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歴
史
地
理
学
に
お
け
る
民
俗
資
料
の
意
義
と
そ
の
取
扱
い

千
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主
題
を
論
ず
る
た
め
、

ま
ず
、

一
歴
史
地
理
学
に
つ
い
て
、
及
び
、

二
民
俗
資
料
に
つ
い
て
、

著
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
、
次

に
、
三
両
者
の
関
係
と
四
民
俗
資
料
の
取
扱
い
を
記
す
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
五
結
論
と
し
て
は
、
既
に
論
述
し
た
こ
と
を
、
具
体
的
な

事
例
を
用
い
て
示
す
の
が
適
当
と
考
え
る
。

歴
史
地
理
学
に
つ
い
て

こ
の
学
問
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
に
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
、
著
者
の
研
究
は
深
く
な
い
か
ら
、
或
は
誤
り
を
犯
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
開
ロ
ロ
ヨ
い
]
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日
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切
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な
ど
、
世
界
的
な
大
辞
典
、

あ
る
い
は
、

わ
が
国
の
世
界
大
百
科
辞
典
な
ど
の
一
般
的
な
辞
典
に
、

こ
の
学
聞
に
つ
い

て
の
説
明
項
目
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
み
る
と
、
こ
の
学
問
が
地
理
学
ま
た
は
史
学
に
お
い
て
独
立
し
た
分
野
と
し
て
承
認
さ

れ
る
も
の
な
の
か
、

ま
た
、
こ
の
学
聞
に
果
し
て
大
き
な
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
か
、

な
ど
の
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
常
識
的

な
地
理
学
の
分
類
で
は
、
こ
の
名
称
は
一
般
地
理
学
及
び
地
誌
に
対
す
る
第
三
の
分
野
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
、
現
在
の
事
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
事
象
の
経
過
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
、
方
法
上
の
特
色
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

過
去
に
お
け
る
あ
る
時
期
の
地
表
状
態
を
知
ろ
う
と
い
う
対
象
の
ち
が
い
に
注
目
し
た
分
類
で
あ
る
の
か



と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
地
理
学
者
の
中
に
、
も
意
見
の
ち
が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
は
、
こ
こ
で
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。

以
下
の
論
述
に
必
要
な
か
ぎ
り
、
本
稿
で
は
ど
ち

し
か
し
、

ら
の
立
場
を
と
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
名
称
が
地
理
学
の
分
野
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
地
理
学
の
研

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

究
の
た
め
に
歴
史
的
知
識
を
利
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
上
の
事
実
を
理
解
せ
ん
が
た
め
に
地
理
学
の
成
果
や
方
法
を
応
用
す
る
の
と

は
異
な
る
。
地
理
学
の
部
門
と
し
て
歴
史
地
理
学
を
必
要
と
す
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
地
域
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
た
の
に
、
そ
れ

が
た
ど
っ
て
き
た
過
程
を
求
め
る
要
求
が
あ
る
か
ら
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
と
の
学
問
は
、

そ
の
方
法
に
お
い
て
特
色

を
も
つ
の
で
あ
る
。民

俗
資
料
に
つ
い
て

こ
の
話
回
は
、

「
民
俗
」
と
「
資
料
」
と
の
つ
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
で
資
料
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
研
究
に
必
要
な
材
料
-

般
を
さ
し
、

事
象
群
と
し
て
研
究
者
が
そ
の
う
ち
か
ら
資
料
を
え
ら
び
た
す
た
め
の
「
素
材
」
と
は
異
な
る
。

す
な
わ
ち
、

ひ
と
た
び

「
資
料
」
と
呼
ば
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
研
究
者
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
せ
ま
り
、

そ
れ
自
ら
に
主
体
性
を
も
っ
存
在
で
あ
る
そ
し
て
「
民

俗
資
料
」

と
こ
こ
で
呼
ぶ
も
の
は
、

「
民
俗
学
資
料
」
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
後
者
は
民
俗
学
研
究
の
た
め
の
資

料
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
歴
史
地
理
学
研
究
の
た
め
の
民
俗
資
料
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
必
ら
~
ず
し
も
そ
う
で
な
い
も
の
が
ふ
く
ま

日

ν
o
U
戸
乙
日
な
伝
承
で
あ
っ
て
、

れ
て
い
る
。

「
民
俗
」
と
は
、
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
特
定
民
族
の
も
つ
、

民
族
文
化
の
う
ち
で
基
層
的
な
部
面
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に
属
す
る
も
の
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、
一
言
語
的
表
現
で
あ
る
も
の
の
名
称
・
い
い
な
ら
わ
し
・
民
謡
そ
の
他
の
口
承
文
芸
、
物
質
的
形

