
〈
海
縁
〉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

　
　
　
　
　
　
－
移
住
開
拓
島
の
民
俗
学
ノ
ー
ト
（
二
）

野
　
地
　
恒
　
有

＊
海
縁
と
は
海
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
え
に
し
の
こ
と
で
あ
る

　
（
野
地
　
二
〇
一
　
一
ｂ
）
。

は
し
が
き

①
移
住
開
拓
島

　
移
住
開
拓
島
と
は
近
代
以
降
の
移
住
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
島
あ
る
い
は

集
落
（
シ
マ
に
は
集
落
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　
柳
田
国
男
は
「
日
本
の
島
々
」
で
、
島
の
歴
史
研
究
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
一
つ
一
つ
の
島
の
成
り
立
ち
、
そ
こ
へ
渡
っ
て
か
ら
の
苦
闘

建
設
の
歴
史
は
、
そ
れ
自
身
爽
快
な
課
題
で
あ
り
、
ま
た
住
民

の
切
な
る
課
題
で
も
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
時
が
す
で
に
遅

く
、
あ
る
い
は
も
う
間
に
合
わ
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ

る
。
人
の
住
む
小
島
の
数
が
、
今
で
も
日
本
に
は
四
百
以
上
、

そ
の
起
立
の
明
ら
か
に
近
代
に
属
す
る
も
の
は
十
ば
か
り
し
か

な
い
。
ど
ん
な
に
私
た
ち
が
手
分
け
を
し
て
も
、
こ
れ
を
片
端

か
ら
見
て
行
く
に
は
時
が
か
か
り
、
そ
の
う
ち
に
は
ま
た
隠
れ

て
し
ま
う
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
柳
田
　
一
九
八
九
二
八

七
五
）

　
ま
ず
、
こ
の
引
用
箇
所
を
含
め
て
、
「
日
本
の
島
々
」
全
体
を
要
約
し

て
お
こ
う
。
「
一
つ
一
つ
の
島
の
成
り
立
ち
」
や
島
へ
「
渡
っ
て
か
ら
の

苦
闘
建
設
の
歴
史
」
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
島
の
文
化
は
消
滅
に
瀕

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
島
々
の
多
様
性
に
立
っ
て
島
の
歴
史
を
微

視
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
課
題
に
対
処
し
て
い
る
時
間
的
余
裕
は
な
い
。

と
、
こ
こ
ま
で
が
引
用
箇
所
の
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続

い
て
い
く
。
日
本
の
島
々
は
「
だ
い
た
い
同
じ
方
式
、
同
じ
機
会
、
同
じ

資
材
に
よ
っ
て
経
営
せ
ら
れ
た
か
と
思
わ
れ
」
て
「
異
分
子
痕
跡
の
少
な
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い
」
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
「
個
々
の
島
限
り
の
探
求
や
討

査
」
で
は
な
く
、
島
々
の
共
通
性
に
立
っ
て
島
々
に
見
ら
れ
る
変
遷
の
い

ろ
い
ろ
な
段
階
を
比
較
し
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
島
の
歴
史
を
巨
視

的
に
と
ら
え
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
引
用
箇
所
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
、
私
の
移
住
開

拓
島
と
い
う
視
角
の
立
脚
点
が
二
つ
の
側
面
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
移
住
開
拓
島
の
と
ら
え
方
は
コ
つ
一
つ
の
島
の
成
り
立
ち
、

そ
こ
へ
渡
っ
て
か
ら
の
苦
闘
建
設
の
歴
史
」
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
「
島
の
成
り
立
ち
、
そ
こ
へ
渡
っ
て
か
ら
の
苦
闘
建
設
の

歴
史
」
を
一
つ
一
つ
見
て
い
く
と
い
う
や
り
方
は
、
「
時
が
す
で
に
遅
く
、

あ
る
い
は
も
う
間
に
合
わ
」
な
い
し
「
片
端
か
ら
見
て
行
く
に
は
時
が
か

か
り
、
そ
の
う
ち
に
は
ま
た
隠
れ
て
し
ま
う
も
の
が
多
い
」
と
、
消
極
的

に
否
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
島
々
の
共
通
性
に
立
っ

て
巨
視
的
に
と
ら
え
ら
え
て
い
く
こ
と
を
柳
田
は
主
張
す
る
。

　
第
二
に
、
移
住
開
拓
島
と
い
う
視
点
は
、
近
代
以
降
に
起
立
さ
れ
た
島

を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
柳
田
が
求
め
る
島
の
人
生
に
「
起
立
の

明
ら
か
に
近
代
に
属
す
る
」
島
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
（
「
起
立
の
明
ら
か

に
近
代
に
属
す
る
」
島
で
あ
っ
て
も
、
起
立
の
は
じ
ま
り
は
近
代
以
前
で

あ
っ
て
、
そ
の
後
に
く
り
返
さ
れ
て
き
た
移
住
史
の
Ｉ
コ
マ
の
中
で
、
近

代
以
降
の
移
住
・
開
拓
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
島
（
集
落
）
は
Ｉ
〇
ば
か
り

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
）

　
移
住
開
拓
島
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
柳
田
に
よ
っ
て
二
側
面
か
ら
否
定

さ
れ
て
い
る
、
近
代
に
形
成
さ
れ
た
「
一
つ
一
つ
の
島
の
成
り
立
ち
、
そ

こ
へ
渡
っ
て
か
ら
の
苦
闘
建
設
の
歴
史
」
を
微
視
的
に
見
て
い
こ
う
と
す

る
分
析
視
点
で
あ
る
。

　
「
日
本
の
島
々
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
『
島
の
人
生
』
は
一
九
五
一
年

に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
著
作
に
は
、
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
三
四
年
に
発

表
さ
れ
た
も
の
（
こ
れ
ら
を
初
期
作
品
と
呼
ぼ
う
）
と
一
九
五
〇
年
前
後

に
発
表
さ
れ
た
も
の
（
こ
れ
ら
を
刊
行
０
　
作
品
と
呼
ぼ
う
）
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
「
日
本
の
島
々
」
は
刊
行
時
作
品
で
あ
る
。
初
期
作
品
で
は

島
々
の
多
様
性
に
立
っ
た
微
視
的
な
と
ら
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
刊
行
作
品
で
は
単
一
・
同
質
の
文
化
を
前
提
と
し
た
島
々
の

共
通
性
に
立
っ
た
巨
視
的
な
と
ら
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
刊
行
時
作
品

の
巨
視
的
な
と
ら
え
方
は
、
「
海
上
の
道
」
へ
展
開
し
て
い
く
。
「
島
の
人

生
」
は
、
『
海
上
の
道
』
所
収
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
最
中
に
刊
行

