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日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
６
） 

「
こ
こ
ろ
ぶ
と
」
の
歴
史
と
利
用 

今
田
節
子 

 

も
う
「
こ
こ
ろ
ぶ
と
」
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
者
は
希

で
あ
る
。
古
く
は
ト
コ
ロ
テ
ン
の
材
料
で
あ
る
テ
ン
グ
サ

や
ト
コ
ロ
テ
ン
の
こ
と
を
「
こ
こ
ろ
ぶ
と
」「
ぶ
と
」
と

呼
ん
で
い
た
。 

(

１)

「
こ
こ
ろ
ぶ
と
」
の
歴
史 

 

平
安
時
代
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
に
は
「
凝
海
藻 

コ
ル

モ
ハ 

俗
に
心
太
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
ト
コ
ロ
テ
ン
の
原

料
で
あ
る
テ
ン
グ
サ
の
こ
と
で
あ
る
。
煮
溶
か
し
た
も
の

が
凝
固
す
る
性
質
か
ら
「
凝
る
海
藻
」
の
文
字
が
当
て
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
代
の
『
延
喜
式
』
に
よ

る
と
、
テ
ン
グ
サ
は
調
と
し
て
各
地
か
ら
貢
納
さ
れ
、
斎

会(

さ
い
え:

神
仏
を
ま
つ
る
儀
式)

の
僧
侶
や
導
師
の
供

養
料
と
し
て
使
わ
れ
、
都
の
東
西
の
市
で
は
テ
ン
グ
サ
が

販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
方
、
ト
コ
ロ
テ
ン
を
指
し
た
「
こ
こ
ろ
ぶ
と
」
に
つ

い
て
は
、
室
町
時
代
の
職
業
を
紹
介
し
た
『
七
十
一
番
歌

合
』
に
、
絵
入
り
で
「
心
太
売
り
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

(
図
一)

。
現
在
と
変
わ
ら
ぬ
ト
コ
ロ
テ
ン
突
き
の
道
具
が

使
わ
れ
て
い
る
の
に
は
驚
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
同
時

代
の
『
庭
訓
往
来
』
で
は
ト
コ
ロ
テ
ン
は
西
山
の
名
物
と

な
っ
て
お
り
、「
西
山
は
山
に
て
海
な
し
」
と
あ
る
よ
う

に
、
産
地
か
ら
テ
ン
グ
サ
を
求
め
て
ト
コ
ロ
テ
ン
を
作
り
、 

名
物
と
す
る
と
い
っ
た
説
明
が
あ
る
。
中
世
の
頃
か
ら
テ

ン
グ
サ
が
広
く
流
通
し
、
採
取
地
以
外
で
も
ト
コ
ロ
テ
ン

が
食
べ
ら
れ
て
い
た
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
江
戸

時
代
の
風
俗
を
書
き
記
し
た
『
守
貞
慢
稿
』
に
よ
る
と
、

心
太
は
ト
コ
ロ
テ
ン
の
こ
と
で
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
お

り
、
京
阪
で
は
砂
糖
を
、
江
戸
で
は
白
糖
や
醤
油
を
か
け

て
食
べ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

ト
コ
ロ
テ
ン
の
作
り
方
や
食
べ
方
に
つ
い
て
は
、
江
戸

時
代
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
的
に
は

煮
溶
か
し
ろ
過
し
た
液
を
流
し
固
め
、
生
姜
酢
、
醤
汁
、

酢
、
砂
糖
、
豆
粉
な
ど
に
和
え
て
食
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、「
よ
く
煮
て
数
回
沸
騰
さ
せ
、
す
り
こ
ぎ
で
す
り
回

し
糊
の
よ
う
に
な
る
と
山
椒
や
生
姜
粉
末
を
い
れ
盆
に
入

れ
冷
や
す
」
と
い
っ
た
味
付
け
さ
れ
た
ト
コ
ロ
テ
ン
、
醤
、

糟
、
梅
し
そ
汁
に
漬
け
込
ん
だ
も
の
な
ど
、
現
在
よ
り
も

多
彩
な
食
べ
方
が
な
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。 

            

(

２)

寒
天
の
発
明 

 

ト
コ
ロ
テ
ン
を
凍
結
乾
燥
し
た
も
の
が
寒
天
で
あ
る
。

寒
天
の
発
明
は
明
暦
年
間(

一
六
五
五
～
一
六
五
八)

と
も

万
治
年
間(

一
六
五
八
～
一
六
六
一)

