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日
本
人
と
海
藻
の
か
か
わ
り
（
13
） 

江
戸
時
代
の
本
草
書
に
み
る
海
藻
の
効
能 

今
田
節
子 

本
草
書
の
性
格
を
知
る
た
め
に
本
草
学
に
つ
い
て
紐
解

い
て
み
る
と
、〇
中
国
の
薬
物
学
で
、
薬
用
と
す
る
植
物
、

動
物
、
鉱
物
に
つ
き
、
そ
の
形
態
、
産
地
、
効
能
な
ど
を

研
究
す
る
も
の
〈〇
日
本
で
は
奈
良
朝
以
降
、
遣
唐
使
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
全
盛
を
き
わ
め
た
。
貝

原
益
軒
以
降
は
、
日
本
に
野
生
す
る
植
物
、
動
物
な
ど
の

博
物
的
な
研
究
に
発
展
し
、
明
治
に
至
っ
て
、
主
に
植
物

学
、
生
薬
学
に
受
け
継
が
れ
た
〈
と
あ
る
（〉
日
本
国
語

大
事
典
《
第
十
二
巻
・
第
二
版
）。
江
戸
時
代
初
期
に
は

数
々
の
本
草
書
が
刊
行
さ
れ
、
前
報
で
述
べ
た
民
間
伝
承

に
酷
似
し
た
海
藻
の
効
能
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
西

洋
医
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
発
達
す
る
ま
で
、
近
世
・
近

代
初
期
に
お
い
て
は
多
く
の
食
べ
物
に
効
能
が
期
待
さ
れ
、

病
気
の
予
防
、
症
状
の
軽
減
、
治
療
に
使
わ
れ
て
お
り
、

海
藻
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

本
報
で
は
海
藻
の
効
能
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
〉
日
用

食
性
《（
一
六
三
一
～
一
七
一
二
）、〉
閲
甫
食
物
本
草
《

（
一
六
七
一
）、〉
庖
厨
備
用
倭
名
本
草
《（
一
六
八
四
）、

〉
食
用
簡
便
《（
一
六
九
七
）
な
ど
の
本
草
書
か
ら
海
藻

の
効
能
や
使
い
方
を
紹
介
し
て
み
た
い
。 

本
草
書
に
み
ら
れ
る
効
能 

 
 
 
 

（
注:

△
印
は
摂
食
禁
止
ま
た
は
多
食
禁
止
） 

々 

褐
藻
類 

〆 

コ

ン

ブ 

十
二
種
の
水
腫
を
治
し
、
の
ど
の
こ
ぶ 

や
腫
れ
物
を
治
す
。
吐
血
、
下
血
、
黄
疸
、
脚
気
を
治
め

る
、
利
尿
作
用
。
内
臓
を
穏
や
か
に
保
つ
、
皮
膚
に
潤
い

を
与
え
る
。
△
コ
ン
ブ
を
生
で
多
食
し
て
は
い
け
な
い
。

△
久
し
く
食
す
と
や
せ
る
。
△
脾
胃
虚
冷
の
人
は
食
す
べ

か
ら
ず
。 

ワ

カ

メ 

あ
つ
も
の
と
し
て
飯
と
食
べ
る
と
産
後
の

悪
血
を
下
す
。
脚
気
、
頭
痛
、
喀
痰
を
治
す
、
利
尿
作
用
、

便
通
を
よ
く
す
る
。
胸
膜
、
隔
膜
の
炎
症
を
お
さ
え
る
。

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
る
。
△
食
欲
不
振
、
婦
人
病
、
産

後
は
摂
食
禁
止
。 

ヒ

ジ

キ 

こ
ぶ
、
結
核
、
腫
瘍
に
効
く
。
解
毒
作
用
。

△
多
食
す
れ
ば
冷
病
、
腎
臓
病
、
腰
痛
、
脚
気
を
病
む
。 

モ

ズ

ク 

こ
ぶ
の
固
ま
り
を
消
す
。
長
患
い
を
治
す
、

利
尿
作
用
。
気
持
ち
悪
さ
を
解
消
す
る
、
気
持
ち
を
落
ち

着
か
せ
る
。
△
多
食
す
る
と
脾
臓
を
傷
つ
け
る
。
△
生
モ

ズ
ク
は
病
人
、
小
児
、
虚
冷
の
者
は
摂
食
禁
止
。 

々 

紅
藻
類 

〆 

ノ

リ 

熱
を
も
っ
て
喉
が
ふ
さ
が
り
食
べ
に
く
い

と
き
煮
汁
を
用
い
る
。
こ
ぶ
、
脚
気
に
効
く
、
心
臓
の
痛

み
を
治
す
解
熱
作
用
。
気
の
滞
り
に
効
く
、
気
持
ち
を
落

ち
着
か
せ
る
△
多
食
す
れ
ば
腹
痛
、
白
沫
を
吐
く
。（
熱

し
た
酢
を
尐
し
飲
む
こ
と
で
解
消
）
△
痰
呟
、
水
腫
に
は

摂
食
禁
止
。 

テ
ン
グ
サ
、
ト
コ
ロ
テ
ン 

下
痢
、
尿
道
炎
、
目
ま
い
を

治
す
解
熱
作
用
、
胸
膜
の
炎
症
を
お
さ
え
る
。
便
通
を
よ

く
す
る
、
暑
気
当
た
り
を
治
す
。
△
腹
の
弱
い
人
は
食
べ

て
は
な
ら
な
い
。
△
妊
婦
は
多
食
し
て
は
い
け
な
い
。
△

生
文
研
メ
ー
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腹
部
を
冷
や
し
、
腹
痛
を
起
こ
す
。 

シ

ラ

モ 

喉
の
こ
ぶ
に
よ
る
熱
を
下
げ
る
。
悪
性 

 
 
 
 
 
 

の
で
き
も
の
に
効
く
、
浮
腫
を
治
す
。
利
尿
作
用
、
胃
も

た
れ
、
腹
部
の
激
痛
に
効
く
。
血
液
の
循
環
を
よ
く
す
る
。

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
る
。 

々 

緑
藻
類 

〆 

ア

サ

オ 

水
を
下
し
利
尿
剤
、
糖
尿
病
を
治
す
。
胸

や
下
腹
の
病
に
よ
る
気
分
の
悪
さ
を
解
消
す
る
。 

ア
オ
ノ
リ 

こ
ぶ
に
効
く
、
痔
を
治
す
、
虫
下
し
に 

 
 
 
 
 
 