さ
れ
た
。
『
島
の
人
生
』
は
、
そ
の
刊
行
当
時
、
「
海
上
の
道
」
論
を
構
築

し
て
い
た
柳
田
が
巨
視
的
な
島
の
と
ら
え
方
の
編
集
方
針
に
よ
っ
て
、
過

去
に
試
み
た
微
視
的
な
島
の
と
ら
え
方
を
方
向
転
換
さ
せ
封
印
し
た
著
作

で
あ
っ
た
。
刊
行
時
作
品
の
巨
視
的
な
と
ら
え
方
は
『
海
上
の
道
』
へ
展

開
し
て
い
っ
だ
の
に
対
し
て
、
微
視
的
な
と
ら
え
方
は
柳
田
に
よ
っ
て
自

ら
否
定
さ
れ
そ
の
研
究
の
中
で
取
り
残
さ
れ
た
。
移
住
開
拓
島
と
い
う
視

点
は
、
柳
田
に
よ
っ
て
封
印
さ
れ
た
島
の
微
視
的
な
と
ら
え
方
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
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②
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち

　
移
住
社
会
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
活
は
そ
こ
に
あ
る
。
し

か
し
、
移
住
先
の
地
に
、
出
身
地
か
ら
も
っ
て
き
た
何
か
を
求
め
て
も
、

移
住
先
の
地
域
か
ら
取
り
入
れ
た
何
か
を
引
き
だ
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の

断
片
は
集
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
移
住
社
会
の
文
化
は
と
ら
え
ら
れ
な

い
。
出
身
地
の
文
化
の
よ
う
で
出
身
地
の
文
化
で
は
な
い
、
移
住
先
の
文

化
の
よ
う
で
移
住
先
の
文
化
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
何
か
、
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
。

　
移
住
社
会
は
移
住
先
の
周
辺
地
域
と
の
関
係
性
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
。
周
辺
地
域
と
の
間
に
取
り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
移
住
社
会
の
文
化
な
の
で
あ
る
。

　
一
九
八
五
年
頃
、
私
は
、
青
森
県
大
畑
町
で
一
八
九
〇
年
代
（
明
治
二

〇
年
代
後
半
）
に
形
成
さ
れ
た
移
住
集
落
を
調
査
し
て
い
た
中
で
、
『
大

畑
町
史
』
に
「
（
大
畑
町
で
は
）
松
前
に
移
住
す
る
者
続
出
し
、
明
治
一

六
～
七
年
頃
に
は
本
町
、
東
町
等
空
家
を
生
ず
る
も
購
ふ
者
な
く
、
之
を

毀
ち
て
薪
に
焚
く
の
珍
現
象
を
呈
し
た
」
（
笹
沢
　
一
九
三
四
一
二
）
と
い

う
一
文
を
見
つ
け
た
と
き
、
こ
の
入
れ
代
わ
り
の
激
し
い
流
動
的
な
姿
が

移
住
集
落
の
特
徴
で
あ
る
と
直
感
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
大

畑
町
の
情
景
に
、
小
学
生
の
こ
ろ
に
暗
唱
さ
せ
ら
れ
た
「
方
丈
記
」
の
有

名
な
冒
頭
が
浮
か
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ

ら
ず
。
淀
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、

久
し
く
と
ゞ
ま
り
た
る
例
な
し
。
世
中
に
あ
る
人
と
栖
と
、
ま

た
か
く
の
ご
と
し
。
た
ま
し
き
の
都
の
う
ち
に
、
棟
を
並
べ
、

莞
を
争
へ
る
、
高
き
、
い
や
し
き
、
人
の
住
ひ
は
、
世
々
を
経

て
書
き
せ
ぬ
も
の
な
れ
ど
、
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋
れ
ば
、
昔

し
あ
り
し
家
は
稀
な
り
。
或
は
去
年
焼
け
て
今
年
作
れ
り
。
或

は
大
家
亡
び
て
小
家
と
な
る
。
住
む
人
も
こ
れ
に
同
じ
。
所
も

変
ら
ず
、
人
も
多
か
れ
ど
、
い
に
し
え
見
し
人
は
、
二
三
十
人

が
中
に
、
わ
づ
か
に
ひ
と
り
ふ
た
り
な
り
。
」
（
西
尾
　
一
九
五

七
一
二
三
）

　
絶
え
ず
流
れ
ゆ
き
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
河
の
淀
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か

た
の
よ
う
な
「
都
」
に
ど
の
よ
う
な
文
化
が
蓄
積
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

続
出
し
た
転
出
者
た
ち
の
空
き
家
を
こ
わ
し
て
薪
に
す
る
と
い
う
珍
現
象

を
呈
し
た
大
畑
町
に
ど
の
よ
う
な
文
化
が
蓄
積
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
都
や
移
住
集
落
の
内
部
に
は
、
「
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く

と
ゞ
ま
」
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
何
も
蓄
積
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
外
部
と
の
つ
な
が
り
方
に
、
都
や
移
住
集

落
の
文
化
を
特
徴
づ
け
る
も
の
が
蓄
積
す
る
。
外
部
と
の
間
に
取
り
結
ば

れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
文
化
を
形
成
す
る
。
周
辺
地
域
と
の
間

に
取
り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
都
や
移
住
集

落
の
文
化
な
の
で
あ
る
。

　
都
の
人
々
で
あ
れ
、
松
前
に
移
住
し
た
大
畑
町
の
人
々
で
あ
れ
、
流
れ
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ゆ
く
人
た
ち
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
は
専
一
的
な
技
術
と
外
部
に
広

が
る
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
新
た
な
定
住
地

へ
移
動
す
る
と
い
う
生
き
方
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
海
縁
と
は
何
か

　
　
　
①
内
縁
系
と
外
縁
系

　
〈
海
縁
〉
と
は
海
の
へ
り
、
ふ
ち
の
こ
と
で
は
な
い
。
海
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
る
縁
（
え
に
し
）
、
海
を
媒
介
と
し
た
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
海
縁
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
、
〈
外
縁
系
〉
と
〈
内
縁
系
〉

に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
我
々
の
社
会
に
は
内
と
外
に
向
か
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
内
部
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
諸

関
係
を
内
縁
系
、
社
会
の
外
部
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
諸
関
係
を
外

縁
系
と
呼
ぼ
う
。

　
伝
統
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、
と
く
に
内
に
向
か
っ
て
は
り
め
ぐ
ら
さ

れ
て
い
る
濃
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
注
目
さ
れ
、
民
俗
学
で
は
、
こ
の
濃

密
な
内
縁
系
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
き
た
。

　
伝
統
的
な
社
会
の
内
縁
系
の
姿
は
、
自
給
自
足
の
完
結
体
と
い
う
幻
想

を
抱
か
せ
る
。
し
か
し
、
内
縁
系
だ
け
に
目
を
向
け
る
と
自
給
自
足
に
見

え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
と
い
え
ど
も
、
外
縁
系
を
も
た
な
い
社
会
は

