
海
は
島
に
と
っ
て

能
動
態
か
受
動
態
か
？

菅
田
正
昭
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ま
ず
は
、
お
さ
ら
い
か
ら
始
め
た
い
。
ア
マ
か
ら
天
と
海
が
分
岐

さ
れ
、
海
が
ウ
ミ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
ク
ニ
は
シ
マ
に

包
含
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
海
が
ウ
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
く
過
程

で
、
ク
ニ
は
国
へ
の
昇
華
を
開
始
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の

ク
ニ
と
は
「
天
に
対
し
て
の
」
単
な
る
「
陸
地
・
土
地
」
の
義
で
あ

り
、
国
の
ほ
う
は
多
少
な
り
と
も
統
治
の
装
置
を
持
っ
た
存
在
と
し

て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ア
マ
の
霊
性
に
包
ま
れ
て
い
た

シ
マ
は
、
天
か
ら
分
離
さ
れ
、
島
と
し
て
海
の
中
に
置
き
去
り
に
さ

れ
る
。

こ
れ
が
ク
ニ
の
〈
国
〉
化
に
よ
る
シ
マ
疎
外
の
始
ま
り
だ
。
そ
の

あ
げ
く
、
本
来
は
ク
ニ
が
シ
マ
の
内
部
に
含
ま
れ
て
い
た
の
に
、
国

に
よ
る
シ
マ
疎
外
の
受
動
態
と
し
て
の
〈
島
〉
化
へ
の
強
制
の
論
理

的
帰
結
と
し
て
、
こ
こ
で
主
客
が
転
倒
し
て
、
島
が
あ
た
か
も
国
に

含
ま
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
く
。
こ
の

と
き
、
島
は
ア
マ
（
天
と
海
が
混
在
一
体
と
な
っ
て
い
る
）
の
霊
性

を
剥
奪
さ
れ
、
実
際
は
、
海
に
よ
っ
て
国
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
、
い
わ

ゆ
る
《
離
れ
島
》
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、isolate

さ
れ
て
、
島
は
国

海
と
島
の
日
本
・
Ⅲ

特
集

か
つ
て
「
ア
マ
」
の
霊
性
に
包
ま
れ
て
い
た
「
シ
マ
」
は
、
シ
マ
に
内
包
さ
れ
て
い
た
「
ク

ニ
」
の
〈
国
〉
化
に
よ
っ
て
〈
島
〉
化
し
、「
鬼
ヶ
島
」
と
し
て
孤
立
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
受

動
的
疎
外
か
ら
能
動
的
疎
外
へ
、
国
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
存
在
へ
と
転
位
し
た
島
の
精
神
史
を
解

き
明
か
そ
う
と
試
み
る
。

「
ク
ニ
」の〈
国
〉化
が
も
た
ら
し
た

「
シ
マ
」の〈
島
〉化
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の
〈
飛
地
〉
と
さ
れ
て
い
く
。
い
う
な
ら
ば
、
蜥
蜴

と

か

げ

の
尻
尾
の
よ
う

に
、
い
つ
で
も
切
り
捨
て
ら
れ
る
運
命
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

単
な
る
陸
地
と
し
て
の
ク
ニ
の
、
い
わ
ゆ
る
島
で
は
な
い
部
分
の
、

国
の
中
に
あ
る
シ
マ
も
、
こ
の
と
き
本
来
の
意
味
が
失
わ
れ
る
。
ア

マ
の
契
機
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
シ
マ
は
全
面
的
に
疎
外
さ
れ
る
。
人

び
と
は
シ
マ
の
原
義
が
想
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
く
。
国
精
神
が
形

成
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
対
極
と
し
て
の
島
精
神
は
疎
外
の
受

動
態
か
ら
能
動
態
へ
の
転
位
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
国

精
神
を
「
国
的
な
る
社
会
の
精
神
性
」、
島
精
神
を
「
島
的
な
る
社

会
の
精
神
性
」
と
捉
え
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
。

す
な
わ
ち
、
島
の
疎
外
が
国
の
統
治
の
確
立
に
よ
っ
て
最
初
は
受

動
的
に
生
じ
て
き
た
の
に
対
し
、
や
が
て
島
が
自
ら
疎
外
さ
れ
る
こ

と
を
能
動
的
に
選
び
取
っ
た
と
勘
違
い
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
国
が