と
も
い
わ
れ
て
い
る

が
定
か
で
は
な
い
。
山
城
の
国
の
旅
館
で
出
さ
れ
た
ト
コ

ロ
テ
ン
の
残
り
を
戸
外
に
放
っ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
夜
の

生
文
研
メ
ー
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寒
さ
で
凍
り
、
翌
日
に
は
天
日
で
乾
燥
さ
れ
て
寒
天
状
の

も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
寒
天
発
明
の
き
っ
か
け
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
『
和
漢
三
才
図
会
』

に
は
、「
冬
の
厳
寒
の
際
に
テ
ン
グ
サ
を
炊
き
露
天
に
出

し
て
お
く
と
、
凝
凍
し
て
寒
天
に
な
り
、
蘇
方(

す
お
う)

の
木
の
煎
じ
汁
で
染
め
た
も
の
を
色
寒
天
と
い
う
」
と
あ

る
。
寒
天
製
造
が
大
き
く
発
展
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

日
本
料
理
の
発
達
に
伴
っ
て
、
江
戸
時
代
中
後
期
を
通
し

て
寒
天
の
需
要
が
拡
大
さ
れ
、
寒
天
産
業
が
大
き
く
発
展

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

(

３)

テ
ン
グ
サ
の
食
習
慣 

 

こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
テ
ン
グ
サ
と
そ
の
製
品
で
あ
る

ト
コ
ロ
テ
ン
が
売
ら
れ
、
寒
天
の
発
明
に
繋
が
っ
て
い
っ

た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
テ
ン
グ
サ
の
食
習
慣
に
大
き
く
影

響
を
及
ぼ
し
、
江
戸
時
代
以
前
に
み
ら
れ
た
食
習
慣
が
日

本
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。 

 

伝
統
的
食
生
活
の
な
か
で
は
、
漁
村
や
近
隣
の
農
家
で

は
夏
に
な
る
と
よ
く
テ
ン
グ
サ
を
炊
い
て
ト
コ
ロ
テ
ン
を

作
り
、
間
食
や
副
食
と
し
た
。
中
国
山
地
で
は
昭
和
三
〇

年
代
ま
で
、
夏
に
な
る
と
ト
コ
ロ
テ
ン
売
り
が
来
た
と
い

う
話
を
聞
き
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ト
コ
ロ
テ
ン

に
砂
糖
を
加
え
た
り
、
食
紅
と
砂
糖
を
加
え
て
よ
う
か
ん

状
に
し
た
寒
天
寄
せ
は
正
月
の
重
詰
め
料
理
や
行
事
食
の

口
取
り
に
使
わ
れ
る
祝
い
の
ご
ち
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
盆
に
は
ト
コ
ロ
テ
ン
を
「
仏
様
の
鏡
」
と
呼
び
、
精

進
料
理
と
し
て
仏
の
供
物
や
接
待
料
理
と
し
て
も
使
わ
れ

て
き
た
。 

 

テ
ン
グ
サ
の
古
名
「
凝
海
藻 

コ
ル
モ
ハ
」
が
示
す
よ

う
に
、
テ
ン
グ
サ
に
含
ま
れ
る
多
糖
類
は
凝
固
性
が
高
く
、

室
温
で
も
凝
固
す
る
性
質
を
も
つ
。
家
庭
に
氷
や
冷
蔵
庫

が
普
及
す
る
以
前
か
ら
ト
コ
ロ
テ
ン
や
寒
天
寄
せ
が
作
ら

れ
た
の
は
、
こ
の
性
質
を
先
人
が
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
あ
の
透
明
感
の
あ
る
ト
コ
ロ
テ
ン
を
作
る
た
め

に
は
白
く
晒
し
た
テ
ン
グ
サ
が
使
わ
れ
た
。
海
藻
を
真
水

で
洗
い
太
陽
光
線
に
当
て
る
だ
け
の
自
然
の
カ
を
利
用
し

た
漂
白
方
法
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
生
ま
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

素
朴
な
料
理
で
あ
る
ト
コ
ロ
テ
ン
や
寒
天
寄
せ
に
は
、

先
人
の
経
験
的
知
恵
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
調
理
科
学
的

視
点
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
料
理
で
あ
る
。 

［
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節
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体
験
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生
活
文
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史 

昭
和
編 
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の
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

 

昭
和
二
三
年
五
月
一
一
日
に
二
十
一
歳
に
な
っ
た
ば
か

り
の
姉
が
死
去
し
た
。
当
時
は
奔
馬
性
結
核
と
呼
ば
れ
て

い
た
急
性
の
結
核
に
感
染
し
、
床
に
つ
い
て
か
ら
何
ヶ
月

も
経
た
な
い
内
に
、
父
と
母
の
必
死
の
看
病
の
甲
斐
も
無

く
、
若
い
命
を
散
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
年
あ
ま

り
、
父
母
が
殆
ど
放
心
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。 

 