効
く
。
胸
や
腹
部
の
冷
え
を
治
す
、
胆
石
諸
毒
を
下
す
。

下
痢
や
嘔
吐
を
止
め
る
、
胸
痛
や
腹
痛
を
治
め
る
。
は
や

り
病
を
治
す
、
心
臓
病
に
よ
い
、
消
渇
を
治
す
。
化
膿
性

伝
染
病
に
塗
る
と
効
き
目
あ
り
。
目
の
病
を
治
す
、
体
を

温
め
る
。
穀
類
を
消
化
す
る
、
胃
の
働
き
を
活
発
に
す
る
。 

ミ 
 

ル 

虫
刺
さ
れ
に
よ
る
腫
れ
を
治
す
。
消
化
不

良
、
下
痢
を
治
す
、
嘔
吐
、
下
血
に
効
く
。
痔
漏
に
効
く
、

脚
気
、
風
邪
、
皮
膚
病
を
治
す
。
目
の
病
気
に
効
く
。 

 

 

糖
尿
病
な
ど
の
内
分
泌
や
代
謝
異
常
の
病
気
と
続
く
。

ま
た
、
悪
性
の
で
き
も
の
や
瘤
に
ま
で
効
く
と
い
う
記
載

が
み
ら
れ
る
が
、
現
在
で
も
大
変
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。 

海
藻
の
使
い
方
ま
で
明
記
し
た
本
草
書
は
多
い
と
は
い

え
な
い
が
、〉
食
用
簡
便
《
に
は
効
能
と
と
も
に
使
い
方

が
比
較
的
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
使
い
方
の
多
く
は

料
理
と
し
て
の
利
用
で
、
コ
ン
ブ
を
温
湯
で
茹
で
て
細
か

く
刻
み
、
醤
油
味
の
煮
物
や
汁
物
と
す
る
、
乾
燥
ワ
カ
メ

を
洗
い
味
噌
汁
の
具
と
す
る
、
茹
で
て
乾
燥
し
た
ヒ
ジ
キ

を
醤
油
ま
た
は
味
噌
で
煮
る
な
ど
、
煮
物
・
汁
物
で
の
利

用
が
六
割
近
く
を
し
め
、
消
化
器
系
、
循
環
器
系
、
内
分

泌
・
代
謝
異
常
、
腎
臓
・
泌
尿
器
系
、
感
染
症
、
そ
し
て
、

寄
生
虫
に
よ
る
病
気
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
や
症
状
に
効

き
目
が
あ
っ
た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
乾
燥
ワ
カ

メ
を
細
か
く
刻
ん
で
酒
と
和
え
る
、
ヒ
ジ
キ
を
湯
に
浸
し

て
や
わ
ら
か
く
し
て
胡
麻
味
噌
で
和
え
る
、
乾
燥
マ
ク
サ

（
テ
ン
グ
サ
）
を
水
で
煮
て
溶
け
る
と
布
で
漉
し
て
盆
に

流
し
冷
や
し
固
め
る
（
ト
コ
ロ
テ
ン
）
な
ど
、
和
え
物
や

浸
し
物
、
寄
せ
物
類
は
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
角
膜
の

炎
症
を
抑
え
る
効
果
が
あ
る
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
、
特
定
の
病
気
の
治
療
や
症
状
の
軽
減
に
適
し
た
使

用
法
と
い
う
よ
り
、
海
藻
の
性
質
を
活
か
し
た
料
理
法
で

あ
り
、
そ
れ
が
病
気
の
治
療
に
繋
が
っ
た
と
い
う
方
が
適

切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
本
草
書
に
記
載
さ
れ
た
効
能
は
、
病
気

の
治
療
や
症
状
の
軽
減
に
効
く
、
い
わ
ゆ
る
医
薬
的
効
能

が
主
体
で
、
食
べ
る
と
害
に
な
る
摂
食
禁
止
と
多
食
禁
止

に
関
す
る
内
容
も
そ
の
一
環
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

医
薬
的
効
能
と
と
も
に
健
康
維
持
や
美
容
に
効
果
の
あ
る

保
健
食
と
し
て
の
機
能
、
精
神
的
意
味
も
含
ん
だ
行
事
食

を
通
し
て
の
効
用
な
ど
、
広
い
範
囲
を
含
む
民
間
伝
承
の

効
能
（
前
報
）
に
比
べ
本
草
書
の
効
能
は
よ
り
医
薬
的
性

格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
医
薬

的
効
能
の
内
容
や
料
理
と
し
て
の
使
い
方
な
ど
両
者
に
は

共
通
点
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
海
藻
は
現
在
で
い
う
機
能

性
食
品
で
あ
り
、
効
能
を
持
つ
食
べ
物
と
し
て
の
海
藻
の

食
習
慣
は
、
本
草
書
の
研
究
お
よ
び
聴
き
取
り
調
査
結
果

か
ら
み
る
限
り
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
近
代
初
期
の

伝
統
的
食
生
活
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
と
い
え
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
文
字
通
り
医
食
同
源
、
薬
食
同
源
の
性
質

を
持
っ
た
食
習
慣
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。 

》
主
な
参
耂
文
献
「
上
野
益
三
監
修
、
吉
井
始
子
編
〉
食

物
本
草
本
大
成
《
一
、
四
、
六
、
七
、
八
巻
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
〇
年
。
今
田
節
子
〉
海
藻
の
食
文
化
《、
成
山
堂

書
店
、
二
〇
〇
三
年
。 

 

体
験
的
生
活
文
化
史 

昭
和
編 

そ
の
十
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
田
義
之 

私
た
ち
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
仏
教
寺
院
に
親
し
み
、
仏
像

も
日
常
に
見
慣
れ
て
い
る
が
、
と
も
す
る
と
そ
れ
ら
が
す

べ
て
い
わ
ゆ
る
〇
大
乗
仏
教
〈
の
世
界
の
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
長
い
年
月
を
経
て
日
本
化
し
た
末
の
形
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
学
識
や
理
論
は
さ
て
お
い
て
、
と
か
く
忘

れ
が
ち
で
あ
る
。 

セ
イ
ロ
ン
島
で
訪
れ
た
仏
教
寺
院
の
写
真
は
前
回
の
最

終
頁
に
載
せ
て
お
い
た
が
、
い
き
な
り
こ
の
建
物
を
見
て

仏
教
寺
院
だ
と
わ
か
る
ほ
ど
、
私
に
は
南
方
の
小
乗
仏
教

に
つ
い
て
の
知
識
は
な
か
っ
た
。
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に

案
内
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
有
名
な
寺
院
で
あ

る
と
い
う
の
で
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
た
が
、
仏
様
を
拝

も
う
と
中
に
入
っ
て
、
今
度
は
本
当
に
驚
い
た
。 

入
口
は
直
接
に
本
尊
（
釈
迦
像
）
の
大
き
な
座
像
（
写

真
１
）
の
据
え
ら
れ
た
円
形
の
大
広
間
へ
と
つ
な
が
り
、
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そ
の
大
広
間
は
全
体
を
回
廊
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
回
廊
の