な
い
。
歴
史
学
者
の
高
取
正
男
が
、
〔
人
間
の
社
会
は
、
自
給
自
足
度
が

高
い
ほ
ど
、
外
部
世
界
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
交
易
に
多
く
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
〕
と
言
っ
た
よ
う
に
（
高
取
　
一
九
七

五
一
一
四
一
丁
一
四
四
、
一
七
八
）
、
自
給
自
足
度
が
高
そ
う
な
社
会
だ

か
ら
と
い
っ
て
そ
こ
が
自
己
完
結
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
さ
て
、
移
住
社
会
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
移
住
社
会
も
内
縁
系
・
外

縁
系
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
縁
系
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を

し
て
い
る
か
、
私
に
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
移
住
社
会
の
内

縁
系
は
何
も
伝
承
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
見
え
て
し
ま
う
。

少
な
く
と
も
、
従
来
の
民
俗
学
が
や
っ
て
き
た
、
伝
統
社
会
の
内
縁
系
を

と
ら
え
る
延
長
で
は
移
住
社
会
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
だ
け
は
わ
か
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
移
住
社
会
で
は
外
縁
系
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
。
先
に
、
移
住
社
会
は
移
住
先
の
周
辺
地
域
と
の
関
係
性
を
構
築
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
と
私
は
言
っ
た
。
周
辺
地
域
と
の
間
に

取
り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
か
た
ち
が
移
住
社
会
の
文

化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
移
住
社
会
の
文
化
と
は
外
縁
系
の
か
た
ち
の
こ
と

で
あ
る
。
移
住
社
会
の
文
化
は
外
縁
系
に
蓄
積
す
る
。

　
外
縁
系
は
伝
播
の
道
で
も
伝
播
を
説
明
す
る
要
因
で
も
な
い
。
私
は
、

そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
外
縁
系
を
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。

移
住
社
会
の
文
化
は
、
出
身
地
や
周
辺
地
域
か
ら
移
植
さ
れ
た
文
物
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
出
身
地
や
周
辺
地
域
と
の
間
に
取

り
結
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
外
縁
系
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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②
海
縁
に
つ
い
て

　
移
住
社
会
と
は
外
縁
系
が
優
位
に
な
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

外
縁
系
優
位
社
会
で
あ
る
。
そ
の
外
縁
系
の
一
つ
が
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
あ
る
。

　
く
り
返
し
定
義
し
て
き
た
よ
う
に
、
海
縁
と
は
海
に
よ
っ
て
作
り
出
さ

れ
る
え
に
し
、
海
に
か
か
わ
る
人
や
モ
ノ
の
移
動
が
作
り
出
す
関
係
の
こ

と
で
あ
る
。
土
地
に
基
づ
く
関
係
を
地
縁
と
い
い
、
血
筋
に
基
づ
く
関
係

の
血
縁
と
い
う
の
と
同
様
な
、
縁
を
使
っ
た
用
法
で
あ
り
、
海
を
媒
介
と

し
た
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
移
住
社
会
で
は
、
血
縁
や
地
縁
と

は
異
な
る
、
海
を
軸
と
し
て
広
範
囲
に
多
方
面
に
向
か
っ
て
作
り
出
さ
れ

て
き
た
関
係
－
海
縁
－
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
移
住
開
拓
島
を
と
ら
え
分
析
す
る
視
角
で
あ

り
、
地
域
お
こ
し
や
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
な
げ
ら
れ
る
課
題
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
い
る
（
野
地
　
二
〇
一
一
ｂ
）
。

　
海
に
か
か
わ
る
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
移
動
が
作
り
出
す
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
沿
岸
部
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
内
陸
部
と
の
つ
な
が
り
も
あ
る
。
海

縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
沿
岸
を
結
ぶ
「
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
課

題
を
出
発
点
と
し
て
見
出
さ
れ
た
視
点
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
沿
岸
を
横
に

つ
な
ぐ
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
内
陸
に
あ
っ
て
も
海

縁
は
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
お
り
、
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
る
日
本
の
文
化
的
特
徴
を
、
私
は
、
か
つ
て
「
海
洋
性
」
と
呼
ん
だ

の
だ
っ
た
（
野
地
　
二
〇
〇
八
ｂ
）
。

　
海
縁
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
海
の
生
業
は
大
き
な
存
在
で
あ
る
。
し

か
し
、
必
ず
し
も
、
海
の
生
業
だ
け
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
関
係
の
こ
と
で

は
な
い
。

　
ま
た
、
海
に
対
す
る
山
と
い
う
安
易
な
連
想
か
ら
、
海
縁
に
対
し
て
由

縁
な
ど
と
い
う
言
葉
が
対
比
的
に
思
い
浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

海
縁
と
は
社
会
の
外
に
向
か
っ
て
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
関
係
を
あ
ら

わ
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
海
縁
は
外
縁
系
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
外
縁
系
に
含
ま
れ
る
海
縁
の
対
立
語
は
、
山
と
か

平
地
な
ど
で
は
な
く
、
内
縁
系
の
関
係
性
を
示
す
何
か
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

二
、
瀬
戸
内
海
の
移
住
開
拓
島
と
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
　
　
①
移
住
開
拓
島
・
小
手
島

　
た
と
え
ば
、
移
住
開
拓
島
と
し
て
、
香
川
県
丸
亀
市
広
島
町
の
小
手
島

を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
小
手
島
は
、
一
九
三
七
年
に
渋
沢
敬
三
を
中
心

と
し
た
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
瀬
戸
内
海
島
嶼
巡

訪
調
査
で
対
象
と
さ
れ
た
島
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
一
九
三
七

年
五
月
一
五
日
か
ら
二
〇
日
の
六
日
間
に
、
瀬
戸
内
海
中
部
の
二
六
の
島

と
五
つ
の
海
浜
を
船
で
巡
航
し
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
た
（
河
岡
　
一
九
七

一
犬
一
〇
五
九
～
一
〇
六
四
）
。
こ
の
調
査
資
料
は
桜
田
勝
徳
に
よ
っ
て

整
理
さ
れ
て
、
一
九
四
〇
年
九
月
に
「
瀬
戸
内
海
島
嶼
巡
訪
日
記
」
と
し
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て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
小
手
島
の
日
本
民
俗
学
史
上
へ
最
初
の
登
場
で

あ
ろ
う
。
こ
の
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
小
手
島
は
「
困
窮
島
」
と
し
て
、
桜