統
計
を
み
る
と
私
の
生
地
石
川
県
は
、
大
正
一
一
年
か

ら
昭
和
二
二
年
ま
で
の
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
結
核
死

亡
率
が
日
本
全
国
で
常
に
一
位
で
あ
っ
た
。
罷
患
者
は
、

地
方
か
ら
金
沢
市
に
出
稼
ぎ
に
来
た
若
い
職
業
婦
人
が
多

か
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
無
い
が
、
戦
中
戦
後
の
時
代
に

は
、
過
労
と
栄
養
不
足
の
た
め
に
患
者
の
年
齢
層
の
幅
は
、

幼
児
か
ら
中
年
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
私

の
小
学
校
の
友
達
で
肋
膜
炎
や
脊
椎
カ
リ
エ
ス
で
世
を
去

っ
た
者
も
数
人
お
り
、
私
自
身
も
終
戦
の
年
に
重
い
肋
膜

炎
を
患
っ
て
一
年
間
休
学
し
た
こ
と
は
、
こ
の
連
載
の
第

二
回
目
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
母
の
弟
や
私
の
も
う
一

人
の
ず
っ
と
年
上
の
姉
な
ど
、
若
く
し
て
結
核
で
亡
く
な

っ
た
人
は
多
く
、
芸
術
家
や
作
家
・
詩
人
な
ど
に
は
、
こ

の
病
気
に
罹
っ
て
い
る
こ
と
を
天
才
た
る
者
の
条
件
だ
と

し
て
、
誇
り
と
す
る
風
潮
さ
え
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
福
田

眞
人
著
『
結
核
の
文
化
史
』（
名
大
出
版
会
一
九
九
五
）

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

幸
い
に
私
は
肋
膜
炎
の
予
後
を
無
事
に
乗
り
切
り
、
い

く
ら
か
元
気
に
な
っ
て
中
学
時
代
を
過
ご
し
、
前
回
に
述
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べ
た
よ
う
に
新
制
の
津
幡
高
等
学
校
に
進
ん
だ
。
当
時
は

ま
だ
一
般
の
農
家
で
は
、
子
ど
も
を
高
等
学
校
に
進
学
さ

せ
る
の
は
贅
沢
だ
と
思
う
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
、
五
十

人
ほ
ど
い
た
同
級
生
の
う
ち
、
進
学
し
た
の
は
一
割
に
も

満
た
な
か
っ
た
。
一
番
仲
の
良
か
っ
た
Ｓ
君
は
、
勉
強
好

き
で
家
も
比
較
的
に
豊
か
だ
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
進 

学
を
許
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
一
人
で
あ
る
。
思
い
余
っ

た
彼
は
突
然
家
出
を
し
て
、
私
の
家
に
転
が
り
こ
ん
だ
。

そ
し
て
何
度
迎
え
が
来
て
も
、
進
学
を
許
し
て
く
れ
る
ま

で
帰
ら
な
い
と
い
っ
て
、
頑
強
に
反
抗
し
た
。
し
か
し
父

親
が
や
っ
て
来
て
、
私
た
ち
の
取
成
し
や
説
得
に
も
耳
を

貸
さ
ず
強
引
に
連
れ
て
帰
り
、
そ
の
ま
ま
家
に
監
禁
し
て

し
ま
っ
た
。
人
の
噂
で
は
、
父
親
は
息
子
に
手
酷
い
折
檻

さ
え
加
え
た
と
い
う
。 

 

私
が
Ｓ
君
と
再
会
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
余
り

過
ぎ
た
頃
の
、
中
学
同
級
生
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
彼
は

金
沢
の
某
土
木
会
社
の
企
画
部
長
に
な
っ
て
お
り
、
ク
ラ

ス
会
の
後
で
私
を
大
き
な
車
に
乗
せ
て
ホ
テ
ル
ま
で
送
っ

て
く
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
車
中
で
、
な
ん
と
次
の
よ
う
に

言
っ
た
の
で
あ
る
。「
お
い
、
お
前
今
度
の
町
長
選
挙
に

出
な
い
か
。
半
年
分
の
選
挙
運
動
資
金
と
、
も
し
も
落
選

し
た
ら
一
年
分
の
生
活
費
を
保
障
し
て
や
る
が
。」 

 

