
ま
れ

び
と

＝
海
縁
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
論
序

－

折
口
信
夫
『
古
代
研
究
　
民
俗
学
篇
』
を
題
材
と
し
て

野
　
地
　
恒
　
有

＊
常
世
浪
寄
す
る
伊
勢
国
の
西
宮
秀
紀
先
生
に
捧
ぐ

「

」
）
正
月
行
事
は
〈
民
俗
〉
で
は
な
い

本
稿
は
ま
ず
、
「
民
俗
」
に
対
す
る
従
来
と
は
異
な
る
私
の
解
釈

を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
民
俗
と
は
、
伝
承
性
を
帯
び
た
行
為

や
造
形
物
か
ら
抽
き
出
さ
れ
た
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・
体
系

な
ど
の
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
と
は

伝
承
の
理
の
こ
と
で
あ
る
。「
理
」
と
言
っ
て
も
、
た
と
え
ば
「
こ

の
言
い
伝
え
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
っ
た
合
理
的
に
説

明
で
き
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
伝
承
性
を
帯
び
た

行
為
な
ど
に
埋
め
込
ま
れ
た
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・
体
系
な

ど
の
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
の
研
究
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
の

中
か
ら
伝
承
性
を
帯
び
た
行
為
や
造
形
物
（
そ
れ
は
従
来
の
民
俗
学

に
お
い
て
商
標
登
録
さ
れ
た
対
象
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
）
を
取

り
出
し
そ
の
う
つ
り
か
わ
り
を
精
緻
に
記
録
す
る
こ
と
を
基
本
と
す

る
が
、
常
に
そ
こ
か
ら
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・
体
系
な
ど
の