そ
う
思
う
だ
け
で
は
な
く
、
島
に
住
む
人
も
島
の
疎
外
を
諦
念
と
し

て
受
容
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
諦
念
は
本
来
、
受
動
態
と
し
て
の

悲
し
い
受
容
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能
動
態
と
し
て
の
選
択

の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
し
て
、
シ
マ
の
疎
外
の
能
動

態
が
確
立
し
た
と
き
、
島
に
住
む
人
び
と
は
島
国
根
性
の
持
ち
主
だ

と
、
国
精
神
に
よ
っ
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
決
め
付
け
ら
れ
て
し
ま
う

の
だ
。

こ
の
場
合
の
シ
マ
と
は
、
神
々
に
よ
っ
て
聖
別
さ
れ
た
土
地
の
こ

と
で
あ
る
。
シ
マ
が
疎
外
さ
れ
て
島
に
な
っ
て
も
、
島
は
そ
の
シ
マ

と
い
う
音
韻
（
言
霊
）
を
留
め
て
い
る
た
め
、
幾
分
か
そ
の
霊
性
が

遺
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
神
や
至
高
の
霊
的
存
在
が
嫌
い
な
人
た
ち

の
た
め
に
、
神
を
「
カ
ミ
ガ
ミ
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
さ
え
も
否
定
し
た
が
る
、
も
っ
と
ゴ
リ
ゴ
リ
の
唯
物
論

者
た
ち
に
は
、
生
態
系
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
、
死
者
と
生
者
と
、

こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
人
類
の
、
時
空
を
超
え
た
〝
全

共
闘
〞
が
、
カ
ミ
ガ
ミ
の
共
同
体
と
し
て
の
シ
マ
な
の
で
あ
る
、
と

提
示
し
た
い
。

少
な
く
と
も
弧
状
列
島
に
住
み
続
け
て
き
た
古
代
人
の
認
識
で
あ

る〈
ク
ニ（
国
土
）生
み
〉神
話
で
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
両
神
の

夫め
の

婦と

交ま
ぐ

合あ
い

の
結
果
と
し
て
、
ま
ず
島
々
が
、
そ
の
あ
と
神
々
が
生
ま

れ
て
く
る
。
学
者
た
ち
は
慣
習
的
に「
国
土
生
み
」と
呼
ん
で
き
た
け

れ
ど
も
、
実
際
は「
島
生
み
」神
話
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
島
生
み
」

と
い
う
事
実
に
目
を
向
け
な
い
で
、
今
な
お
左
翼
系
の
学
者
も
含
め

て
「
国
土
生
み
」
神
話
と
呼
び
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
の
疎
外

を
神
話
時
代
の
古
代
か
ら
の
既
定
事
実
と
し
て
、
固
定
化
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
島
」と
い
う
視
点
を
欠
落

さ
せ
れ
ば
、「
海
」
の
気
配
も
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

〈
ア
マ
〉抜
き
の
〈
シ
マ
の
疎
外
〉の
延
長
上
の
、〈
海
〉抜
き
の〈
島
の

疎
外
〉
と
い
う
歴
史
的
＝
精
神
史
的
事
実
。〈
島
の
疎
外
〉
の
固
定

海
に
背
を
向
け
た
の
は

〈
島
〉で
は
な
く〈
国
〉の
側
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化
と
い
う
現
実
の
中
で
、
離
島
住
民
は
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
念
願
し

て
き
た
。『
離
島
振
興
法
』
の
旧
第
一
条
は
「
本
土
よ
り
隔
絶
せ
る

特
殊
事
情
よ
り
く
る
後
進
性
を
除
去
す
る
た
め
」
と
、
そ
の
「
目
的
」

を
謳
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
「
海
」
に
よ
っ
て
本
土

（
ク
ニ
）
よ
りisolate

さ
れ
て
い
る
の
が
「
離
島
」
で
あ
る
、
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
典
型
と
し
て
「
外
海
孤
立
」
型
の
島
々
が
存
在
し
た
。
と
く

に
、
そ
の
中
の
小
型
離
島
の
場
合
は
「
隔
絶
せ
る
特
殊
事
情
」
の

「
後
進
性
」
を
最
も
如
実
に
示
し
て
い
た
。
宮
本
常
一
先
生
い
う
と

こ
ろ
の
「
海
に
背
を
向
け
た
」
さ
ら
に
「
忘
れ
ら
れ
た
島
」
々
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
海
に
背
を
向
け
た
」
く
て
向
け
て
い
る
の
で