さ
て
こ
こ
で
、
話
し
を
私
の
高
校
時
代
に
戻
そ
う
。
高

校
二
年
の
秋
（
昭
和
二
六
年
、
一
九
五
一
）、
父
は
文
化

元
年
（
一
八
〇
四
）
ご
ろ
に
建
造
さ
れ
た
大
き
な
家
屋
敷

を
、
こ
れ
以
上
無
理
を
重
ね
て
維
持
す
る
の
に
耐
え
切
れ

ず
、
長
屋
門
と
呼
ば
れ
る
建
造
物
一
棟
と
家
族
の
住
む
一

角
だ
け
を
残
し
て
、
母
屋
の
大
部
分
を
解
体
し
競
売
に
か

け
た
。
図
版
１
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
作
成
さ
れ

た
「
家
屋
敷
百
分
一
之
図
」
の
一
部
分
を
転
写
し
た
も
の

で
あ
る
。
藩
主
前
田
侯
を
迎
え
る
時
だ
け
に
使
わ
れ
た
、

「
御
上
檀
」
と
呼
ば
れ
る
上
段
の
間
を
含
む
部
分
は
勿
論
、

仏
間
も
客
間
も
茶
室
も
す
べ
て
こ
の
時
に
失
わ
れ
、
今
に

残
っ
て
い
る
の
は
「
松
間
（
ま
つ
の
ま
）」「
竹
間
（
た
け

の
ま
）」「
梅
間
（
う
め
の
ま
）」「
居
間
（
お
い
ま
）」
と

  図版１ 
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写真２ 

写真３ 

そ
の
部
分
の
上
に
あ
る
二
階
の
二
間
、
古
二
階
と
呼
ば
れ

る
広
い
納
戸
、
お
よ
び
屋
根
裏
部
屋
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

写
真
２
は
取
り
壊
さ
れ
た
母
屋
の
正
面
部
分
、
写
真
３
は

現
存
す
る
長
屋
門
の
正
面
部
分
で
、
２
・
３
と
も
に
大
正

末
年
頃
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
高
校
二
年

ま
で
住
ん
だ
家
の
状
況
は
こ
の
二
枚
の
写
真
通
り
で
あ
っ

た
。 

 

本
屋
の
正
面
に
長
屋
門
を
置
く
配
置
は
加
賀
藩
に
独
特

の
十
村
（
と
む
ら
）
屋
敷
様
式
だ
と
、
幼
い
頃
に
祖
母
か

ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う

か
は
江
戸
時
代
建
築
史
に
う
と
い
私
に
は
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
広
い
式
台
を
備
え
た
表
玄
関
の
間
に
、
殿
様
の
為

の
上
檀
の
間
を
持
つ
部
分
が
直
接
に
繋
が
る
母
屋
の
様
式

は
、
決
し
て
加
賀
藩
の
十
村
屋
敷
に
独
特
の
も
の
と
は
言

え
ず
、
も
っ
と
広
い
地
域
の
庄
屋
の
屋
敷
に
共
通
す
る
様

式
ら
し
い
。
こ

の
こ
と
に
私
が

気
づ
い
た
の
は
、

福
山
の
近
く
の

神
邊

か
ん
な
べ

と
い
う
町

を
訪
れ
た
時
の

こ
と
で
あ
っ
た
。 

神
邊
は
周
知

の
如
く
菅
茶
山

の
黄
葉
夕
陽
村

舎
の
あ
る
所
で
、

か
つ
て
頼
山
陽

も
学
ん
だ
こ
の
学
塾
を
見
学
す
る
た
め
、
私
は
昭
和
五
一

年
十
一
月
の
あ
る
日
、
福
山
を
経
て
神
邊
に
行
き
、
菅
好

雄
氏
の
お
宅
を
訪
問
し
た
。
菅
氏
は
茶
山
の
ご
一
族
で
、

黄
葉
夕
陽
村
舎
の
現
在
の
持
ち
主
で
あ
る
。
菅
氏
の
ご
案

内
で
、
私
は
こ
の
建
物
と
そ
こ
に
収
蔵
さ
れ
た
品
々
を
拝

見
し
た
が
、
そ
の
折
に
神
邊
の
宿
駅
本
陣
を
も
見
学
す
る

こ
と
が
出
来
た
。 

 

