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浦
島
伝
説
、
海
部

・
高
橋
連
轟
麿
作
歌

一

浦
島
伝
説
の
主
人
公
は
平
安
時
代
中
期
ま
で
に
は
す
で
に
不
老
長
寿
の
神
格

と
し
て
信
仰
さ
れ
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。

嵯
峨
上
皇
の
四
十
の
賀
に
際
し
て
こ
の
主
人
公
が
現
れ
て
き
た
り

（
「水
鏡
」

淳
和
天
皇
天
長
二
年
全
二
十

一
月
四
日
）
、
仁
明
天
皇
の
同
じ
く
四
十
の
賀
の
折

に
、
興
福
寺
の
大
法
師
ら
が
浦
島
が
子
の
像
を
作
り
、
浦
島
は
常
世
の
国
に
行

つ
た
為
に
限
り
な
き
命
を
得
た
と
い
ふ
こ
と
を
長
歌
に
よ
み
こ
ん
だ
り
し
て
天

皇
の
長
寿
を
祈
請
し
た
こ
と
も
あ
つ
た

（「続
日
本
後
紀
」
巻
十
九
、　
嘉
祥
二

年
合
Ｆ
一月
二
十
六
日
条
）。

お
伽
草
子

「浦
島
太
郎
」
の
主
人
公
は
超
時
間
的
な
長
寿
を
え
た
と
い
ふ
点

に
お
い
て
さ
き
の

「仁
明
紀
」
な
ど
の
伝
と
ほ
ぼ
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
ふ

た
た
び

「蓬
泰
の
山
」
で
夫
婦
の
契
を
結
び
、
し
か
も
彼
ら
が
更
に
浦
島
太
郎

の
故
郷
に
浦
島
の
明
神
と
し
て
顕
は
れ
た
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
伝
説
を
素
材
と

す
る
文
筆
文
芸
の
、
中
世
的
変
貌
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
謡
山
浦
島

で
は
、
浦
島
で
は
な
い

「蓬
末
の
仙
女
」
が
は
じ
め
か
ら
浦
島
の
明
神
と
し
て

あ
ら
は
れ
て
く
る
。
こ
の
両
者
に
よ
る
と

「浦
島
の
明
神
」
に
対
す
る
中
世
の

解
釈
に
は
二
つ
の
立
場
の
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
謡
曲
浦
島
は

ほ
ぼ
宮
増
作
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
作
中
に
亀
山
院
の
勅
使
が
登

八

木

毅

場
し
て
く
る
こ
と
や
、
海
部
の
神
を
祭
祀
し
、
海
部
氏
が
奉
仕
す
る
丹
波
の
矢

田
神
社
を
根
拠
と
す
る
丹
波
の
猿
楽
が
、
こ
の
曲
を
摂
津
の
住
吉
神
社
の
神
事

に
奉
つ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
へ
て
、
こ
れ
は
本
来
海
部
の
中
か
ら
生
育
し

て
き
た
も
の
で
あ
つ
た
の
が
大
和
猿
楽
の
大
夫
官
増
に
よ
つ
て
、
そ
の
詞
章
を

整
へ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（小
林
静
雄
氏

「能
楽
作
者
考
」
能
勢
朝
次
博
士

「能
楽
源
流
考
」
丹
波
の
猿

楽
参
照
）
　

近
世
に
入
つ
て
か
ら
も
浦
島
伝
説
は
浄
瑠
璃
そ
の
他
に
素
材
と
し

て
と
ら
れ
て
き
た
が
、
今
は
そ
れ
ら
に
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

右
に
よ
れ
ば
、
浦
島
伝
説
は
平
安
時
代
以
降
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
あ
り
、

さ
う
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
つ
て
幾
つ
か
の
文
筆
文
芸
が
形
成
さ
れ
、
殊
に
謡

曲
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
成
立
の
過
程
に
、
海
部
と
い
ふ
特
殊
な
部
族
が
そ

の
地
盤
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
臆
測
で
き
さ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
を
簡
単
に
述
べ

た
の
で
あ
る
。

二

浦
島
伝
説
の
論
者
の
多
く
は
、
こ
の
伝
説
の
原
初
形
態
を
追
求
し
て
、
や
が

て
万
葉
集
巻
九
に
あ
る
高
橋
姦
麿
歌
集
中
の
所
謂
伝
説
歌
が
も
つ
と
も
古
い
形

で
あ
る
ら
し
い
と
い
ふ
結
論
に
も
つ
て
ゆ
く
。万
葉
の
こ
の
長
歌
に
関
し
て
は
、

あ
と
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
伝
説
の
奈
良
時
代

「丹
後
風
土
記
」
の
所



伝
に
つ
き
若
千
考
察
し
て
み
た
い
。

丹
後
風
土
記
は
浦
島
伝
説
を
語
る
に
先
立
つ
て
、

与
謝
郡
日
置
里
、
此
里
有
筒
川
村
、
此
人
夫
日
下
部
首
等
先
祖
名
云
筒

川
嶼
子
、
為
人
姿
容
秀
美
、
風
流
無
類
、
斯
所
謂
水
江
浦
嶼
子
者
也
、

是
旧
宰
伊
預
部
馬
養
連
所
記
無
相
乖
云
々

と
記
述
し
て
ゐ
る
の
に
よ
つ
て
、
こ
の
伝
説
の
主
人
公
は
日
置
里
筒
川
村
の
人

で
あ
り
、
こ
の
風
土
記
が
撰
進
さ
れ
た
時
代
に
は
彼
が
日
下
部
の
首
ら
の
先
祖

と
し
て
信
じ
ら
れ
て
を
り
、
ま
た
こ
の
伝
説
を
伝
承
し
て
き
た
も
の
が
日
下
部

の
首
の
一
族
に
関
係
あ
つ
た
こ
と
も
推
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
日
下
部
の
首
は

姓
氏
録
和
泉
の
皇
別
に

「
日
下
部
宿
爾
と
同
祖
、
彦
坐
命
之
後
也
」
と
あ
り
、

（
姓
氏
家
系
辞
典
を
披
見
す
れ
ば
山
陰
地
方
に
勢
力
を
占
め
て
ゐ
た
大
族
で
あ

つ
た
こ
と
が
分
る
。）

彦
坐
の
命
は
な
ほ
後
述
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
彼
は
日

下
部
の
首
の
祖
で
あ
つ
た
と
同
時
に
ま
た
、
そ
の
支
配
の
下
に
あ
つ
た
海
部
の

祖
神
と
し
て
奉
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
神
格
で
で
も
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
後
述
す
る
）
。

「
馬
養
の
所
記
」
と
い
ふ
も
の
の
現
存
し
な
い
今
日
、
丹
後
風
土
記
の
所
伝

は
、
全
き
伝
説
の
形
で
筆
録
さ
れ
て
現
存
す
る
も
の
の
中
で
は
最
も
古
い
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
丹
後
風
上
記
の
所
伝
を
以
て
浦
島
伝
説
の
構
造