は
な
く
、「
海
に
背
を
向
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

「
海
に
背
を
向
け
た
」
島
々
は
一
見
、
能
動
態
の
よ
う
に
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
、〈
疎
外
〉
の
受
動
態
で
あ
る
。
一
方
の

「
海
に
背
を
向
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
島
々
は
、
そ
の
逆
で
、
受
動

態
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、isolate

し
て
い
る
側
の
識し
き

閾い
き

下か

で
は
能
動
態
│
受
動
態
の
関
係
は
逆
転
す
る
。
そ
う
し
た
状
況

の
中
で
、『
離
島
振
興
法
』
は
〈
島
の
疎
外
〉
の
そ
の
現
実
を
、
社

会
政
策
と
し
て
解
消
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

現
行
の
『
離
島
振
興
法
』
の
第
一
条
は
「
我
が
国
の
領
域
、
排
他

的
経
済
水
域
等
の
保
全
、
海
洋
資
源
の
利
用
、
自
然
環
境
の
保
全
等

に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
離
島
」
と
し
て
「
離
島
」
を
位
置
づ

け
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
「
海
」
と
い
う
文
字
は
見
え
な
い
け
れ

ど
、
海
を
最
大
限
に
意
識
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
島
」
に

「
海
」
の
霊
性
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
離
島
の
現
実
は
甘
く
な
い
。
そ

こ
で
「
産
業
基
盤
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比
較
し

て
低
位
に
あ
る
状
況
」
の
「
改
善
」
が
謳
わ
れ
る
。
し
か
し
、
旧
一

条
の
よ
う
な
「
本
土
よ
り
隔
絶
せ
る
特
殊
事
情
よ
り
く
る
後
進
性
」

の
「
除
去
」
と
い
う
姿
勢
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
離
島
の
地
理

的
及
び
自
然
的
特
性
を
生
か
し
た
振
興
」
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
こ
で

も
明
ら
か
に
「
海
」
の
霊
性
の
復
権
へ
感
情
移
入
が
あ
る
。

し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、『
離
島
振
興
法
』
の
「
目
的
」
を

記
し
た
第
一
条
に
は
、
新
旧
と
も
「
海
洋
資
源
」
と
い
う
文
字
が
一

ヶ
所
だ
け
出
て
く
る
も
の
の
、
肝
心
の
「
海
」
と
い
う
語
が
登
場
し

な
い
。
そ
れ
は
記
紀
神
話
の
、
い
わ
ゆ
る
「
国
土
生
み
」
神
話
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、〈
国
〉
と
い
う
統
治
装
置
に
座
し
て
い

る
官
吏
た
ち
は
、
古
代
か
ら
「
海
」
と
い
う
字
が
嫌
い
だ
っ
た
ら
し

い
。
極
論
す
れ
ば
、
島
が
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
厳
粛
な
事

実
を
無
視
し
た
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
前
号
（
二
一
四
号
）
の
本
誌
に
「
海
と
島
を
蔑

な
い
が
しろ

に
し

て
き
た
日
本
人
の
精
神
構
造
」
を
書
い
た
が
、
あ
え
て
言
う
な
ら
、

官
の
海
を
蔑
ろ
に
す
る
精
神
構
造
が
こ
こ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
、
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
海
へ
の
遠
慮
を
超
克
し
な
い
か
ぎ
り
、
離
島
振
興

や
、
海
洋
基
本
法
が
対
象
と
す
る
諸
問
題
、
さ
ら
に
領
土
問
題
…
…

等
々
を
、
本
当
に
議
論
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
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え
れ
ば
、
ア
マ
か
ら
天
と
海
が
分
岐
し
て
い
く
過
程
で
、
国
は
シ
マ

の
続
き
と
し
て
ク
ニ
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
、
海
の
中
に
島
を
放
置

し
て
、
じ
つ
は
国
が
「
海
に
背
を
向
け
て
」
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
戦
後
の
思
想
史
、
精
神
史
の
中
で
は
、
海
に
論
及
す
る

こ
と
は
異
端
視
さ
れ
た
。「
転
向
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
転
向
」
と
は
、
単
な
る
「
方
向
・