壁
に
は
規
則
正
し
く
配
置
さ
れ
た
龕
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
一
つ
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
年
齢
の
仏
陀
の
像
が

祀
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
見
た
瞬
間
に
息
を
の

む
ほ
ど
鮮
明
な
、
原
色
の
極
彩
色
（
写
真
２
）
な
の
で
あ

る
。
そ
の
上
、
丸
く
大
き
く
目
を
見
開
き
、
ほ
と
ん
ど
笑

い
だ
さ
ん
ば
か
り
に
愛
想
の
い
い
顔
つ
き
の
仏
さ
ま
も
多

い
。
日
本
で
見
慣
れ
た
仏
様
た
ち
は
、
お
お
む
ね
静
か
に

瞑
想
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
南
方
の
暑
い

国
々
で
は
、
そ
れ
で
は
人
々
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
の

か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
は
こ
の
地
の
人
々
の
求
め
る
魂

の
安
ら
ぎ
に
関
係
す
る
問
題
だ
か
ら
、
若
か
っ
た
私
に
は

そ
の
謎
の
解
き
よ
う
も
な
く
、
日
本
仏
教
の
慣
れ
親
し
ん

だ
観
念
で
は
対
応
で
き
な
い
も
の
が
も
う
す
で
に
こ
こ
に

あ
る
、
と
い
う
当
惑
の
み
を
土
産
に
し
て
帰
船
し
た
よ
う

に
記
憶
す
る
。 

セ
イ
ロ
ン
島
コ
ロ
ン
ボ
の
次
の
寄
港
地
は
ボ
ン
ベ
イ
、

現
在
の
ム
ン
バ
イ
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ン

ド
の
外
国
貿
易
の
半
分
近
く
を
扱
う
港
と
空
港
、
各
種
工

業
、
官
公
庁
、
商
社
、
銀
行
な
ど
持
つ
イ
ン
ド
最
大
の
都

市
で
あ
る
。
一
五
三
四
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
と
な
り
、
一

六
六
一
年
に
英
国
の
手
に
移
っ
て
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
東

イ
ン
ド
会
社
の
拠
点
と
し
て
大
い
に
繁
栄
し
た
。
英
国
か

ら
イ
ン
ド
に
返
還
さ
れ
た
の
を
期
に
、
一
九
九
六
年
に
名

称
を
植
民
地
化
す
る
前
の
ム
ン
バ
イ
に
戻
し
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
が
、
私
た
ち
が
こ
の
地
を
通
過
し
た
の
は
一
九

五
九
年
だ
っ
た
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
ボ
ン
ベ
イ
と
呼
ば
れ
て

い
た
時
代
で
あ
る
。 

 

船
が
こ
の
港
に
入
っ
て
着
岸
し
た
時
、
私
た
ち
は
驚
く

べ
き
光
景
を
目
に
し
た
。
私
た
ち
の
船
は
こ
の
港
で
食
料

や
水
な
ど
を
大
量
に
補
給
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
、
大
き
な
木
箱
を
幾
つ
も
ク
レ
ー
ン
で
埠
頭
か
ら
吊
り

上
げ
て
、
船
内
に
運
び
込
ん
で
い
た
。
そ
の
内
の
何
個
目

か
が
、
中
空
で
突
然
ク
レ
ー
ン
の
フ
ッ
ク
か
ら
外
れ
て
コ

ン
ク
リ
ー
ト
岸
壁
の
上
に
落
下
し
、
箱
が
壊
れ
て
中
に
入

っ
て
い
た
沢
山
の
青
果
物
が
あ
た
り
に
散
乱
し
た
。
す
る

と
物
陰
に
隠
れ
て
い
た
多
く
の
現
地
人
が
突
然
群
れ
を
な

し
て
飛
び
か
か
り
、
野
菜
や
果
物
な
ど
を
手
当
た
り
次
第

に
手
か
ご
や
袋
な
ど
に
詰
め
込
み
始
め
た
。
そ
し
て
彼
ら

を
制
止
し
よ
う
と
駆
け
つ
け
た
警
吏
た
ち
が
棍
棒
を
ふ
り

ま
わ
し
、
群
衆
に
混
じ
っ
て
い
た
尐
年
を
一
人
か
二
人
捕

ま
え
て
い
る
隙
に
、
あ
っ
と
言
う
間
に
、
再
び
全
員
が
警 

  

吏
た
ち
の
手
を
掻
い
潜
っ
て
逃
走
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

騒
ぎ
は
す
ぐ
に
収
ま
っ
て
、
一
面
に
飛
び
ち
っ
て
い
た
も

の
は
片
づ
け
ら
れ
、
木
箱
な
ど
を
積
み
こ
む
作
業
は
、
何

事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
っ
た
。 

船
の
上
か
ら
こ
の
一
瞬
の
活
劇
を
眺
め
て
い
た
私
は
、

隣
に
立
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
船
員
に
、
こ
ん
な
こ
と

は
珍
し
く
な
い
の
か
と
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
彼
は
、

〇
ク
レ
ー
ン
で
荷
を
上
げ
下
ろ
し
て
い
る
の
も
、
荷
を
は

ず
し
て
落
と
し
た
の
も
、
散
乱
し
た
品
物
を
さ
ら
っ
て
い

っ
た
群
衆
も
、
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
駆
け
寄
っ
た
警
吏
た

ち
も
、
み
な
現
地
の
人
た
ち
な
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
立
場
は

違
っ
て
も
、
お
互
い
の
気
持
ち
は
通
じ
合
っ
て
い
て
、
結 

局
は
捕
ま
っ
た
尐
年
が
警
察
で
お
説
教
を
食
ら
う
と
い
う 

だ
け
で
、
食
品
を
買
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
人
々
が
救
済

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
商 

 

  

》
写
真
１
「
セ
イ
ロ
ン
島
コ
ロ
ン
ボ
の
寺
院
本
尊
。 

》
写
真
２
「
コ
ロ
ン
ボ
の
寺
院
大
広
間
回
廊
の
一
つ
。
龕
に
鎮
座
す

る
仏
陀
像
。
黒
く
写
っ
て
い
る
の
は
鮮
や
か
な
赤
色
。 
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品
に
保
険
が
か
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
不
合
法
だ

が
合
理
的
な
貧
民
救
済
の
一
つ
の
形
式
な
ん
で
す
よ
〈
と

い
う
よ
う
な
説
明
を
し
て
く
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

私
に
は
植
民
地
政
策
の
現
実
が
尐
し
ず
つ
体
感
で
き
始
め

た
よ
う
に
思
う
。
翌
日
は
同
じ
場
所
か
ら
新
し
い
船
客
た

 