・
本
質
に
つ
き
所
説
を
進
め
よ
う
と
思
ふ
。

丹
後
風
土
記
の
内
容
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

①
長
谷
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
の
御
世
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
。

②
嶼
子
は
独
り
小
船
に
乗
り
、
こ
ぎ
で
て
釣
り
を
し
た
が
三
日
〓
夜

一
魚
も
得

な
か
つ
た
こ
と
。

③
や
が
て
五
色
の
亀
を
釣
つ
て
船
中
に
置
き
、
彼
は
ね
む
つ
た
が
、
そ
の
内
に

亀
は
一
人
の
婦
人
と
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
ど
。

④
そ
の
婦
人
の
美
し
か
つ
た
こ
と
。
天
女
で
あ
る
こ
と
。

③
婦
人
の
示
す
所
に
従
つ
て
船
を
進
め
た
こ
と
。

⑥
大
き
な
島
に
つ
き
、
宮
殿
に
至
り
、
婦
人
が
亀
の
化
身
で
あ
つ
た
こ
と
が
分

つ
た
と
い
ふ
こ
と
。

⑦
そ
こ
で
の
生
活
。

③
嶼
子
自
身
に
切
な
る
望
郷
の
心
が
起
つ
て
き
、
女
娘
は
嶼
子
の
様
子
に
不
思

議
を
た
て
て
そ
の
理
由
を
問
ふ
こ
と
。

◎
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
決
つ
て
玉
巨
を
貰
ひ
、本
土
筒
川
の
郷
に
到
つ
た
こ
と
。

⑩
故
郷
の
さ
ま
は
す
つ
か
り
転
変
し
て
ゐ
て
、
三
年
し
か
過
し
て
ゐ
な
か
つ
た

筈
だ
の
に
、
こ
の
世
で
は
す
で
に
三
百
余
才
を
経
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
。

①
開
い
て
は
い
け
な
い
と
い
ふ
約
束
で
貰
つ
て
き
た
玉
匝
を
開
い
た
と
こ
ろ
、

か
ぐ
は
し
い
煙
が
虚
空
に
た
ち
去
り
、
彼
は
再
び
な
つ
か
し
い
女
娘
の
許
に

帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
こ
と
。

⑫
相
聞
の
歌
が
二
人
の
間
で
交
は
さ
れ
、
そ
れ
に
後
人
も
追
和
す
る
。

と
い
ふ
の
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。

右
の
う
ち
、
⑤
か
ら
⑨
ま
で
は
異
郷

（水
都
）
訪
間
の
は
な
し
で
あ
つ
て
、

こ
の
伝
説
の
中
心
部
分
で
あ
る
。
ど
の
や
う
に
変
形
し
た
も
の
で
も
、
こ
の
部

分
は
具
は
つ
て
ゐ
て
、
浦
島
伝
説
の
本
質
は
、
だ
か
ら
こ
の
部
分
に
あ
る
と
い

つ
て
も
間
違
ひ
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
と
①
ｌ
④
お
よ
び
⑩
以
下
と
の
間
に
は

時
間
的
、
空
間
的
に
多
元
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

「亀
比
売
」
の
宮
殿
に
お
い

て
は
不
老
不
死
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
ゑ
そ
こ
は

「
と
こ
よ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て

「や
ま
と
」
か
ら

「
と
こ
よ
」
に
「
と
こ
よ
」
か
ら

「や
ま
と
」
に
ゆ
き
き

す
る
に
は
、
必
ず

「眠
目
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
。
こ
れ
は
次
元
転

換
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
手
段
で
あ
る
。

③
卜
⑦
に
よ
つ
て
所
謂
神
婚
説
話
の
要
素
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
。



類
説
話
を
も
つ

『
三
論
伝
説
』
で
は
、
女
と
動
物
で
あ
り
、
『海
幸
山
幸
神
話
』

や

『彬
耀
伝
説
』
で
は
い
づ
れ
も
男
は
漁
夫
で
、
女
が
異
類
で
あ
る
。
『
夕
鶴
』

の
原
話
で
あ
る

『鶴
女
房
』
の
音
ば
な
し
も
異
類
婚
姻
と
い
ふ
点
で
同
じ
で
あ

２り
。⑪

に
つ
い
て
久
松
潜

〓
博
土
は

「現
実
を
超
越
し
て
神
仙
の
世
界
に
遊
ん
で

も
永
久
に
そ
の
世
界
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
、
伝
説
が
単
な
る
空
想

で
は
な
く
し
て
人
間
生
活
に
基
礎
を
も
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
の
証
左
ど
み
ら
れ
た

全
国
語
と
国
文
学
」
創
刊
号
）
。

こ
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
結
果
、
再
び
「
と
こ
よ
」
の
く
に
に
ゆ
け
な
く
な
つ
て

し
ま
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
主
人
公
に
と
つ
て
痛
切
な
打
撃
で
あ
つ
た
こ

と
は
⑫
の
歌
に
よ
つ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
こ

と
に
よ
る

一
種
の
キ
ャ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
陥
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
支
那
六
朝

以
後
の
所
謂
晉
唐
小
説
中
に
も
類
話
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
引
き
あ

ひ
に
出
さ
れ
る
の
は

『捜
神
後
記
』
（
上
ノ
三
）
に
あ
る

「衰
相

・
根
碩
赤
城

に
遊
ぶ
」
と
い
ふ
話
で
あ
る
。

『遊
仙
窟
』
で
は
張
文
成
自
ら
が
山
中
仙
女
の

窟
に
遊
び
、
窟
十
娘
と
称
す
る
美
女
と
あ
ひ
、
詩
を
贈
答
し

一
夜
を
共
に
し
て

帰
つ
た
が
、
再
び
い
つ
た
時
に
は
そ
の
仙
境
は
も
う
分
ら
な
か
つ
た
、
と
い
ふ

の
に
過
ぎ
な
い
が
、
衰
相

・
根
碩
の
方
は
帰
る
時
に
美
女
か
ら

「
一
腕
嚢
」
を

授
か
る
。
「慎
ん
で
開
く
勿
れ
」
と
い
は
れ
て
ゐ
た
の
に
家
人
が
開
け
た
た
め

に
根
は
日
に
働
き
に
出
た
ま
ま

「暉
脱
」
し
て
消
え
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
。
こ

れ
は
タ
ブ
ー
の
破
棄
に
よ
つ
て

「破
局
」
に
遭
ふ
と
い
ふ
構
造
を
示
す
も
の
で

あ
る
が
、
『捜
神
後
記
』
中
の
他
の
伝
説
、　
例
へ
ば

（
上
ノ
五
）
の

「武
陵
の

漁
父
桃
花
源
に
遊
ぶ
」
に
お
い
て
は
仙
境
訪
間
の
後
、
帰
ら
う
と
す
る
と
仙
女

達
に
、
帰
つ
て
も
他
言
す
る
な
と
言
は
れ
る
。
と
こ
ろ
が
郷
里
に
帰
つ
た
主
人

公
の
漁
夫
は
大
守
に
報
告
す
る
。
太
守
劉
歌
が
彼
に
案
内
さ
せ
て
官
人
を
行
か

じ
め
た
が
、
遂
に
仙
境
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

（
上
ノ
六
）。
「劉
騨

之
、
衡
山
に
遊
ぶ
」
と
い
ふ
の
も
よ
く
似
て
ゐ
る
。
丹
後
風
土
記
の
所
伝
も
⑪

の
部
分
の
説
話
形
式
は
こ
れ
ら
と
ま
づ
同
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「破