態
を
も
っ
生
活
用
具
・
衣
食
住
の
形
式
と
の
内
容
・
各
種
の
行
事
な
ど
、

さ
ら
に
制
度
・
慣
習
・
娯
楽
・
信
仰
・
道
徳
な
ど
の
考
え
か
た



や
世
界
観
に
も
と
づ
く
無
形
文
化
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

」
れ
ら
は
系
統
的
か
つ
伝
承
的
で
あ
っ
て
、

一
時
的
に
流
行
し
て
ま
た
消
滅
す
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る
表
面
的
な
現
象
そ
れ
自
体
は
民
俗
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
、

歴
史
地
理
学
の
研
究
に
必
要
な
材
料
と
し
て
利
用
し
う
る
も
の

が
、
こ
こ
で
い
う
「
民
俗
資
料
」
と
い
え
る
。

一
般
的
に
は
、
歴
史
地
理
学
に
寄
与
し
う
る
の
は
、
民
俗
の
う
ち
で
地
域
の
歴
史
的
な
発

達
ケ
一
反
映
し
た
集
団
生
活
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
で
、
形
質
的
な
も
の
は
歴
史
学
で
い
う
遺
物
の
性
質
が
認
め
ら
れ
、
比
較
的
誰

に
で
も
取
扱
い
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
石
塔
石
像
の
類
は
、
製
作
年
代
の
明
記
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
つ
の
信
仰
の
物
質
的

表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
馬
頭
観
世
音
像
が
路
傍
に
多
く
み
ら
れ
る
土
地
は
、
あ
る
時
期
に
馬
の
飼
養
・
利
用
が
盛
で
あ

っ
た
こ
と
と
示
す
資
料
で
あ
る
。
地
名
な
ど
も
、
住
民
の
口
承
と
し
て
民
俗
で
あ
る
が
、
同
時
に
特
定
の
場
所
に
密
着
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
遺
物
で
も
あ
る
。

a 

民
俗
資
料
の
諸
性
質

歴
史
地
理
学
と
民
俗
資
料

歴
史
地
理
学
は
、
現
在
の
地
表
事
象
を
、

歴
史
的
過
程
の
断
面
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
状
態
を
一
不
す
一

切
の
素
材
の
う
ち
か
ら
資
料
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
限
り
、
伝
承
性
を
も
っ
民
俗
が
、
そ
の
一
部
を
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ

と
は
、
論
理
的
必
然
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
詳
細
か
つ
具
体
的
に
民
俗
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
解
決
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
民
俗
の
成
立
・
変
形
の
年
代
・
時
期
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
の
も
の
が
文

書
記
録
の
よ
う
な
明
確
さ
を
も
た
な
い
。
ま
た
、

同
)
。
日
)
巳
日
開
門

に
み
ら
れ
る
慣
習
や
言
語
の
存
在
を
、
何
止
を
単
位
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う

か
。
さ
ら
に
、
全
生
活
体
系
の
な
か
に
位
置
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
民
俗
を
、
そ
の
よ
う
な
関
連
系
と
分
離
し
た
個
々

の
事
象
と
し
て
と
り
だ
し
、
こ
れ
を
資
料
と
み
な
し
て
比
較
す
る
こ
と
は
、
方
法
論
的
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
お
こ
る
。
し



た
が
っ
て
、

民
俗
と
は
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
も
の
か
を
、

ど
の
よ
う
な
研
究
に
際
し

明
ら
か
に
し
て
お
か
な
く
て
は
、

て
、
ど
の
よ
う
な
民
俗
が
資
料
の
資
格
を
も
つ
か
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
民
俗
は
資
料
と
し
て
利
用
し
な
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

F
A

、。
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J

句、
vこ

の
た
め
に
は
、

歴
史
地
理
学
の
資
料
と
し
て
、
最
も
一
般
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
文
献
史
学
の
基
礎
的
史
料
で
あ
る
文

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

書
記
録
と
対
照
し
な
が
ら
、
民
俗
資
料
の
も
つ
基
本
的
な
諸
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
が
、

理
解
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
文
献
史
学
の
史
料

と
対
比
す
る
と
き
、
民
俗
資
料
の
最
も
い
ち
じ
る
し
い
一
般
的
性
質
は
、

さ
き
に
記
し
た
出
現
年
代
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
と
い
う
点
で