伝
承

の
こ
と
わ
り

を
追
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

し

か
し
、

一
般
的

に
民

俗
と

い
っ
た
場
合
、
伝
承

的
な
行
為

や
造

形
物

そ
の
も
の
を
指
し

て
使

わ
れ
て
い
る
（
造
形

物
に
つ
い
て

は
民

具

と
し
て
民

俗
と
区

別

す
る
む

き
も
あ

る
が
、

本
稿
で

は
含
む
）
。

「
自

治
体
史
・
民

俗
編
」

と
か
「
博
物
館

の
民

俗
展
示
」

な
ど
と
い
っ

た

と
き
に
は
、
こ
ち

ら
の
意
味

で
使
わ
れ
て

い
る
。
伝
承
の
こ
と

わ

り

を
民

俗
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
具
体
的

に
記
述
さ

れ
た
だ
け
の
事
例

そ

の
ま
ま
は
民
俗
で

は
な
い
。

そ
こ
で
、
従
来
使
用

さ
れ
て

い
る
よ

う

な
意
味

で
の
民
俗

と
区

別
す

る
た
め
に
、
本
稿

で
は
伝
承
の
こ

と
わ

り

の
意
味
で
と

ら
え

た
民
俗

を
〈
民

俗
〉
と

か
ぎ
括
弧
付
き

で
表
記

す
る
こ
と
と
す

る
。
つ
ま
り
、
民

俗
学
と

は
〈
民

俗
〉
＝
伝
承

の
こ

と
わ
り
を
明

ら
か
に
す

る
学

で
あ
る
、
と
私

は
考
え
て
い

る
。
他

方
。

〈
民

俗
〉
の
意
味

か
ら
言

う
と
、
正

月
、
盆
、

何
か
の
祭
り
、

葬
式
、

職
人

の
道
具
類

な
ど
の
事
例

は
、
い
か

に
精

緻
に
描
か
れ

て
い
よ
う

と
も
そ
れ
だ
け

で
は

〈
民
俗
〉

で
は
な

い
。

こ
れ
ら
の
よ

う
な
伝
承

的

な
行
為

や
造
形

物
の
事
例

そ
の
ま
ま

に
つ
い
て
本
稿
で

は
民

俗
と
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は
呼

ば
ず
、
「
民

俗
的

事
象
」
と
表
記

す

る
こ

と
と
す

る
。

こ
れ
ま

で
く
り
返
し
主
張

し
て
き

た
私

の
こ
の
よ

う
な
〈
民
俗
〉

の
と
ら
え
方

に
つ
い
て
、
故

湯
川
洋
司
氏

は
「
最
近
、
こ

れ

〔
民
俗

の
一
般
的
な
理

解
－

引
用
者

注
〕
と
や

や
違

っ
て
面
白

い
発

言
だ
と

思

っ
た
の
は
、

野
地
恒
有
さ

ん
が
書
か
れ

た
（
中
略
）
今

ま
で
民
俗

と
い
っ
た
時

に
、

具
体
的
な
生

活
の
事
実
と

い
っ
た
と
こ

ろ
に
着
目

し

て
き
て
い
た
け

れ
ど
も
、
野
地

さ
ん
は
、
民

俗
と
い
う

の
は
伝
承

に
基

づ
く
行
為

や
行
動

か
ら
引

き
出

さ
れ
た

論
理

で
あ

る
と
言

っ
て

い

る
。
私
と
し
て

は
そ
こ
が
非
常

に
面

白
い
と
思

う
」

と
述

べ
て
い

る
（
湯
川
　

二

〇
〇

九

‥
一
七
～

一
八
）
。

他
方
、

故
宮

本
袈
裟

雄

氏

や
野
本

寛
一
氏
か

ら
は
私
の

〈
民

俗
〉

の
と

ら
え
方

に
対
し

て
反

対
の
意

を
書
簡
に
て

い
た
だ
い
た
。

こ
う
し

た
私
の

〈
民
俗
〉

の
と
ら
え
方

を
、
折

口
信

夫
の
「
古
代

研

究
」
を
題
材

と
し
て
述

べ
て
、
さ

ら
に
〈
民
俗
〉

と
し

て
の
海
縁

ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
論
へ
の
展
開

に
ふ
れ
た

い
。

（
二
）
折
口
信
夫
の
「
生
活
の
古
典
」
・
「
古
代
」
、
そ
し
て
〈
民
俗
〉

折
口
信
夫
の
『
古
代
研
究
　
民
俗
学
篇
』
所
収
の
「
髯
龍
の
話
」

を
み
て
み
よ
う
。
髯
寵
と
は
竹
細
工
の
祭
具
の
こ
と
で
あ
る
。
髯
龍

を
は
じ
め
七
夕
竹
、
精
霊
棚
の
竹
、
盆
の
切
寵
燈
寵
、
十
日
戎
の
笹

な
ど
の
祭
具
に
共
通
す
る
祭
り
の
し
く
み
と
し
て
、
折
口
は
「
依
代
」

（
招
き
手
の
側

か
ら
言
え

ば
「
招
代
」
）

と
い
う
言

葉
を
提
示
し

た
。

そ
の
中
で
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
元

来
空
漠
散
漫

た
る
一
面

を
有

す
る
神
霊

を
、

一
所
に
集
注
せ

し

め
る
の
で
あ

る
か
ら
、
適
当

な
招
代

が
な
く

て
は
、

神
々
の
憑
り

給

わ
ぬ
は
も
と
よ
り

で
あ
る
。
こ

の
理
は
、