局
」
の
設
け
方
に
、
④
主
人
公
の
肉
体
が
衰
亡
し
て
ゆ
く
も
の
と
、
◎
単
に
、

も
う
再
び
仙
境
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
け
、
と
い
ふ
の
と
二
通
り

が
あ
る
。

丹
後
風
上
記
に
お
け
る

「破
局
」
は
右
の
Ｏ
に
該
当
し
、
⑫
の
後
人
が
追
和

し
た
歌
と
い
ふ
の
に

み
づ
の
え
の
　
う
ら
し
ま
の
こ
が
た
ま
く
し
げ
。
あ
け
ず
あ
り
せ
ば

ま
た
も
あ
は
ま
し
を

と
い
ふ
の
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
語
つ
て
ゐ
る
。

丹
後
風
土
記
に
よ
つ
て
浦
島
伝
説
の
内
容
を
説
話
的
要
素
に
分
解
す
れ
ば
、

右
に
み
て
き
た
如
く
異
境

（仙
境
）
俺
留

・
神
婚
説
話
的
な
も
の
を
抽
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
動
物
報
恩
説
話
が
混
入
す
る
の
は
中
世
以
降
の
こ
と

で
あ
つ
て
こ
こ
に
は
ま
だ
そ
の
や
う
な
仏
教
的
な
説
教
臭
は
伴
つ
て
ゐ
な
い
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
説
話
的
要
素
に
は
、
仙
境
の
不
老
不
死
と
、
従
つ
て
そ
こ
に

お
け
る
短
時
日
が
こ
の
世
の
現
実
で
は
、
と
て
つ
も
な
い
長
年
月
で
あ
る
と
い

ふ
こ
と
と
、
仙
境
が
超
自
然
的
世
界
で
あ
る
こ
と
と
に
お
い
て
、
時
間
的
空
間

的
な
多
元
性
を
も
つ
こ
と
。
タ
ブ
ー
の
破
棄
に
よ
つ
て
主
人
公
は
不
幸
に
陥
る

こ
と
な
ど
が
こ
の
伝
説
の
構
造
上
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
つ
て
ゐ
る
。

三

浦
島
伝
説
の
、
右
に
述
べ
て
き
た
や
う
な
い
づ
れ
か
の
部
分
を
も
つ
て
伝
承

さ
れ
て
き
た

「
民
話
」
は
全
国
に
わ
た
つ
て
分
布
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

丹
後
風
上
記
の
所
伝
は
、
浦
島
伝
説
の
筆
録
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
現
存
最



古
の
全
き
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
如
何
な
る
内
容
（構
造
）

を
も
つ
か
は
前
章
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
て
こ
の
伝
説
の
よ
り
原
初
的
な
力、、
た、
ち、
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
文
筆
文
芸
的
な
資
料
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た

く
し
は
か
か
る
億
図
を
以
て
、
所
謂
浦
島
系
民
話
と
称
さ
れ
る
も
の
を
比
較
検

討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
民
話
の
内
容
に
は
、
い
づ
れ
も
皆
そ
れ
が
は
な
さ
れ

る
時
代
の
理
解
と
興
味
と
に
従
つ
て
解
釈
さ
れ
、
脚
色
さ
れ
て
は
ゐ
て
も
そ
こ

に
は
や
は
り
、
ひ
と
つ
の
骨
子
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
踏
み
外
す
ま
い
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
い
づ
れ
も
主
人
公
が
男
で
あ
る
こ
と
。
海
中
の

異
郷
訪
間
と
い
ふ
こ
と
を
主
材
と
し
て
ゐ
る
こ
と
。
帰
る
時
に
は
宝
物
を
貰
つ

て
く
る
こ
と
な
ど
の
三
点
で
共
通
し
て
ゐ
る
。
丹
後
風
土
記
の
所
伝
以
下
に
お

け
る
浦
島
伝
説
に
は
、
神
婚
説
話
と
し
て
の
異
類
婚
が
話
の
中
心
で
あ
る
の
に

民
話
で
は
そ
れ
ら
し
い
内
容
を
も
つ
も
の
は
少
く
、
ま
た
部
分
的
に
言
へ
ば
、

主
人
公
が
漁
夫
で
あ
る
こ
と
や
、
報
恩
説
話
的
要
素
を
具
へ
て
ゐ
る
も
の
が
多

い
の
は
、
伝
説
と
違
つ
て
民
話
の
一
般
的
性
格
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ

離聯な槃れデ舞はギ朧わ恥颯薇）罐』〔̈
ハ利瀬抑けいピレコ卸″

と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

以
上
は
浦
島
系
民
話
の
中
か
ら
東
北
八
戸
地
方

・
瀬
戸
内
海

（岡
山
県
ぽ
鵬

島
）
・
南
西
諸
島

（沖
永
良
部
島

・
喜
界
島
）
で
採
集
さ
れ
た
も
の
を
抽
出
し
、

「
浦
島
伝
説
」
と
の
比
較
を
容
易
な
ら
し
め
、
か
つ
、
ン」
の
伝
説
の
原
初
的
な
も

の
を
求
め
ん
が
た
め
に
若
千
の
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
伝
説
か
ら
の

「流
伝
」
の
場
合
も
あ
ら
う
し
、
ま
た
人
心

の
同
似
作
用
に
も
と
づ
く

「
並
存
」
的
発
生
と
い
ふ
場
合
も
あ
つ
た
ら
う
と
思

ふ
。
時
に
よ
つ
て
は
相
互
に
没
交
渉
に

「
並
存
」
し
て
ゐ
た
も
の
が
、
そ
の
後

の
交
通
に
よ
つ
て
干
渉
を
起
し
、
い
づ
れ
か
が
他
に
影
響
さ
れ
変
形
さ
れ
て
し

ま
つ
た
。
と
い
ふ
こ
と
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
主
と
し
て
考
へ
て
ゐ
る
の
は
伝
説
の
伝
承
に
つ
い
て
で
あ

る
。
従
つ
て
右
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
民
話
に
神
婚
説
話
的
な
要
素

が
稀
薄
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
筆
録
以
前
の
浦
島
伝
説
―
つ
ま
り
丹
後
風
土
記
所

伝
の
前
の
も
の
―
を
考
へ
る
上
に

一
つ
の
手
が
か
り
を
提
供
し
て
ゐ
る
と
言

ヘ

よ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

「
浦
島
」
に
関
し
て
現
在
伝
承
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
右
に
挙
げ
た
如
き
民
話

の
外
に
後
述
す
る
寝
覚
の
床

（
信
州
）
と
、
『
市
井
雑
談
集
』
（
上

一
九
）
所

出
の
浦
島
が
玉
手
匡
を
開
い
た
所
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
箱
根
山

