
﹇
論
文
要
旨
﹈

目
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
　
兆
・
応
・
禁
・
呪
の
ひ
と
つ
の
基
盤 

小
池
淳
一

　

本
稿
で
は
目
を
め
ぐ
る
民
俗
事
象
を
取
り
上
げ
、
感
覚
の
民
俗
研
究
の
端
緒
と
す
る
と
と
も
に
、

兆
・
応
・
禁
・
呪
と
い
っ
た
俗
信
の
基
盤
と
し
て
考
察
し
た
。
ま
ず
最
初
に
、
柳
田
國
男
の
一
目
小

僧
論
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
範
疇
に
入
ら
な
い
年
中
行
事
に
お
け
る
目
の
力
に
対
す
る
伝
承
を
指

摘
し
た
。
次
い
で
片
目
の
魚
の
伝
承
や
縁
起
物
の
ダ
ル
マ
に
着
目
し
、
片
方
の
目
し
か
な
い
状
態
を

移
行
や
変
化
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
左
の
目
を
重
視
す

る
説
話
的
な
伝
承
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
ま
た
片
目
と
い
う
の
は
禁
忌
の
表
現
で
も
あ
る
こ
と
を
見

出
し
た
。
最
後
に
「
見
る
」
と
い
う
行
為
か
ら
構
成
さ
れ
る
民
俗
に
つ
い
て
、
特
に
「
国
見
」、「
岡

見
」、
市
川
團
十
郎
に
お
け
る
「
に
ら
み
」、「
月
見
」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、

従
来
は
「
見
る
」
行
為
に
は
鎮
魂
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
詳
細
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
は
さ
ら
に
多
く
の
「
見
る
」
民
俗
を
分
析
す
る
と

と
も
に
五
官
に
関
わ
る
民
俗
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
一
つ
目
小
僧
、
片
目
、
ダ
ル
マ
、
岡
見
、
見
る
、
に
ら
む

は
じ
め
に

❶
一
目
小
僧
の
素
姓

❷
片
目
の
伝
承

❸
左
目
の
呪
力

❹
見
る
民
俗
―
儀
礼
と
行
事

お
わ
り
に
―
小
括
と
今
後
の
課
題
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は
じ
め
に

　

柳
田
國
男
は
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
刊
行
し
た
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』

に
お
い
て
、
最
近
、
外
国
か
ら
帰
国
し
た
上
山
草
人
が
、
東
京
の
人
の
眼
が
大
変
に

怖
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
）
1
（

。
上
山
は
ア
メ

リ
カ
で
俳
優
と
し
て
活
躍
し
た
後
、
久
し
ぶ
り
に
日
本
の
地
を
踏
ん
だ
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
母
国
の
人
び
と
の
変
化
を
演
劇
人
ら
し
く
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
に
ら
み
合
い
を
は
じ
め
と
す
る
喧
嘩
も
実
は
一
種
の
社
交
で
あ
る

こ
と
へ
と
筆
が
伸
び
て
い
く
の
だ
が
、
一
面
で
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
言
葉
で
は
な

く
目
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
定
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
へ

の
注
目
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
感
覚
は
、
注
意
さ
え
す
れ
ば
当

時
の
生
活
の
諸
場
面
で
見
出
せ
る
感
覚
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
柳
田
の
主
張
で

あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
目
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
見
通
す
こ
と
の

で
き
る
感
覚
の
民
俗
研
究
の
端
緒
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
兆
・
応
・
禁
・
呪
と
い
っ

た
俗
信
や
民
俗
知
識
を
構
成
し
て
い
る
基
盤
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
一
つ
目
小
僧
を
は
じ
め
と
す
る
神
霊
や
妖
怪
に
関
す
る
伝
承
を
取

り
上
げ
る
。
次
い
で
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
片
目
に
関
す
る
意
味
づ
け
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
点
に
注
目
す
る
の
は
、
身
体
の
部
位
に
関
す
る
民

俗
的
な
共
通
感
覚
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
意
識
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
目

の
持
つ
機
能
で
あ
る
「
見
る
」
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
行
事
を
取
り
上
げ
、

目
に
付
与
さ
れ
、
注
意
さ
れ
て
き
た
認
識
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
目
に
関
す
る
伝

承
が
外
面
か
ら
目
に
対
す
る
意
識
を
示
す
の
に
対
し
て
「
見
る
」
と
い
う
行
為
は
、

目
に
対
す
る
よ
り
内
面
的
な
感
覚
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
と

「
見
る
」
と
い
う
行
為
の
双
方
か
ら
身
体
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
伝
承
の
位
相
を
考

え
て
み
る
こ
と
が
も
う
一
つ
の
目
標
で
あ
る
。

　

目
に
関
す
る
民
俗
研
究
は
次
節
以
降
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
柳
田
國
男
の
一
目
小

僧
に
関
す
る
議
論
（
２
）と

そ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
高
崎
正
秀
（
３
）、

谷
川
健
一
（
４
）ら

の
金
属

神
を
め
ぐ
る
研
究
が
大
き
な
潮
流
を
な
し
て
い
る
。
一
方
で
、
石
上
七
鞘
（
５
）、

飯
島
吉

晴（６
）ら

は
、
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
を
受
け
止
め
つ
つ
、
広
く
目
と
そ
れ
に
関
連
す
る

民
俗
全
体
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
た
「
見
る
」
と
い
う
行
為
と
そ
れ
に
付
与
さ
れ
る

意
味
に
つ
い
て
は
古
代
文
学
研
究
の
な
か
で
土
橋
寛
（
７
）ら

の
議
論
が
あ
る
が
、
通
史
的

か
つ
民
俗
事
象
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
と
し
て
は
池
田
弥
三
郎
（
８
）に

よ
る
も

の
が
注
目
さ
れ
る
。
比
較
民
俗
の
領
域
で
は
、
邪
視
の
問
題
が
古
く
か
ら
注
意
さ
れ

て
い
る
が
、
日
本
列
島
域
に
お
い
て
は
邪
視
と
し
て
は
っ
き
り
と
析
出
で
き
る
事
例

は
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
９
）。

　

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
蓄
積
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
成
果
を
追
認
す

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
論
拠
と
な
っ
た
史
資
料
を
具
体
的
に
確
認
し
な
が
ら
論
を
進

め
て
い
き
た
い
。

❶
一
目
小
僧
の
素
姓

　

目
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
研
究
で
、
印
象
深
く
、
か
つ
そ
の
後
の
研
究
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
柳
田
國
男
に
よ
る
一
目
小
僧
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
『
一
目
小
僧
そ
の
他
』（
一
九
三
四
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
一
目
小
僧
」

（
一
九
一
七
年
）、「
目
一
つ
五
郎
考
」（
一
九
二
七
年
）
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ

る
）
10
（

。

　

こ
こ
で
柳
田
は
こ
の
伝
承
が
日
本
各
地
に
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
ま
ず
、
一

目
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
片
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
つ
し
か
な
い
目
の
位
置
に
つ
い
て
も
問
題
で
あ

る
と
す
る
。
多
く
の
妖
怪
を
描
い
た
絵
画
に
あ
る
よ
う
な
額
の
真
ん
中
に
大
き
な
目

が
一
つ
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
は
片
方
の
目
が
大
き
く
、
も
う
片
方
が
失
わ

れ
て
い
る
か
、
大
変
に
小
さ
い
と
い
う
の
が
一
目
の
伝
承
の
実
態
で
あ
っ
た
か
と
推
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論
し
て
い
る
。
一
目
小
僧
は
片
目
片
足
だ
と
い
う
の
が
柳
田
の
着
目
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
諸
国
の
神
々
や
仏
た
ち
の
中
に
は
何
ら
か
の
原
因
で
片
目
が
不
自
由
に

な
っ
た
と
い
う
伝
説
を
持
つ
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
片
目
を
失
う
事
故

の
原
因
と
な
っ
た
動
植
物
が
禁
忌
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
妖