田
勝
徳
（
一
丸
七
〇
　
一
九
八
〇
）
や
宮
本
常
一
　
二
九
六
五
　
一
九
七

三
）
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
瀬
戸
内
海
島
嶼
巡
訪
日
記
」

に
よ
れ
ば
、
小
手
島
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
「
四
十
年
ほ
ど
前
ま
で
1
は
こ
の
島
は
牛
飼
場
2
で
あ
っ
た
。

こ
の
番
を
し
に
手
島
か
ら
渡
っ
た
と
言
わ
れ
る
大
倉
、
合
田
、

合
ノ
木
の
三
戸
3
が
あ
る
。
こ
れ
を
山
の
者
4
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
う
し
て
が
ん
ど
う
つ
ね
ぞ
う
と
言
う
者
が
、
手
島
か
ら
渡
っ

て
来
て
開
墾
し
は
じ
め
、
今
日
の
村
を
致
す
に
至
っ
た
と
言
わ

れ
、
つ
ね
ぞ
う
は
地
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
5
。

　
開
墾
以
来
、
各
島
か
ら
人
が
来
島
し
て
今
は
四
〇
戸
に
も
な

っ
て
い
る
が
、
北
木
島
真
鍋
島
か
ら
来
た
者
が
多
く
、
こ
と
に

北
木
島
の
金
風
呂
か
ら
移
住
し
た
者
が
多
い
。
　
・
・
・
こ
の
島

に
は
す
ぐ
そ
ば
の
、
手
島
か
ら
で
は
な
く
、
多
く
備
中
領
の
北

木
島
か
ら
移
住
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
・
・
・
島
の
一
番

高
い
と
こ
ろ
に
地
の
神
様
が
祀
っ
て
あ
る
。
祭
神
は
が
ん
ど
う

つ
ね
ぞ
う
を
祀
っ
た
も
の
で
、
石
祠
に
は
地
神
と
刻
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
の
時
に
は
こ
こ
に
詣
る
。
」
（
ア
チ
ッ
ク
。
ミ
ュ
ー
ゼ
ア

ム
　
ー
九
七
一
万
四
二
七
）

　
【
引
用
者
注
】

1
　
一
九
世
紀
末
、
明
治
三
〇
年
頃
の
こ
と
。

2
　
本
稿
の
巻
末
「
続
・
犬
と
移
住
」
参
照
。

3
　
筆
者
調
査
の
聞
き
書
き
に
よ
れ
ば
、
《
大
倉
、
合
田
、
合

木
（
ご
う
ぎ
）
は
最
初
に
入
植
し
た
三
軒
と
い
わ
れ
、
サ
ン
グ

ン
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
古
い
家
に
は
屋
号
が
あ
り
、
大
倉
は

カ
ン
ベ
エ
、
合
田
は
ナ
カ
ノ
イ
エ
、
合
木
は
コ
ナ
ン
ダ
で
あ
る
。

「
小
手
島
の
人
の
三
分
の
二
以
上
は
北
木
島
か
ら
来
て
い
る
」

と
い
う
。
》

4
　
「
山
の
者
」
と
は
小
手
島
の
山
の
権
利
を
持
つ
者
と
い
う

意
味
に
私
は
解
釈
し
て
い
る
。

5
　
写
真
１
参
照
。
筆
者
調
査
に
よ
れ
ば
、
《
地
神
の
石
碑
と

開
拓
者
の
石
碑
が
と
も
に
建
っ
て
い
る
が
、
地
神
が
開
拓
者
を

祀
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
地
神
の
下
に
は
平
家
の
刀
が

埋
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
》
　
《
》
は
聞
き
書
き
内
容
を
示

す
。

②
「
小
手
島
は
手
島
の
人
名
持
ち
」

　
小
手
島
の
歴
史
を
と
ら
え
る
上
で
、
手
島
の
人
名
（
に
ん
み
ょ
う
）
制

と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
手
島
は
手
島
の
人
名
の
島
で

あ
っ
た
。

　
人
名
と
は
、
ヱ
ハ
世
紀
末
に
塩
飽
諸
島
の
船
方
六
五
〇
人
に
与
え
ら
れ
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た
領
有
権
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
そ
の
権
利
は
株
と
い
う
持
ち
伝
え
ら

れ
た
（
谷
沢
　
二
〇
一
一
：
一
八
五
、
丸
亀
市
史
編
さ
ん
委
員
会
　
一
九

九
四
一
一
八
四
～
一
九
七
）
。
明
治
時
代
以
降
も
、
人
名
制
は
共
有
地
や

地
先
海
域
の
権
利
と
し
て
生
き
続
け
た
。
た
と
え
ば
、
地
先
の
海
は
人
名

の
株
を
も
つ
人
た
ち
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
お
り
、
権
利
を
持
た
な
い
者

は
人
名
に
入
漁
料
を
払
っ
て
操
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
漁
場
に
対
す
る
人
名
の
特
権
は
農
地
解
放
と
同
様

な
推
移
で
、
「
国
債
と
引
き
か
え
に
一
度
政
府
に
移
り
、
政
府
か
ら
さ
ら

に
漁
業
組
合
に
移
」
り
、
海
か
ら
の
配
当
金
は
人
名
の
手
に
ま
っ
た
く
入

ら
な
く
な
っ
た
（
榊
原
　
二
〇
一
一
一
二
仁
一
）
。
塩
飽
船
方
六
五
〇
人

に
与
え
ら
れ
た
人
名
の
株
の
う
ち
、
手
島
に
は
六
六
株
が
保
有
さ
れ
て
い

た
（
谷
沢
　
二
〇
一
一
一
一
丸
四
）
。

　
筆
者
調
査
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
《
手
島

で
は
人
名
の
権
利
を
カ
ブ
ウ
チ
の
権
利
と
い
っ
て
い
た
。
小
手
島
に
は
人

名
株
は
な
く
、
小
手
島
は
手
島
の
人
名
持
ち
だ
っ
た
。
小
手
島
の
土
地
や

沿
岸
の
漁
業
権
は
手
島
で
カ
ブ
ウ
チ
の
権
利
を
持
つ
人
た
ち
の
持
ち
主
に

な
っ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
農
地
改
革
で
農
地
は
払
い
下
げ
ら

れ
た
。
昭
和
三
〇
年
か
ら
四
〇
年
の
頃
に
、
小
手
島
の
土
地
（
宅
地
や
山

の
権
利
）
を
手
島
の
所
有
者
（
カ
ブ
ウ
チ
の
権
利
を
持
つ
者
）
か
ら
買
い

取
っ
て
、
小
手
島
の
人
た
ち
に
分
譲
し
た
。
総
額
で
八
〇
〇
万
円
く
ら
い

だ
っ
た
。
》

　
「
四
国
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
「
島
び
と
二
十
世
紀
」
に
お
い
て
「
人
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名
の
遺
産
」
と
題
さ
れ
た
回
で
は
、
戦
後
、
手
島
と
小
手
島
が
歩
み
分
け
、