（相
州
）
と

が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
吉
日
東
伍
博
士

「
地
名
辞
書
」
は
箱
根
山
東
福
寺

金
剛
王
院
の
庭
前
山
上
に

「浦
島
桜
」
と
称
す
る
も
の
が
あ
つ
た
と
記
し
て

ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、

「箱
根
」
と
い
ふ
地
名
と

「
玉
匝
」
と
の
単
な

る
言
葉
の
上
で
の
縁
に
よ
つ
て
附
会
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
へ
る
こ

と
も
で
き
る
。四

最
後
に
万
葉
集
に
あ
る
高
橋
姦
麿
の

「浦
島
の
歌
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
て
関
聯
す
る
幾
つ
か
の
事
を
考
へ
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

万
葉
集
巻
五
に
大
伴
旅
人
の
仮
作
と
考
へ
ら
れ
る

『松
浦
河
に
遊
ぶ

き扇
ふ』

”い協̈
いち』｝」動「漱辞ゆ椰薇弔娘っ一晰隷ぃ」釧琳わ鵡゙
磁』

子
と
の
間
答
の
こ
と
を
記
し
、
十

一
首

（
全
三
―
公
こ

の
贈
答
歌
を
載
せ
て
ゐ



る

（最
後
の
三
首
、
後
人
追
和
之
詩
と
し
て
、
こ
れ
に
は
作
者

「帥
老
」
と
記

す
）。こ

れ
は
仲
哀
紀
九
年
の
条
に
伝
へ
ら
れ
た
こ
の
土
地
に
お
け
る
神
功
皇
后
の

釣
魚
の
伝
説
を
踏
ん
で
、
松
浦
峡
の
景
観
に

『遊
仙
窟
』
の
構
想
を
生
か
し
て

仮
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
仙
思
想
に
も
と
づ
く
神
仙
護
で
あ
る
。
万

葉
娑
資
は
こ
の
あ
と
に
太
宰
の
官
人
吉
田
の
壷
け
鷹
岸
に
送
つ
た
書
状
と

「松

浦
仙
媛
の
歌
に
こ
た
ふ
る
一
首
」
貧
奎
）
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て
山
上

億
良
が
旅
人
に
宛
て
た
考
へ
ら
れ
る
書
状
と
そ
の
中
に
記
さ
れ
た
三
首
の
短
歌

貧
穴
―
奢
３

が
あ
つ
て
、
さ
き
の
旅
人
の
作
に
応
じ
て
松
浦
小
夜
媛
を
詠
み
、

さ
ら
に
大
伴
ぽ
拶
貯
書
の
聰
鷲
と
鑑
竃
拝
浦
佐
用
ひ
め
と
の
衝
ぽ
捕
暉
の
伝
説

を
語
り
、
か
つ
そ
の
短
歌
五
首

（奪
一―
．●
じ

を
残
し
て
ゐ
る
。
こ
の

「松
浦

佐
用
ひ
め
」
に
つ
い
て
、
高
野
辰
之
博
士
は
「松
浦
の
小
夜
媛
」
の
意
味
で
、
そ

れ
は
言
゛
ふ
ま
で
も
な
く
い
港
町
に
ゐ
た
遊
女
た
ち
を
さ
し
た

「普
通
名
詞
」
で

あ
つ
た
。
そ
れ
を
こ
の
伝
説
で
は
、　
一
個
の
人
格
と
化
し
て
伝
へ
た
の
で
あ
る

（
早
稲
田
文
学
第
二
五
三
号
）
と
言
つ
て
を
ら
れ
る
。

さ
て

「浦
島
伝
説
」
に
戻
つ
て
丹
後
風
土
記
を
み
る
と
⑫
の
部
分
に
瞑
子
と

神
女
と
の
相
聞
歌
が
あ
り
、
④
嶼
子
―
◎
神
女
ｌ
⑥
嶼
子
と
一
首
づ
つ
の
短
歌

が
交
は
さ
れ
、
時
人
追
和
の
Ｏ
③
二
首
が
あ
る
。
そ
の
Ｏ
に

神
女
、
通
か
に
芳
音
を
飛
ば
し
て
歌
ひ
し
く

や
ま
と
べ
に
風
ふ
き
あ
げ
て
雲
は
な
れ
、

そ
き
を
り
と
も
よ
。
わ
を
忘
ら
す
な

の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
は
仁
徳
記
に
黒
日
売
が
天
皇
に
献
つ
た
歌
と
し
て

や
ま
と
べ
に
西
風

（
に
し
）
ふ
き
あ
げ
て
雲
は
な
れ
、
そ
き
を
り
と
も

わ
れ
忘
れ
め
や

Ｌ
伝
へ
て
ゐ
る
の
と
殆
ん
ど
同
じ
歌
謡
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
聯
に
つ
い
て

藤
田
徳
太
郎
氏
は

「此
の
歌

（風
土
記
の
）
を
黒
日
売
の
作
歌
か
ら
の
転
出
で

あ
る
と
解
し
て
は
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
一
般
的
な
民
謡
が
か
く
両
種
の
説
話
乃
至

伝
説
を
負
は
せ
ら
れ
る
事
と
な
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
此
所

に
お
い
て
は
夫
々
の
説
話
伝
説
に
お
け
る
固
有
名
詞
を
取
り
除
い
て
考
へ
て
見

る
事
が
必
要
で
あ
る
。

『
や
ま
と
』
の
解
釈
が
両
者
で
異
な
る
。
仁
徳
記
の
方

で
は
大
和

一
国
の
事
を
意
味
し
ヽ
風
上
記
の
方
で
は
日
本
全
体
の
意
味
で
用
ひ

て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
は

『や
ま
と
』
な
る
語
の
意
味
の
拡
充
に
応
じ
て

変
化
し
た
使
用
法
で
あ
つ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
此
の
歌
の
比
の
語
の
使
用

は
仁
徳
記
よ
り
も
風
土
記
の
方
が
後
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
従
つ
て
こ
れ
は
大

和

一
国
に
解
す
る
方
が
原
意
に
近
か
ら
う
。

『風
』
が

『西
風
』
と
限
定
せ
ら

れ
、

『
わ
れ
忘
れ
め
や
』
と

『
わ
を
忘
ら
す
な
』
と
の
間
に
自
他
の
相
違
は
あ

つ
て
も
こ
れ
は
い
づ
れ
で
も
よ
い
。
此
の
両
歌
に
共
通
す
る
の
は
女
が
男
を
見

送
る
時
の
歌
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
又
そ
の
男
は
船
に
乗
つ
て
出
帆
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
場
合
、
境
遇
を
考
へ
る
時
、
そ
れ
は

必
然
的
に
舟
着
場
に
あ
る
遊
女
の
歌
と
い
ふ
事
が
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
勿
論
そ

れ
は
必
ず
し
も
そ
の
遊
女
が
作
り
歌
つ
た
も
の
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
自
然
的