立
場
な
ど
を
か
え
る
こ
と
」
で
は
な
く
、「
共
産
主
義
者
・
社
会
主

義
者
な
ど
が
権
力
の
強
制
な
ど
の
た
め
に
、
そ
の
主
義
を
放
棄
す
る

こ
と
」（
広
辞
苑
）
の
義
で
用
い
ら
れ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、〈
左
翼
〉

〈
左
派
〉〈
進
歩
勢
力
〉
か
ら
〈
右
翼
〉〈
右
派
〉〈
保
守
勢
力
〉
へ
の

転
換
が
「
転
向
」
と
し
て
断
罪
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
戦
後
民
主
主
義
の
中
で
は
、
そ
の
逆
コ
ー
ス
は
〈
民
主
的
〉

な
る
も
の
と
し
て
、
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
民
俗
学
の
創
始
者
の
柳
田
國
男
も
、
あ
る
種
の
〈
転

向
者
〉
と
し
て
見
な
さ
れ
た
。
民
俗
学
の
草
創
期
の
柳
田
國
男
は
、

そ
の
関
心
を
〈
山
人
〉
研
究
に
向
け
て
い
た
。
読
ん
で
字
の
如
く

「
山
中
に
隠
棲
す
る
人
」（
広
辞
苑
）
の
義
だ
が
、
柳
田
が
関
心
を
抱

い
た
〈
山
人
〉
に
は
単
な
る
山
の
民
や
天
狗
ば
か
り
で
な
く
、
共
同

体
の
外
側
に
あ
っ
て
各
地
を
流
浪
す
る
漂
泊
民
の
す
べ
て
が
含
ま
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
木
地
師
・
イ
タ
カ
・
サ
ン
カ
（
山
窩
）
・
毛
坊

主
・
唱

し
ょ
う

門も
ん

師じ

・
舞
々
・
鉢
屋
・
鍛
冶
師
…
…
等
々
の
漂
泊
す
る
宗

教
者
や
芸
能
者
や
職
人
、
被
差
別
部
落
の
民
衆
た
ち
（
ち
く
ま
文
庫

『
柳
田
國
男
全
集
４
』
の
長
池
健
二
「
解
説
」）
の
総
称
だ
っ
た
。
そ
の

〈
山
人
〉
研
究
を
中
断
し
て
〈
常
民
〉
研
究
へ
と
移
行
し
、
さ
ら
に

海
や
島
へ
の
強
い
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
「
転
向
」
と
受
け
取
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
常
民
〉
と
い
う
概
念
は
民
俗
学
独
特
の
も
の
で
、『
広
辞

苑
』
に
よ
れ
ば
、「
普
通
の
人
び
と
。
エ
リ
ー
ト
で
な
い
人
々
。
英

語
のcom

m
on
s

に
相
当
し
、
平
民
・
庶
民
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
が
、

柳
田
國
男
・
渋
沢
敬
三
ら
は
、
日
本
文
化
の
基
底
を
担
う
人
々
の
意

を
こ
め
て
こ
の
語
を
用
い
た
。」
と
あ
る
。
し
か
し
、
柳
田
は
「
日

本
文
化
の
基
底
を
担
う
人
々
」
と
し
て
の
〈
非
常
民
〉
＝
〈
山
人
〉

た
ち
の
研
究
を
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、〈
山
の
神
〉
が
春
先
に
な

る
と
山
か
ら
降
り
て
き
て
里
の
〈
田
の
神
〉
に
な
る
よ
う
に
、〈
山

人
〉
か
ら
〈
常
民
〉
と
し
て
の
〈
里
人
〉
へ
研
究
対
象
を
若
干
シ
フ

ト
さ
せ
て
き
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
常
民
の
中
に
は
出
自
が

非
常
民
と
い
う
人
も
多
く
、
民
俗
学
は
〈
非
常
民
〉
と
〈
常
民
〉
と

の
間
の
茫
漠
た
る
境
界
に
い
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
へ
の
関
心
を
持

ち
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
微
妙
な
軸
足
の
移
動
を
「
転
向
」
と
宣
告
さ
れ
た
の
で
は
た

ま
ら
な
い
。
柳
田
批
判
の
、
じ
つ
は
〈
柳
田
学
〉
者
た
ち
は
、〈
常

民
〉
研
究
を
天
皇
制
へ
の
屈
服
過
程
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
常
民
を
天
皇
制
の
〈
枠
内
〉
の
、
そ
れ
に
対
す
る
非
常
民
を
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研
究
史
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る