神
邊
は
江
戸
時
代
山
陽
道
の
宿
駅
で
、
川
北
村
と
川
南

村
の
二
村
か
ら
な
り
、
川
北
村
に
は
西
本
陣
と
東
本
陣
の

二
つ
の
本
陣
が
あ
り
、
と
も
に
菅
波
家
が
こ
れ
を
経
営
し

て
い
た
。
菅
波
家
は
茶
山
の
父
の
家
で
、
菅
氏
の
ご
先
祖

の
本
家
で
も
あ
る
。
西
本
陣
は
菅
波
本
家
の
尾
道
屋
、
東

本
陣
は
分
家
の
本
荘
屋
が
担
当
し
、
前
者
は
殆
ど
黒
田
侯

の
専
用
宿
舎
で
あ
り
、
通
常
は
後
者
す
な
わ
ち
東
本
陣
が
、

宿
駅
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
本
荘
屋
の

東
本
陣
屋
敷
は

も
う
跡
を
留
め

て
お
ら
ず
、
今

も
当
時
と
殆
ど

同
じ
姿
で
保
存

さ
れ
て
い
る
の

は
、
本
家
尾
道

屋
の
本
陣
だ
け

で
あ
る
。
こ
の

建
物
は
、
重
要

文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
本
陣
の
本
屋
部
分
が
私
の

生
家
の
構
造
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
こ
の
尾
道
屋
本
陣
の
門
構
え
が
ど
う
な
っ
て
い

た
か
は
、
残
念
な
が
ら
記
憶
が
定
か
で
は
な
い
。
今
と
な

っ
て
は
も
う
、
神
邊
ま
で
出
か
け
て
、
尾
道
屋
本
陣
を
再

訪
す
る
の
は
難
し
い
。
も
し
こ
の
菅
茶
山
の
故
地
を
訪
れ

る
方
が
あ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
宿
駅
の
風
情
を
色
濃
く
残

す
宿
場
本
陣
の
建
築
構
造
を
詳
し
く
写
真
に
収
め
て
、
生

文
研
メ
ー
ル
の
発
行
所
に
お
寄
せ
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
切

に
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。 

 

西
鶴
版
『
徒
然
草
』 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話 

６ 
 
 
 
 

広
嶋 

進 

一
七
世
紀
に
は
、
空
前
の
『
徒
然
草
』
の
出
版
ブ
ー
ム

が
あ
っ
た
。
数
々
の
『
徒
然
草
』
版
本
や
各
種
の
注
釈
書

が
、
次
々
に
印
刷
・
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
注
釈
書
と
し
て
、
林
羅
山
『
野
槌
』

（
一
六
二
一
年
頃
成
立
）
、
松
永
貞
徳
『
な
ぐ
さ
み
草
』

（
一
六
五
二
年
頃
成
立
）、
北
村
季
吟
『
徒
然
草
文
段
抄
』

（
一
六
六
七
年
刊
）
な
ど
が
執
筆
さ
れ
、
い
ず
れ
も
広
く

流
布
し
た
。
そ
し
て
、
浅
香
山
井
の
『
徒
然
草
諸
抄
大

成
』（
一
六
八
八
年
刊
）
が
出
た
。
こ
の
書
は
、
一
三
種

の
先
行
注
釈
書
を
集
大
成
し
た
、
全
二
〇
巻
の
大
書
で
あ

る
。
そ
し
て
江
戸
時
代
を
通
じ
て
注
釈
書
版
本
三
〇
余
、

テ
キ
ス
ト
は
古
活
字
本
一
五
種
、
整
版
本
三
五
種
が
刊
行

さ
れ
る
に
至
っ
た
。 

こ
れ
ら
数
多
く
の
注
釈
書
は
、
儒
教
的
立
場
、
仏
教
的
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立
場
、
国
学
的
立
場
か
ら
書
か
れ
た
が
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
『
徒
然
草
』
が
近
世
前
期
の
知
識
人
や
庶
民
に

歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①

『
徒
然
草
』
が
新
時
代
の
教
訓
書
と
し
て
「
日
本
の
論

語
」
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
②
兼
好
が
遁
世
者
で
あ
り

な
が
ら
、
世
俗
の
出
来
事
に
関
心
を
持
つ
「
粋
法
師
」
で

あ
り
、
彼
の
現
世
に
対
す
る
観
察
や
感
想
が
近
世
人
に
支

持
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。 

西
鶴
の
第
五
遺
稿
集
に
『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』（
一
六

九
五
年
刊
）
と
い
う
書
が
あ
る
。
そ
の
書
名
か
ら
、
こ
の

書
は
西
鶴
版
の
『
徒
然
草
』
で
あ
る
と
一
般
に
は
考
え
ら

れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、『
徒
然
草
』
に
は
飲
酒
の
害
に

関
す
る
章
段
（
第
一
七
五
段
、
第
八
七
段
）
が
あ
り
、

『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』
中
の
七
章
は
酒
害
を
巡
る
話
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、『
徒
然
草
』
は
酒
の
こ
と
の
み
を
話

題
と
す
る
書
で
は
な
い
し
、
ま
た
『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』