に
発
生
し
た
浮
れ
女
の
徒
の
間
の
歌
な
の
で
あ
る
」
∩
日
本
歌
謡
の
研
究
」
上

代
歌
謡
新
解
）
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
風
土
記
◎
の
歌
謡
の
も
つ
根
本
的
一
般

的
な
性
質
は
右
の
説
に
よ
つ
て
、
つ
く
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
さ
う

し
た
民
謡
が
、
風
土
記
の
⑫
中
に
お
か
れ
る
や
、
④
を
う
け
⑥
が
呼
応
す
る
渾

然
と
し
た
相
聞
的
関
聯
が
な
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
◎
が
本
来
も
つ
、
強

い
普
遍
的
な
感
情
・
零
囲
気
は
失
は
れ
な
い
で
匂
つ
て
ぐ
る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
巻
五
の
松
浦
峡
の
娘
ら
に
あ
つ
て
旅
人
が̈

「風
流
絶
世
」
と
嘆
じ
、

愚
応馨
”
Ъ
韓
明
、所

衆卜
社
が
しくは神響



い
ふ
も
の
か
、
と
い
ふ
。
娘
等
皆
咲
み
て
答

へ
て
曰
く
、
児
等
は
漁
夫

の
い
へ
の
児
、
草
庵
の
微
し
き
者
、
郷
も
な
く
、
家
も
な
し
、
何
ぞ
な

の
り
云
ふ
に
足
ら
め
や
。

と
い
ふ
間
答
を
交
は
し
て
ゐ
る
。
読
者
は
、
初
老
の
高
級
官
僚
で
あ
り
、
頚
唐

派
詩
人
で
あ
つ
た
大
伴
旅
人
の

「神
仙
境
」
に
お
け
る
遊
女
た
ち
と
の
交
欲
を

想
像
す
る
で
あ
ら
う
。

丹
後
風
上
記
の
相
聞
歌
の
部
分
に
も
、
遊
女
と
の
交
歓

・
訣
別
を
考
へ
う
る

こ
と
は
右
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
浦
島
伝
説
の
内
容
に
つ

い
て
見
る
に
、
そ
の
中
心
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
、
異
郷
―
女
性
の
ゐ
る
仙
宮
―

に
お
け
る
夢
幻
的
な
流
留
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
説
明
を
省
い
た
信
州
寝
覚
の
床
の
木
曽
川
中
に

「浦
島

の
釣
舟
」
と
い
ふ
の
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
よ
つ
て
、
そ
の
自
来
を
考
ヘ

て
み
る
と
、
こ
の
あ
た
り
は
安
曇
の
部
に
属
し
、
こ
の
伝
へ
と
、
海
部
と
の

関
係
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
応
神
経
三
年
十

一
月
条
に
、
処

々
の
海
人
が
大
和
朝
廷
に
服
さ
な
い
の
で
阿
曇
の
連
の
祖
大
海
宿
爾
を
遣
は

し
て
平
げ
じ
め
、
海
人
の
宰
と
し
た
、
と
あ
り
、
以
来
安
曇
氏
は
海
部
の
統

率
者
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
信
濃
の
国
に
は
各
郡
に
安
曇
氏
が
分
布
し
て
ゐ

た
ら
し
い
が
、
中
で
も
こ
の
安
曇
の
郡
穂
高
官
造
営
文
書
に

「
住
吉
」
と
あ

る
の
は
、
安
曇
氏
の
氏
神
で
あ
る
住
吉
の
神
を
祀
つ
た
処
で
あ
る
に
よ
る
ら

し
い
し
、
当
部
川
会
神
社
も
海
神

（
綿
津
見
神
）
を
祀
つ
て
を
り
、
さ
ら
に

日
置
神
社
の
社
名
、
村
名

（
日
岐
村
）
は
浦
島
伝
説
の
伝
承
地
と
し
て
丹
後

風
土
記
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
丹
後
の
国
日
置
の
■
と
の
関
係
が
考
へ
ら
れ
る
上

に
、
そ
の
祭
神
は
彦
火
々
出
見
命
で
あ
る
と
い
ふ
こ
れ
ら
諸
点
か
ら
、
木
曽

山
中
に
浦
島
伝
説
を
丹
後
か
ら
伝
へ
て
き
た
の
は
、
安
曇
氏
の
部
曲
に
あ
つ

た
海
部
に
よ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
や
う
に
高
橋
虫
麿
の
浦
島
の
歌
の
場
を
供
し
た
丹
後
の
国
細
野

神
社
も
浦
島
子
の
神
格
で
あ
る
彦
坐
の
命
と
共
に
、
海
部
の
神
で
あ
る
住
吉

の
神
を
奉
祀
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
丹
後
の
国

一
の
官
で
あ
る
籠
神
社
は
天
の

水
分
の
神
を
祭
神
と
す
る
が
、
こ
の
神
に
古
代
か
ら
連
絡
と
本
仕
し
て
き
て

ゐ
る
の
は
現
在
で
も
海
部
の
氏
を
名
告
る
家
柄
で
あ
る
。
謡
曲
浦
島
の
成
立

に
関
係
が
あ
つ
た
と
推
定
す
る

「
丹
波
の
し
ゆ
く
」
の
本
拠
、
矢
日
神
社
が

海
神
を
祭
り
、
海
部
氏
が
奉
仕
し
て
ゐ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら

の
事
実
は
浦
島
伝
説
と
海
部
と
の
関
係
の
深
い
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
と
見

て
間
違
ひ
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

丹
後
風
上
記
に
浦
島
子
を
日
下
部
の
首
の
祖
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
が
、
日
本
書
紀
や
、
姓
氏
録
に
よ
る
と
、
日

下
部
の
首
の
祖
は
彦
坐
の
命
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
浦
島
子
は
直
ち

に
彦
坐
の
命
と
同

一
で
あ
る
と
見
る
の
は
速
断
に
過
ぎ
よ
う
。
こ
れ
は
、
か

(図 1)丹 後 要 図
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，
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
和
泉
や
、
河
内
や
、
摂
津
な
ど
の
畿
内

に
あ
つ
た
日
下
部
氏
は
本
来
の
如
く
彦
坐
の
命
を
祖
と
し
た
の
に
対
し
、
丹

波

（後
の
丹
後
を
合
め
て
の
）
に
所
領
し
て
ゐ
た
日
下
部
の
首
は
、
そ
の
地

方
に
婚
居
て
ゐ
る
海
部
の
勢
力
の
上
に
立
つ
必
要
か
ら
、
海
上
生
活
者
の
集

団
で
あ
る
海
部
の
神
格
た
る
浦
島
子
を
、
そ
の
祖
と
称
す
る
に
至
つ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
日
下
部
首
に
海
部
が
従
属
し
た
と
い
ふ

考
へ
は
、
雄
略
紀
や
顕
宗
紀
の
示
す
時
代
よ
り
古
く
安
曇
氏
に
統
率
さ
れ
て

ゐ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
の
と
矛
盾
は
し
な
い
。
丹
波
の
海
部
の
上
に
あ
つ