怪
の
目
と
神
仏
の
目
と
を
相
通
じ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
同
じ
不
具
を
祭
祀

や
伝
説
に
関
わ
る
動
植
物
に
ま
で
広
げ
、
総
合
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
柳
田
の

方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
論
は
有
名
な
次
の
よ
う
な
一
節
に
示
さ
れ
る
。

　

曰
く
、
一
目
小
僧
は
多
く
の
「
お
ば
け
」
と
同
じ
く
、
本
拠
を
離
れ
系
統
を

失
つ
た
昔
の
小
さ
い
神
で
あ
る
。
見
た
人
が
次
第
に
少
な
く
な
つ
て
、
文
字
通

り
の
一
目
に
画
に
か
く
や
う
に
は
な
つ
た
が
、
実
は
一
方
の
目
を
潰
さ
れ
た
神

で
あ
る
。
大
昔
い
つ
の
代
に
か
、
神
様
の
眷
属
に
す
る
つ
も
り
で
、
神
様
の
祭

の
日
に
人
を
殺
す
風
習
が
あ
つ
た
。
お
そ
ら
く
は
最
初
は
逃
げ
て
も
す
ぐ
捉
ま

る
よ
う
に
、
其
候
補
者
の
片
目
を
潰
し
足
を
一
本
折
つ
て
置
い
た
。
さ
う
し
て

非
常
に
其
人
を
優
遇
し
且
つ
尊
敬
し
た
。
犠
牲
者
の
方
で
も
、
死
ん
だ
ら
神
に

な
る
と
云
ふ
確
信
が
其
心
を
高
尚
に
し
、
能
く
神
託
予
言
を
宣
伝
に
す
る
こ
と

を
得
た
の
で
勢
力
を
生
じ
、
し
か
も
多
分
は
本
能
の
然
ら
し
む
る
所
、
殺
す
に

は
及
ば
ぬ
と
云
ふ
託
宣
も
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
兎
に
角
何
時
の
間
に
か
其
が

罷
ん
で
、
只
目
を
潰
す
式
だ
け
が
遺
り
、
栗
の
毬
や
松
の
葉
、
さ
て
は
箭
に
矧

い
で
左
の
目
を
射
た
麻
胡
麻
其
他
の
草
木
に
忌
が
掛
か
り
、
之
を
神
聖
に
し

て
手
触
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
へ
た
。
目
を
一
つ
に
す
る
手
続
き
も
追
々
無

用
と
す
る
時
代
は
来
た
が
、
人
以
外
の
動
物
に
向
か
つ
て
は
大
分
後
代
ま
で
猶

行
は
れ
、
一
方
に
は
又
以
前
の
御
霊
の
片
目
で
あ
つ
た
こ
と
を
永
く
記
憶
す
る

の
で
、
そ
れ
が
主
神
の
統
御
を
脱
し
て
、
山
野
道
路
を
漂
泊
す
る
こ
と
に
な
る

と
、
怖
ろ
し
い
こ
と
此
上
無
し
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

祭
祀
の
古
い
か
た
ち
が
一
目
小
僧
の
伝
承
を
生
み
出
し
た
根
源
に
あ
り
、
そ
れ
が

幾
段
階
か
の
変
遷
を
経
て
、
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
柳

田
自
身
が
「
反
対
御
勝
手
次
第
の
仮
定
説
で
あ
る
）
12
（

」
と
い
う
よ
う
に
か
な
り
大
胆
な

仮
説
で
あ
っ
た
。
単
な
る
妖
怪
の
神
霊
起
源
説
と
い
う
よ
り
も
伝
承
の
動
態
と
祭
祀

の
変
遷
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
こ
こ
で
措
定
さ
れ

た
起
源
そ
の
も
の
が
妥
当
か
否
か
の
判
断
す
る
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
容
易
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
柳
田
の
「
一
目
小
僧
」
論
は
、
妖
怪
の
生
成
と
い
う
捉
え
方
以
外
に
も
多
く

の
検
討
留
意
す
べ
き
論
点
や
課
題
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
目
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
の
研
究
に
と
っ
て
も
示
唆
す
る
部
分
は
大
き
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
「
一

目
小
僧
」
と
い
う
妖
怪
も
し
く
は
神
霊
に
こ
だ
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
別
の
行
事
・

儀
礼
に
も
一
目
小
僧
が
登
場
し
て
く
る
点
に
注
意
を
向
け
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

柳
田
の
注
目
し
た
一
目
小
僧
は
、
神
仏
も
し
く
は
神
仏
に
仕
え
る
人
間
へ
の
印
象

と
そ
の
変
遷
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
古
い
共
同
祭
祀
が
想
定

さ
れ
て
お
り
、「
一
目
小
僧
」
と
い
う
の
は
現
実
の
伝
承
で
は
あ
く
ま
で
も
妖
怪
で

あ
っ
た
。
一
方
で
、
家
々
の
行
事
に
お
い
て
も
「
一
目
小
僧
」
を
語
り
、
そ
の
存
在

を
畏
怖
の
観
念
で
伝
え
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
。
東
京
の
西
部
か
ら
神
奈
川
県
に
か

け
て
の
多
摩
丘
陵
地
帯
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
コ
ト
八
日
の
伝
承
が
そ
れ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
東
京
都
多
摩
市
貝
取
で
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　

ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
を
ご
存
じ
で
す
か
。
確
か
十
二
月
八
日
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
、

二
月
八
日
だ
と
い
う
人
も
い
て
ど
っ
ち
だ
か
。
あ
れ
も
疫
病
神
。
あ
れ
は
ね
、

（
中
略
）
フ
ル
イ
を
使
う
農
家
も
あ
る
け
ど
、
ザ
ル
ね
。（
中
略
）
一
つ
目
小
僧
が

来
る
っ
て
い
う
ん
で
す
よ
。
で
、
外
へ
ね
、
下
駄
や
ぞ
う
り
を
置
き
っ
ぱ
な
し

に
し
て
お
く
と
、
一
つ
目
小
僧
が
来
て
、
焼
き
印
っ
て
い
っ
て
ね
、
判
を
押
し

ち
ゃ
う
。
そ
れ
を
は
く
と
ね
、
悪
い
病
気
に
か
か
る
。
で
、
ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
の
晩

は
、
う
ち
ん
中
に
し
ま
っ
ち
ゃ
う
わ
け
、
は
き
も
の
は
必
ず
ね
。（
中
略
）
そ
れ

で
ね
、
夕
方
、
ト
ン
ボ
グ
チ
で
、
山
の
グ
ミ
を
燃
す
ん
で
す
よ
。
そ
の
臭
気
を
、
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生
だ
か
ら
燃
え
な
い
で
し
ょ
、
煙
が
う
ん
と
出
る
で
し
ょ
う
、
そ
れ
を
き
ら
っ

て
、
一
つ
目
小
僧
、
こ
れ
が
来
な
い
と
。
根
拠
が
あ
る
ら
し
い
、
こ
れ
は
）
13
（

。

　

こ
う
し
た
伝
承
は
関
東
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
コ
ト
八
日
に
ま
つ
わ

る
伝
承
で
あ
り
、
十
二
月
八
日
と
二
月
八
日
に
イ
エ
ご
と
に
か
つ
て
は
厳
粛
な
物
忌

が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
守
る
た
め
の
説
明
譚
と
し
て
一
つ
目
小
僧
と
か
、
鬼
、
あ
る
い

は
ミ
カ
ワ
リ
婆
さ
ん
と
い
っ
た
存
在
が
底
知
れ
な
い
恐
怖
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て

意
識
さ
れ
、
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

　

北
関
東
で
は
同
じ
コ
ト
八
日
に
は
ダ
イ
マ
ナ
グ
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
伝
承
が

あ
っ
た
。
栃
木
県
南
河
内
町
吉
田
で
の
伝
承
と
し
て
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年