い
う
ま
で
も
な
く
、
民
俗
に
つ
い
て
も
、
全
く
ク
ロ
ノ
ロ
ツ
ー
が
成
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
明
治
文
化
史

企のヲ
Q

。

風
俗

篇
」
の
巻
末
年
表
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
も
、

そ
の
材
料
蒐
集
に
は
非
常
な
努
力
を
要
す

る
し
、
ま
た
、
個
々
の
事
象
の
初
出
年
代
に
は
、
伝
承
者
の
記
憶
ち
が
い
も
あ
っ
て
、
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
は

文
書
記
録
に
劣
る
。
さ
ら
に
、
民
俗
は
そ
れ
自
体
の
性
質
と
し
て
、
伝
承
す
る
人
々
の
一
世
代
を
通
じ
て
は
、

さ
ほ
ど
の
変
化
を
示
さ
な

、白申込、
、v
、刀

世
代
の
交
代
に
よ
っ
て
急
激
な
変
形
あ
る
い
は
消
滅
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
性
質
と
し
て
連
続
性
と
不
連
続
性
と
が
伴
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
そ
の
表
出
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
長
い
期
間
潜
在
し
て
後
に
ふ
た
た
び
出
現
す

る
場
合
も
あ
る
。
短
か
い
も
の
で
は
、
年
聞
に
配
分
さ
れ
た
季
節
に
関
連
す
る
行
事
、
長
い
も
の
に
は
個
人
の
一
生
を
通
じ
て
た
だ
一
回

し
か
経
験
さ
れ
な
い
誕
生
・
成
年
・
死
亡
の
儀
式
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
，
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
事
象
を
、
唯
一
つ
の
特
定
の
時
間
に
密

そ
の
唯
一
性
を
示
そ
う
と
す
る
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
巾
ぽ
適
当
で
な
い
。
本
来
、
民
俗
は
く
り
か
え
し
て
生
起
す
る
存
在

着
さ
せ
、
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で
中
の
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
個
性
あ
る
歴
史
現
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
民
俗
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
に

は
、
類
型
と
し
て
の
み
認
識
把
握
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
考
古
学
に
お
け
る
遺
物
に
似
て
い
る
。
そ
れ
は
、
様
式



仁
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
系
統
づ
け
ら
れ
る
。
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
れ
に
と
も
な
う
少
数
の
年
代
の
明
ら
か
な
資
料
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
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る
に
す
ぎ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
最
近
の
科
学
の
進
歩
は
、
こ
れ
ら
物
質
的
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
物
質
自
身
の
も
つ
性
質
、
た
と

え
ば
残
留
磁
気
や
放
射
性
炭
素
の
測
定
に
よ
っ
て
絶
対
年
代
と
結
び
つ
け
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
!
の
歴
史
に
お

け
る
役
割
は
、
絶
対
年
代
そ
の
も
の
を
知
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
資
料
の
編
年
を
お
こ
な
い
、
文
化
の
生
起
発
達
の

過
程
を
求
め
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、

そ
の
変
遷
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
し
も
絶
対
年

代
を
求
め
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
非
物
質
的
な
民
俗
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
年
代
測
定
技
術
は
適
用
し
え
な
い
し
、
た

ル」
h

え
、

そ
の
一
つ
の
遺
物
が
年
代
的
に
確
実
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
以
前
に
こ
の
民
俗
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
時
以
後
に
同
じ

民
俗
は
出
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
何
も
な
い
。
将
来
は
、
文
化
人
類
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
段
階
で
は
、
と
の
点
で
民
俗
は
疑
問
に
答
え
る
べ
き
も
の
を
も
た
な
い
。

民
俗
が
、
そ
の
変
遷
系
統
を
求
め
る
方
法
は
、
こ
れ
を
類
型
的
な
様
式
と
し
て
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
順
序
を
定
め
う
る
可
能
性
に
存

す
る
。
考
古
学
も
ま
た
こ
の
方
式
を
と
る
が
、
異
な
る
の
は
民
俗
が
、

そ
の
地
質
的
層
序
に
相
当
す
る
順
序
決
定
基
準
を
も
っ
て
い
な
い

点
に
あ
る
。
僅
少
な
文
献
に
記
載
さ
れ
た
年
代
と
の
対
照
だ
け
で
は
そ
れ
は
可
能
で
な
い
。
そ
こ
で
民
俗
が
一
般
的
に
利
用
す
る
基
準
と
な

る
の
は
、
地
域
的
分
布
に
お
け
る
新
旧
様
式
の
配
列
で
あ
る
。
こ
の
配
列
が
発
達
の
順
序
に
関
係
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
口
承
文
芸
の
領
域