た
安
曇
氏
が
、
そ
の
部
曲
の
一
部
を
伴
つ
て
信
濃
の
国
に
移
動
し
た
後
、
安

曇
の
支
配
権
を
承
け
て
日
下
部
が
大
和
か
ら
遣
は
さ
れ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と

も
ひ
と
つ
の
考
へ
方
と
し
て
成
り
立
つ
で
あ
ら
う
。

話
を
も
と
に
戻
す
。
浦
島
伝
説
は
海
宮
訪
問
調
で
あ
り
、
こ
と
に
丹
後
風
土

記
の
所
伝
に
よ
る
と
、
そ
の
海
宮
に
は
男
を
魅
了
す
る
女
性
が
で
て
き
て
、
男

は
夢
の
如
き
歓
楽
を
尽
す
と
い
ふ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
訣
別
の
歌
に
は
遊
女
の

愛
惜
の
情
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
な
ど
を
言
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

と
、
こ
の
伝
説
を
支
へ
て
き
た
集
団
が
海
上
生
活
を
主
と
し
て
き
た
海
部
に
よ

つ
て
き
た
ら
し
い
こ
と
と
に
由
つ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
丹
後
風
土
記
所
伝
の
浦

島
伝
説
は
、
さ
う
し
た
海
部
の
男
性
た
ち
が
、
彼
ら
の
満
た
さ
れ
か
た
い
食
色

へ
の
本
然
的
な
欲
望
を
、
港
町
で
の
遊
女
た
ち
と
の
交
歓
の
体
験
を
基
礎
に
し

て
、
固
有
の
信
仰
と
、
そ
し
て
原
初
的
な
伝
説
と
の
上
に
、
肉
付
け
し
、
伝
承

芸
術
的
に
造
形
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
ふ
。

五

万
葉
集
巻
九
に

「水
江
の
浦
島
が
子
を
詠
め
る
一
首
な
ら
び
に
短
歌
」
公
七
四

〇
上
）
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
高
橋
姦
麿
の
作

（「高
橋
姦
麿
歌
集
中
出
」

と
あ
る
が
、　
こ
れ
ら
を
わ
た
く
し
が
贔
麿
の
作
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
バ
ン
セ
ー
第
六
号
―

『高
橋
贔
麿
歌
集
に
つ
い
て
』
に
書
い
て
ゐ
る
）

で
あ
る
。

こ
の
長
歌
に
も
、
旅
人
の
松
浦
河
の
作
と
同
じ
く
夢
幻
的
な
世
界
の
展
開
が

み
ら
れ
る
。

「松
浦
河
」
の
方
で
の
主
人
公
は
作
者
自
身
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
の

主
人
公
は

「伝
説
」
中
の
人
物
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
作
者
姦
麿
は
旅
人
と
は
反

対
に
題
材
と
し
て
の
夢
幻
的
世
界
の
外
に
立
つ
て
、
登
場
人
物
を
叙
述
し
、
ま

た
時
に
は
批
評
す
る
立
場
に
己
の
位
置
を
お
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
彼
は
さ
う
し

た
現
実
な
ら
ざ
る
世
界
を

，
ア
ル
に
描
い
て
ゐ
る
。

贔
麿
は
、
末
の
珠
名
娘
子
や
河
内
の
大
橋
を
独
り
ゆ
く
娘
子
を
、
き
び
き
び

と
し
て
手
法
で
形
象
化
し
た
と
同
じ
や
う
に

「浦
島
伝
説
」
は
彼
に
よ
つ
て
、

現
実
の
景
観
の
中
に
具
象
化
さ
れ
て
ゐ
る
。

作
者
が
素
材
か
ら

一
歩
ひ
き
さ
が
つ
て
、
騒
人
と
し
て
の
ま
な
こ
を
も
つ
て

旅
先
の
土
地
に
伝
承
さ
れ
た
物
語
を
表
象
す
る
と
い
ふ
方
法
で
こ
の
歌
は
よ
ま

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
、
剣

刀
己
が
心
か
ら
お
ぞ
や
こ
の
君
〔愚

カ
ナ
ヨ
ト
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
ネ
、
コ
ノ
浦
島
ガ
子
ハ
〕

と
い
ふ
反
歌
は
、
さ
う
し
た
作
者
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

旅
人
的
な
造
型
と
、
最
目
的
な
造
型
と
の
相
違
は
こ
ん
な
具
合
に
、
前
者
は

非
現
実
場
面
を
展
開
し
て
現
実
を
描
く
の
に
対
し
て
、
後
者
は
現
実
的
な
場
面

の
展
開
の
中
に
非
現
実
を
描
く
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
造
型

に
参
与
し
て
ゐ
る
環
境
的
諸
要
素
を
分
析
し
て
み
て
も
、
前
者
の
貴
族
的
自
我

的
な
の
に
対
し
、
後
者
の
庶
民
的
批
判
的
な
因
子
が
析
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

旅
人
の
松
浦
河
の
作
に
は

「松
浦
小
夜
媛
」
を
介
し
て
彼
の
貴
族
的
で
浬
蕩



な
顔
唐
趣
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
丹
後
風
土
記
中
の
神
女
の
歌
と
し

て
伝
へ
る

「
や
ま
と
べ
に
」
の
歌
謡
が
遊
女
を
媒
と
し
て
流
伝
し
て
ゐ
た
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
丹
後
風
上
記
所
伝
の

「浦
島
伝
説
」
に
あ
の
歌

謡
が
加
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
伝
承
を
語
り
つ
ぎ
し
て
き
た
部
族
や

あ
る
ひ
は
そ
れ
を
採
集
し
筆
録
し
た
人
た
ち
の
間
に
お
け
る

「浦
島
伝
説
」
の

受
容
の
し
か
た
の
問
題
で
あ
つ
た
と
考
へ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
姦
麿
の
こ

の
作
品
に
あ
の
歌
謡
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
姦
麿
の
制

作
態
度
に
、
も
と
も
と
口
承
的
な
伝
説
を

「採
集
」
す
る
と
い
ふ
や
う
な
つ
も

り
が
な
く
、
そ
れ
を
単
な
る
素
材
と
し
て
、
姦
麿
的
世
界
を
展
開
し
よ
う
と
す

る
創
作
的
な
意
欲
が
、
こ
の
作
品
を
形
あ
ら
し
め
た
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と

が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

「浦
島
伝
説
」
の
論
者
は
、
い
ま
ま
で
万
葉
の
こ
の
作
品
と
、
丹
後
風
土
記

そ
の
他
の
所
伝
と
を
同
列
に
お
い
て

″伝
承
文
学
的
″
研
究
の
立
場
か
ら
比
較

検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
右
に
述
べ
た
や
う
な
理
由
で
非
常
な
誤
み
を