の
他
の
一
一
章
は
『
徒
然
草
』
と
関
連
を
持
っ
て
は
い
な

い
。
そ
も
そ
も
、『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』
と
い
う
書
名
自

体
が
西
鶴
本
人
の
命
名
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
死

後
、
書
肆
が
勝
手
に
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。 

私
は
、
西
鶴
第
二
遺
稿
集
『
西
鶴
織
留
』（
一
六
九
四

年
刊
）
の
巻
三
～
六
こ
そ
が
、
西
鶴
が
自
ら
『
西
鶴
版
・

徒
然
草
』
と
し
て
執
筆
し
た
原
稿
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
定
し
て
い
る
。『
西
鶴
織
留
』
序
文
は
次
の
通
り
で

あ
る
。 風

は
形
な
ふ
し
て
松
に
響
き
、
花
は
色
あ
つ
て
物
言

は
ず
。
ま
な
こ
に
さ
へ
ぎ
る
こ
と
は
心
に
浮
か
び

（
二
三
五
段
）、
思
ふ
事
言
は
ね
ば
腹
ふ
く
る
ゝ
（
一

九
段
）
と
言
ふ
は
昔
。
や
つ
が
れ
が
小
さ
き
腹
し
て

つ
た
な
き
口
を
あ
け
て
、
世
間
の
よ
し
な
し
ご
と
を

筆
に
つ
ゞ
け
て
（
序
段
）、
こ
れ
を
『
世
の
人
心
』

と
名
づ
け
、
難
波
の
く
れ
は
鳥
織
り
留
む
る
物
（
兼

好
の
筵
織
り
伝
説
）
な
ら
し
。 

右
の
序
文
が
『
世
の
人
心
』
と
い
う
書
物
の
た
め
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
（ 

）
に
注
記

し
た
よ
う
に
、『
徒
然
草
』
の
い
く
つ
か
の
章
段
や
兼
好

伝
説
を
踏
ま
え
て
行
文
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
近
世
の
読
者
が
「
世
の
人
の
心
」「
世
間
の
人

の
心
」
を
書
い
た
作
品
と
し
て
、
第
一
に
想
起
し
た
作
品

は
『
徒
然
草
』
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、『
徒
然
草
』
注
釈
書
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。 

人
の
心
を
種
と
し
て
万
の
言
種
と
な
れ
る
と
い
ふ
。

（
略
）
か
や
の
姫
を
野
槌
と
も
言
へ
ば
、
草
の
種
を

つ
れ
づ
れ
し
る
し
て
『
野
槌
』
と
名
づ
く
。
（
『
野

槌
』
自
序
） 

 

そ
れ
人
の
天
然
の
心
は
明
な
る
鏡
の
ご
と
し
。

（
略
）（
仏
教
・
儒
教
・
道
教
は
）
み
な
心
の
一
字
を

説
く
に
は
過
じ
。（
略
）
兼
好
は
そ
の
跡
を
踏
み
て

（
略
）
人
を
し
て
名
利
の
諸
欲
を
は
な
れ
、
身
心
を

安
楽
な
ら
し
め
ん
事
を
教
へ
た
り
。
（
南
部
草
寿

『
徒
然
草
諺
解
』
序
、
一
六
六
九
年
刊
） 

こ
の
よ
う
に
「
人
の
心
」「
人
の
天
然
の
心
」
と
い
う

語
が
、
注
釈
書
の
序
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
野
槌
』
は

広
く
流
布
し
た
影
響
力
の
大
き
か
っ
た
注
釈
書
で
あ
る
が
、

自
ら
を
規
定
し
て
「
草
の
種
（
＝
人
の
心
）
を
つ
れ
づ
れ

し
る
し
」
た
書
と
し
て
い
る
。 

『
世
の
人
心
』
と
は
『
西
鶴
織
留
』
巻
三
～
六
に
該
当

す
る
と
私
は
判
断
し
て
い
る
（
そ
の
推
定
の
根
拠
に
つ
い

て
は
、
拙
著
『
西
鶴
探
究
』
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
）。『
世
の
人
心
』
は
、
見
過
ぎ
や
家
職
と
そ
れ

に
伴
う
「
人
の
心
」
を
綴
っ
た
随
筆
で
あ
り
、
移
ろ
い
易

い
人
の
心
を
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
本
作
以
降
、
西
鶴

は
説
話
的
な
作
品
を
執
筆
し
な
く
な
り
、
晩
年
の
傑
作

（『
万
の
文
反
古
』『
世
間
胸
算
用
』『
西
鶴
置
土
産
』）
へ

と
作
風
を
変
え
て
い
く
。
西
鶴
版
『
徒
然
草
』
＝
『
世
の

人
心
』
は
、
も
っ
と
広
く
読
ま
れ
て
よ
い
作
品
で
あ
り
、

ま
た
正
当
な
評
価
を
受
け
る
べ
き
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。 

 不
思
議
な
出
会
い
（
そ
の
六
） 

ハ
ワ
イ
大
学 Dr.