で
、
同
釦
白
日
円
白
州
内
吋
O
H
H

ロ
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
民
俗
学
に
お
い
て
も
言
語
現
象
に
つ
い
て
適
用
せ
ら
れ
、
成
果
を
あ
げ

て
い
る
原
町
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
原
則
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
論
じ
た
も
の
が
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
民
俗
学
と
は
、
国
家
を
形
成
す
る
よ
う
な
高
度
の
文
化
を
も
っ
特
定
の
民
族
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
民
族
文
化
の

特
質
を
、
民
俗
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
学
問
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
民
俗
学
の
対
象
と
な
る
民
族
が
、
国
家
を
形
成
す
る
程
度
に



高
度
の
統
一
的
な
社
会
体
制
を
と
と
の
え
た
段
階
で
は
、
そ
の
よ
う
な
民
族
文
化
は
一
つ
の
中
心
的
な
位
置
を
も
っ
。
そ
れ
は
、
場
所
と

し
て
は
首
都
で
あ
り
、
社
会
的
に
は
貴
族
の
社
会
に
あ
た
る
。
こ
の
中
心
で
は
、
そ
の
民
族
が
活
力
を
も
っ
限
り
た
え
ず
新
ら
し
い
文
化

が
創
出
さ
れ
る
。

そ
の
場
所
な
り
、
社
会
な
り
は
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
限
り
、

そ
の
生
命
を
維
持
す
る
。

こ
の
新
ら
し
い
文
化

歴史地l'[学における民俗資料の意義とその取扱い

た
え
ず
変
容
さ
せ
、
ま
た
、
み
ず
か
ら
も
そ
れ
に
よ
っ
て
変
形
し
つ
つ
、
文
化
の
周
辺
に
向
っ

て
伝
播
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
民
俗
の
様
式
は
、
文
化
的
な
中
心
か
ら
周
辺
に
向
っ
て
傾
斜
し
、
新
ら
し
い
類
型
、
も
し
く
は
よ
り
高
い

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
も
の
を
、

展
開
が
そ
の
中
心
に
近
く
、

よ
り
初
歩
の
段
階
が
よ
り
周
辺
部
に
近
く
配
列
せ
ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
一
般
的
な
傾
向
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
具
体
的
事
象
に
つ
い
て
公
式
的
に
適
用
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
古
代
国
家
の
形
成
さ
れ
な
い
以
前
の
原
始
文
化
の
名
残
り
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
原
則
は
あ

配
列
順
序
の
変
化
を
お
と
す
。

て
は
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
文
化
中
心
の
移
動
や
、

そ
の
中
心
か
ら
の
伝
播
経
路
の
変
化
は
、

士。、

た
、
文
化
中
心
が
全
く
原
始
的
生
産
と
分
離
し
て
し
ま
う
ほ
ど
発
達
す
る
と
、
原
始
生
産
に
つ
い
て
の
文
化
伝
播
は
異
な
っ
た
法
則
に
し

た
が
う
。
民
俗
学
の
初
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
配
列
を
単
な
る
文
化
中
心
に
対
す
る
周
囲
構
造
と
み
な
し
て
い
た
が
、
近
年
は
、

よ
り
旬
六

体
的
に
、
主
要
な
交
通
路
に
そ
っ
て
新
ら
し
い
形
態
の
民
俗
が
線
状
に
延
び
る
こ
と
、
地
域
の
開
発
の
新
旧
に
よ
っ
て
、
周
辺
に
も
新
ら

し
い
型
が
分
布
す
る
こ
と
、
交
通
路
が
行
き
ど
ま
り
に
な
っ
た
袋
小
路
的
地
域
に
古
い
型
が
滞
留
す
る
こ
と
な
ど
、
極
め
て
複
雑
な
分
布

を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
ち
ょ
う
ど
、
考
古
学
で
最
も
基
準
与
な
る
原
則
、
「
下
の
地
層
は
上
の
地
層
よ
り
古
い
し
た
が
っ
て
、

深
い
と
こ
ろ
か
ら
出
た
遺
物
遺
跡
は
、
浅
い
と
こ
ろ
の
遺
物
遺
蹟
よ
り
も
古
い
よ
が
、

土
地
の
撹
乱
や
発
掘
の
や
り
か
た
に
よ
っ
て
、
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必
ら
ず
し
も
無
条
件
に
適
用
し
え
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
上
の
原
則
に
よ
っ
て
、
民
俗
に
変
遷
の
順
序
を
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。