大
き
く
明
暗
の
分
か
れ
た
戦
後
史
が
、
〔
人
名
の
島
と
し
て
栄
え
た
が
急

速
な
過
疎
に
悩
み
海
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
手
島
〕
と
〔
手
島
の
開
拓

地
だ
っ
た
が
漁
業
の
島
と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
手
に
入
れ
た
小
手
島
〕
と
い

う
対
照
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

〔
手
島
は
人
名
六
六
人
を
擁
す
る
島
で
、
出
稼
ぎ
大
工
と
農
業

で
栄
え
た
が
、
戦
後
、
一
次
産
業
が
衰
退
し
漁
業
に
転
換
を
図

る
こ
と
も
な
く
過
疎
化
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
小
手
島
は
、
戦

前
に
は
上
地
は
手
島
の
財
産
で
あ
っ
た
た
め
、
新
し
い
畑
を
い

く
ら
増
や
し
て
も
そ
の
収
穫
は
年
貢
に
と
ら
れ
手
元
に
は
ほ
と

ん
ど
残
ら
な
か
っ
た
が
、
戦
後
、
漁
業
法
改
正
に
よ
る
漁
場
開

放
で
小
手
島
に
も
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
、
イ
カ
ナ
ゴ
漁
を
中
心

に
安
定
化
し
た
。
〕
（
四
国
新
聞
社
　
二
〇
〇
〇
）
　
　
〔
　
〕
は

要
約
し
た
引
用
を
示
す
。

　
手
島
の
開
拓
地
だ
っ
た
小
手
島
が
漁
業
の
島
と
し
て
発
展
で
き
た
の

は
、
手
島
の
東
縛
か
ら
脱
し
、
手
島
を
媒
介
と
し
な
い
で
、
小
手
島
の
外

縁
系
＝
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
で
き
た
か
ら
で
あ
る
、
と
私
は
考
え

て
い
る
。

③
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
人
．
技
術
・
モ
ノ

下
津
井
の
デ
ガ
イ

　
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
人
・
技
術
・
モ
ノ
と
し
て
、
魚
問
屋

（
仲
買
。
鮮
魚
運
搬
業
者
）
が
各
地
に
出
向
い
て
魚
を
買
う
デ
ガ
イ
と
い

う
行
為
が
あ
る
。
出
て
行
っ
て
買
う
か
ら
デ
ガ
イ
と
い
う
の
だ
が
、
売
る

側
の
方
か
ら
い
え
ば
カ
イ
フ
ネ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
行
為
が
作
り

出
す
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
魚
問
屋
の
デ
ガ
イ
が
島
々
を
、
浦
々
を

つ
な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
下
津
井
の
魚
問
屋
の

デ
ガ
イ
が
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
、
浦
々
を
つ
な
い
で
い
っ
た
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
下
津
井
の
魚
問
屋
に
生
ま
れ
育
っ
た
角
田
直
一
は
、
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

　
〔
下
津
井
の
魚
問
屋
が
流
通
機
構
の
す
べ
て
を
に
ぎ
っ
て
い

た
。
下
津
井
沖
で
と
れ
た
魚
は
す
べ
て
魚
問
屋
に
集
め
ら
れ
、

問
屋
の
手
か
ら
小
売
人
に
売
り
渡
さ
れ
た
り
、
淡
路
島
か
ら
来

る
鮮
魚
運
搬
業
者
に
転
売
さ
れ
た
り
し
た
。

活
魚
を
生
か
し
た
ま
ま
で
保
存
す
る
活
魚
船
（
イ
ケ
フ
ネ
）
を

ド
ブ
ネ
と
い
っ
た
。
ド
ブ
ネ
は
船
の
大
半
が
活
け
間
（
い
け
ま
）

か
ら
で
き
て
い
た
。
活
け
間
と
は
、
「
船
底
、
船
腹
に
適
当
な

間
隔
を
置
い
て
長
方
形
の
小
さ
な
孔
（
あ
な
）
を
あ
け
、
活
魚

が
遊
泳
す
る
に
必
要
な
海
水
を
導
入
す
る
間
仕
切
り
」
の
こ
と
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で
あ
る
。
船
底
や
船
腹
の
孔
に
は
木
製
の
栓
が
つ
い
て
い
て
、

そ
の
栓
で
孔
を
ふ
さ
げ
ば
、
入
っ
て
く
る
海
水
が
遮
断
さ
れ
る
。

活
け
間
か
ら
手
網
で
遊
泳
中
の
魚
を
捕
ま
え
た
り
、
海
水
を
く

み
出
し
て
タ
コ
を
捕
ま
え
た
り
し
た
。

ま
た
、
ド
ブ
ネ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
付
属
船
が
つ
い
て
い
た
。
小

型
の
ド
ブ
ネ
、
タ
コ
を
活
か
す
タ
コ
船
、
陸
と
ド
ブ
ネ
の
間
を

行
き
来
す
る
テ
ン
マ
船
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
ロ
ー

プ
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
一
つ
の
か
た
ま
り
に
な
っ
て
、
い
つ
も

決
ま
っ
た
場
所
に
固
定
さ
れ
て
い
た
。

漁
師
は
、
魚
問
屋
の
ド
ブ
ネ
に
漁
船
を
横
付
け
し
て
、
魚
を
売

っ
た
（
写
真
２
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
魚
問
屋
は
自
分
の
店
に
魚
を

売
っ
て
く
れ
る
「
ひ
い
き
」
の
漁
家
集
団
を
に
ぎ
っ
て
い
た
。

港
の
外
に
鮮
魚
を
買
い
に
出
る
こ
と
を
沖
買
い
と
か
出
買
い
と

い
っ
た
。
大
正
時
代
に
な
る
と
、
動
力
付
き
の
イ
ケ
フ
ネ
付
き

の
巡
航
船
が
出
て
き
た
。

讃
岐
の
観
音
寺
、
伊
吹
島
方
面
、
塩
飽
海
の
魚
が
ほ
と
ん
ど
下

津
井
の
出
買
い
船
の
手
に
よ
っ
て
、
下
津
井
の
魚
問
屋
に
集
め

ら
れ
た
。
〕
（
角
田
　
一
九
八
「
Ｉ
九
八
入
一
言
一
　
角
田
。

中
西
　
一
九
八
九
一
二
六
大
一
七
」

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
魚
問
屋
に
よ
る
鮮
魚
運
搬
業
は
影
を
潜
め
た
と

あ
る
が
（
角
田
　
一
丸
八
一
‥
二
万
Ｉ
）
、
戦
後
も
魚
問
屋
と
の
関
係
は

見
ら
れ
た
。
魚
問
屋
が
作
っ
た
海
縁
は
続
い
て
い
た
。
筆
者
調
査
に
よ
る

写真２　下津井港のドブネ［1939年］（角田・中西1989 : 27）
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と
、
調
査
時
点
（
二
〇
〇
八
年
頃
）
の
状
況
で
は
、
《
下
津
井
か
ら
デ
ガ