  

ち
が
船
に
乗
り
込
ん
で
き
て
、
昨
日
の
事
件
な
ど
も
う
誰

の
記
憶
に
も
残
っ
て
い
な
い
様
子
だ
っ
た
。
彼
ら
の
服
装

は
華
美
で
、
ス
タ
イ
ル
も
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
珍

し
い
も
の
が
多
か
っ
た
（
写
真
３
）。
そ
し
て
間
も
な
く

船
は
次
の
寄
港
地
に
向
け
て
出
港
し
た
。
九
月
八
日
の
こ

 

  

と
で
あ
る
。 

 

ボ
ン
ベ
イ
か
ら
乗
り
込
ん
で
き
た
客
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
を
除
け
ば
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
人
が
大
半
で
、
し
か

も
富
裕
な
階
級
の
人
た
ち
が
多
か
っ
た
。
当
時
の
私
は
日

本
で
イ
ン
ド
の
上
流
階
級
の
風
俗
に
接
す
る
機
会
が
ほ
と

 

  

》
写
真
３
「
ボ
ン
ベ
イ
埠
頭
。
こ
こ
か
ら
乗
船
す
る
客
が
昇
っ
て

く
る
の
が
見
え
る
。 

 
 

 

》
写
真
４
「
紅
海
で
知
り
合
っ
た
安
南
人
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
修
道
僧
。

平
服
立
ち
姿
は
横
浜
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
。 

 
 

 
》
写
真
５
「
湯
が
い
た
海
老
の
山
を
囲
ん
で
立
つ
コ
ッ
ク
た
ち
。

左
端
、
肩
章
を
つ
け
て
い
る
の
が
メ
ー
ト
ル
・
ド
テ
ル
。 
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ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
特
に
若
い
女
性
の
服
装
や
化
粧
、

そ
し
て
人
に
接
す
る
際
の
高
慢
な
態
度
な
ど
が
印
象
的
だ

っ
た
。
二
等
（
ツ
ー
リ
ス
ト
ク
ラ
ス
）
船
客
の
甲
板
の
雰

囲
気
が
か
な
り
変
化
し
、
客
種
も
多
彩
に
な
っ
た
が
、
船

は
十
三
日
に
ジ
ブ
テ
ィ
（Djibouti

、
紅
海
の
入
口
に 

あ
る
フ
ラ
ン
ス
領
の
港
湾
都
市
、
ア
デ
ン
の
ほ
ぼ
対
岸
に

位
置
す
る
）
を
経
て
紅
海
に
入
り
、
激
し
か
っ
た
イ
ン
ド

洋
の
波
と
う
ね
り
か
ら
ま
る
で
嘘
の
よ
う
に
開
放
さ
れ
て
、

静
か
に
、
滑
る
よ
う
に
航
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

こ
ろ
、
先
に
サ
イ
ゴ
ン
か
ら
ど
や
ど
や
と
乗
船
し
て
き
た

数
人
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
修
道
僧
と
知
り
合
っ
た
が
、
彼

ら
は
安
南
人
で
、
よ
く
修
業
に
励
み
優
秀
で
あ
る
こ
と
が 

フ
ラ
ン
ス
人
神
父
か
ら
認
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
修
道
院

に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
こ
に
も
植
民
地
政
策
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
よ

う
な
気
が
し
た
が
、
彼
ら
は
純
真
で
、
現
地
人
の
エ
リ
ー

ト
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
た
の
は
好
も
し
か
っ
た
。

我
々
が
み
な
同
じ
給
費
留
学
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

互
い
に
安
心
し
て
い
ろ
い
ろ
と
話
し
合
っ
た
こ
と
を
思
い

出
す
（
写
真
４
）。 

 

紅
海
か
ら
ス
エ
ズ
運
河
に
か
か
る
こ
ろ
、
船
は
途
中
で

エ
ジ
プ
ト
見
物
を
す
る
客
を
下
ろ
し
て
、
な
ん
と
な
く
閑

散
と
し
た
感
じ
に
な
っ
た
。
一
等
船
客
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
ツ
ー
リ
ス
ト
ク
ラ
ス
の
客
た
ち
も
多
数
上
陸
し
て
し

ま
い
、
船
に
残
っ
た
の
は
私
た
ち
を
含
め
て
、
手
持
ち
外

貨
に
余
裕
の
な
い
連
中
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
船
内

残
留
組
の
心
を
慰
め
る
意
図
か
ら
で
あ
ろ
う
、
ツ
ー
リ
ス

ト
ク
ラ
ス
の
メ
ー
ト
ル
・
ド
テ
ル
（maitre d

’hôtel

、

食
堂
総
支
配
人
）
の
肝
い
り
で
、
九
月
十
三
日
の
夕
食
に

は
大
き
な
エ
ビ
の
大
判
振
る
舞
い
（
写
真
５
）
が
行
な
わ

れ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
に
、
船
は
い
よ
い
よ
ス
エ
ズ
運

河
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

砂
糖
と
日
本
人 

 

 
 

西
鶴
研
究
こ
ぼ
れ
話 

13 

広
嶋 

進 

西
鶴
の
遺
稿
に
〉
万
の
文
反
古
（
よ
ろ
ず
の
ふ
み
ほ
う

ぐ
）《
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
書
簡
体
小
説

集
で
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
刊
行
で
あ
る
。
全
部
で

十
七
の
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
接
待

料
理
を
扱
っ
た
章
が
あ
る
。 

そ
こ
に
は
献
立
の
添
削
が
記
さ
れ
て
い
て
、
後
段
（
デ

ザ
ー
ト
）
に
関
し
て
興
味
深
い
注
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

後
段
に
寒
ざ
ら
し
の
冷
や
し
餅
、
ま
た
吸
い
物
、
き 

 
 
 
 

す
ご
の
細
作
り
、
酒
ひ
と
つ
呑
ま
れ
て
後
、
早
鮨
、
蓼

（
た
で
）
は
食
べ
ら
れ
ず
候
。
山
椒
・
は
じ
か
み
置
き
合

は
せ
て
御
出
し
、
そ
の
あ
と
に
、
日
野
ま
く
は
う
り
に
砂

糖
か
け
出
し
、（
巻
一
の
四｢

来
る
十
九
日
の
栄
耀
献
立｣

）

（
訳 

我
が
ご
主
人
様
は
デ
ザ
ー
ト
に
つ
き
ま
し
て
は
、

寒
ざ
ら
し
の
冷
や
し
餅
と
キ
ス
の
細
作
り
の
吸
い
物
を
飲

み
、
酒
を
一
杯
呑
ま
れ
て
か
ら
、
一
夜
寿
司
を
召
し
上
が

り
ま
す
。
た
だ
し
、
ご
主
人
は
蓼
を
お
食
べ
に
な
り
ま
せ

ん
の
で
、
山
椒
か
生
薑
を
付
け
合
わ
せ
て
お
出
し
く
だ
さ

い
。
そ
の
あ
と
で
日
野
産
の
真
桑
瓜
に
砂
糖
を
か
け
て
お

出
し
く
だ
さ
い
） 

こ
の
献
立
か
ら
、
元
禄
時
代
に
は｢

瓜｣

に｢

砂
糖｣

を
か

け
て
食
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
、
砂
糖
は
清

や
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
輸
入
品
が
主
で
あ
り
、
貴
重
品
で
あ