の
『
吉
田
村
郷
土
誌
』
に
「
農
家
ノ
事
始
メ
ト
称
シ
テ
、
休
業
ス
。
前
夜
ヨ
リ
大
だ
い
ま
な
こ眼

ト
テ
、
軒
ニ
大
籠
目
籠
ヲ
竹
ノ
先
ニ
付
ケ
テ
樹
ツ
。
悪
魔
除
ケ
ナ
リ
ト
イ
ウ
。」
と

記
さ
れ
て
い
た
。
近
年
で
も
こ
う
し
た
行
事
は
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
説
明

は
目
籠
を
立
て
掛
け
る
こ
と
で
「
大
き
な
目
玉
で
見
て
る
か
ら
、
疫
病
神
が
入
っ
て

こ
な
い
」
と
い
っ
た
）
15
（

。

　

こ
こ
で
の
一
つ
目
小
僧
は
大
眼
玉
と
互
換
性
の
あ
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
片
目
片
足
に
祭
祀
の
古
態
を
見
出
す
と
い
う
よ
り
も
、
目
そ
の
も
の

が
持
つ
力
へ
の
意
識
が
顕
著
で
あ
る
。
ダ
イ
マ
ナ
グ
の
伝
承
か
ら
は
、
よ
り
直
接

的
な
目
そ
の
も
の
の
力
へ
の
畏
怖
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

柳
田
の
仮
説
で
は
祭
祀
や
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
者
の
神
聖
性
が
一
目
小
僧
の
伝
承
の

根
源
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
近
現
代
に
広
く
と
ら
え
ら
れ
た
コ
ト
八
日
の
伝
承
に
お

け
る
一
目
小
僧
は
、
目
を
生
活
の
中
で
馴
染
み
深
い
ザ
ル
や
カ
ゴ
の
編
み
目
と
重
ね

て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
素
姓
の
異
な
る
一
目
小
僧
の
伝
承
か
ら
は
、

祭
祀
の
古
態
よ
り
も
目
を
め
ぐ
る
民
俗
と
そ
こ
に
表
出
す
る
身
体
的
な
感
覚
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
に
込
め
ら
れ
た
伝
承
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
広
く
と
ら
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
柳
田
の
仮
説
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
仮
説
が
提
出
さ
れ
る
際
に
根
拠
と
な
っ
た
目
に
関
す
る
史
資
料
を
改
め

て
検
討
し
て
み
た
い
。

❷
片
目
の
伝
承

　

片
目
の
魚
の
伝
承
は
柳
田
の
一
つ
目
小
僧
論
で
は
人
間
の
生
け
贄
と
連
続
す
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
神
に
捧
げ
る
た
め
の
目
印
と
し
て
魚
の
目
を
あ
ら

か
じ
め
傷
つ
け
て
お
い
た
も
の
が
転
じ
る
こ
と
で
生
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ

は
池
や
川
に
棲
息
す
る
魚
ば
か
り
で
は
な
く
、
広
く
外
洋
を
泳
ぐ
魚
に
も
適
用
さ
れ

た
。
東
北
日
本
の
太
平
洋
岸
を
北
上
す
る
カ
ツ
オ
に
関
し
て
、
金
華
山
の
御
灯
明
を

拝
ん
で
は
じ
め
て
目
が
二
つ
に
な
る
と
い
う
事
例
が
そ
れ
で
あ
る
）
16
（

。
そ
の
た
め
に
カ

ツ
オ
は
必
ず
金
華
山
沖
ま
で
は
北
上
し
て
く
る
の
だ
と
い
う
魚
群
の
行
動
に
対
す
る

解
釈
が
伴
っ
て
い
る
。

　

川
島
秀
一
は
こ
の
伝
承
に
改
め
て
注
意
し
て
、
実
際
の
カ
ツ
オ
漁
に
携
わ
る
宮
城

県
気
仙
沼
地
方
の
漁
師
た
ち
は
、
北
に
向
か
う
カ
ツ
オ
は
右
目
が
陽
に
さ
ら
さ
れ
る

た
め
に
か
す
ん
で
い
る
と
認
識
し
、
そ
れ
を
「
ヒ
ナ
タ
目
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ツ
オ
は
見
え
る
左
目
の
日
陰
に
寄
る
性
質
が
あ
る
た

め
、
カ
ツ
オ
を
捕
る
船
は
ヒ
ジ
タ
（
日
下
）
に
回
る
と
い
う
。
カ
ツ
オ
の
目
に
対
す

る
関
心
は
、
実
際
の
カ
ツ
オ
漁
の
操
業
に
お
け
る
心
得
と
結
び
つ
い
て
い
た
）
17
（

。
さ
ら

に
、
カ
ツ
オ
の
目
は
漁
師
の
目
と
連
続
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
三
重

県
南
勢
町
で
は
、
カ
ツ
オ
を
大
漁
し
た
際
に
は
ヘ
ソ
と
呼
ば
れ
る
心
臓
を
船
霊
に
供

え
る
他
に
、
船
頭
は
カ
ツ
オ
の
目
玉
を
く
り
ぬ
い
て
調
味
料
を
付
け
ず
に
そ
の
ま
ま

食
べ
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
カ
ツ
オ
の
群
れ
が
よ
く
見
え
る
の
だ
と
説
明
さ

れ
て
い
た
）
18
（

。
こ
こ
か
ら
は
カ
ツ
オ
を
捕
る
た
め
に
は
カ
ツ
オ
の
目
を
持
た
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
発
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
一
種
の
感
染
呪
術
の
感
覚
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

目
に
関
す
る
伝
承
の
な
か
に
は
、
呪
術
と
連
続
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
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の
が
少
な
く
な
い
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
ダ
イ
マ
ナ
グ
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で

あ
る
が
、
日
常
の
な
か
で
も
、
特
に
祈
願
行
為
に
表
出
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に

も
注
意
し
た
い
。
と
り
わ
け
縁
起
物
の
ダ
ル
マ
は
、
最
初
は
片
方
の
目
し
か
描
か
れ

ず
、
祈
願
が
成
就
し
た
場
合
に
も
う
片
方
の
目
を
加
え
る
こ
と
は
広
く
現
代
で
も
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

　

ダ
ル
マ
は
、
達
磨
も
し
く
は
達
摩
と
表
記
さ
れ
る
仏
教
僧
で
禅
宗
の
開
祖
と
さ
れ

る
存
在
で
あ
る
が
、
日
本
の
民
俗
の
な
か
で
は
玩
具
、
縁
起
物
の
造
型
と
し
て
展
開

し
て
い
る
。
特
に
縁
起
物
の
ダ
ル
マ
は
現
在
で
も
埼
玉
や
群
馬
な
ど
で
盛
ん
に
生
産

さ
れ
て
お
り
、
新
春
に
な
る
と
各
地
で
ダ
ル
マ
を
商
う
ダ
ル
マ
市
が
開
催
さ
れ
る
。

ダ
ル
マ
は
赤
く
彩
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
赤
い
色
自
体
も
呪
術
的
な
意
味
合
い

が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
疱
瘡
な
ど
の
流
行
病
を
軽
く
済
ま

せ
る
た
め
に
、
疫
病
を
も
た
ら
す
神
霊
を
少
し
で
も
早
く
追
い
払
お
う
と
し
て
赤
い

色
の
食
べ
物
や
疱
瘡
絵
本
と
呼
ば
れ
る
赤
色
刷
の
絵
本
が
用
い
ら
れ
た
）
19
（

。
ダ
ル
マ
の

赤
色
も
そ
れ
ら
と
連
続
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
病
気
治
し
の
祈
願
よ
り
も
、
選
挙
の
必
勝
祈
願
に
ダ
ル

マ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
広
く
見
ら
れ
る
。
選
挙
戦
の
開
始
時
に
は
片
方
の
目
し
か

描
か
れ
な
い
―
正
確
に
は
片
方
だ
け
が
白
目
で
あ
る
―
が
、
当
選
し
た
際
に
は
両

方
の
目
を
黒
く
描
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
で
は
選
挙
の
風
物
詩