イ
に
来
る
の
を
、
小
手
島
側
で
は
カ
イ
フ
ネ
と
呼
ん
で
い
る
。
タ
コ
、
イ

カ
ナ
ゴ
を
、
カ
メ
リ
ン
（
亀
林
）
、
マ
ル
フ
ク
（
丸
福
）
に
出
し
て
い
る
。

そ
の
関
係
を
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
て
、
三
代
に
わ
た
っ
て
つ
き
あ
い
が
あ
る

と
い
う
人
も
い
る
。
マ
ル
フ
ク
か
ら
カ
メ
リ
ン
に
代
え
た
と
い
う
人
も
い

た
。
》

［
附
］
釣
り
餌
が
作
り
出
す
関
係
－
餌
の
デ
ガ
イ

　
こ
の
ほ
か
に
、
下
津
井
の
デ
カ
イ
の
中
で
餌
の
デ
ガ
イ
も
、
海
縁
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
し
た
存
在
と
し
て
移
住
地
域
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
手
島
の
餌
売
り
に
つ
い
て
は
未
調
査

で
あ
る
。
（
餌
の
デ
ガ
イ
を
販
売
す
る
側
か
ら
い
え
ば
「
餌
売
り
」
で
あ

る
。
）
こ
こ
で
は
、
下
津
井
の
餌
の
デ
ガ
イ
に
つ
い
て
河
野
（
一
九
五
四
）

を
も
と
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
〔
餌
の
デ
ガ
イ
と
は
、
一
本
釣
り
や
延
縄
の
餌
と
な
る
エ
ビ
、

タ
コ
、
ム
シ
（
ユ
ウ
そ
の
他
）
、
イ
カ
ナ
ゴ
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ

の
産
地
で
あ
る
漁
村
に
お
い
て
購
入
し
、
そ
れ
を
漁
村
や
出
漁

船
に
供
給
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
。
大
正
七
、
八
年
か
ら
昭

和
二
、
三
年
が
最
盛
期
だ
っ
た
。

二
月
～
四
月
の
タ
イ
の
最
盛
期
に
は
、
シ
ロ
エ
ビ
、
ア
カ
エ
ビ
、

モ
ダ
コ
を
餌
と
し
、
エ
ビ
は
大
室
、
古
下
津
井
の
も
の
を
買
っ

て
下
津
井
近
海
の
漁
場
に
持
っ
て
行
っ
た
。
エ
ビ
の
餌
を
積
ん

だ
船
は
白
旗
、
タ
コ
を
積
ん
だ
船
は
黒
旗
を
立
て
て
、
釣
船
は

そ
の
旗
を
見
て
ほ
し
い
方
の
餌
を
積
ん
だ
船
に
寄
っ
て
行
っ

て
、
餌
を
買
っ
た
。

五
、
六
月
は
ガ
タ
エ
ビ
を
多
度
津
で
買
っ
て
、
ビ
ン
グ
シ
縄
の

餌
に
売
っ
た
。

七
、
八
月
は
デ
キ
ェ
ビ
、
コ
エ
ビ
を
、
犬
島
や
小
豆
島
北
岸
の

長
浜
か
ら
下
津
井
に
運
ん
だ
。
ギ
ザ
ミ
、
チ
ヌ
、
タ
イ
ウ
オ
の

餌
と
し
、
大
き
く
な
っ
た
エ
ビ
は
ビ
ン
グ
シ
縄
や
コ
チ
釣
り
の

餌
に
使
っ
た
。

九
、
一
〇
月
は
オ
ウ
ゾ
ウ
ェ
ビ
を
、
児
島
湾
、
犬
島
、
牛
窓
方

面
や
備
前
町
前
面
、
大
多
布
、
長
島
方
面
に
買
い
に
行
っ
た
。

オ
ウ
ゾ
ウ
ェ
ビ
は
ヨ
シ
の
生
え
て
い
る
や
わ
ら
か
い
沼
地
に
わ

く
。
こ
れ
ら
は
兵
庫
沖
で
下
津
井
か
ら
の
出
漁
船
に
売
っ
た
。

一
月
か
ら
三
月
、
イ
カ
ナ
ゴ
や
モ
ダ
コ
。
イ
カ
ナ
ゴ
は
愛
媛
県

温
泉
郡
浅
海
村
大
浦
の
波
妻
（
は
づ
ま
）
で
買
い
、
下
津
井
、

輛
、
尾
道
、
吉
和
、
二
窓
な
ど
ヘ
ア
ナ
ゴ
縄
の
餌
と
し
て
売
り

に
行
っ
た
。
モ
ダ
コ
は
、
兵
庫
、
播
州
二
見
、
備
前
灘
田
（
日

生
西
方
）
、
備
中
真
鍋
島
、
備
後
輛
で
積
ん
で
、
長
州
仙
崎
、

筑
前
地
の
島
、
同
沖
の
島
、
壱
州
郷
之
浦
、
伊
予
深
浦
に
持
っ

て
行
っ
た
。
筑
前
お
よ
び
壱
岐
で
は
よ
そ
の
土
地
（
お
も
に
長

州
の
鶴
江
、
玉
江
な
ど
の
諸
浦
）
か
ら
出
漁
し
て
き
て
い
る
タ

イ
縄
（
ナ
ガ
レ
バ
イ
）
漁
業
者
に
供
給
し
た
。
〕
（
河
野
　
一
丸
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五
四
一
二
八
七
人
天
八
）

丸
亀
か
ら
の
カ
ヨ
イ

　
小
手
島
に
は
丸
亀
か
ら
カ
ヨ
イ
（
通
い
）
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
を
と

り
な
が
ら
漁
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
筆
者
調
査
に
よ
れ

ば
、
調
査
時
点
（
二
〇
〇
八
年
頃
）
の
状
況
で
は
、
《
小
手
島
の
通
い
の

漁
業
者
と
い
う
の
は
、
小
手
島
の
漁
協
組
合
に
属
し
な
が
ら
丸
亀
市
内
か

ら
通
勤
し
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
者
が
多

く
見
ら
れ
る
。
「
三
分
の
二
以
上
は
丸
亀
か
ら
通
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

も
と
も
と
小
手
島
に
居
住
し
家
も
あ
る
の
だ
が
、
子
ど
も
の
学
校
の
関
係

な
ど
で
市
内
に
引
っ
越
し
た
た
め
、
丸
亀
か
ら
通
い
と
い
う
形
を
と
っ
て

い
る
。
小
手
島
の
漁
業
組
合
員
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
漁
業
権
の
関
係
か