民
俗
は

M
U
O
U
己
白
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、

よ
り
詳
し
く
観
察
す
る
な
ら
ば
、
決
し
て
そ
の
社
会
の
全
成
員
に
よ
っ
て
把
持
さ
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れ
て
は
い
な
い
。
人
々
は
社
会
集
団
の
中
で
生
活
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
ち
、
組
織
の
一
員
と
し
て
あ
る
。
社
会
に
お
け
る

個
々
の
人
の
活
動
は
、
そ
の
う
け
も
っ
て
い
る
、
ご
く
限
ら
れ
た
部
面
に
つ
い
て
表
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
成
員
個
人

が
も
っ
民
俗
の
種
類
や
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
他
人
の
分
担
に
つ
い
て
は
関
知
し
な
い
点
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
成

年
男
子
は
自
治
・
祭
杷
・
生
活
な
ど
の
知
識
や
行
為
に
つ
い
て
は
く
わ
し
い
が
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
衣
食
・
産
育
・
芸
能
な
ど
の
知
識
は
乏

し
く
か
っ
不
充
分
で
あ
る
。
女
子
は
こ
れ
に
反
す
る
。
こ
と
に
、
そ
の
社
会
で
た
だ
一
人
だ
け
分
担
す
れ
ば
よ
い
任
務
、

た
と
え
ば
祭
杷

の
責
任
者
や
舞
謡
の
指
揮
者
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
限
ら
れ
た
人
々
が
伝
承
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
と
れ
が
可
。
匂
己
。

で
な
い
と
い
う
理
由
と
し
て
、
こ
れ
を
民
俗
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
社
会
集
団
が
、
そ
の
民
俗

の
性
質
上
、
こ
れ
を
特
定
の
人
に
伝
承
せ
し
め
る
こ
と
を
委
任
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
.
こ
の
承
認
の
も
と
に
そ
の
民
俗
は
、

そ
の
社

会
集
団
の
全
員
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
集
団
を
一
単
位
と
し
て
、
成
立
し
て
い
る
。
民
俗
の
単
位
は
、
個
人
で
は
な
く
、

そ
れ
が
属
す

る
集
団
の
構
造
的
表
現
と
な
る
と
き
一
単
位
な
の
で
あ
る
。

個
々
の
伝
承
把
持
者
は
、

単
に
民
俗
を
維
持
し
行
為
す
る
細
胞
に
す
ぎ
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
の
資
格
は
ま
ず
第
一
に
公
共
性
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
公
共
性
を
さ
さ
え
る
社
会
集
団
が
単

位
を
定
め
る
。

た
と
え
ば
、
二
つ
の
村
落
に
お
い
て
、
同
一
類
型
の
民
俗
が
認
め
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
を
ニ
つ
の
資
料
単
位
に
か
ぞ

え
る
か
、

一
つ
の
資
料
単
位
と
み
な
す
か
は
、
分
布
を
考
え
る
上
に
重
要
な
問
題
と
い
え
る
。
も
し
、
こ
の
ニ
つ
の
村
落
が
、
文
化
的
な

交
通
・
連
絡
に
関
し
て
全
く
隔
離
さ
れ
、
接
触
の
確
率
が
怪
め
て
小
さ
い
場
合
に
は
、

そ
の
民
俗
伝
播
の
可
能
性
は
極
め
て
小
さ
い
か

ら
、
こ
れ
は
ニ
つ
の
別
個
の
資
料
と
み
な
す
べ
き
で
あ
と
。
も
し
、
両
者
の
交
流
が
そ
の
民
俗
に
つ
い
て
か
な
り
大
き
い
可
能
性
を
も
っ

な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
は
一
つ
の
資
料
単
位
に
か
ぞ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
一
般
に
、
民
俗
の
採
集
地
が
町
村
や
郡



の
よ
う
な
広
い
範
囲
で
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
範
囲
を
一
つ
の
単
位
と
み
な
す
の
が
適
当
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
集
め
ら
れ
た
民
俗
資
料
に
は
、
そ
の
社
会
内
に
お
け
る
そ
の
民
俗
の
位
置
や
、
他
の
民
俗
に
対
す
る
関
係
な
ど
が
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
も
の
が
多
い
。

」
の
こ
と
は
そ
の
民
俗
資
料
と
し
て
の
資
格
を
狭
く
限
界
づ
け
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

さ
き
に
記
し
た
よ
う

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

に
、
民
俗
は
社
会
集
団
の
機
能
的
表
現
と
し
て
、
相
互
補
完
性
を
も
つ
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
集
団
の
う
ち
で
年
令
集