っ
た
。 

十
八
世
紀
初
め
に
な
る
と
徳
川
吉
宗
は
砂
糖
の
自
給
政

策
を
打
ち
出
す
。
そ
し
て
十
八
世
紀
末
ご
ろ
に
は
、
東
海

や
西
日
本
地
方
で
砂
糖
が
本
格
的
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
特
に
讃
岐
で
は
最
高
級
の
白
砂
糖
（
現
在
の
和
三

盆
）
が
作
り
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
砂
糖
は
主
と
し
て
和

菓
子
用
で
あ
る
。 

徳
川
時
代
後
期
に
な
る
と
、
江
戸
を
中
心
と
し
て
料
理

に
も
砂
糖
が
使
わ
れ
出
す
よ
う
に
な
る
。
喜
田
川
守
貞

（
一
八
一
〇
年
生
ま
れ
）
は
幕
末
の
江
戸
と
大
坂
の
味
の

違
い
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
。 

江
戸
は
専
ら
鰹
節
だ
し
に
味
醂
酒
を
加
へ
、
あ
る
ひ
は

砂
糖
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
へ
、
醤
油
を
も
つ
て
塩
味
を
付

く
る
。（
〉
近
世
風
俗
志
《
巻
五
）（
訳 

江
戸
の
人
は
も

っ
ぱ
ら
鰹
節
の
だ
し
に
、
み
り
ん
酒
ま
た
は
砂
糖
を
加
え
、

醤
油
で
塩
味
を
つ
け
て
い
る
。） 

江
戸
の
人
は｢

み
り
ん
酒
ま
た
は
砂
糖｣

を
用
い
る
が
、

京
・
大
坂
の
人
は｢

鰹
節
の
だ
し
に
、
酒
と
醤
油
の
塩
味

だ
け
で
甘
み
を
加
え
な
い｣

と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
江

戸
の
人
間
と
関
西
の
人
間
は
互
い
に
他
方
の
味
付
け
を
認

め
ず
、
批
判
し
て
い
る
と
い
う
。
守
貞
自
身
は
大
坂
生
ま

れ
で
三
十
歳
ま
で
大
坂
に
住
み
、
そ
の
の
ち
江
戸
に
移
り

住
ん
だ
の
で
、
両
者
の
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。 
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守
貞
は
ま
た｢

砂
糖｣

の
頄
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

近
世
、
菓
子
用
の
み
に
あ
ら
ず
、
一
切
食
類
に
こ
れ
を
用

ふ
。
料
理
・
蕎
麦
店
・
天
ぷ
ら
用
・
蒲
鉾
に
ま
で
こ
れ
を

用
ふ
る
こ
と
は
な
は
だ
し
。（
同
書
、
後
集
巻
一
） 

砂
糖
の
使
用
は
和
菓
子
や
料
理
の
味
付
け
に
留
ま
ら
ず
、

最
近
（
十
九
世
紀
初
め
以
降
）
で
は
、
そ
ば
・
天
ぷ
ら
・

か
ま
ぼ
こ
な
ど
、〇
一
切
食
類
〈
に
、
甚
だ
し
く
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
も
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
段
階

で
は
日
本
人
の
年
間
砂
糖
消
費
量
は
、
統
計
上
は
一
人
一

日
わ
ず
か
四
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
（
鬼
頭
宏
氏｢
日
本
に
お

け
る
甘
味
社
会
の
成
立｣

〉
上
智
経
済
論
集
《
二
〇
〇
八

年
三
月
）。 

こ
の
〇
一
切
食
類
〈
に
〇
砂
糖
〈
を
用
い
る
傾
向
は
、

台
湾
領
有
（
＝
一
八
九
五
年
）
に
よ
る
台
湾
製
砂
糖
の
輸

入
に
よ
っ
て
一
般
化
す
る
。 

砂
糖
が
調
味
料
と
し
て
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
明
治

中
期
以
降
、
台
湾
領
有
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
明
治
の

田
舎
の
生
活
で
は
、
ま
だ
ま
だ
砂
糖
は
貴
重
品
で
あ
っ
た
。

そ
の
貴
重
な
砂
糖
を
た
っ
ぷ
り
使
う
こ
と
は
、
相
手
に
対

す
る
心
か
ら
な
る
も
て
な
し
で
あ
っ
た
。（
平
野
雅
章
氏

〇
日
本
人
と
砂
糖
の
交
流
史
〈〉
砂
糖
の
文
化
誌
《
八
坂

書
房
、
二
〇
〇
八
年
刊
） 

そ
の
後
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
砂
糖
の
使
用
量

は
急
激
に
増
え
る
。 

一
九
六
一
年
に
は
戦
前
の
水
準
（
一
九
三
七
年
、
一
人

一
年
間
に
一
五
・
四
キ
ロ
〃
一
日
四
二
・
二
グ
ラ
ム
〄）

を
越
え
、
一
九
七
三
年
に
は
一
人
当
た
り
二
八
・
一
キ
ロ

（
一
日
七
七
グ
ラ
ム
）
へ
と
急
増
し
た
。
し
か
し
一
九
七

三
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
れ
以
降
は
減
り
続
け
、
二
〇
〇

六
年
に
は
一
人
当
た
り
一
九
・
五
キ
ロ
（
一
日
五
三
グ
ラ

ム
）
と
な
っ
た
と
い
う
（
鬼
頭
氏
前
掲
論
文
）。 

ち
な
み
に
現
在
は
砂
糖
総
消
費
量
の
八
七
％
を
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
（
四
六
％
）
と
タ
イ
（
四
一
％
）
か
ら
輸
入
し

て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
人
体
に
お
け
る
砂
糖
摂
取
の
許
容
量
は
ど