と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
田
中
宣
一
が
「
選
挙
と
ダ

ル
マ
―
現
代
に
生
き
る
強
請
祈
願
―
」
と
い
う
論
考
で
、
そ
の
民
俗
学
的
な
考
察
を

行
っ
て
い
る
）
20
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
選
挙
と
ダ
ル
マ
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
れ
ほ
ど
古

い
も
の
で
は
な
く
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
三
〇
年
代
の

後
半
に
な
る
と
当
選
の
風
景
に
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
。

　

そ
し
て
ダ
ル
マ
の
目
を
片
方
し
か
描
か
ず
、
当
選
し
た
際
に
両
眼
に
す
る
と
い
う

行
為
は
、
民
俗
研
究
で
い
う
と
こ
ろ
の
強
請
祈
願
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
田
中
の
見

解
で
あ
っ
た
。
現
代
社
会
の
縮
図
と
も
い
え
る
選
挙
の
時
空
に
民
俗
的
な
祈
願
習
俗

が
は
い
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
片
目
は
不
完
全
な
も
の
と
い
う
認
識

が
あ
り
、
そ
う
し
た
欠
落
を
充
足
す
る
こ
と
が
ダ
ル
マ
へ
の
祈
願
方
法
と
し
て
選
択

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

目
に
即
し
て
言
え
ば
、
片
目
と
は
祈
願
を
込
め
ら
れ
、
そ
れ
を
成
就
す
る
プ
ロ
セ

ス
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
強
い
力
を
持
ち
、
畏
れ
の
対
象
な

の
で
は
な
く
、
反
対
に
本
来
の
状
態
で
は
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

片
目
の
民
俗
に
は
こ
う
し
た
移
行
や
変
化
の
過
程
を
表
現
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
目
を
め
ぐ
る
伝
承
の
重
層
性
と
し
て
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
）
21
（

。

　

片
目
の
伝
承
は
従
来
、
鍛
冶
に
携
わ
る
人
び
と
の
職
業
病
的
な
眼
の
疾
患
と
関
連

づ
け
ら
れ
、
金
属
神
信
仰
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
き
た
）
22
（

。
谷
川
健
一
は
柳
田
の
一
つ

目
小
僧
研
究
を
批
判
す
る
な
か
で
「
信
仰
は
第
一
原
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
結

果
で
あ
る
）
23
（

。」
と
し
て
、
金
属
神
さ
ら
に
金
属
文
化
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
重
要
性
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
主
張
と
と
も
に
、
金
属
や
そ
れ
を
用
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
道

具
を
生
み
出
す
技
術
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
片
目
が
意
識
さ
れ
て
き
た
長
い
伝
統
に
も

留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
不
完
全
や
欠
落
で
は
な
く
、
片
目
で
あ
る
が
ゆ
え
に
卓

越
し
、
尊
ば
れ
る
と
い
う
心
意
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

目
が
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
一
つ
で
あ
る
が
故
に
注
意
さ
れ
、
尊
崇
さ
れ
て

き
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
積
極
的
に
移
行
や
変
化
の
過
程
を
示
し
て
お
り
、
そ
の

こ
と
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
片
目
の
伝
承
を
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

❸
左
目
の
呪
力

　

目
が
片
方
し
か
な
い
、
と
い
う
表
現
に
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
的
含
意
が

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
片
方
の
目
と
は
左
右
ど
ち
ら
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
や
や
曖
昧
で
あ
る
。
は
や
く
中
山
太
郎
は
、
神
が
目
を
傷
つ
け
た
と

す
る
伝
承
に
は
、
左
目
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
）
24
（

。
高
崎
正
秀
も
「
各

民
族
の
左
尊
右
卑
・
右
尊
左
卑
の
ど
ち
ら
か
の
思
想
が
こ
れ
を
決
定
し
た
も
の
で
も

あ
ろ
う
か
。」
と
い
い
、「
日
本
で
は
一
体
に
左
眼
と
い
ふ
も
の
が
多
い
）
25
（

。」
と
述
べ
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て
い
る
。
し
か
し
、
ダ
ル
マ
の
目
に
つ
い
て
は
田
中
宣
一
は
「
左
右
ど
ち
ら
と
は
決

ま
り
が
な
い
」
と
す
る
）
26
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
説
話
的
な
伝
承
を
中
心
に
検

討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
大
庭
平
太
景
義
、
三
郎
景
親
兄
弟
が
先
祖
の
鎌
倉
権
五

郎
景
政
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

昔
、
八
幡
殿
ノ
後
三
年
ノ
軍
ニ
、
金
沢
ノ
城
責
ラ
レ
シ
ニ
、
鳥
海
ノ
館
落
サ
セ

給
ケ
ル
時
、
生
年
十
六
歳
ニ
テ
、
軍
ノ
前
ニ
立
テ
、
左
ノ
眼
ヲ
射
ラ
レ
乍
答
ノ

矢
ヲ
射
テ
、
敵
ヲ
打
取
リ
テ
、
名
ヲ
後
代
ニ
留
タ
ル
鎌
倉
ノ
権
五
郎
景
政
ガ
五

代
の
末
葉
ニ
、
相
模
国
住
人
大
庭
平
太
景
義
、
同
三
郎
景
親
）
27
（

　

の
ち
に
五
郎
神
す
な
わ
ち
御
霊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
鎌
倉
権
五
郎

景
政
は
、
左
目
を
射
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矢
を
射
返
し
て
敵
を
倒
し
た
と
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
左
目
を
重
視
し
、
急
所
と
す
る
考
え
方
は
、
中
世
以
降
の
縁
起
の
中
に

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
光
山
の
縁
起
は
日
光
山
の
神
と
赤
城
山
の
神
と
の
争

い
に
、
猿
丸
太
夫
と
い
う
猟
の
名
人
が
関
わ
り
日
光
山
の
神
を
勝
利
に
導
く
と
い
う

骨
格
で
あ
る
が
、
そ
の
一
伝
本
『
補
陀
落
山
祖
秘
録
』
で
は
具
体
的
に
次
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。

　

…
能
々
気
を
付
見
給
ヘ
ハ
、
角
生
ひ
た
る
蛇
と
、
又
角
生
ひ
た
る
百
足
と
、

し
き
り
に
い
と
ミ
合
た
る
有
様
、
よ
の
一
年
と
ハ
覚
給
わ
ね
は
、「
是
社
正
敷

成
給
也
」
な
ら
ん
。」
と
、
弓
ニ
矢
を
つ
か
へ
、
し
は
し
か
た
め
て
、
丁
と
射

渡
す
。
此
矢
あ
や
ま
た
す
、
百
足
の
左
の
眼
ニ
の
ふ
か
に
立
。
百
足
は
大
事
の

急
所
手
負
け
れ
ハ
、
何
か
わ
た
ま
ら
ん
、
引
別
れ
逃
行
を
、
追
而
ハ
責
付
、
上

野
の
峠
迄
行
給
ふ
）
28
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。

　

こ
こ
で
は
赤
城
山
の
神
の
化
身
で
あ
る
角
の
あ
る
百
足
の
急
所
が
左
の
目
で
あ
っ

た
と
さ
れ
、
猿
丸
太
夫
は
そ
こ
に
矢
を
射
立
て
て
、
百
足
を
上
州
に
追
い
払
っ
た
と

描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
御
霊
や
霊
山
の
神
霊
を
考
え
る
場
合
、
左
の
目
を
こ
と

さ
ら
重
視
す
る
考
え
方
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
明
確
な
見
通
し
は
な
い

も
の
の
、
こ
う
し
た
概
念
が
特
定
の
神
霊
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
承
世
界

に
広
く
行
き
渡
っ
た
概
念
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
昔
話
の
伝
承
の
な
か
に
も
左

目
の
重
視
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
伝
承
の
例
と
し
て
、
佐
々
木
喜
善
に
よ
っ
て
「
母
の
眼
玉
」
と
題
さ
れ