海
と
島
の
存
在
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〈
枠
外
〉
の
人
々
と
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
〈
枠
〉
を
絶
対
視

す
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と

も
、
彼
ら
は
〈
山
人
〉
な
ど
の
非
常
民
は
「
日
本
文
化
の
基
底
を
担
」

っ
て
き
た
人
た
ち
で
は
な
い
、
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
も
と
は
漂
泊
民
だ
っ
た
人
々
が
漂
泊
の
自
由
を
奪
わ
れ
、
あ

る
一
ヶ
所
に
定
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
だ
。
被
差

別
部
落
も
そ
う
だ
し
、
じ
つ
は
、
離
島
の
住
民
も
同
様
だ
。
海
か
ら

漂
泊
す
る
自
由
が
奪
わ
れ
た
の
が
離
島
の
民
な
の
だ
。
こ
れ
が
シ
マ

や
島
の
疎
外
だ
。
柳
田
國
男
の
〈
山
人
〉
か
ら
〈
常
民
〉
へ
の
研
究

の
「
転
換
」
を
「
転
向
」
と
見
る
民
俗
学
者
や
思
想
史
学
者
に
は

「
海
」
や
「
島
」
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

「
島
」
を
俎
上
に
載
せ
る
と
き
で
も
「
沖
縄
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

は
ウ
ッ
ナ
ー
が
天
皇
制
の
枠
外
に
位
地
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

民
俗
学
の
黎
明
期
の
柳
田
國
男
が
〈
山
人
〉
研
究
か
ら
始
め
た
と

い
う
事
実
の
せ
い
か
、
柳
田
批
判
の
〈
柳
田
学
〉
者
た
ち
は
漂
泊
民

の
出
自
を
〈
山
人
〉
と
考
え
が
ち
だ
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
宗

教
・
芸
能
系
の
漂
泊
民
の
場
合
の
出
自
は
〈
海
人
〉
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
記
紀
神
話
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
海
幸
・
山
幸
」
の
、
次
の
よ

う
な
有
名
な
神
話
が
あ
る
。

弟
で
山
幸
彦
の
ホ
ヲ
リ
（
ホ
ホ
デ
ミ
）
は
あ
る
と
き
、
兄
で
海
幸

彦
の
ホ
デ
リ
に
対
し
て
、
お
互
い
の
猟
（
漁
）
の
道
具
を
交
換
し
よ

う
と
提
案
す
る
。
し
か
し
、
山
幸
は
兄
か
ら
借
り
た
釣
り
針
を
失
く

し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
自
分
の
剣
を
千
本
の
釣
り
針
に
鋳い

直
し
て
兄

に
献
上
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
許
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
海

辺
で
嘆
い
て
い
る
山
幸
を
見
て
、
波
間
か
ら
塩
土
老
翁

し
お
つ
ち
の
お
じ

が
現
わ
れ
て
、

「
間
な
し
勝
間
の
小
船
」
を
作
っ
て
山
幸
を
乗
せ
て
、
海わ

た

神つ
み

の
宮
へ

渡
ら
せ
た
。
山
幸
は
豊
玉
姫
と
三
年
間
を
、
こ
こ
で
過
ご
し
た
。
そ

し
て
、
鯛
が
飲
み
込
ん
で
い
た
釣
り
針
を
取
り
戻
し
、
塩し

お

満み
つ

珠た
ま

と
塩し

お

乾ふ
る

珠た
ま

と
い
う
二
つ
の
宝
玉
を
も
ら
っ
て
地
上
へ
帰
還
し
、
苦
し
め
た

兄
・
海
幸
に
報
復
す
る
。

こ
の
「
海
神
の
宮
」
の
話
は
、『
丹
後
国
風
土
記
』
の
与
謝
郡
の

「
水
江
の
浦
の
嶋
子
」（
い
わ
ゆ
る
浦
島
太
郎
）
が
訪
れ
た
「
海
中
の

博
く
大
き
な
る
島
」（
い
わ
ゆ
る
龍
宮
城
）
の
光
景
を
彷
彿
と
さ
せ

る
が
、
地
上
世
界
へ
の
帰
還
後
の
山
幸
は
兄
の
海
幸
を
塩
満
珠
で
溺

れ
さ
せ
、
海
幸
が
命
乞
い
を
す
る
と
塩
乾
珠
で
水
を
引
か
せ
て
救
っ

た
と
い
う
。
か
く
て
山
幸
の
孫
は
神
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
、
一
方