れ
く
ら
い
な
の
だ
ろ
う
か
。 

〉
白
砂
糖
の
害
は
恐
ろ
し
い
《（
一
九
七
二
年
刊
）
の
著

者
・
甲
田
光
男
氏
は
〇
二
一
才
以
上
成
人
は
体
重
一
キ
ロ

当
た
り
一
日
〇
・
五
グ
ラ
ム
〈（
例
え
ば
、
七
〇
キ
ロ
の

人
は
一
日
三
五
グ
ラ
ム
）
で
あ
る
と
す
る
。 

一
方
、〇
砂
糖
の
正
し
い
知
識
と
健
康
的
な
食
生
活
〈

を
説
き
、
砂
糖
自
体
に
害
は
な
い
と
主
張
す
る
足
立
香
代

子
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。〇
砂
糖
は
調
味
料
と
し
て
、

ま
た
食
後
の
甘
い
も
の
一
口
程
度
の
使
い
方
で
あ
れ
ば
ほ

と
ん
ど
心
配
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
量
は
一

日
五
〇
グ
ラ
ム
程
度
と
し
て
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な

い
こ
と
に
気
を
つ
け
た
い
。〈（〇
砂
糖
の
栄
養
学
〈
前
掲

〉
砂
糖
の
文
化
誌
《） 

両
者
と
も
に
そ
の
許
容
量
の
数
値
に
科
学
的
な
根
拠
は

な
い
よ
う
で
あ
る
（
ま
た
砂
糖
摂
取
の
是
非
を
巡
る
健
康

論
争
〃
肥
満
、
虫
歯
、
カ
ル
シ
ウ
ム
・
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
欠

乏
〄
も
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
）。 

私
は
む
し
ろ
砂
糖
擁
護
派
の
足
立
氏
で
す
ら
〇
一
日
五

〇
グ
ラ
ム
程
度
〈
な
ら
ば｢

ほ
と
ん
ど
心
配
な
い｣

と
記
し

て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
食
品
成
分
表
を
見
る
と
、
例
え
ば

市
販
の
飲
料
水
の
糖
分
量
は
次
の
通
り
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
炭
水
化
物
量
〃
＝
糖
質
＋
食
物
繊
維
〄
を
糖
分
量
と

判
断
し
た
）。 

 

ポ
カ
リ
・
ス
エ
ッ
ト
（
三
四
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）
二

二
・
八
グ
ラ
ム 

／
コ
カ
・
コ
ー
ラ
（
三
五
〇
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
）
三
五
・
〇
グ
ラ
ム
／
カ
ル
ピ
ス
・
ウ
オ
ー
タ
ー

（
三
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）
三
七
・
八
グ
ラ
ム 

す
な
わ
ち
日
常
の
食
事
に
お
い
て
仮
に
調
味
料
に
砂
糖

を
ま
っ
た
く
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
右
の
清

涼
飲
料
水
を
一
日
に
二
缶
飲
め
ば
、
我
々
は
あ
っ
と
い
う

間
に
四
四
グ
ラ
ム
～
七
四
グ
ラ
ム
の
砂
糖
を
吸
収
し
て
し

ま
い｢

一
日
五
〇
グ
ラ
ム
程
度｣

を
越
え
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。 昨

今
、〇
無
糖
〈
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
清
涼

飲
料
水
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
砂
糖
の
過
剰
摂
取
に
対
す

る
消
費
者
の
不
安
に
対
応
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

不
思
議
な
出
会
い 

そ
の
十
三 

酒
井
貞
輝
著
〇
美
濃
の
家
褁
道
鑑
〈 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
山 

學 

 

書
店
か
ら
古
書
目
録
が
届
き
ま
し
た
。
何
か
あ
り
そ
う

な
気
が
し
て
頁
を
捲
っ
て
い
て
、
写
真
版
の
一
冊
に
目
が

留
ま
り
ま
し
た
。
筆
文
字
が
と
て
も
綺
麗
で
、
初
め
は
版

本
か
と
思
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
書
名
は
〇
美
濃
之
家
褁
道
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乃
鑑
〈
（
み
の
の
い
え
ず
と
み
ち
の
か
が
み
）。
著
者
は

〇
酒
井
貞
輝
〈
。
小
さ
め
の
蔵
書
印
が
一
つ
、
〇
讀
杜
艸

堂
〈。
旧
蔵
者
は
寺
田
望
南
と
分
か
り
ま
し
た
。
三
日
程

し
て
届
い
た
原
本
を
手
に
し
た
時
、
そ
の
文
字
の
端
正
な

こ
と
、
保
存
の
状
態
が
良
い
こ
と
に
、
嬉
し
く
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
書
物
を
手
に
し
て
思
う
こ
と
は
、
ど
の

様
な
人
が
何
の
た
め
に
書
い
た
も
の
か
、
ど
ん
な
人
の
手

を
経
て
こ
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

酒
井
貞
輝
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
生
れ
た
阿
波

国
徳
島
藩
の
国
学
者
で
、
項
蔵
の
名
も
あ
り
ま
す
。
早
稲

田
大
学
図
書
館
に
こ
の
酒
井
の
著
作
〉
亜
墨
新
話
《
が
あ

り
、Web

で
現
物
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
は
天
保
十
二
年(

一
八
四
一)

に
亜
墨
（
メ
キ
シ
コ
）
に

漂
着
し
た
（
兵
庫
中
村
屋
伊
兵
衛
船
・
十
八
端
帄
）
事
件

の
顛
末
、
阿
波
藩
の
船
乗
り
（
岡
廻
り
役
）
初
太
郎
ら
十

三
名
の
体
験
を
見
聞
記
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
彩
色

の
挿
絵
が
豊
富
で
貴
重
な
漂
流
譚
で
す
。
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
の
那
波
希
顔
の
序
文
が
あ
り
ま
す
。
取
り

調
べ
た
の
は
、
藩
命
を
受
け
た
前
川
文
蔵
で
、
挿
絵
画
家

は
守
住
定
輝(

貫
魚)

、
酒
井
が
前
川
を
助
け
て
本
文
を
書

い
て
い
ま
す
。
酒
井
貞
輝
の
著
書
は
地
誌
〇
阿
波
国
漫
遊

記
〈
が
あ
る
だ
け
で
、
徳
島
県
の
公
文
書
館
や
県
立
図
書

館
に
問
い
合
わ
せ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
情
報
は
見
出
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
〉
阿
波
国
漫
遊
記 

酒
井

項
蔵
《
の
〇
解
題
〈（
金
沢
治
著
）
か
ら
、
酒
井
貞
輝
の

顕
彰
碑
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
碑
文
（
拓
本
）

も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
〉
生
活
文
化
研
究
所
年

報
《（
二
十
三
輯
）
が
出
来
上
が
っ
た
後
、
徳
島
大
学
図

書
館
の
〇
蜂
須
賀
家
家
臣
団
家
譜
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈

か
ら
、
酒
井
の
事
が
も
う
尐
し
詳
し
く
分
か
り
ま
し
た
。 

 