極

々
の
下

座
の
神
で

も
同

じ
こ

と
で
、
賀
茂

保
憲
が
幼
児

に
式

神
が
馬
牛

の
偶

像
を
得
て
依
り

来

る
を
見

た
と
い

う
話
、

さ
ら

に
人
間

の
精
霊
で

も
瓜

・
茄
子

の
背

に
乗

っ
て
、

始
め
て
一

時
の
落
着

き
場
所

を
見
出

す
と
言

う
な

ど
も
、

同
じ
思
想

に
外
な
ら
ぬ
。
神
殿
の
鏡
や
仏
壇
の
御
象
、
さ
て
は
位

牌
・

写
真
の
末

々
に
到

る
ま

で
、

な
る
ほ

ど
人
間

の
方

の
都
合

で
設
け
た

物
に
は
相
違

な
い

が
、
こ

れ
が
深
い
趣
旨

は
、
右

の
依
代

の
思
想

に

あ
る
の
で

あ
る
。
」
（
太
字

は
引
用
者

に
よ

る
。
ま
た
、
引
用

に
あ
た

り
表
記
を
一
部
改

め
た
。
）
（
折
口

二

九
六
五

‥
一
八
四
）

祭
具
や
「
神
殿
の
鏡
や
仏
壇
の
御
象
、
さ
て
は
位
牌
・
写
真
の
末
々
」

な
ど
に
共
通
す

る
「
空
漠
散
漫

た
る
一
面
を
有

す
る
神
霊
を
、
一

所

に
集
注
せ
し
め

る
」

と
い
う

論
理

が
「
依
代

の
思

想
」
で
あ

る
。
髯

籠

を
は
じ
め
七
夕
竹
、

精
霊
棚

の
竹
、

盆
の
切
寵

燈
龍
、
十
日
戎

の

笹

な
ど
の
民
俗
的
事
象

か
ら
抽
出

さ
れ
る
「
理
」
、
「
思

想
」

が
「
依

代
」

で
あ
る
。
こ
こ

で
折
口

が
言

う
「

理
」

や
「
思

想
」
が

つ
ま
り

〈
民
俗
〉

に
相
当
す

る
。
言
い
か
え

れ
ば
、
髯
寵

を
は
じ
め
七
夕
竹

、

精
霊
棚

の
竹
、
盆
の
切

寵
燈
寵
、
十
日

戎
の
笹
な

ど
は
〈
民
俗
〉

で
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は
な
く
民

俗
的
事
象

で
あ
り
、
依
代

が

〈
民
俗
〉

で
あ

る
。

別

の
と
こ

ろ
で

は
、
「
神

道
に
現

れ
た
民

族
論

理
」

の
中
で

折
口

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い

る
。

「
私

と
し

て
は
、
日

本
民
族
の

思
考
の
法

則
が
、

ど
ん

な
所

か
ら
発

生
し
、

展
開
し
、
変

化
し
て
、
今

日
に
及
ん

だ
か
に
注
目
し

て
、
そ

の
方
向

か
ら
探
り

を
入
れ
て
見

た
い
。
（
中
略
）

つ
ま
り

日
本
人

の
民
族
的
思

考
の
法
則

が
ほ
ん
と
う

に
わ
か

っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ

る
。
（
中
略
）

私

は
こ
の
民
族
論

理
の
展
開
し

て
行

っ
た
跡

を
、
仔
細

に
辿

っ
て
見

て
、
然

る
後
始

め
て
、
真

の
神
道
研

究

が
行

わ
れ

る
の
で
あ
る
と
考

え

る
。
」
（
太
字
は
引
用
者

に
よ
る
。
）
（
折
口
　

一
九
六
六

一
一
四
七
）

こ
れ
ら
「
日
本
民

族
の
思

考
の
法
則
」
、
「
民
族
的
思

考
の
法
則
」
、

「
民
族
論
理
」

が
す

な
わ
ち

〈
民
俗
〉

に
相
当

す
る
。
〈
民

俗
〉
と

は
、

さ
ま
ざ

ま
な
民

俗
的
事

象
か

ら
抽
出

さ
れ

た
折
口

の
言
う

「
理
」
、

「
思
想
」
、
「
日
本
民

族
の
思

考
の
法

則
」
、
「
民

族
的
思
考
の
法
則
」
、

「
民

族
論
理
」

の
こ

と
で
あ

る
。

他
方
、
民
俗
的

事
象

に
相

当
す
る
も

の
を
、
折
口

は
「
生
活
の
古

典
」
、
「

し
き

た
り
」

と
呼

ん
で

い

る
。

折
口

が
民

俗
学

の
対

象

を

「
生
活

の
古

典
」
と

呼
ん
だ
こ
と

は
よ
く
知

ら
れ
て
い

る
。
「
生
活

の

古
典
」

と
「

し
き

た
り
」

に

つ
い
て
、
「
古

代
生
活

の
研
究
－

常
世

の

国

」

の

中

で

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

「
古
典
の
魅
力
が
、
私
ど
も
の
思
想
を
単
純
化
し
、
よ
な
げ
て
清
新

に
す
る
と
同
様
、
私
ど
も
の
生
活
は
、
功
利
の
目
的
に
つ
い
て
廻
ら

・
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
き
た
ぬ
、
い
わ
ば
む
だ
と
も
思
わ
れ
る
様
式
の
、
由
来
不
明
な
る
「
為
来