犯
し
て
き
て
ゐ
た
と
言

へ
る
。
ま
た
、
姦
麿
の
こ
の
作
品
は

「伝
説
歌
」
と
称

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

「伝
説
を
素
材
と
し
て
と
り
い
れ
て
ゐ
る
歌
」
と
い
ふ

点
で
使
は
れ
る
な
ら
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
さ
う
で
な
く

「伝
説
を
歌
に
よ
ん
だ

作
品
」
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
間
違
ひ
で
あ
る
。

姦
麿
作
品
の
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は

「伝
説
」
の
忠
実
な
筆
録

・
伝
承
で
は

な
く
、
浦
島
伝
説
伝
承
地
に
お
け
る
体
験
と
し
て
の
伝
説
内
容
の
、
個
性
化
さ

れ
た
表
象
で
あ
る
。
機
械
的
に
伝
承
内
容
が

「報
告
」
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な

く
て
、　
天
平
歌
人
の
芸
術
的
造
型
の
際
に
、　
と
り
い
れ
、　
生
か
さ
れ
た
単
な

る
素
材
と
し
て
の

「伝
説
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
姦
麿
の
作
品
を
、

「伝

説
研
究
」
の
資
料
と
し
て
考
へ
る
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
資
料
的
価
値
は

丹
後
風
土
記
の
所
伝
な
ど
に
、
二
歩
も
三
歩
も
ゆ
づ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

人
麿
以
降
、
万
葉
の
主
流
が
従
駕
や
遊
覧
の
作
品
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た

中
で
ヽ
そ
れ
ら
の
表
現
が
生
気
を
欠
き
、
た
と
へ
ば

「見
れ
ど
飽
か
ぬ
」
と
い

つ
た
ご
と
き
類
型
的
な
発
想
が
慣
用
さ
れ
る
な
ど
の
傾
向
も
あ
り
な
が
ら
、
■

た

一
方
に
は
赤
人
や
旅
人
や
憶
良
や
姦
麿
の
や
う
に
独
自
の
個
性

・
作
風
を
完

成
し
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
側
面
も
あ
つ
た
の
が
中
期
藤
原
の
宮
か
ら
天
平
に
か
け

て
の
歌
壇
の
一
特
徴
で
あ
つ
た
。

姦
麿
は
か
く
て
そ
の
題
材
の
取
り
方
や
、
表
現
手
法
の
上
で
独
自
の
境
を
拓

い
た
作
家
で
あ
つ
た
。　
含
バ
ン
セ
」
第
八
号

『高
橋
姦
麿
の
用
字
法
』
。
同
第

十
三
号

コ
局
橋
轟
暦
の
枕
詞
使
用
』
同
第
二
十
二
号

『真
間
娘
子
と
菟
原
処
女
』

な
ど
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
）
。　
　
　
¨

浪
漫
的
作
風
に
立
つ
、
さ
う
し
た
作
家
の
作
品
と
し
て
轟
麿
の

「水
江
の
浦

島
が
子
」
の
歌
は
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
わ
た
く
し
の
考
へ
な
の

で
あ
る
。

一ハ

次
に
、
こ
の
長
歌
の
冒
頭
部
に
は

春
の
日
の
か
す
め
る
時
に
、
墨
吉
の
岸
に
出
で
ゐ
て
、
釣
舟
の
と
を
ら

ふ
見
れ
ば
、　
就
への
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ

之
あ
る
の
だ
が
、　
一
体
こ
の
歌
が
、
ど
う
い
ふ
景
観
を
前
に
し
て
よ
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
ふ
。

右
に
引
用
し
た
中
に
あ
る
地
名

「墨
江
」
は
現
在
の
諸
註
釈
に
す
べ
て
京
都

府
竹
野
郡
網
野
町
で
あ
る
と
説
い
て
ゐ
る
の
は
正
し
い
。
（武
田
蘭
吉
博
士
「万

葉
集
全
護
釈
」
や
、

「早
稲
田
文
学
」
第
二
五
二
号
の
鈴
木
捨
五
郎
氏
は
摂
津

説
を
と
つ
て
ゐ
る
）。



も
と
も
と

「浦
島
伝
説
」
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
は
既
述
の
如
く
、
丹
後
国

与
謝
郡

・
竹
野
郡
に
か
け
て
の
海
辺

一
帯
に
住
居
し
て
ゐ
た
海
部
に
伝
承
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
つ
て
、
式
内
網
野
神
社
が
、
住
吉
三
神
を
主
神
と
し
て
、
日

下
部
の
首
の
祖

「彦
坐
の
命
」
を
配
祀
し
て
ゐ
る
の
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彦
坐
の
命
と
い
ふ
の
は
日
本
書
紀
開
化
天
皇
六
年
正
月
の
条
に

「天
皇

丹
波
の
竹
野
媛
を
め
し
い
れ
、
妃
と
な
し
、
彦
湯
産
隅
命
を
生
み
、
次
の
妃
、

紺
既
障
が
遠
祖
始
潔
命
之
妹
、
姥
津
媛
、
彦
坐
王
命
を
生
む
」
と
あ
る
神
で
あ

２つ
。従

来

「墨
吉
」
を
網
野
町
と
す
る
論
者
も
、
こ
こ
に
そ
の
地
名
の
残
ら
な
い

の
に
よ
つ
て
疑
間
を
存
し
て
来
た
や
う
で
あ
る
が
、
網
野
神
社
が
海
部
や
日
下

部
に
関
係
が
あ
り
、

「住
吉
」
の
神
を
主
祭
し
、
か
つ

「浦
島
子
」
を
も
祀
つ

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
最
後
的
な
解
決
資
料
を
提
供
し
て
ゐ
る

と
言

へ
る
。

住
吉
の
神
が
海
部
と
密
接
な
関
係
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
書
紀
神
代

の
巻
四
神
出
生
の
段
に
、
住
吉
大
神
は
阿
曇
連
ら
が
い
つ
き
ま
つ
る
神
な
り
、

と
あ
る
に
よ
つ
て
知
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

網
野
町
に
は
現
在

「水
江
」
と
い
ふ
小
字
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
二
年

三
月
七
日
の
丹
後
大
震
災
後
の
区
劃
整
理
に
際
し
て
附
さ
れ
た
新
地
名
で
あ
る

と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
古
地
名
で
減
び
て
ゐ
た
も
の
を
ま
た
掘
り
出
し
て

来
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も

「水
江
」
は
沢
潟
博
土

説
に
従
つ
て
、
こ
れ
を
普
通
名
詞
と
解
す
る
な
ら
ば
、
さ
や
う
な
地
名
の
右
無

は
問
題
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

丹
後
風
上
記
の
所
伝
に

「筒
川
瞑
子
」
と
あ
る
の
は
、
与
謝
郡
日
世
里
筒
川

村
、
宇
良
神
社
を
中
心
と
す
る
海
部
の
所
伝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
浦
島
伝
説
が
こ
の
海
辺

一
帯
の
海
部
に
よ
つ
て
伝
承
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
つ
て
浦
島
伝

説
の
伝
承
地
を
、
筒
川
村
と
す
る
の
も
間
違
ひ
で
は
な
い
し
、
綱
野
町
と
す
る

の
も
ま
た
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
万
葉
集
の
轟
麿
の
こ
の
歌
に
関
す
る
限
り
、

そ
こ
に
出
て
く
る
地
名
や
、

「住
古
の
岸
に
出
で
ゐ
て
云
々
」
の
景
観
な
ど
か

ら
し
て
も
後
者
、
す
な
は
ち
網
野
町
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