の
海
幸
は
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
山
幸
の
た
め
「
昼
夜
の
守
護
人

と
な
っ
て
仕
へ
」
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
子
孫
は
「
今
に
至
る
ま
で

そ
の
溺
れ
し
時
の
種
々
の
態
、
絶
え
ず
仕
へ
ま
つ
る
な
り
」
と
あ
る
。

そ
の
「
溺
れ
し
時
の
種
々
の
態
」
が
芸
能
化
し
た
の
が
隼
人
の
舞
で

あ
る
と
い
わ
れ
、
大
嘗
祭

お
お
に
え
の
ま
つ
り

の
と
き
に
も
奏
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
海
幸
・
山
幸
」
神
話
は
、
九
州
の
海
洋
民
族
の

ハ
ヤ
ト
族
が
大
和
朝
廷
に
服
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
神
話
化

宗
教
・
芸
能
系
の
漂
泊
民
の
出
自
は

海
人
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し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

神
話
の
時
空
と
し
て
は
若
干
、
遡
る
こ
と
に
な
る
が
、『
古
事
記
』

の
「
八
千
矛
の
神
の
歌
物
語
」
に
は
、「
事
の
　
語
り
ご
と
も
　
こ

を
ば
」
と
い
う
詩
句
が
三
ヶ
所
に
登
場
す
る
。「
こ
の
事
は
、
そ
の

通
り
の
こ
と
で
す
」
の
義
だ
が
、
こ
れ
を
伝
え
た
の
は
一
種
の
語
り

部
と
し
て
の
天
馳
使

あ
ま
は
せ
づ
か
ひ

で
あ
る
。
こ
の
「
天
」
を
神
聖
の
意
の
ア
マ
と

捉
え
る
見
方
も
あ
る
が
、
ア
マ
セ
ハ
セ
ヅ
カ
ヒ
の
ア
マ
は
「
海
」
の

義
な
の
で
あ
る
。
海
洋
民
は
海
を
漂
泊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
が
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

し
て
「
走
り
使
い
」
系
の
語
り
部
を
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

弧
状
列
島
の
海
辺
の
状
況
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
天
馳
使
も
「
歌
物
語
」
を
伝
承
し
て
い
る
よ
う
に
、
海
人
系
の

芸
能
集
団
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
盆
踊
り
の
起
源
は
平
安
中
期
の
空
也
上
人
の
踊
り
念

仏
に
発
し
、
鎌
倉
時
代
の
時
衆
（
時
宗
）
の
祖
で
出
自
が
河
野
水
軍

の
一
遍
上
人
の
念
仏
踊
り
に
由
来
す
る
が
、
民
俗
芸
能
史
的
に
は
も

っ
と
古
代
の
海
洋
民
の
舞
踊
に
遡
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
宗
教
と
芸
能
は
漂
泊
す
る
海
人
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
柳
田
」
嫌
い
の
、
そ
の
内
実
は
「
柳
田
」
大
好
き
の

「
柳
田
学
」
者
た
ち
は
、〈
山
人
〉
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
捕
ら
わ
れ
て
、

海
や
島
の
存
在
を
忘
却
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
自
身

は
柳
田
國
男
か
ら
南
方
熊
楠
へ
い
っ
た
ん
回
帰
し
、
さ
ら
に
、
折
口

信
夫
を
通
し
て
宮
本
常
一
を
見
る
、
と
い
う
視
座
を
採
っ
て
い
る
つ

も
り
で
あ
る
。

天
と
海
が
分
離
す
る
以
前
の
ア
マ
に
存
る
シ
マ
の
典
型
が
〈
龍
宮

城
〉
＝
〈
海
神
の
宮
〉
と
し
て
の
「
島
」
で
あ
っ
た
。「
海
幸
・
山

幸
」
神
話
に
お
い
て
も
「
浦
島
伝
説
」
に
お
い
て
も
、「
島
」
は
宝

と
豊
穣
の
世
界
で
あ
っ
た
。
い
う
な
ら
ば
、
ウ
ッ
ナ
ー
の
ニ
ラ
イ
カ

ナ
イ
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
ゥ
ー
の
常
世
で
あ
っ
た
。
ア
マ
の
シ
マ
か
ら

ク
ニ
へ
代
償
を
求
め
ず
に
宝
や
豊
穣
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
マ
が
天
と
海
に
分
離
さ
れ
、
シ
マ
が
疎
外
さ
れ
、