ら
で
あ
る
。
小
手
島
の
島
ま
わ
り
で
漁
業
を
お
こ
な
う
た
め
で
あ
る
。
彼

ら
は
小
手
島
周
辺
で
マ
ダ
コ
や
イ
カ
ナ
ゴ
を
と
っ
て
い
る
。
丸
亀
か
ら
通

い
の
人
た
ち
は
漁
獲
物
（
イ
カ
ナ
ゴ
）
を
多
度
津
に
も
出
し
て
い
る
。
タ

コ
は
下
津
井
に
出
し
て
い
る
。
「
小
手
島
だ
け
今
で
も
御
輿
が
出
て
い
る
。

小
手
島
の
秋
祭
り
に
は
、
丸
亀
市
内
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
も
帰
っ
て
く

る
。
そ
う
で
な
い
と
、
み
こ
し
の
担
ぎ
手
が
そ
ろ
わ
な
い
。
そ
の
た
め
、

祭
日
を
臨
機
応
変
に
変
え
て
い
る
。
祭
日
は
シ
オ
に
合
わ
せ
て
決
め
て
い

る
。
ミ
チ
シ
オ
で
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
や

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
年
寄
り
の
い
う
こ
と
を
か
た
く
な
に
守
っ
て

い
る
と
続
け
て
い
け
な
く
な
る
」
と
い
う
。
》

　
通
い
と
い
う
ス
タ
イ
ル
（
漁
場
行
動
）
は
小
手
島
を
支
え
る
海
縁
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

＊
補
遺
－
続
・
犬
と
移
住

　
前
号
（
野
地
　
二
〇
一
　
一
ａ
）
に
お
い
て
私
は
、
「
犬
と
移
住
」
と
い

う
項
目
を
立
て
て
、
柳
田
国
男
が
島
に
犬
を
連
れ
て
行
く
こ
と
を
禁
忌
と

す
る
本
源
的
な
理
由
を
そ
の
島
が
葬
地
だ
っ
た
か
ら
と
推
測
し
た
こ
と
に

対
し
て
（
柳
田
　
一
九
九
〇
）
、
犬
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
移
住
と

土
地
占
有
を
示
す
行
為
で
あ
っ
た
た
め
、
島
に
犬
を
連
れ
て
行
っ
て
は
い

け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。

　
小
手
島
で
は
犬
を
飼
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
実
際
に

犬
を
飼
っ
て
い
る
家
は
あ
る
。
そ
の
小
手
島
で
、
筆
者
調
査
で
次
の
よ
う

な
話
を
聞
い
た
。
《
明
治
時
代
の
頃
、
小
手
島
に
人
が
住
み
始
め
た
頃
に

は
手
島
の
人
が
小
手
島
で
放
牧
を
し
て
い
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
小
手
島

に
は
そ
の
よ
う
な
平
坦
な
土
地
は
な
い
。
入
り
江
に
牛
を
つ
な
い
で
い
た

て
い
ど
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
手
島
の
人
が
自
分
の
土
地
で
あ
る
こ

と
を
示
す
た
め
に
、
上
地
の
権
利
を
主
張
す
る
た
め
に
、
小
手
島
に
牛
を

つ
な
い
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
》

　
犬
を
飼
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
動
物
（
こ
の
場
合
、
牛
）
を
土

地
に
つ
な
ぐ
と
い
う
行
為
は
そ
の
土
地
の
占
有
（
私
有
）
を
表
示
す
る
、

と
い
う
意
味
合
い
が
こ
の
話
を
語
る
島
人
の
感
覚
に
も
と
ら
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
注
」

（
～
『
島
の
人
生
』
所
収
の
初
期
作
品
に
は
、
一
九
三
三
年
に
発
行
さ
れ

　
た
雑
誌
『
島
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
柳
田
は
、
雑
誌
『
島
』

　
の
時
点
で
は
島
の
微
視
的
な
と
ら
え
方
を
試
み
て
い
る
。
『
島
』
第
一

　
巻
三
号
の
巻
頭
言
は
「
島
の
個
性
」
と
題
さ
れ
て
、
こ
の
雑
誌
創
刊
の

　
意
義
が
、
島
の
歴
史
の
「
漠
た
る
綜
括
論
」
で
は
な
く
「
出
来
る
だ
け

　
詳
細
に
且
つ
精
確
に
、
具
体
的
な
る
観
察
を
公
け
に
」
す
る
こ
と
に
あ

　
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
柳
田
　
一
九
三
三
：
巻
頭
）
。
島
を
微
視
的

　
に
と
ら
え
る
「
島
の
個
性
」
と
い
う
問
題
意
識
は
、
『
島
』
に
発
表
し

　
た
柳
田
の
論
文
・
報
告
に
共
通
し
て
い
る
。
『
島
』
の
巻
頭
言
は
創
刊

　
号
か
ら
三
号
ま
で
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
「
島
の
個
性
」
を
含
め
て
そ

　
れ
ら
の
巻
頭
言
は
す
べ
て
無
署
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
柳
田
の
文
章
で

　
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
島
の
個
性
」
は
柳
田
の
定
本
著
作
集
に
所
収

　
さ
れ
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
柳
田
は
過
去
（
一
丸
三
〇
年
代
以

　
前
）
に
試
み
た
微
視
的
な
島
の
と
ら
え
方
を
否
定
し
葬
っ
た
と
言
え
る
、

　
と
い
う
こ
と
を
私
は
か
つ
て
指
摘
し
た
（
野
地
　
二
〇
〇
こ
。
定
本

　
に
は
所
収
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
巻
頭
言
（
「
島
の
個
性
」
）
は
、
後
に
、

　
二
〇
〇
二
年
刊
行
の
『
柳
田
國
男
全
集
』
二
九
巻
（
筑
摩
書
房
）
に
は

　
所
収
さ
れ
た
。

（
２
）
　
移
住
漁
民
が
移
住
先
で
構
築
す
る
「
専
一
的
な
技
術
」
に
つ
い

　
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
野
地
（
二
〇
〇
一
　
一
石
○
八
ａ
　
二
〇
〇
八
ｂ
）

　
な
ど
で
く
り
返
し
論
じ
て
き
た
。

（
３
）
　
　
マ
ル
フ
ク
や
カ
メ
リ
ン
と
い
う
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か