た
昔
話
を
み
よ
う
。
以
下
の
よ
う
な
梗
概
で
あ
る
。
妻
を
亡
く
し
た
男
の
と
こ
ろ
に

ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
来
た
女
が
い
て
、
や
が
て
妊
娠
す
る
。
女
は
男
に
決
し
て
産
室

を
覗
い
て
く
れ
る
な
、
と
言
う
が
、
男
は
心
配
で
覗
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
女
は
大

蛇
の
姿
に
な
っ
て
い
た
。
正
体
を
知
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
女
は
子
ど
も
を
残
し

て
山
の
沼
へ
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

…
今
お
前
に
此
の
赤
子
を
置
い
て
行
か
れ
た
ら
乳
も
無
い
し
、
俺
が
ナ
ゾ
に

し
て
育
て
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
せ
め
て
此
子
が
三
つ
四
つ
に
な
る
齢
頃
ま
で

居
て
く
れ
ろ
と
頼
む
と
、
女
は
そ
れ
で
も
妾
は
一
旦
本
性
を
見
ら
れ
ゝ
ば
、
ど

う
し
て
も
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
行
く
こ
と
は
行
く
が
、
本
当
に
こ
の
子
も
ム

ゾ
ヤ
（
可
愛
想
）
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
此
子
が
泣
く
時
に
は
こ
れ
を
嘗
め
さ
せ

て
ク
ナ
さ
い
と
言
つ
て
、
女
は
手
づ
か
ら
自
分
の
左
の
眼
玉
を
ク
リ
抜
い
て
取

つ
て
置
い
て
、
忽
ち
大
蛇
に
化な

つ
て
ず
る
ず
る
と
山
の
沼
へ
走
つ
て
行
つ
て
し

ま
つ
た
。

　

男
は
子
供
の
名
前
を
、
坊
太
郎
と
つ
け
て
、
泣
く
時
は
、
そ
の
オ
フ
ク
ロ

（
母
親
）
の
眼
玉
を
サ
ヅ
ラ
セ
て
育
て
て
居
た
。
坊
太
郎
は
其
眼
玉
を
サ
ヅ
ツ

た
り
持
つ
て
遊
ん
だ
り
し
て
育
つ
て
居
た
が
、
日
数
が
経
つ
う
ち
に
眼
玉
が
だ

ん
だ
ん
小
さ
く
な
つ
て
、
遂
々
み
ん
な
シ
ヤ
ブ
リ
上
げ
て
無
く
し
て
し
ま
つ

た
）
29
（

。
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こ
こ
で
は
母
は
自
ら
左
の
眼
玉
を
子
ど
も
に
与
え
て
去
っ
て
い
く
。
眼
玉
を
嘗
め

尽
く
し
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
は
、
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
山
の
沼
へ
行
き
、
事
情
を
話

す
。
す
る
と
母
親
の
大
蛇
は
も
う
一
つ
の
眼
を
与
え
る
代
わ
り
に
沼
の
ほ
と
り
の
寺

に
鐘
を
納
め
て
、
そ
れ
を
搗
い
て
時
刻
を
知
ら
せ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。
無
事
に
成
長

し
た
子
ど
も
は
や
が
て
沼
か
ら
母
親
を
迎
え
て
家
に
連
れ
て
帰
っ
た
と
語
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
の
昔
話
は
編
者
で
あ
る
佐
々
木
喜
善
の
注
記
に
よ
る
と
岩
手
県
江
刺
郡
梁
川
村

の
伝
承
で
あ
る
と
い
う
）
30
（

。
こ
れ
は
人
間
の
男
の
も
と
に
蛇
が
通
っ
て
き
て
妻
と
な

り
、
や
が
て
子
ど
も
を
産
む
と
い
う
異
類
婚
姻
譚
の
な
か
で
も
「
蛇
女
房
」
と
称
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
成
長
に
益
す
る
も
の
と
し
て
大
蛇
の
左
目
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

左
目
の
重
視
は
伝
説
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
新
潟
県
南
魚
沼
郡
塩
沢
町

に
伝
わ
る
巻
機
山
の
伝
説
を
吉
田
裕
美
が
分
析
し
て
い
る
）
31
（

が
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
山
中
で
機
を
巻
い
て
い
る
巻
姫
に
出
逢
っ
た
男
に
対
し
て
、

姫
は
、
私
を
背
負
っ
て
下
山
す
れ
ば
村
の
鎮
守
神
に
な
ろ
う
と
約
束
す
る
。
た
だ
し

途
中
で
そ
の
姿
を
見
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
男
は
山
を
下
り
る
途
中
で

振
り
返
っ
て
そ
の
姿
を
見
て
し
ま
う
。
す
る
と
男
の
左
目
は
眇
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
男
の
子
孫
は
こ
の
鎮
守
に
仕
え
て
き
た
が
、
代
々
の
男
性
は
目
が
細
い
か
、
片

目
で
あ
る
と
い
う
。

　

吉
田
は
こ
の
子
孫
へ
の
聞
き
書
き
を
通
し
て
機
姫
と
そ
れ
を
発
見
し
、
祭
祀
を
始

め
た
男
と
の
間
に
は
婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
）
32
（

。
い
わ

ば
、
こ
の
伝
説
も
ま
た
異
類
婚
姻
譚
の
要
素
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場

合
は
男
性
の
方
の
左
目
に
異
常
が
現
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
に
説
話
的
な
資
料
で
は
、
片
目
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
お
い
て
左
目
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
の
軍
記
物
語
や
縁
起
な
ど

の
文
芸
、
さ
ら
に
は
昔
話
、
伝
説
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
見
い
だ
せ
る
こ
と
か

ら
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
一
定
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
強
固
な
も
の
で
は
な
く
、
目
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
左
目
に
特
異
な
、
あ
る
い
は
特
異
な
力
を
受
け
止
め
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て

い
る
と
し
て
お
い
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
説
話
的
な
資
料
の
な
か
で
広
く
、
通

時
的
に
左
目
を
意
識
す
る
と
い
う
感
覚
が
繰
り
返
し
表
出
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

さ
ら
に
実
際
の
身
体
感
覚
―
何
を
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の

と
の
関
係
性
な
ど
―
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

片
目
に
何
ら
か
の
意
味
を
込
め
る
伝
承
は
、
実
は
そ
の
原
因
も
し
く
は
理
由
と
深

い
関
わ
り
が
あ
る
。
単
に
片
目
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
片
目
に
な
る
に
至
っ

た
一
種
の
歴
史
が
身
体
の
部
位
の
不
足
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
小
倉
学
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
石
川
県
加
賀
市
大
聖
寺
の
菅
生
磯
部
神
社
に
伝

わ
る
縁
起
「
加
賀
国
江
沼
郡
磯
部
天
神
縁
起
」
で
は
、
こ
の
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
神

で
あ
る
豊
玉
姫
を
こ
の
社
に
奉
仕
す
る
社
人
の
長
で
あ
る
長
官
が
見
た
と
こ
ろ
、
二

目
と
見
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
、
神
が
長
官
の
片
目
を
な
で
、
そ
れ
以
来
、
長
官

の
子
孫
は
代
々
片
目
と
な
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
33
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。
神
が
片
目
な
の
で
は
な

く
、
神
を
見
た
た
め
に
神
に
仕
え
る
者
の
目
が
奪
わ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
神
霊
と
の
関
係
性
の
記
憶
と
し
て
、
祭
儀
の
際
の
禁
忌
が
目
に
集
約
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
片
目
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
禁
忌
の
象
徴
で
あ
り
、
記
憶

で
も
あ
っ
た
。
目
を
め
ぐ
る
伝
承
に
は
具
体
的
な
身
体
部
位
の
問
題
だ
け
で
は
な

く
、「
見
る
」
と
い
う
行
為
の
歴
史
的
な
表
現
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
片
目
と
い
う
伝
承
は
、「
見
る
」
と
「
見
な
い
」
も
し
く
は
「
見
え
な
い
」