り

」

に

よ

っ

て

、

純

粋

に

せ

ら

れ

る

こ

と

が

多

い

。
（
中

略

）

生

活

の

古

典

な

る

し

き

た

り

が

、

新

し

い

郷

党

生

活

に

そ

ぐ

わ

な

い

場

合

が

多

い

。
（
中

略

）
（
古

代

生

活

の

研

究

の

た

め

に

）

私

ど

も

は

ま

ず

、

古

代

文

献

か

ら

出

発

す

る

で

あ

ろ

う

。

そ

う

し

た

そ

の

注

釈

と

し

て

は

、

な

る

べ

く

後

代

ま

で

な

が

ら

え

て

い

た

、

あ

る

い

は

今

も

わ

ず

か

に

遺

っ

て

い

る

「
生

活

の

古

典

」

を

利

用

し

て

ゆ

き

た

い

。

（
中

略

）

三
月
の
雛
祭
り
・
端
午
の
節
供
・
七
夕
・
盂
蘭
盆
・
八
朔
・
・
・
な

ど
を
中
心
に
、
私
ど
も
の
や
す
ら
い
を
感
じ
る
し
き
た
り
が
毎
年
く

り
返
さ
れ
る
。
（
中
略
）
私
は
、
今
門
松
の
こ
と
を
多
く
言
う
た
縁

か
ら
、
元
旦
大
晦
日
に
わ
た
る
し
き
た
り
の
最
初
の
俤
を
考
え
て
、

古
代
研
究
の
発
足
地
を
つ
く
る
。
」
（
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
。
太
字
は

引
用
者
に
よ
る
。
）
（
折
口
　
一
九
六
五
‥
一
六
～
一
七
）

「
生
活
の
古
典
」
と
は
〈
民
俗
〉
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
生
活
の

古
典
」
と
は
「
三
月
の
雛
祭
り
・
端
午
の
節
供
・
七
夕
・
盂
蘭
盆
・

八

朔

」

な

ど

の

「

し

き

た

り

」

の

こ

と

で

あ

り

、

す

な

わ

ち

民

俗

的
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事
象
の
こ
と
で
あ
る
。「
生
活
の
古
典
」
＝
「
し
き
た
り
」
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
た
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・
体
系
な
ど
が
〈
民
俗
〉

な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
折
口
は
「
生
活
の
古
典
」
＝
「
し
き
た
り
」
を
対
象
と

す
る
こ
と
を
「
古
代
研
究
の
発
足
地
」
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
折

口
の
言
う
こ
の
「
古
代
研
究
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
問
題
と
な
る
。

折
口
の
「
古
代
研
究
」
に
つ
い
て
、
池
田
弥
三
郎
は
そ
の
「
古
代
」

と
は
「
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
『
古
代
』」
や
「
歴
史
に
お
け
る
時
代

区
分
の
一
つ
で
あ
る
『
古
代
』
」
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の

点
私
も
同
様
に
、
折
口
の
「
古
代
」
は
「
歴
史
に
お
け
る
時
代
区
分

の
一
つ
で
あ
る
『
古
代
』」
で
は
な
い
と
と
ら
え
る
（
池
田
　
一
九

七
四
一
二
七
六
）
。

そ
れ
で
は
折
口
の
「
古
代
」
と
は
何
か
。
池
田
は
「
実
感
に
よ
っ

て
認
知
し
把
握
し
た
古
代
的
要
素
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
池
田
　
一

九
七
四
一
二
七
六
～
二
七
七
）
、
し
か
し
、
私
は
そ
う
と
は
考
え
な

い
。
折
口
の
〈
古
代
〉
と
は
、「
古
代
文
献
」
（
こ
の
場
合
は
ク
ロ
ノ

ロ
ジ
カ
ル
な
意
味
で
の
古
代
）
や
「
生
活
の
古
典
な
る
し
き
た
り
」

（
＝
民
俗
的
事
象
）
か
ら
抽
出
さ
れ
た
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・

体
系
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
と
ら
え
る
（
以
下
、
そ
の
意
味

で
用
い
る
古
代
を
か
ぎ
括
弧
付
き
と
す
る
）
。
論
理
・
理
法
・
法
則
・

原
理
・
体
系
と
い
う
形
で
普
遍
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
折
口
の

中
で
〈
古
代
〉
と
〈
民
俗
〉
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
論
理
・
理
法
・
法
則
・
原
理
・
体
系
な
ど
が
見
出
さ
れ
る

こ
と
を
折
口
は
「
発
生
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
折
口

の
言
う
「
発
生
」
と
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
遡
る
「
起
源
」
の
意
味