国
か
らisolate

さ
れ
て
島
に
な
る
と
、
時
に
征
服
の
対
象
へ
と
転
位

す
る
。
そ
の
典
型
が
桃
太
郎
に
退
治
さ
れ
た
〈
鬼
ヶ
島
〉
で
あ
る
。

「
桃
太
郎
の
話
で
は
、
討
つ
側
の
桃
太
郎
が
主
人
公
で
あ
る
。
鬼
は

悪
者
と
さ
れ
、
桃
太
郎
は
一
方
的
に
鬼
の
住
む
島
へ
攻
め
込
ん
で
彼

ら
を
殺
し
、
財
産
を
奪
っ
て
く
る
。
鬼
に
対
し
て
は
、
何
の
同
情
も

み
ら
れ
な
い
。」（
大お

お

和わ

岩
雄
『
鬼
と
天
皇
』
一
九
九
二
年
、
白
水
社
、

一
二
四
ペ
ー
ジ
）

だ
が
、
桃
太
郎
の
〈
鬼
ヶ
島
〉
の
場
合
は
、
ま
だ
宝
・
豊
穣
の
島

の
意
が
漂
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
桃
太
郎
」
以
後
の
〈
鬼
ヶ
島
〉

は
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
や
常
世
の
イ
メ
ー
ジ
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
単

に
〈
蔑
視
〉
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。〈
鬼
ヶ
島
〉
の
異
名

を
持
つ
青
ヶ
島
の
元
・
住
民
と
し
て
は
、
甚
だ
不
満
で
あ
る
。
島
の
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疎
外
の
極
致
が
、
討
た
れ
る
存
在
と
し
て
の
、
国
か
ら
忘
れ
ら
れ
た

〈
鬼
ヶ
島
〉
な
の
で
あ
る
。

『
鬼
と
天
皇
』
の
著
者
の
大
和
氏
は
、
鬼
の
訓
み
が
古
く
は
モ
ノ
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
カ
ミ
に
は
神
と
鬼
神
、
モ
ノ
に
は
物
・
者
と
鬼

の
両
義
が
あ
る
と
捉
え
な
が
ら
、
鬼
の
本
質
を
天
皇
制
と
の
係
わ
り

で
肉
薄
し
て
い
く
。
そ
の
手
法
は
実
に
見
事
で
あ
り
、
鬼
を
討
つ
側

と
鬼
と
が
実
は
相
互
浸
透
し
、
相
互
転
換
し
て
い
く
過
程
を
鬼
の
立

場
に
感
情
移
入
し
な
が
ら
暴
い
て
い
く
。
だ
が
、
そ
れ
は
〈
山
人
〉

へ
の
思
い
入
れ
の
視
点
に
立
っ
て
の
感
情
移
入
で
あ
る
。
折
角
〈
鬼

ヶ
島
〉
に
言
及
し
て
い
て
も
、
ミ
サ
キ
（
い
わ
ゆ
る
岬
の
義
と
、
葬

儀
の
先
導
の
両
義
が
あ
る
）
の
、
さ
ら
に
先
の
＝
奥
の
〈
沖
つ
島
〉

と
し
て
の
〈
鬼
ヶ
島
〉
が
、
零
落
化
し
た
ア
マ
で
あ
る
海
に
よ
っ
て

陸
地
か
ら
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
隔
絶
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事

実
に
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
は
、

モ
ノ
を
物
・
者
の
本
質
・
本
体
、
物
を
モ
ノ
の
容
れ
物
と
考
え
て
い

る
。じ

つ
は
、
零
落
し
た
島
と
い
え
ど
も
、
島
は
海
神
の
神
籬

ひ
も
ろ
ぎ

な
の
で

あ
る
。
ミ
サ
キ
の
サ
キ
は
サ
カ
（
サ
カ
ヒ
）
と
同
義
と
い
う
の
は
柳

田
國
男
の
説
（
石
神
問
答
）
だ
が
、
そ
の
意
味
は
「
坂
・
堺
・
境
・

界
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陸
地
（
ク
ガ
、
ク
ニ
）
と
海
を
隔
て
る

境
界
が
〈
岬
〉
な
の
で
あ
る
。
本
来
、
そ
の
岬
は
精
神
構
造
的
に
は

〈
島
〉
と
の
架
け
橋
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
が
、
天
と
海
が
分