と
い
う
行
為
の
規
範
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
最
後
に
「
見
る
」
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
行
事
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

❹
見
る
民
俗
―
儀
礼
と
行
事

　

古
代
文
学
研
究
に
お
い
て
、
天
皇
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
る
存
在
が
、
一
定
の
地
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域
を
望
見
し
、
言
葉
を
発
し
た
り
、
歌
を
詠
ん
だ
り
す
る
行
為
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
巻
第
一
の

大
和
に
は　

群
山
あ
れ
ど　

と
り
よ
ろ
ふ　

天
の
香
具
山　

登
り
立
ち　

国
見

を
す
れ
ば　

国
原
は　

煙
立
ち
立
つ　

海
原
は　

か
ま
め
立
ち
立
つ　

う
ま
し

国
そ　

あ
き
づ
し
ま　

大
和
の
国
は
）
34
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と
い
う
歌
の
中
に
見
え
る
国
見
と
い
う
行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
国
見
を
め

ぐ
っ
て
は
、
そ
の
根
底
に
「
見
る
」
と
い
う
行
為
が
単
な
る
観
察
で
は
な
く
、
呪
術

的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「「
見
る
」

こ
と
は
、
古
代
に
お
い
て
は
単
な
る
感
覚
的
な
行
為
で
は
な
く
タ
マ
の
活
動
な
い
し

は
タ
マ
と
タ
マ
と
の
交
渉
の
行
為
で
あ
っ
た
）
35
（

」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
タ
マ
と
は

生
命
力
を
表
す
も
の
）
36
（

で
、「
見
る
」
こ
と
は
一
種
の
感
染
呪
術
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
見
る
」
こ
と
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、
い
く
つ
か
の
特
異
な

「
見
る
」
民
俗
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
俳
諧
の
世
界
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の

に
岡
見
が
あ
る
。
岡
見
と
は
、
一
年
の
終
わ
り
、
も
し
く
は
新
年
に
蓑
を
逆
さ
に
着

て
岡
や
山
な
ど
の
小
高
い
場
所
に
登
り
、
自
分
の
家
を
眺
め
る
と
明
く
る
年
の
吉
凶

を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
の
季
語
で
あ
る
。
近
世
の
歳
時

記
、
季
寄
せ
の
類
に
記
載
さ
れ
、
注
意
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
）
37
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。
こ
れ
は
大
晦

日
に
行
わ
れ
る
特
殊
な
「
見
る
」
儀
礼
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
年

の
境
目
に
お
い
て
、
来
る
年
の
吉
凶
を
占
う
と
い
う
よ
り
も
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を

知
る
た
め
の
呪
的
な
行
為
で
あ
ろ
う
。

　

民
俗
事
例
と
し
て
は
、
新
潟
県
北
蒲
原
郡
下
で
の
コ
ト
八
日
の
行
事
と
し
て
い
く

つ
か
の
報
告
が
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ト
八
日
が
正
月
や
節
分
と
同
様
に
年
の
変
わ
り
目

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
加
治
村
向
中
条
で
は
、「
お
っ

か
な
の
晩
」
と
い
い
、
こ
の
日
深
夜
に
加
治
山
の
上
か
ら
村
を
見
下
し
、
ボ
ー
ッ
と

立
ち
の
ぼ
る
明
る
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
各
戸
の
幸
不
幸
を
予
想
し
た
の
が
始
ま

り
と
伝
え
て
い
た
。
ま
た
同
じ
く
松
浦
村
で
は
、
有
志
が
数
名
で
一
週
間
前
よ
り
精

進
潔
斎
し
、
そ
の
晩
に
は
蓑
笠
を
逆
さ
に
着
用
し
て
魚
や
酒
そ
の
他
を
携
え
て
要
害

山
と
い
う
山
に
登
り
、
午
の
刻
に
村
内
各
所
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
ボ
ー
ッ
と
し
た
あ
か

り
を
眺
め
て
下
山
、
さ
ら
に
村
内
を
廻
る
と
そ
の
不
幸
が
あ
る
家
の
前
で
は
、
そ
れ

が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
と
い
う
）
38
（

。

　

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
コ
ト
八
日
の
晩
に
も
蓑
笠
を
逆
さ
に
着
る
と
い
う
不
思
議

な
格
好
を
し
て
山
に
登
る
と
、
未
来
を
予
見
で
き
る
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
ら
し
い

こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
「
ボ
ー
ッ
と
し
た
明
か
り
」
が
目
印
と
な
る
も
の
で
、
そ
れ

を
感
得
で
き
る
の
が
こ
の
夜
の
目
に
宿
る
特
殊
な
能
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
コ
ト
八

日
と
い
う
特
定
の
時
間
に
、
特
定
の
装
束
に
身
を
包
む
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
目
に
は
こ
う
し
た
特
定
の
条
件
に
よ
っ
て
通
常
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
伝
承
が
付
随
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
「
見
る
」

と
い
う
行
為
は
未
来
を
決
定
づ
け
る
と
い
う
力
の
表
れ
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
特
定
の
時
空
の
な
か
で
、「
見
る
」
と
い
う
行
為
が
特
別
な
意
味
を
持

つ
事
例
と
し
て
歌
舞
伎
に
お
け
る
市
川
團
十
郎
家
の
「
に
ら
み
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

江
戸
時
代
に
正
月
興
行
に
お
い
て
團
十
郎
が
、
春
狂
言
の
名
題
と
役
割
を
読
み
上
げ

た
の
ち
、「
吉
例
に
ま
か
せ
一
つ
に
ら
ん
で
お
め
に
か
け
ま
す
」
と
い
い
、
片
肌
を
脱

ぎ
、
右
の
足
を
ふ
ん
ば
り
、
左
手
に
三
宝
を
掲
げ
て
、
右
の
手
を
あ
ご
の
下
に
か
た

く
握
っ
て
、
キ
ッ
と
に
ら
ん
で
み
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
39
（

。
正
月
の
歌
舞
伎

の
舞
台
で
こ
と
さ
ら
に
目
を
む
い
て
み
せ
る
と
い
う
の
が
團
十
郎
の
「
に
ら
み
」
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
新
春
の
演
劇
空
間
で
に
ら
む
動
作
を
強
調
す
る
こ
と
が
、
起
源
は

不
明
な
が
ら
も
何
ら
か
の
呪
術
め
い
た
儀
礼
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
「
見
る
」
こ
と
が
単
な
る
視
覚
の
発
動
で
は
な
く
、
一
定
の
呪
術
的
意
味

が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
社
会
的
に
認
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

国
見
や
岡
見
、
あ
る
い
は
團
十
郎
の
「
に
ら
み
」
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
か
な
り

特
異
な
「
見
る
」
儀
礼
で
あ
り
、
行
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
一
定
の
条
件
あ
る
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い
は
時
空
で
の
「
見
る
」
行
為
が
民
俗
的
な
慣
行
と
な
っ
て
い
る
例
は
他
に
も
い
く

つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
特
に
月
待
ち
の
行
事
は
、
講
集
団
の
習
俗
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
行
事
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
条
件
で
月
を

「
見
る
」
行
為
の
積
み
重
ね
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
民
俗
に
つ
い
て
は
、
岩
手
県
二
戸
市
似
鳥
で
三
上
惣
吉
と
い
う
篤
農
家
が
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
四
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
正
月
一
五
日
の
月
の
出
入

り
、
同
じ
く
二
三
日
の
月
の
様
子
を
記
録
し
た
『
豊
凶
考
察
の
為
月
観
察
の
記
録
』

（
仮
題
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
三
上
は
毎
年
、
正
月
の
一
五
日
、