で
は
な
い
。

（
三
）
「
ま
れ
び
と
」
か
ら
〈
民
俗
〉
と
し
て
の
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
論
へ

禊
ぎ
と
い
う
神
事
の
前
に
海
や
川
の
水
で
穢
れ
を
す
す
ぎ
清
め
る

民
俗
的
事
象
が
あ
る
。
ま
た
、
元
旦
の
朝
に
水
を
汲
ん
で
飲
む
と
い

う
若
水
儀
礼
と
い
う
民
俗
的
事
象
が
あ
る
。
折
口
は
禊
ぎ
や
若
水
儀

礼
に
共
通
す
る
論
理
と
し
て
「
変
若
」
と
い
う
考
え
を
、「
貴
種
誕

生
と
産
湯
の
信
仰
と
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
提
起
し
た
。

「
〔
禊
ぎ
の
水
は
―
引
用
者
注
〕
あ
る
期
間
を
限
り
、
あ
る
土
地
か

ら
、
こ
の
土
地
に
よ
り
来
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
水
の
来
る
本
の
国
は
、
常
世
国
で
あ
り
、
時
は
初
春
、
お
よ
び

臨
時
の
慶
事
の
直
前
で
あ
っ
た
。
海
岸
・
川
・
井
、
し
か
も
特
定
さ

れ
た
井
に
湧
く
の
で
あ
る
。
そ
の
水
を
用
い
て
沐
浴
す
る
と
、
人
は

す
べ
て
始
め
に
戻
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
古
語
で
変
若
と
言
う
。
そ

の
水
を
ま
た
変
若
水
と
称
す
る
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
常
世
の
変

若
水
で
あ
っ
た
の
だ
。」
（
折
口
　
一
九
六
五

‥
一
四
三
）
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「

変
若
」
と

は
若

返
る
と
か
よ
み

が
え

る
の
意

味
で
あ

る
。
つ
ま

り
、

禊
ぎ
や
若
水

儀
礼
は
変
若

の
儀
礼
で

あ
る
。
海
の
か

な
だ
の
常

世

か
ら
時
を
限

っ
て
寄
せ
て
来

る
変
若
水

に
よ
っ
て
、
生
命

力
が
更

新

さ
れ

る
の
で

あ
る
。
「

お
つ
」

と
同

義

の
「

す
で

る
」

と

い
う
古

語

を
折

口
は
あ

げ
て
、
「

若
水

の
話
」

の
中

で
は
次

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る
。

「

す
で

る
こ

と
の
で
き

な
い
人

間

が
こ

れ

〔
若
水
－

引
用

者
注
〕

に

よ

っ
て
す
で

る
力
を
享
け

よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

―

な

ぜ
、
す

で
る
こ
と
を
願

う
た
か
。

ど
う
し
て
ま

た
、

こ
れ
か

ら
言

－

う
よ
う
に
、
す
で
る
能
力
の
あ
る
人
間
が
間
間
あ
っ
て
、
そ
れ
が
人

間
中
の
君
主
・
英
傑
に
限
っ
て
あ
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
説
明
は
若

水
の
解
釈
の
み
か
、
日
・
琉
古
代
霊
魂
崇
拝
の
解
説
に
も
な
り
、
そ

の
上
、
暦
法
の
問
題
・
祝
詞
の
根
本
精
神
・
日
本
思
想
の
成
立
の
根

底
に
積
っ
た
統
一
原
理
の
発
生
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
線
は
原

文
の
ま
ま
。
太
字
は
引
用
者
に
よ
る
。
）
（
折
口
　
一
九
六
五
‥
一
二

〇
～
一
二
一
）

禊
ぎ
や
若
水
儀
礼

と
い
う
民

俗
的

事
象
か

ら
抽
出
さ
れ

た
「

統
一

原
理
」

＝
〈
民
俗
〉

が
変
若
・

す
で
る
力

と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ

の
変

若
・
す
で

る
力
を
も

た
ら
す
水
と
は
常

世
か
ら
時
を
定

め
て
寄

せ

て
来

る
「
常
世

浪
」

の
こ

と
で

あ
る
。
「
常
世

浪
」

の
変
若

・
す

で
る
力
の
背
景
に
は
、
折
口
の
根
本
的
な
統
一
原
理
と
も
い
う
べ
き
、

常
世
論
＝
「
ま
れ
び
と
」
論
が
あ
る
。
「
ま
れ
び
と
」
と
は
、
時
を

定
め
て
海
の
か
な
た
の
常
世
の
国
か
ら
や
っ
て
来
て
人
々
に
「
富
と

齢
と
そ
の
他
若
干
の
幸
福
」
を
も
た
ら
し
て
帰
る
神
の
こ
と
で
あ
る

（
折
口
　
一
九
六
五
一
三
三
～
三
四
）
。

私
は
、
こ
の
「
ま
れ
び
と
」
を
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
し
て
と