離
し
て
い
く
と
き
、
そ
の
意
味
も
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
島
は
ク
ニ
の

生
者
た
ち
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
と
き
、
祖
神
た
ち
の
集
う
島
と
し
て

の
意
も
忘
れ
ら
れ
、
死
者
の
島
へ
と
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
。
ま
さ

に
、
葬

は
ふ
り

の
先
導
と
し
て
の
ミ
サ
キ
の
遥
か
向
こ
う
は
、〈
鬼
ヶ
島
〉

で
し
か
な
い
の
だ
。『
大
祓
詞

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば』

の
「
荒
潮
の
潮
の
八
百
道
の
八
百

会
」
の
「
大
海
原
」
で
は
、
ど
ん
な
穢
れ
も
洗
い
清
め
て
く
れ
る
清

菅田
すが た
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マ論を展開している。日本民
俗学会会員。
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浄
の
霊
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
。

大
和
岩
雄
氏
は
『
古
事
記
』
や
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
三
代
実

録
』
に
至
る
い
わ
ゆ
る
『
六
国
史

り
っ
こ
く
し

』、
さ
ら
に
『
日
本
霊
異
記
』
や

『
今
昔
物
語
集
』『
御
伽
草
子

お

と

ぎ

ぞ

う

し

』『
謡
曲
集
』
…
…
等
々
を
典
拠
に
論

を
展
開
す
る
。
と
く
に
、
大
和
氏
は
討
た
れ
る
鬼
の
典
型
と
し
て
酒し

ゅ

呑て
ん

童
子

ど
う
じ

を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
酒
呑
童
子
は
謡
曲
に
も
登
場
す
る
が
、

室
町
時
代
成
立
の
『
御
伽
草
子
』
の
そ
れ
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
。

「
浦
島
太
郎
」
も
「
一
寸
法
師
」
も
「
も
の
く
さ
太
郎
」
な
ど
も
こ

の
『
御
伽
草
子
』
に
登
場
し
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
桃
太
郎
の
鬼
ヶ
島
は
、
江
戸
時
代
の
享
保
年
間
に
流は

行や

っ
た
赤
本
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
、
事
実
上
、
埋
没
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
明
治
に
入
っ
て
、
巌い

わ

谷や

小さ
ざ

波な
み

が
『
日
本
昔
噺
』
叢
書
と
し

て
「
桃
太
郎
」
を
発
表
（
一
八
九
四
）
し
て
以
来
、
よ
う
や
く
人
口

に
膾か

い

炙し
ゃ

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伝
説
じ
た
い
は

岡
山
市
の
吉
備
津
彦
神
社
と
吉
備
津
神
社
の
祭
神
で
あ
る
大お

お

吉
備
津

き

び

つ

彦
命

ひ
こ
の
み
こ
と

（
第
七
代
孝
霊
天
皇
第
三
皇
子
）
を
桃
太
郎
に
、
討
た
れ
る

側
の
鬼
に
温
羅

う

ら

（
百
済
の
王
子
と
い
う
）
を
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
桃
太
郎
の
場
合
、
浦
島
太
郎
や
一
寸
法
師
な
ど
と
比

べ
る
と
、
民
間
伝
承
の
度
合
い
が
よ
り
濃
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
鬼
ヶ
島
は
『
御
伽
草
子
』
以
前
か
ら
埋
没
し
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
し
、
江
戸
中
期
に
な
っ
て
、
蔑
視
の
対
象
と
し
て

の
「
鬼
ヶ
島
」
が
確
立
し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
巌
谷
小
波
の

「
桃
太
郎
」
に
は
、
海
は
「
急
ぐ
ほ
ど
に
来
る
程
に
、
は
や
此こ

処こ

は

東
海
の
端は

て

で
す
。
前
面

む
こ
う

を
見
渡
せ
ば
、
只
茫
々
漠
々
と
し
て
、
更
に

眼
に
遮

さ
え
ぎ

る
小
島
も
な
く
、
岸
打
つ
波
は
鼕と

う

々と
う

と
し
て
、
寄
せ
て
は
返

す
有
様
は
、
さ
な
が
ら
海
の
底
に
物
あ
っ
て
、
水
を
掻
き
廻
す
の
か

と
疑
は
れ
ま
す
」（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
み

で
あ
る
。
海
も
島
も
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

■

特集 海と島の日本・Ⅲ