団
の
権
力
が
強
い
と
こ
ろ
で
は
、
家
長
制
は
必
ら
ず
し
も
完
全
な
形
を
も
っ
て
い
な
い
。
稲
作
行
事
が
盛
大
な
地
域
で
は
他
、
の
作
物
に
つ

い
て
の
行
事
は
簡
略
で
あ
る
。
真
宗
信
仰
の
発
展
が
、
他
の
民
間
信
仰
を
い
ち
じ
る
し
く
変
容
せ
し
め
た
の
も
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
民
俗
が
生
活
に
お
い
て
も
つ
機
能
的
な
面
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
生
活
内
容
を
理
解
す
る
有
力
な
指
標
と
し
て
利
用
し
う
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
に
例
示
す
る
よ
う
に
、
民
俗
の
形
態
は
、
地
域
社
会
の
性
格
を
決
定
す
る
諸
要
素
、
た
と
え
ば
歴

史
以
外
の
地
形
・
気
候
・
生
産
・
交
通
な
ど
が
、

Z
2
B即
日

な
展
開
を
は
ば
ん
で
い
る
程
度
を
も
示

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
な
発
展
段
階
の

し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
興
味
あ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
民
俗
の
機
能
性
を
示
す
資
料
は
、

社
会
の
組
織
と
民
俗
と
の
関
係
を
、

具
体
的
に
記
述
し
た

「
民
俗
誌
」

の
体
載
を
と
る
も
の
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

長
」
た
い
。

b 

資
料
利
用
上
の
問
題
点

上
に
述
べ
よ
う
な
民
俗
の
性
質
か
ら
み
て
、

歴
史
地
理
学
の
資
料
を
し
て
の
利
用
に
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
か
。
歴
史
地
理
学
の
研
究
方
法
と
し
て
二
般
に
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
特
定
の
時
期
に
お
け
る
地
域
の
時
間
的
な
断
面
を
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求
め
、
そ
の
と
き
の
地
表
状
態
を
、
地
図
的
に
表
現
し
て
、
抽
出
域
構
造
の
変
化
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

各
地
点
の
状
態
に
つ
い
て
の
資
料
が
、
時
間
的
に
同
時
に
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
目
的
に
は
民



俗
資
料
を
利
用
し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
方
法
の
み
が
、

歴
史
地
理
学
で
と
る
べ
き
方
法
で
あ
る
か
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
定
の
時
期

に
お
け
る
地
域
の
断
面
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
場
所
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、

)
つ
の
部
門
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
に
あ
る
亭

象
形
感
が
分
布
す
る
。
た
と
え
ば
、

明
治
初
年
に
お
け
る
農
具
形
式
の
分
布
は
、
日
決
し
て
全
国
共
通
の
も
の
で
は
な
く
、
進
歩
し
た
形
式

と
よ
り
原
始
的
な
型
と
が
地
域
差
を
示
し
て
い
る
o

農
業
技
術
の
よ
う
な
伝
承
的
要
素
の
多
い
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
現
象
は
普
通
の
こ

と
、
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
こ
そ
歴
史
地
理
学
的
な
、

地
域
ご
と
の
特
性
が
事
象
の
発
展
過
程
に
い
か
に
作
用
す
る
か
の
研
究
が
可
能
で
あ

り
、
ま
た
要
求
せ
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
学
に
お
い
て
も
こ
の
事
象
が
注
目
さ
れ
、
地
域
別
の
研
究
が
強
調
せ
ら
る
よ
う
に
な
っ

た。
そ
こ
で
、
何
か
別
の
基
準
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
、
あ
る
種
類
の
事
象
の
型
の
系
列
順
序
を
も
の
さ
し
と
し
て
、
地
域
に
出
現
す
る
事
象

の
先
後
関
係
が
判
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
年
代
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
の
な
い
研
究
も
少
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き

に
記
し
た
よ
う
に
、

民
俗
に
お
け
る
型
の
先
後
は
、

民
俗
学
の
知
識
に
よ
っ
て
も
、

あ
る
程
度
そ
の
民
族
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
も
の
さ
し
に
と
っ
て
、
地
域
の
事
象
の
型
の
変
遷
順
序
を
判
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
絶
対
年
代
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
史
料
を
求
め
て
研
究
す
れ
ば
よ
い
。