二
三
日
に
は
自
宅
か
ら
月
の
出
、
月
の
入
り
の
位
置
や
色
を
観
察
し
、
作
物
の
豊
凶

を
あ
ら
か
じ
め
知
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
）
40
（

。
三
上
の
努
力
は
月
の
観
察
に
と
ど
ま
ら

ず
、
暦
の
解
釈
や
微
気
象
の
観
察
な
ど
に
も
及
ん
で
い
た
が
、
月
を
特
定
の
期
日
に

「
見
る
」
こ
と
が
自
然
観
察
の
要
で
あ
り
、
生
活
経
験
を
蓄
積
し
て
い
く
際
の
指
標

と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
）
41
（

。

　
「
見
る
」
と
い
う
行
為
に
注
意
し
て
民
俗
を
考
え
て
い
く
と
、
原
初
的
な
「
見
る
」

に
お
け
る
呪
術
的
な
要
素
は
、
断
片
的
に
な
り
な
が
ら
も
「
国
見
」
や
「
岡
見
」
な

ど
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
團
十
郎
家
の
「
に
ら
み
」
の
よ
う
に
演
劇
空

間
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
場
合
も
あ
っ
た
。
民
俗
と
し
て
比
較
的
普
遍
性
が

あ
る
の
は
「
月
見
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
呪
的
な
性
格
よ
り
も
、
経
験
の
蓄
積
の

一
環
と
し
て
の
意
味
あ
い
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
池
田

弥
三
郎
は
「「
み
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
の
保
有
し
て
い
る
霊
魂
を
こ
ち

ら
に
吸
い
取
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
鎮
魂
法
の
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
）
42
（

」

と
述
べ
た
が
、
鎮
魂
と
い
う
語
に
包
含
さ
れ
る
問
題
を
目
を
め
ぐ
る
民
俗
と
し
て
改

め
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に
―
小
括
と
今
後
の
課
題

　

目
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
、
一
目
小
僧
、
片
目
特
に
左
目
、
さ
ら
に

「
見
る
」
と
い
う
行
為
に
関
す
る
伝
承
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
目
に

よ
っ
て
「
見
る
」
と
い
う
行
為
は
多
く
の
人
び
と
が
何
気
な
く
お
こ
な
っ
て
お
り
、

日
常
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
本
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ

り
、
五
官
の
民
俗
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
で

も
片
目
、
左
目
の
民
俗
に
示
さ
れ
て
い
る
伝
承
的
意
味
は
欠
落
や
不
完
全
ば
か
り
で

は
な
く
、
完
成
や
成
就
に
む
け
て
の
移
行
状
態
や
過
程
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。「
見
る
」
行
為
に
関
す
る
伝
承
に
お
い
て
も
、
呪
的
と
し
か
名
付
け
よ

う
の
な
い
力
を
か
つ
て
は
感
じ
、
近
世
以
降
も
特
定
の
時
空
、
行
事
で
は
そ
う
し
た

行
為
が
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
視
覚
を
民
俗
研
究
で
と
ら
え
る

こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
感
覚
が
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
実

は
個
々
の
肉
体
的
な
枠
組
み
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
感
覚
の

民
俗
を
考
え
る
こ
と
は
そ
う
し
た
個
人
の
感
覚
と
集
団
が
保
持
す
る
伝
承
と
の
距
離

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
本
稿
で
検
討
が
及
ば
な
か
っ
た
問
題
も
多
い
。
第
四
節
で
取
り
上
げ
た
「
見

る
」
民
俗
に
つ
い
て
は
池
田
弥
三
郎
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
「
山
見
」「
花
見
」

「
富
士
見
」
な
ど
の
熟
語
的
表
現
と
具
体
的
行
為
内
容
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
し
、
さ
ら
に
鏡
―
影
・
見
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
―
の
問
題
に
も
説
き
及
べ

な
か
っ
た
）
43
（

。
さ
ら
に
第
二
の
「
目
」
と
い
う
べ
き
眼
鏡
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と

で
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
44
（

。

　

本
稿
は
従
来
の
目
を
要
素
と
す
る
民
俗
事
象
の
再
検
討
を
元
に
、
感
覚
と
身
体
の

民
俗
を
考
え
よ
う
と
試
み
た
。
今
後
は
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
順
次
取
り
組
む

と
と
も
に
、
耳
（
聴
く
）、
口
（
話
す
、
食
べ
る
）、
鼻
（
嗅
ぐ
）
な
ど
の
五
官
を
め

ぐ
る
民
俗
全
体
を
意
識
し
て
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
御
批
正
を

乞
い
た
い
。
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註（
1
）　

柳
田
國
男
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』、
第
五
章
故
郷
異
郷 

第
四
節
世
間
を
見
る
眼
（『
柳
田

國
男
全
集
（
第
五
巻
）』、
一
九
九
八
年
、
筑
摩
書
房
、
四
四
九
頁
。）

（
2
）　

柳
田
國
男
『
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
』（
一
九
三
四
年
、『
柳
田
國
男
全
集
（
第
七
巻
）』、

一
九
九
八
年
、
筑
摩
書
房
、
所
収
）

（
3
）　

高
崎
正
秀
『
金
太
郎
誕
生
譚
』（
一
九
三
七
年
、
人
文
書
院
、
の
ち
『
高
崎
正
秀
著
作
集

（
第
七
巻
）』、
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）

（
4
）　

谷
川
健
一
『
青
銅
の
神
の
足
跡
』（
一
九
七
九
年
、
集
英
社
、
の
ち
に
、
一
九
八
九
年
、
集

英
社
文
庫
）
ほ
か
。

（
5
）　

石
上
七
鞘
「
目
の
伝
承
」（『
化
粧
の
伝
承
』、
一
九
八
七
年
、
蒼
洋
社
、
一
三
三
│
一
四
五

頁
）

（
6
）　

飯
島
吉
晴
「
目
の
民
俗
」（『
一
つ
目
小
僧
と
瓢
箪
│
性
と
犠
牲
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
│
』

（
二
〇
〇
一
年
、
新
曜
社
、
八
四
│
九
五
頁
）
ほ
か
。

（
7
）　

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』（
一
九
六
五
年
、
岩
波
書
店
）

（
8
）　

池
田
弥
三
郎
「「
見
る
」
と
い
う
こ
と
―
観
客
論
序
説
―
」（『
聴
い
て
歌
っ
て
』、
一
九

八
一
年
、
旺
文
社
﹇
文
庫
﹈）、
二
一
九
―
二
四
八
頁
）

（
9
）　

Ｆ
・
Ｔ
・
エ
ル
ワ
ー
ジ
（
奥
西
峻
介
訳
）『
邪
視
』（
原
著
は
一
八
九
五
年
刊
、
一
九
九
二

年
、
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）

（
10
）　

前
掲
註
（
2
）、
所
収
、
三
九
四
│
四
六
二
頁
。

（
11
）　

前
掲
註
（
2
）、
四
二
六
頁
。

（
12
）　

前
掲
註
（
2
）、
四
二
五
頁
。

（
13
）　

引
用
は
多
摩
市
史
編
集
委
員
会
編
『
多
摩
市
史
叢
書
5
・
多
摩
の
民
俗
（
口
承
文
芸
）』

（
一
九
九
二
年
、
多
摩
市
）、
六
六
頁
に
拠
っ
た
。

（
14
）　

コ
ト
八
日
に
つ
い
て
は
大
島
建
彦
編
『
コ
ト
八
日
―
二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
―
』（
一
九

八
九
年
、
岩
崎
美
術
社
）
が
主
要
な
論
考
を
集
成
し
て
い
る
。

（
15
）　

南
河
内
町
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
南
河
内
町
史 

民
俗
編
』、
一
九
九
五
年
、
五
七
六
―

五
七
七
頁
。

（
16
）　

前
掲
註
（
2
）、
四
三
二
頁
。

（
17
）　

川
島
秀
一
『
カ
ツ
オ
漁
』（
二
〇
〇
五
年
、
法
政
大
学
出
版
局
）、
八
頁
。

（
18
）　

前
掲
註
（
17
）、
九
頁
。

（
19
）　

疱
瘡
絵
本
と
そ
こ
か
ら
惹
起
す
る
問
題
群
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宗
教
と
し
て
の
読
書
―
蔵