〇
水
主
〈
の
家
に
生
ま
れ
た
酒
井
貞
輝
は
幼
い
頃
か
ら

学
問
を
好
み
、
藩
主
（
蜂
須
賀
斉
昌
）
に
愛
で
ら
れ
て
親

し
く
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
文
政
四
年
に
十
五
歳

で
家
業
を
継
ぎ
ま
し
た
が
、
天
保
九
年
に
倅
に
家
督
を
譲

り
、〇
御
小
人
二
人
扶
持
〈
の
御
草
履
取
役
と
し
て
出
仕

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、〉
亜
墨
新
話
《
の
作
成
に
加
わ
り
、

そ
の
業
績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
以
後
、
江
戸
に
五
度
、

湯
治
に
五
度
、
近
国
へ
九
度
、
藩
主
の
御
供
を
し
ま
し
た
。

そ
し
て
御
用
の
筋
で
他
国
に
二
十
三
度
出
か
け
て
い
ま
す
。

各
地
を
巡
検
し
、
多
く
の
地
誌
を
書
き
ま
し
た
。
生
ま
れ

つ
き
歩
行
に
不
自
由
が
あ
っ
た
酒
井
に
、
蜂
須
賀
公
は
籠

乗
り
を
許
し
て
い
ま
す
。 

 
こ
の
書
物
に
現
れ
る
人
び
と
は
み
な
魅
力
的
で
、
分
か

っ
て
く
る
に
連
れ
て
、
想
像
が
膨
ら
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
登

場
人
物
と
出
来
事
を
時
系
列
で
み
て
ゆ
く
と
、
話
の
筋
は

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
耂
え
て
い
ま
す
。 

 

酒
井
の
も
と
に
、
美
濃
国
か
ら
旧
知
の
元
力
士
鏡
巌
源

之
助
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
源
之
助
の
父
鏡
巌
濱
之
助
は

蜂
須
賀
藩
の
お
抱
え
力
士
で
、
雷
電
為
右
衛
門
を
貟
か
し

た
こ
と
も
あ
り
、
鬼
面
山
や
玉
垣
に
並
ぶ
と
い
う
名
力
士

で
し
た
。〇
相
撲
人
名
鑑
〈
に
よ
れ
ば
、
小
野
川
部
屋
に

所
属
し
、
寛
政
六
年
の
初
土
俵
か
ら
文
化
十
二
年
に
小
結

で
引
退
す
る
ま
で
、
通
算
十
九
場
所
八
十
五
勝
三
十
八
敗

と
い
う
成
績
で
し
た
。
こ
の
力
士
を
蜂
須
賀
公
は
抱
え
力

士
と
し
て
参
勤
交
代
に
は
行
列
に
加
え
て
、
街
道
の
人
々

に
見
せ
る
こ
と
で
面
目
を
施
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
強
さ

ば
か
り
で
な
く
、
律
義
で
功
を
誇
ら
ず
慈
愛
に
満
ち
た
高

潔
な
人
柄
で
、
引
退
後
は
美
濃
相
撲
の
勧
進
元
と
し
て
年

寄
名
跡
鏡
巌
を
襲
名
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
息
子
源
之
助

は
、
父
と
違
っ
て
乱
暴
者
で
、
加
納
宿
で
遊
女
屋
を
営
ん

で
い
ま
し
た
。
父
の
跡
を
継
い
で
力
士
と
な
り
、
文
政
九

年
正
月
に
初
土
俵
を
踏
ん
だ
も
の
の
、
十
月
に
は
一
勝
も

せ
ず
引
退
し
ま
し
た
。
元
の
稼
業
に
戻
り
ま
し
た
が
、
自

ら
の
悪
評
を
恥
じ
て
、
父
濱
之
助
の
十
三
回
忌
に
仏
門
に

入
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
自
分
の
姿
を
木
彫
に
作
り
、
父

の
た
め
に
建
て
た
庵
（
阿
鏡
庵
）
の
そ
ば
に
据
え
て
、
道

行
く
人
に
鞭
で
打
た
せ
、
茶
を
振
舞
い
ま
し
た
。
そ
の
木

像
は
〇
打
た
れ
坊
〈
と
し
て
有
名
に
な
り
、
現
在
も
加
納

宿
に
あ
り
ま
す
。 

 

源
之
助
は
蜂
須
賀
公
に
御
挨
拶
の
た
め
に
阿
波
国
を
訪

れ
、
妙
心
寺
の
妙
感
禅
師
玉
潤
に
会
い
ま
し
た
。
鏡
巌
濱

之
助
と
同
じ
歳
の
禅
師
は
、
息
子
源
之
助
の
孝
行
を
褒
め
、

そ
の
行
為
を
讃
え
る
漢
文
を
与
え
ま
し
た
。
源
之
助
は
こ

の
時
受
戒
し
て
法
名
（
慧
照
）
を
授
か
り
ま
し
た
。
源

之
助
は
こ
の
老
僧
の
ど
こ
か
に
、
父
の
姿
を
見
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
受
戒
に
立
ち
会
っ
た
酒
井
は
、
こ
の
漢
文
に

解
り
易
く
注
釈
を
添
え
て
、〇
美
濃
之
家
褁
道
乃
鑑
〈
の

末
尾
に
加
え
ま
し
た
。 

 

酒
好
き
の
酒
井
は
源
之
助
を
自
宅
に
迎
え
、
杯
を
重
ね

旧
交
を
温
め
ま
し
た
。
別
れ
際
に
、
か
つ
て
美
濃
地
方
を

旅
し
た
と
き
に
記
し
た
地
誌
の
一
部
を
書
き
写
し
、
土
産
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と
し
て
手
渡
し
た
の
で
す
。
加
納
宿
の
箇
所
に
は
〇
ぶ
た

れ
坊
〈
像
や
そ
の
由
来
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
題
は
本

居
宣
長
が
門
人
に
土
産
と
し
て
与
え
た
新
古
今
集
の
評
釈

書
〇
美
濃
之
家
褁
〈
に
倣
っ
た
も
の
で
し
た
。
因
み
に
、

阿
波
蜂
須
賀
家
と
国
学
者
屋
代
弘
賢
と
の
縁
は
深
く
、
弘

賢
は
蔵
書
五
万
冊
（〇
不
忍
文
庫
〈）
を
寄
贈
し
て
い
ま
す
。

翌
安
政
二
年
、
期
せ
ず
し
て
禅
師
と
源
之
助
は
と
も
に
こ

の
世
を
去
り
ま
し
た
。 

 