ら
下
津
井
に
あ
る
「
魚
問
屋
十
三
軒
」
の
中
の
二
軒
で
あ
る
。
「
魚
問

屋
十
三
軒
」
の
魚
問
屋
に
は
、
丸
長
（
ま
る
ち
ょ
う
）
、
丸
八
、
小
橋
、

岩
源
（
い
わ
げ
ん
）
、
味
万
（
あ
じ
ま
ん
）
、
亀
林
（
か
め
り
ん
）
、
辻

源
（
つ
じ
げ
ん
）
、
笠
伊
（
か
さ
い
）
、
笠
松
（
か
さ
ま
つ
）
、
笠
五

（
か
さ
ご
）
、
角
七
（
か
ど
し
ち
）
、
丸
福
（
ま
る
ふ
く
）
、
山
秀
（
や
ま

ひ
で
）
が
あ
っ
た
（
角
田
　
一
丸
八
一
一
一
九
八
）

　
　
　
【
引
用
文
献
】

ア
チ
ッ
ク
ー
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
（
編
）
　
　
一
丸
七
三
　
「
瀬
戸
内
海
島
嶼
巡

　
訪
日
記
」
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
　
二

　
こ
　
三
一
書
房

角
田
直
一
　
　
一
九
八
一
　
　
『
暮
ら
し
の
瀬
戸
内
海
　
風
土
記
下
津
井
』
筑

　
摩
書
房
　
一
九
八
一
年

角
田
直
一
　
・
中
西
一
隆
　
一
九
八
九
　
『
下
津
井
懐
古
　
手
帖
舎
フ
ォ

　
ト
．
エ
ッ
セ
イ
ー
』
手
帖
舎
（
岡
山
市
）

河
岡
武
春
　
一
丸
七
三
　
「
中
国
・
四
国
篇
（
二
）
　
解
説
」
日
本
常
民

　
文
化
研
究
所
編
「
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
　
二
こ
　
三
一
書
房

河
野
通
博
　
一
九
五
四
　
「
餌
の
出
買
」
瀬
戸
内
海
総
合
研
究
会
（
編
）

　
『
漁
村
の
生
態
１
岡
山
県
児
島
市
下
津
井
田
ノ
浦
－
　
瀬
戸
内
海
総
合

　
研
究
会
村
落
総
合
調
査
報
告
第
二
輯
』
岡
山
大
学
法
文
学
部
内
瀬
戸
内

　
海
総
合
研
究
会

榊
原
貴
士
　
二
〇
一
一
　
　
「
泊
と
笠
島
の
人
名
会
の
こ
と
」
田
村
善
次

　
郎
・
宮
本
千
晴
（
監
修
）
「
宮
本
常
一
と
あ
る
い
た
昭
和
の
日
本
５
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中
国
四
国
②
』
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

桜
田
勝
徳
　
一
九
七
〇
　
　
『
海
の
宗
教
』
　
淡
交
社

桜
田
勝
徳
　
一
丸
八
〇
　
「
困
窮
島
」
「
桜
田
勝
徳
著
作
集
二
」
　
名
著

　
出
版

笹
沢
魯
羊
　
一
九
三
四
　
『
大
畑
町
誌
』
　
下
北
新
報
社

四
国
新
聞
社
（
無
署
名
）
　
二
〇
〇
〇
　
「
人
名
の
遺
産
１
新
瀬
戸
内
海

　
論
　
島
び
と
二
十
世
紀
　
第
一
部
塩
飽
の
海
人
た
ち
一
六
」
『
四
国
新

　
聞
』
（
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
八
日
）

高
取
正
男
　
一
九
七
五
　
『
日
本
的
思
考
の
原
型
』
　
講
談
社

谷
沢
　
明
　
二
〇
」
一
　
「
塩
飽
の
島
じ
ま
Ｉ
技
も
つ
海
人
の
辿
っ
た
道
」

　
田
村
善
次
郎
．
宮
本
千
晴
（
監
修
）
『
宮
本
常
一
と
あ
る
い
た
昭
和
の

　
日
本
５
　
中
国
四
国
②
』
　
農
山
漁
村
文
化
協
会

西
尾
實
（
校
注
）
　
　
一
九
五
七
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
三
〇
　
方
丈
記

　
徒
然
草
』
　
岩
波
書
店

野
地
恒
有
　
二
〇
〇
一
　
　
『
移
住
漁
民
の
民
俗
学
的
研
究
』
　
吉
川
弘
文

　
館

野
地
恒
有
　
二
〇
〇
八
ａ
　
『
漁
民
の
世
界
　
「
海
洋
性
」
で
見
る
日
本
』

　
講
談
社

野
地
恒
有
　
二
〇
〇
八
ｂ
　
「
海
の
行
動
学
」
『
日
本
の
民
俗
一
　
海
と

　
里
』
　
吉
川
弘
文
館

野
地
恒
有
　
二
〇
〇
九
　
「
移
住
開
拓
島
の
民
俗
研
究
序
」
『
日
本
文
化

　
論
叢
』
　
一
七
　
愛
知
教
育
大
学
日
本
文
化
研
究
室

野
地
恒
有
　
二
〇
一
一
ａ
　
「
移
住
開
拓
島
の
民
俗
学
ノ
ー
ト
（
一
）
」

　
『
日
本
文
化
論
叢
』
　
一
九
　
愛
知
教
育
大
学
日
本
文
化
研
究
室

野
地
恒
有
　
二
〇
一
一
ｂ
　
「
復
興
と
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
『
季
刊
東

　
北
学
』
二
九
　
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

丸
亀
市
史
編
さ
ん
委
員
会
（
編
）
　
　
一
九
九
四
　
『
新
編
丸
亀
市
史
二

　
近
世
編
』
　
丸
亀
市

宮
本
常
一
　
　
一
九
六
五
　
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
　
島
嶼
の
開
発
と
そ
の
社

　
会
形
成
－
海
人
の
定
住
を
中
心
に
』
　
未
来
社

宮
本
常
一
　
一
丸
七
三
　
『
私
の
日
本
地
図
一
二
』
　
同
友
館

柳
田
国
男
（
無
署
名
）
　
　
一
九
三
三
　
「
島
の
個
性
」
『
島
』
　
一
　
三
一
）

　
一
誠
社

柳
田
国
男
　
一
九
九
〇
　
「
猫
の
島
」
「
柳
田
國
男
全
集
二
四
（
ち
く
ま

　
文
庫
）
』
　
筑
摩
書
房

柳
田
国
男
　
一
丸
八
九
　
「
日
本
の
島
々
」
『
柳
田
國
男
全
集
一
　
（
ち
く

　
ま
文
庫
）
』
　
筑
摩
書
房

柳
田
国
男
　
二
〇
〇
二
　
「
島
の
個
性
」
『
柳
田
國
男
全
集
二
九
』
　
筑

　
摩
書
房

　
本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
～
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究

�
）
「
瀬
戸
内
諸
島
の
移
住
開
拓
島
に
お
け
る
定
住
化
と
海
域
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
形
成
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
」
（
課
題
番
号
二
Ｉ
五
二
〇
八
一
互

の
年
次
報
告
（
一
部
）
で
あ
る
。
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