民
俗
資
料
が
「
時
」
に
密
着
し
な
い
と
い
う
性
質
を
こ
の
資
料
の
欠
点
と
み
な
さ
ず
、
よ
り
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
れ
は
再
現
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
、
文
書
記
録
上
の
一
回
性
資
料
に
く
ら
べ
て
、
研
究
者
自
身
が
必
要
に
応

じ
て
直
接
観
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
が
多
い
。
し
か
も
、
多
数
者
に
よ
る
再
現
可
能
な
伝
承
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
変
型
範
囲
を
許

す
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
し
た
時
と
場
所
と
に
密
着
し
て
の
み
資
料
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
み
た
す
必
要
が
な
い
。



文
化
の
型
と
し
て
は
、
与
件
に
対
応
す
る
そ
の
よ
う
な
生
活
類
型
を
認
め
て
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
類
性
に

も
と
づ
く
文
化
の
展
開
方
向
に
つ
い
て
の
法
則
、
な
い
し
は
傾
向
性
を
よ
み
と
る
と
い
う
の

g
o
g
z
N
E芯
ロ
が
可
能
で
あ
る
点
で
、
歴

史
史
料
に
く
ら
べ
れ
ば
よ
り
自
由
で
あ
る
。
将
来
の
地
域
社
会
の
計
画
や
民
族
文
化
の
指
導
に
あ
た
っ
て
、

よ
り
よ
き
指
向
を
め
ざ
す
と

い
う
応
用
面
が
こ
こ
に
ひ
ら
け
る
。
学
問
の
研
究
は
個
人
の
た
の
し
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
何
等
か
の
人
生
の
向
上
に
役
立
つ
も

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

の
を
含
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
地
理
学
の
骨
董
趣
味
に
お
ち
い
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
未
来
に
対
す
る
建
設
的
な
部
面
が

と
り
い
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
拒
む
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
も
、
常
に
現
状
批
判
を
含
む
立
場
は
堅
持
し
な
く
て

は
な
る
ま
い
。
重
ね
て
い
う
な
ら
ば
法
則
性
の
探
究
を
さ
け
て
時
と
場
所
と
に
、
あ
ま
り
に
も
密
着
さ
ぜ
て
の
み
、
資
料
を
芳
え
る
こ
と

は
、
歴
史
や
地
理
が
実
質
的
に
事
実
の
暗
記
に
お
ち
い
り
、
応
用
性
に
之
し
い
後
向
き
の
学
問
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
危
険
性

は
、
こ
の
学
問
の
未
来
に
大
き
な
関
係
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。
学
問
は
何
の
た
め
に
研
究
さ
る
べ
き
か
は
、
常
に
反
省
さ
れ
な
く
て
は
な
る

ま
い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

歴
史
地
理
学
は
、

そ
の
形
感
に
お
い
て
、
「
年
代
記
的
記
載
を
も
っ
た
地
誌
ー
一
と
は
異
な
る
べ
き
で
あ
る
。

民
俗
資
料
の
こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
ま
た
、
周
囲
の
事
象
と
の
結
び
つ
き
が
弱
く
、
個
性
に
之
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
周

固
と
の
有
機
的
連
関
を
き
り
は
な
し
て
、
佃
々
の
事
象
の
分
析
対
比
に
よ
る
類
型
化
を
許
し
て
い
る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、
す
な
わ
ち
、

己
吋
汁
一
『
℃
戸
印

よ
り
原
始
に
近
い
型
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

系
列
的
な
変
遷
順
序
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
論
理
的
に
不
可
能
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
場
合
に
も
、
具
体
的
に
は
、
分
離
ふ
や
す
い
民
俗
と
、
分
離
し
て
は
意
味
が
失
な
わ
れ
る
も
の
と
が
あ

る
。
前
者
は
文
化
的
残
留
現
象
で
あ
っ
て
、
現
在
の
社
会
機
能
と
し
て
の
力
の
弱
い
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
現
実
の
社
会
の
機
能
と
し
て

151 

作
用
す
る
力
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
の
民
俗
は
こ
の
二
つ
の
面
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
の
両
面
を
適
当
に
利
用
す
る
こ

と
が
、
民
俗
資
料
処
理
の
技
術
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
民
俗
を
研
究
す
る
に
は
ニ
つ
の
立
場
が
あ
り
、

一
つ
は
そ
れ
を
歴
史
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的
な
生
成
物
と
考
え
、
こ
れ
を
歴
史
の
推
移
を
追
求
す
る
手
が
か
り
と
し
て
研
究
す
る
。
い
わ
ば
歴
史
学
派
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

そ
の
社
会
機
能
を
重
視
し
、
発
生
と
消
滅
と
を
社
会
的
な
諸
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
。
い
わ
ば
機
能
学
派
と
み
と
め
ら
れ
よ