松
井 

 
 
 
 
 

横
山 

學 

三
十
年
近
く
通
っ
た
ハ
ワ
イ
大
学
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
図
書

館
に
居
る
と
、
い
つ
も
錯
覚
に
陥
り
ま
す
。
そ
の
建
物
五

階
の
奥
ま
っ
た
一
室
に
、
あ
る
い
は
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
机
の

向
こ
う
に
、
見
慣
れ
た
姿
が
座
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る
の
で
す
。
ぱ
り
っ
と
し
た
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
、
整
え
ら
れ

た
頭
髪
と
口
髭
。
突
然
や
っ
て
来
て
も
驚
い
た
様
子
も
な

く
、「
お
お
、
よ
お
来
た
の
ぉ
」
と
、
聞
き
な
れ
た
ア
ク

セ
ン
ト
で
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、
松
井
正
人
さ
ん
で
し
た
。
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松
井
さ
ん
は
坂
巻
駿
三
の
か
つ
て
の
院
生
で
、
図
書
館
に

勤
め
な
が
ら
、
薩
摩
藩
主
島
津
重
豪
の
研
究
で
歴
史
学
の

Ph.D.
を
取
り
ま
し
た
。
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
キ
ャ
ン

パ
ス
内
の
夏
期
大
学
の
一
室
で
、
琉
球
史
料
の
調
査
に
出

か
け
た
時
で
し
た
。
そ
の
時
は
未
だ
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー

レ
ー
も
坂
巻
駿
三
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
再
び
訪
れ
た

の
は
、
宝
玲
叢
刊
（
本
邦
書
籍
）
の
編
集
会
議
の
時
で
し

た
。
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
集
め
た
琉
球
関
係
の
書
物

を
資
料
集
と
し
て
刊
行
す
る
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
で
し
た
。

こ
の
企
画
で
、
『
琉
球
教
育
』
『
琉
球
所
属
問
題
関
係
資

料
』『
神
戸
貿
易
新
聞
』『
江
戸
期
琉
球
物
資
料
集
覧
』
が

形
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
琉
球
史
料
（
宝
玲
文
庫

本
）
の
調
査
を
進
め
る
う
ち
に
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
、

坂
巻
駿
三
、
坂
巻
家
の
人
び
と
、
坂
西
志
保
へ
と
関
心
が

繋
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

松
井
さ
ん
か
ら
は
色
々
な
場
所
で
様
々
な
こ
と
を
教
わ

り
ま
し
た
。
生
い
立
ち
か
ら
戦
後
間
も
な
い
同
志
社
の
学

生
時
代
。
ガ
リ
オ
ア
基
金
で
大
学
図
書
館
員
と
し
て
ア
メ

リ
カ
に
留
学
し
、
そ
の
ま
ま
居
つ
い
て
ハ
ワ
イ
に
移
っ
て

来
た
こ
と
。
失
敗
談
や
ア
メ
リ
カ
で
生
活
す
る
上
で
の
忠

告
な
ど
。
と
く
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｋ
（
中
国

語
・
日
本
語
・
韓
国
語
）
言
語
の
文
献
を
取
り
扱
う
東
洋

文
庫
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
の
こ
と
で
し
た
。
外
国
で
こ
れ

ら
の
文
献
を
整
え
て
管
理
し
、
学
生
や
研
究
者
な
ど
の
外

国
人
の
手
助
け
を
す
る
仕
事
で
す
。
母
語
の
能
力
は
も
と

よ
り
英
語
に
堪
能
で
、
そ
し
て
文
献
情
報
に
精
通
し
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
文
献
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン

は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
部
署
に
一
人
し
か
配
置
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
選
書
か
ら
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ま
で
を
こ
な
し
、

日
本
か
ら
の
学
生
や
研
究
者
へ
の
手
助
け
も
任
さ
れ
ま
す
。

短
期
間
の
滞
在
で
効
率
よ
く
資
料
を
集
め
た
い
と
い
う
我

侭
に
も
、
手
際
よ
く
応
え
て
く
れ
ま
す
。
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
、

