
ご
教
示

い
た
だ

い

た
諸
先
生

に
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

と
共

に
、
本
稿

の
成
立

に

つ
き
ま

し

て
、

ご
懇
篤
な
ご
投
導

を
賜
わ
り
ま
し
た
難
波
喜
造
先
生

に
感
謝

の
意

を
表

し
、
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

(
注
)

123五
(

5678

『
日
本
唱
歌
集
』
岩
波
書
店
、
昭
和

49
年

P
麗
～
備

『
丹
後
国
風
土
記
逸
文
』
、
卜
部
懐
賢

『
釈

日
本
紀
』
所
収

『
万
葉
集
』
巻
第
九
雑
歌
、

一
七
四
〇
番
、

一
七
四

一
番

『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
四
、
雄
略
紀

二
十
二
年
秋

七
月

の
条

-
・

『
浦
島
子
伝
』
、

『
群
書
類
従
』
文
筆
部
所
収

『
続
浦
島
子
伝
記
』
、

『
群
書
類
従
』
文
筆
部
所
収

『
扶
桑
略
記
』
、
阿
閣
梨
皇
円
編
著
、
成
立

は

一
〇
九
四
年
以
後

『
水
鏡
』
、
第
五
十
四
代
淳
和
天
皇

の
条

、

『
国
史
大
系
』

21
上
所
収
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9

『
古
事
談
』
、
淳
和
天
皇

の
条
、

『
国
史

大
系
』

18
所
収

10

『
浦
島
神
絵
巻
』
、
丹
後

・
宇
良
神
社

11

『
う
ら
し
ま
古
絵
巻
』
、

『
室
町
時
代
物
語
大
成
』

(角
川
書
店
、
昭

和
49
年
)
所
収

12

『
う
ら
し
ま
室
町
末
絵
巻
』
、

『
室
町
時
代
物

語
大
成
』
所
収

13

.
『
う
ら
し
ま
奈
良
絵
巻
』

、

『
室
町
時
代

物
語

大
成
』
所
収

14

『
御
伽
草

子
』

、
近
世
、
渋
川
清
右
衛
門
ら
が
板
行

し
た
叢
書

拓

『
標
準
於
伽
文
庫
』
、
森
林
太
郎
他
三
名
撰
、
培
風
館
、
大
正

9
年
～

10
年

16

『
小
学
国
語
読
本
』

、
日
本
書
籍
、
昭
和

十
三
年
、

P
川
～
m

17

(

)

の
申

は
、
『
標

準
於
伽
文
庫
』
に

の
み
見

ら
れ
る
表
現
を
示
す
。

　

18
F

『
満
代

社
会

と
浦
島
菰
説
』
仕

水
野
祐
、
雄
山
閣
、
昭
和
五
十
年
、

P
56

19

竜
宮
城
と
冨
気
楼

の
現
象
を
結
び

つ
け
て
、
申
沢
毅

一
氏

は
、
竜
宮
城

の
在
所

の

一
つ
を
富
山
湾
と
推
定
し
て
い
る
。

(
「
竜
宮
城

の
真
相
」
申

沢
毅

一
・
東
京
朝
日
新
聞
、
昭
和

4
年
4
月

19
日
掲
載
)

20

『
浦
島
説
話

の
研
究
』
、
阪

口
保
、
新
元
社
、
昭
和
30
年

(堺
市
立
北

八
下
小
学
校
教
諭
)

会

員

著

書

紹

介

薙
臨
翻
舗

『
楽

し

い
作
文
教

室
』

柳

瀬

真

子

著

.

本
書
は
経
験
学
識
と
も
に
豊
か
な
奈
良
市
立
西
大
寺
北
小
学
校
教
頭
で
あ
る

ヘ

ヘ

へ

著
者
に
よ
る
、
教
室
実
践
と
確
固
た
る
表
現
指
導
理
論
を
背
景
に
し
た
文
章
作

へり

の
ア
イ
デ

ァ
に
み
ち
た
、
作
文
指
導
書
と
し
て

ユ
ニ
ー
ク
な
著
作

で
あ
る
。

現
場

一
般

の
作
文
指
導
不
振
の
現
状

に
対
し
、
樺
島
忠
夫
著

『文
章

工
学

に

よ

る
新
し

い
作
文
』

の
ブ

レ
ー

ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
法
を
参
考

に
、
著
者

は
次

々

と
指
導
法
を
開
発

し
、
豊
か

に
楽
し

い
作
文

の
実

作
教
室

を
作
り
上
げ
て

い

っ

た
。
そ
の
お
も
な
も

の
が
、
指
導
案

・
指
導
計
画
と
方

法

・
生
徒

の
実

作
実
例

・
評
価
処
理
な
ど

の
具
体
的
記
述

に
よ

っ
て
、
後
進
者
を
開
眼

さ
せ
る
。

本
書

の
特
色

の

一
端

を
示

し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
内
容

に
お
い
て
、

第

一
章

短
作
文
で
こ
ん
な
こ
と
を
…
・-
。
パ

ロ
デ

ィ
を
作
る

(百
人

一
首

ほ
か
)

。
四

コ
マ
漫

画
の
技
法
を

コ
ン
ト
創
作

に

。
徒
然
草
を
四

コ
マ
漫

画
に

。
絵
を

つ
な

い
で
連
想

し
、
短

編
物
語
を

第

二
章

古
典

に
親
し
む
表
現
学
習

の
す
す
め
…
…
…

。

「
俊
寛
物
語
」
を

書
く

。
古
歌

の
心
を
、
会

話
文

の
創
作
や
、
歌
謡
曲

ス
タ
イ

ル
に
ア
レ
ン

ジ

。
漢
詩
の
心
を

口
語
詩

に

初

め
の
二
章
だ
け
で
も
右

の
よ
う
で
あ
る
。
以
下

「文
学
作
品

の
理
解
か
ら

表
現

へ
」

「
生
活
記
録
」

「
楽

し
い
創
作
活
動
」

「
意
見
文

・
感
想
文
」
な
ど

多
彩
で
あ
る
。

〈
第

一
法
規

・
A
5
版

・
捌
ペ
ー
ジ

・
二
、
五
〇
〇
円
V
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