な
ほ
網
野
神
社
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
同
社
の
棟
札
に
よ
つ
て
、
享
徳
元
年
茜

三
に
現
在
の
場
所
に
遷
坐
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
土

地
の
入
江
の
奥
が
次
第
に
埋
ま
つ
て
水
際
線
が
北
に
移
動
し
た
の
に
伴
つ
た
も

の
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
ま
で
は
現
在
地
の
南
南
東
約
七
丁
の
根
元
宮
山
に
鎮

坐
し
て
ゐ
た
。
い
ま
そ
の
土
地
か
ら
は
、
硬
質
磨
製
石
斧
、
祝
部
土
器
な
ど
を

出
上
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
ら
は
同
社
々
司
行
待
菫
保
氏
が
保
存
し
て
居
ら
れ
る
。

現
在
の
網
野
町
は
、
浅
茂
川
に
よ
つ
て
次
第
に
入
江
を
う
づ
め
て
き
て
出
来

た
沖
積
層
で
あ
る
こ
と
は
分
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
実
際
問
題
と
し
て
、
万
葉
時
代

絋

(図 2)網 野 町 地 図



に
ど
れ
だ
け
の
入
江
が
存
し
た
か
を
確
証
す
べ
き
材
料
は
存
し
な
い
や
う
で
あ

る
。　
一
般
に
は
、
現
在
国
鉄
宮
津
線
の
網
野
駅
附
近
ま
で
が
入
江
で
あ
つ
た
や

う
に
漠
然
と
恩
像
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
或
は
も
つ
と
入
江
の
奥
行
が
浅
か

つ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
わ
づ
か
に
往
古
の
面
影
を
残
し
て
ゐ‐
る

の
は
、
河
日
の
浅
茂
川
湖
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
正
初
期
で
も
今
の
三
倍
の
面

積
を
も
つ
て
ゐ
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
や
、
筆
者
が
調
査
に
い
つ
た
昭
和
廿

八
年
夏
に
は
な
ほ
千
拓
工
事
が
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
網
野
町
平
地

の
成
立
の
新
し
さ
が
推
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

ま
た
こ
の
町
の
現
在
の
海
岸
に
は
島
児
神
社
が
あ
り
、
そ
の
沖
に
は
、
浦
島

の
釣
だ
め
と
称
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

高
橋
贔
麿
が
、
こ
の
伝
説
を
長
歌
の
題
材
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
た
く

し
は
社
会
的
な
背
景
を
考
へ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

（
バ
ン
セ
第
十
五
号

「高
橋

姦
麿
に
お
け
る
伝
説
歌
の
位
置
し

い
ま
は
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
ず
、　
も
う
ひ
と

つ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
い
。

丹
後
の
国
府
は
、
天
の
橋
立
の
基
部
、
丹
後

一
の
宮
の
あ
る
現
在
の
与
謝
郡

府
中
村
に
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
轟
麿
は
地
方
官
と
し
て
、
こ
の
国
に
仕
官
し

て
ゐ
た
か
、
検
税
使
な
ど
の
や
う
な
査
察
使
に
随
行
し
て
来
国
し
た
こ
と
が
あ

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
丹
後
の
国
の
国
府
か
ら
浦
島
伝
説
の
伝
承
地
、
網
野

（奈
良
時
代

「墨

吉
」
と
い
は
れ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
に
訪
ね
て
い
つ
た
と
言
ふ
こ
と
に

は
、
ち
よ
う
ど
、
太
宰
府
に
対
す
る
松
浦
河
、
越
中
の
国
府
に
対
す
る
布
勢
の

海
、
飛
鳥
に
対
す
る
吉
野
河
の
関
係
を
思
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。

贔
麿
の
長
歌
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
墨
吉
」
に
対
す
る
作
者
の
、旅、
行、
者、
か
し、

て
の
新
鮮
な
感
動
で
あ
り
、
そ
の
土
地
に
滲
み
込
ん
で
ゐ
た
伝
説
に
直
接
ふ
れ

る
こ
と
の
で
き
た
多
感
は
詩
人
の
深
い
感
銘
な
の
で
あ
る
。

彼
此
相
考
へ
て
、
こ
の
長
歌
の
由
つ
て
来
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
関
し
て
の
地

理
に
つ
い
て
中
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

結
　
　
語

浦
島
伝
説
の
史
的
展
開
に
関
し
て
、
わ
た
く
し
の
叙
述
の
不
備
な
点
を
補
ふ

意
味
で
若
千
蛇
足
を
加
へ
て
結
語
と
し
よ
う
。

浦
島
伝
説
の
原
初
的
な
、
い
は
ば
第

一
段
階
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
仮
定

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
折
口
信
夫
博
士
が
説
き
お
か
れ
た
や
う
に
、

「
古
代
の

村
々
に
海
の
あ
な
た
か
ら
時
あ
つ
て
来
り
臨
ん
で
、
其
村
人
ど
も
の
生
活
を
幸

福
に
し
て
還
る
。
霊
物
を
意
味
」
す
る
ま
れ
び
と
が
、

「常
世
の
島
」
か
ら
や

つ
て
く
る
と
い
ふ
信
仰
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

次
に
第
二
の
段
階
と
し
て
考
へ
る
の
は
、
そ
れ
に
主
人
公
や
時
代
や
場
所
な
ど

が
日
下
部
の
首
の
信
仰
の
上
に
新
た
に
結
び
つ
い
て

「伝
説
」
が
成
立
し
、
さ

ら
に
第
二
の
段
階
と
し
て

「常
世
の
島
」
が

『山
海
経
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
や

う
な
海
中
仙
山

（蓬
末
）
の
要
素
を
も
つ
に
至
る
と
同
時
に
、
ま
れ
び
と
が
、

神
女
と
し
て
伝
へ
ら
れ
は
じ
め
る
。　
折
口
博
士
は
藤
原
宮
時
代

（
「折
口
信
大

全
集
」
第

一
巻
五
五
頁
）
に
帰
化
漢
人
種
の
影
響
で
、
か
う
し
た
「常
世
思
想
」

の
生
じ
て
き
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
を
ら
れ
る
の
に
従
へ
ば
伊
預
部
の
連
馬

養
の
時
代
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
丹
後
風
上
記
所
伝
の

相
聞
歌
の
如
き
も
加
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
加
は
る
の
を

わ
た
く
し
は
、
第
四
段
階
と
し
た
い
。
そ
れ
は
ま
れ
び
と
信
仰
の
如
き
に
支
ヘ

ら
れ
な
が
ら
、　
一
方
で
は
遊
女
た
ち
と
の
交
歓
と
い
ふ
や
う
な
、
海
部
の
男
性

た
ち
の
体
験
が
さ
ら
に
重
つ
て
、
浦
島
伝
説
に
対
す
る
新
し
い
要
素
が
加
は
り

遊
女
を
介
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た

「
や
ま
と
べ
に
」
の
民
謡
を
含
む

一
聯
の
相
聞

【以
下
四
五
頁
に
つ
づ
く
】

，