シ
カ
ゴ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
エ
ー
ル
、
ピ

ッ
ツ
バ
ー
ク
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
シ
ア
ト
ル
の
大
学
図

書
館
の
仲
間
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
仕
事
の
難
し
さ
や
、

多
く
の
留
学
生
や
研
究
者
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
懐
か

し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
現
在
研
究
中
の
坂
西
志

保
も
、
戦
前
に
米
国
議
会
図
書
館
の
日
本
文
庫
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ア
ン
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
坂
西
の
果
た
し
た

役
割
と
仕
事
の
内
容
を
考
え
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
話
は

有
難
い
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
松
井
さ
ん
の
語
る
坂
巻
駿

三
の
姿
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ホ
ー
レ
ー
の
研
究
を
進
め
て
ゆ

く
な
か
で
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。
ホ
ー
レ
ー
の
死
後
、

売
り
立
て
に
よ
っ
て
散
逸
し
そ
う
に
な
っ
た
宝
玲
文
庫
の

う
ち
、
琉
球
関
係
の
書
物
（
約
二
千
冊
）
を
買
い
取
り
、

学
内
外
に
協
力
を
呼
び
か
け
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
も
た
ら
し

た
の
は
坂
巻
駿
三
で
し
た
。
学
内
業
政
に
も
手
腕
を
振
る

っ
た
坂
巻
を
、
公
私
と
も
に
近
く
で
見
て
い
た
松
井
さ
ん

の
話
で
、
わ
た
く
し
の
坂
巻
像
は
深
ま
り
ま
し
た
。 

松
井
さ
ん
が
体
調
を
崩
し
て
静
養
を
始
め
た
と
き
、
ワ

イ
キ
キ
を
一
望
で
き
る
ペ
ン
ト
ハ
ウ
ス
の
自
宅
を
訪
れ
ま

し
た
。
そ
の
日
は
偶
然
に
も
、
本
土
か
ら
来
た
戦
艦
ミ
ズ

ー
リ
ー
が
ワ
イ
キ
キ
沖
を
曳
航
さ
れ
て
真
珠
湾
へ
向
か
う

日
で
し
た
。
戦
艦
ア
リ
ゾ
ナ
や
潜
水
艦
ボ
ー
フ
ィ
ン
と
と

も
に
、
太
平
洋
戦
争
の
証
人
と
し
て
係
留
展
示
さ
れ
る
た

め
で
し
た
。
巨
大
な
船
体
の
詳
細
ま
で
、
ベ
ッ
ト
の
位
置

か
ら
も
は
っ
き
り
と
見
え
ま
し
た
。
戦
後
の
歴
史
の
ひ
と

区
切
り
を
そ
れ
ぞ
れ
に
感
じ
、
日
本
の
思
い
出
な
ど
取
り

止
め
の
な
い
話
を
交
わ
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
最
後
の
会
話

と
な
る
こ
と
は
お
互
い
に
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
と
て
も

爽
や
か
な
「
お
別
れ
」
の
ひ
と
時
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
ま
す
。 

わ
た
く
し
の
住
ま
い
の
近
く
に
は
、
宝
暦
年
間
に
創
建

さ
れ
た
日
蓮
宗
の
法
昌
山
大
林
寺
が
あ
り
ま
す
。
楠
木
の

巨
木
は
屋
並
の
上
に
葉
を
茂
ら
せ
、
散
歩
の
時
の
目
印
で

す
。
大
木
の
傍
ら
に
は
帝
釈
堂
が
あ
り
、
そ
の
木
陰
に
松

井
さ
ん
が
眠
っ
て
い
ま
す
。
分
骨
さ
れ
た
一
部
は
、
妻
ア

デ
リ
ー
ナ
に
よ
っ
て
ハ
ワ
イ
の
墓
地
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
同
郷
の
好

よ
し
み

」
と
い
う
言
葉
に
わ
た
く
し
は
馴
染
め
ま

せ
ん
が
、
様
々
な
因
縁
に
ひ
と
は
結
ば
れ
て
生
き
て
い
る

こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

編
集
後
記 

講
演
紹
介
。
横
山
學
（
所
員
）、
特
別
講

演
「
知
ら
れ
ざ
る
琉
球
使
節
」、
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料

館
、
平
成
十
八
年
十
月
二
十
二
日
。
特
別
展
「
琉
球
使
節

展
」（
十
月
十
三
日
～
十
一
月
二
十
六
日
）
の
一
部
と
し

て
。 購

入
資
料
の
紹
介 

『
山
陽
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
創
刊
号
～
二
百
十
二
号
（
昭
和

三
十
四
年
七
月
十
日
）
～
二
百
十
二
号
（
五
十
三
年
八
月

二
十
五
日
）。
岡
山
郷
土
雑
誌
、
Ｂ
５
版
。（
Ｙ
） 