手
元
に
あ
る
書
物
が
鏡
巌
源
之
助
に
手
渡
さ
れ
た
そ
の

も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
明
治
の
初
年
に
、
美
濃
あ

た
り
で
寺
田
望
南
が
こ
れ
を
入
手
し
た
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
酒
井
の
手
元
に
あ
っ
た
手
控
の
原
本
な
ら
ば
、
明
治

の
初
年
に
ど
こ
か
で
寺
田
が
出
会
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
書
物
に
は
か
つ
て
縦
に
二
つ
折
り
に

な
っ
て
い
た
折
跡
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
何
か

を
物
語
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
旧
蔵
者
の
寺
田
望

南
は
薩
摩
出
身
の
官
吏
で
し
た
が
、
何
し
ろ
書
物
が
大
好

き
で
、
多
く
の
書
物
を
集
め
、
ま
た
そ
れ
を
商
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
書
物
の
何
処
に
魅
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
書
物
に
は
、
別
本
（
東
京
大
学
図
書
館
本
）
が
あ

り
ま
す
。
驚
い
た
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
同
一
の
書
体
、
帳

数
、
行
数
、
字
配
り
で
し
た
。
料
紙
も
同
じ
も
の
の
よ
う

で
す
。
異
な
る
の
は
、
装
幀
及
び
漢
字
の
表
記
と
、
原
本

末
尾
の
二
帳
分
（
漢
文
と
仮
名
書
き
文
）
が
、
別
本
に
は

無
い
こ
と
で
す
。
別
本
の
図
書
印
は
、
古
い
項
か
ら
〇
濃

州
飯
沼
氏
表
佐
集
蔵
書
〈
〇
渡
邊
蔵
書
〈
〇
南
葵
文
庫
〈

〇
東
京
帝
国
大
学
図
書
印
〈
で
し
た
。
つ
ま
り
、
岐
阜
飯

沼
の
表
佐
が
集
め
た
も
の
を
、
渡
邊
氏
の
手
を
経
て
、
明

治
三
十
六
年
に
旧
紀
州
藩
徳
川
の
〇
南
葵
文
庫
〈（
同
三

十
四
年
創
立
）
が
購
入
し
、
関
東
大
震
災
の
後
に
東
京
大

学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
原
本
・

別
本
と
も
、
同
一
人
の
書
写
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
し

た
。
見
せ
消
し
の
部
分
を
比
較
す
る
と
、
原
本
の
方
が
先

に
書
か
れ
た
よ
う
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
の
物
で

す
。
別
本
は
、
和
装
仕
立
て
に
マ
ー
ブ
ル
模
様
の
厚
紙
表

紙
を
付
け
て
洋
装
仕
立
て
と
し
、
背
文
字
も
活
字
で
入
れ

て
い
ま
す
。
当
時
の
事
情
か
ら
、
元
字
の
活
字
が
使
用
で

き
ず
、
外
題
〇
美
濃
家
裏
道
鑑
〈
と
内
題
〇
美
濃
家
褁
道

鑑
〈
の
表
記
に
不
統
一
が
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
文
を

書
い
て
い
る
と
き
も
、
漢
字
フ
ォ
ン
ト
の
制
限
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
〇
褁
〈（
ず
と
）
を
用
い
ま

し
た
が
、
原
本
の
文
字
を
正
確
に
表
記
す
る
た
め
に
は
作

字
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
年
報
の
写
真
版
で
ご
確
認

下
さ
い
。 

 

偶
然
に
見
つ
け
た
古
書
一
冊
で
し
た
が
、
手
か
が
り
を

頼
り
に
色
々
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
書
物

を
通
し
て
色
々
な
人
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
、
阿
波
国
の

ひ
と
り
の
国
学
者
の
人
柄
に
触
れ
た
、
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。
因
み
に
、
原
本
の
後
表
紙
に
は
遊
び
紙
が
貼
ら

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
廃
紙
文
書
が
あ
り
ま
し
た
。
廃
紙
の

文
面
は
美
濃
地
方
の
地
誌
調
査
の
覚
書
で
し
た
。
原
本
が

酒
井
貞
輝
の
自
筆
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。 

 

酒
井
貞
輝
の
こ
と
を
耂
え
な
が
ら
、
草
莽
の
国
学
に
魅

か
れ
た
ひ
と
り
の
歴
史
学
者
の
こ
と
を
想
っ
て
い
ま
し
た
。

》
ご
報
告
「 

 

去
る
六
月
五
日
（
土
）
に
、
恒
例
の
生
活
文
化
講
演
会

を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
永
原
項
子
（
高
知
工
業
高
等
専

門
学
校
准
教
授
）
氏
を
迎
え
て
、
演
題
〇
土
佐
の
夏
祭
り

を
彩
る
絵
金
の
世
界:

土
佐
に
開
く
、
た
た
み
二
畳
大
の

窓
〈
を
話
し
て
頂
き
ま
し
た
。
近
世
末
期
の
土
佐
に
生
き

た
金
蔵
と
い
う
、
ひ
と
り
の
天
才
画
家
の
生
涯
と
、
そ
の

作
品
の
数
々
の
ご
紹
介
で
し
た
。 

》
お
知
ら
せ
「 

 

先
に
ご
案
内
の
〇
特
集
展
示
（
第
六
展
示
室
）〇
ア
メ

リ
カ
に
渡
っ
た
日
本
人
と
戦
争
の
時
代
〈
が
、
去
る
三
月

十
六
日
か
ら
千
葉
県
佐
倉
市
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で

開
室
さ
れ
ま
し
た
。
展
示
室
の
出
口
付
近
に
〇
東
京
特
派

員
ク
ラ
ブ
〈
の
一
室
を
再
現
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
・
ホ

ー
レ
ー
の
遺
品
〇
パ
ス
ポ
ー
ト
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
身
分
証
明
・
名

刺
〈（
複
製
）
を
始
め
、
打
電
記
事
の
原
稿
、
巣
鴨
拘
置

所
で
の
体
験
報
告
書
、
当
時
の
特
派
員
た
ち
が
著
し
た
日

本
紹
介
の
書
物
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ジ
ラ
の

剥
製
模
型
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
地
味
な
一
角
で

す
が
、〇
特
派
員
の
世
界
〈
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
来

年
春
ま
で
の
限
定
展
示
で
す
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
是
非

と
も
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
因
み
に
、
当
時
の
東
京
占
領

地
図
の
一
部
を
リ
ク
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
に
仕
立
て
て
い
ま
す
。

丸
の
内
・
皇
居
付
近
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
中
枢
部
が
詳
細
に
描
か

れ
て
い
ま
す
。〉
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム 

占
領
下
の
民
衆
生
活

―
総
合
展
示
第
六
室
〇
現
代
〈
の
世
界
〃
２
〄《 (

東
京

堂
出
版)

も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。（
Ｙ
） 