書
と
い
う
儀
礼
・
書
写
と
い
う
実
践
―
」（『
歴
史
評
論
』
六
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七

―
三
六
頁
）
参
照
。

（
20
）　

田
中
宣
一
「
選
挙
と
ダ
ル
マ
―
現
代
に
生
き
る
強
請
祈
願
―
」（『
成
城
文
芸
』
一
一
七
号
、

一
九
八
六
年
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
、
一
二
―
二
九
頁
）

（
21
）　

こ
う
し
た
不
具
神
の
伝
承
が
移
行
や
変
化
、
あ
る
い
は
生
成
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
レ
ベ
ル
が
異
な
る
も
の
の
、
宇
宙
や
秩
序
の
生
成
に
ま
つ
わ
る
問
題
と
し
て

飯
島
吉
晴
が
論
じ
て
い
る
。
前
掲
註
（
6
）、
三
一
│
四
一
頁
ほ
か
。

（
22
）　

前
掲
註
（
4
）
を
参
照
。

（
23
）　

前
掲
註
（
4
）
谷
川
著
書
、
一
一
〇
―
一
一
一
頁
。

（
24
）　

中
山
太
郎
「
左
の
目
」（『
郷
土
研
究
』
第
五
巻
三
号
、
一
九
三
一
年
、
郷
土
研
究
社
、

二
三
―
二
四
頁
）

（
25
）　

前
掲
註
（
3
）
の
高
崎
著
作
集
、
五
六
、
五
九
頁
。

（
26
）　

前
掲
註
（
20
）
の
田
中
論
文
、
一
三
頁
。

（
27
）　

引
用
は
栃
木
孝
惟
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43
・
保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承

久
記
』（
一
九
九
二
年
、
岩
波
書
店
）、
六
二
頁
に
拠
っ
た
。

（
28
）　
『
補
陀
落
山
祖
秘
録
』
の
引
用
は
久
野
俊
彦
『
絵
解
き
と
縁
起
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』、
二
〇

〇
九
年
、
森
話
社
）、
三
七
三
―
三
七
四
頁
に
拠
っ
た
。

（
29
）　

引
用
は
佐
々
木
喜
善
『
聴
耳
草
紙
』（『
佐
々
木
喜
善
全
集
（
第
一
巻
）』、
遠
野
市
立
博
物

館
、
一
九
八
六
年
）、
四
三
三
頁
に
拠
っ
た
。

（
30
）　

前
掲
註
（
29
）、
四
三
四
頁
。

（
31
）　

吉
田
裕
美
「「
巻
機
山
の
機
姫
伝
説
」
の
一
考
察
│
機
姫
と
出
会
っ
た
男
性
の
目
の
異
常
を

め
ぐ
っ
て
│
」（『
昔
話
伝
説
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
九
年
、
昔
話
伝
説
研
究
会
、
一
四
│

二
三
頁
）

（
32
）　

前
掲
註
（
31
）、
一
九
│
二
〇
頁
。

（
33
）　

小
倉
学
「
片
目
の
魚
伝
説
」（『
信
仰
と
民
俗
』、
一
九
八
二
年
、
岩
崎
美
術
社
、
二
七
〇
―

二
九
三
頁
）、
二
八
六
―
二
九
一
頁
。

（
34
）　

引
用
は
佐
竹
昭
広
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１
・
万
葉
集
一
』（
一
九
九
九
年
、

岩
波
書
店
）、
一
四
―
一
五
頁
に
拠
っ
た
。

（
35
）　

前
掲
註
（
7
）、
土
橋
著
書
、
二
八
〇
頁
。

（
36
）　

前
掲
註
（
7
）、
土
橋
著
書
、
一
六
二
―
一
七
三
頁
。

（
37
）　

拙
稿
「
さ
ま
ざ
ま
な
正
月
」（『
伝
承
歳
時
記
』、
二
〇
〇
六
年
、
飯
塚
書
店
、
一
八
六
―

一
九
七
頁
）、
一
八
六
―
一
八
九
頁
、
参
照
。

（
38
）　

金
塚
友
之
丞
「
お
っ
か
な
の
晩
」（
一
九
四
三
年
、
前
掲
註
（
14
）
の
大
島
編
著
、
三
三
―

三
九
頁
に
再
収
）、
三
三
―
三
四
頁
。

（
39
）　

戸
板
康
二
『
歌
舞
伎
十
八
番
』（
一
九
六
九
年
、
中
央
公
論
社
）、
一
八
―
二
〇
頁
。

（
40
）　

全
文
を
拙
著
『
陰
陽
道
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
』（
二
〇
一
一
年
、
角
川
学
芸
出
版
）、

四
〇
一
―
四
三
四
頁
に
翻
刻
、
紹
介
し
て
お
い
た
。

（
41
）　

さ
ら
に
月
の
光
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
『
竹

取
物
語
』
の
結
末
近
い
箇
所
の
「
月
の
顔
を
見
る
は
忌
む
こ
と
」
な
ど
と
い
う
叙
述
を
は
じ



［目のフォークロア］……小池淳一

め
、
月
蝕
な
ど
に
対
す
る
民
俗
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
拙
稿
「
歳

時
記
と
民
俗
9
・
月
」（『
俳
句
』
一
九
九
八
年
九
月
号
、
二
三
四
―
二
三
五
頁
）
参
照
。

（
42
）　

前
掲
註
（
8
）、
二
四
八
頁
。

（
43
）　

前
掲
註
（
8
）、
二
四
五
―
二
四
八
頁
お
よ
び
戸
塚
ひ
ろ
み
「
影
へ
の
ま
な
ざ
し
」（
野
村

純
一
編
『
伝
承
文
学
研
究
の
方
法
』、
二
〇
〇
五
年
、
岩
田
書
院
、
四
四
七
―
四
五
八
頁
）、
参

照
。
ま
た
鏡
が
現
代
で
も
特
殊
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
吉
川
祐
子
「
子

ど
も
間
の
伝
承
―
鏡
の
俗
信
を
中
心
に
―
」（『
説
話
・
伝
承
学
』
九
号
、
二
〇
〇
一
年
、
説

話
・
伝
承
学
会
、
九
二
―
一
〇
九
頁
）
を
参
照
。

（
44
）　

眼
鏡
に
つ
い
て
は
長
岡
博
男
「
本
邦
に
お
け
る
保
護
眼
鏡
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
加
賀
能

登
の
生
活
と
民
俗
』、
一
九
七
五
年
、
慶
友
社
、
一
二
六
―
一
三
八
頁
）、
白
山
晰
也
『
眼
鏡

の
社
会
史
』（
一
九
九
〇
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）
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Eye Folklore : A Base of Omens, Knowledge, Taboos and Magic

KOIKE Jun’ichi

This article deals with folkloric events over the eye, marking the start of the study of folklore of the senses, which 

are studied as the basis of folk beliefs e.g. in the form of omens, knowledge, taboos and Magic. The article first 

examines the theory of the Hitotsume-kozo（one-eyed boy）of Kunio Yanagita and also indicates traditions for the 

power of the eye in annual events outside the above categories. Subsequently, it focuses on the tradition of the one-

eyed fish and daruma dolls as auspicious and confirms that a one-eyed status should be understood as an expression 

of transition and transformation. Furthermore, it indicates a narrative tradition that prioritizes the left eye and finds 

that one-eye is also a taboo expression. Finally, this article analyzes the folklore composed of the actions of “seeing” 

by dealing, especially with “kunimi,” “okami,” “nirami （glare）” in Ichikawa Danjuro, “tsukimi （moon viewing）,” etc. 

As a result, the need for further detailed examination of the contents is clarified, although actions of “seeing” were 

conventionally thought to mean soothing someone’s soul. In future, the author of this article would like to analyze 

more “seeing” folklore and comprehensively examine the folklore of five senses.

Key words: One-eyed boy, One-eye, Daruma doll, Okami, See, Glare