ら
え
な
お
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
海
の

え
に
し
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
で
あ
り
、

私
の
造
語
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
「
海
縁
」
を
冠
す
る
の
は
、

土
地
に
基
づ
く
関
係
の
地
縁
や
血
筋
に
基
づ
く
関
係
の
血
縁
に
対
立

す
る
言
葉
と
し
て
明
示
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
血
縁
や
地
縁
と
は

異
な
る
、
海
を
媒
介
と
し
た
人
や
モ
ノ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
関

係
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
関
係
は
沿
岸
部
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

内
陸
部
と
の
関
係
も
含
ま
れ
る
の
で
、
海
縁
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

沿
岸
や
海
域
と
も
異
な
る
。

海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
言
え
ば
、
ま
れ
び
と
論
と
は
海
を
媒
介

と
し
た
外
部
（
他
界
）
と
の
関
係
で
あ
り
、
他
界
観
に
お
け
る
海
縁

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
海
縁
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
出
す
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
ま
れ
び
と
を
時
間

と
空
間
を
限
定
し
て
と
ら
え
な
お
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

折
口
は
「
古
代
日
本
人
の
信
仰
生
活
に
は
、
時
間
空
間
を
超
越
す

る
原
理
が
備
わ
っ
て
い
た
」
（「
水
の
女
」
、
折
口
　
一
九
六
五

‥
一
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○
五
）
と
言
う
。
先
に
折
口
の
〈
古
代
〉
と
〈
民
俗
〉
は
つ
な
が
っ

て
い
る
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
折
口
の
〈
古
代
〉
＝
原
理
は
時
間
と

空
間
を
超
越
す
る
。
そ
れ
が
折
口
の
発
想
の
源
で
あ
り
大
き
な
魅
力

で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
大
き
な
障
壁
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、

時
間
を
現
在
に
至
る
五
〇
年
か
ら
一
〇
〇
年
間
の
同
時
代
に
、
空
間

を
外
来
者
（
移
住
者
）
の
定
住
生
活
（
移
住
開
拓
島
）
に
限
定
し
て
、

ま
れ
び
と
を
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
し
て
展
開
さ
せ
た
い
。
同
時

代
史
は
過
去
の
蓄
積
し
た
現
在
の
移
り
変
わ
り
を
対
象
と
す
る
。
移

住
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
定
住
生
活
は
外
部
と
の
関
係
性
の
構
築

に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
時
代
に
お
け
る
移
住
生

活
の
発
生
に
つ
い
て
、
ま
れ
び
と
＝
海
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
を
組
み

立
て
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
れ
び
と
＝
海
縁
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
論
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
社
会
や
文
化
の
特
徴
が
「
海

洋
性
」
な
の
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】

池
田
弥
三
郎
　
一
九
七
四
　
「
解
説
・
折
口
信
夫
研
究
」
折
口
信
夫

『
古
代
研
究
I
　
民
俗
学
篇
1
』
角
川
書
店

折
口
信
夫
　
一
九
六
五
（
新
訂
）
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
二
巻
　
古

代
研
究
（
民
俗
学
篇
1
）
』
中
央
公
論
社

折
口
信
夫
　
一
九
六
六
（
新
訂
）
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
三
巻
　
古

代
研
究
（
民
俗
学
篇
2
）
』
中
央
公
論
社

湯
川
洋
司
（
他
）
二
〇
〇
九
「
討
論
『
日
本
の
民
俗
』
（
1
今
、
新

た
に
民
俗
学
を
起
こ
す
と
し
た
ら
）
」
湯
川
洋
司
（
他
編
）
『
日
本

の
民
俗
一
三
　
民
俗
と
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館
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