ぅ
。
こ
れ
は
民
俗
学
が
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
文
化
人
類
学
の
二
大
潮
流
で
も
あ
っ
て
、

い
ず
れ
が
正
し
く
、

い
ず
れ
が
正
し
く
な
い
と
は

い
え
な
い
。
相
助
け
相
補
な
っ
て
、
学
問
的
に
完
全
な
発
展
が
期
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
研
究
に
あ
た
っ
て
は
時
と
場
所
と
、
民

俗
個
々
の
性
質
に
応
じ
て
、

い
ず
れ
か
の
視
角
を
と
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
歴
史
地
理
学
は
地
域
社
会
の
展
開
過
程
を
知
る
指
標
と

し
て
民
俗
資
料
を
用
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
機
能
を
重
視
す
る
立
場
を
と
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
ば
、
展
開
過
程

を
絶
対
年
代
に
結
び
つ
け
る
点
で
は
、
民
俗
資
料
は
文
書
記
録
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
過
去
を
へ

て
形
成
さ
れ
た
地
域
社
会
が
、

ど
の
よ
う
な
類
型
を
も
ち
、
文
化
発
展
の
順
序
段
階
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
を
知
る
場
合
に
民
俗
が
有
力

な
も
の
さ
し
を
提
供
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
上
の
研
究
、
こ
と
に
日
本
の
民
俗
学
で
は
、

歴
史
的
立
場
に
よ
っ
て
民
俗
の
原
型
を
構
成
し
、
こ
の
原
裂
と
対
比

し
た
個
々
の
民
俗
の
変
化
に
も
と
.
つ
い
て
、
推
移
の
順
序
を
論
ず
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

い
ま
述
べ
た
も
の
さ
し
と
し
て
用
い

る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
機
能
的
な
立
場
か
ら
す
る
研
究
も
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
地
理
学
が
民
俗
資
料
を
利
用
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
基
礎
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

最
後
に
、
民
俗
資
料
を
ク
ロ
ノ
ロ
ジ

l
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
風
俗
・

習
慣
は
社
会
の
必
要
に
よ
っ
て
存
続
し
、
ま
た
変
形
し
あ
る
い
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
個
人
に

D
い
て
い
え
ば
、

一
生
の
あ
る
時
期
に

身
に
つ
け
た
習
慌
や
信
仰
は
、

一
記
憶
力
が
正
常
な
か
ぎ
り
、
そ
の
人
一
代
の
聞
は
保
持
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
会
に
普
及
し
て

い
た
習
俗
が
、
全
く
変
形
し
あ
る
い
は
消
滅
す
る
の
は
、

そ
の
必
要
が
生
じ
て
か
ら
も
、

そ
の
社
会
の
成
員
が
す
べ
て
交
代
し
て
し
ま
う



ま
で
残
存
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
幅
が
定
ま
っ
て
い
る
以
上
は
、
研
究
の
ス
ケ
ー
ル
を
そ
れ
以
上
に
と
っ
て
考
え
れ
ば
、
社
会
生

活
の
類
型
と
民
俗
と
の
相
関
は
極
め
て
密
接
な
も
の
と
い
え
る
。
民
俗
の
中
で
機
能
的
性
質
の
強
い
、
ま
た
物
質
的
で
変
化
さ
せ
や
す
い

種
類
の
も
の
、

た
と
え
ば
衣
食
・
芸
能
・
言
語
な
ど
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
幅
は
よ
り
狭
い
も
の
と
な
る
。
少
な
く
も
、
潜
在
し
て
出

現
し
な
く
な
る
か
ら
、
表
出
さ
れ
る
頻
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
活
の
変
化
期
を
明
ら
か
に
す
る
指
標
と
し
て
、

か
な
り
絶
対
年

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

代
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
は
生
存
者
の
記
憶
と
、
近
世
以
後
の
文
書
記
録
類
と
の
対
照
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
老
人
が
、
現
在
の
日
常
生
活
で
既
に
行
な
わ
れ
な
い
習
俗
が
、
そ
の
若
い
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
と
き
、
そ
の
変
型
あ
る

い
は
消
失
は
、
彼
の
若
い
時
代
と
現
在
と
の
中
間
に
求
め
ら
れ
る
。
多
く
の
人
々
の
記
憶
か
ら
、
こ
の
中
間
の
時
期
の
長
さ
を
し
だ
い
に

せ
ば
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
に
こ
の
一
隠
は
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五

結
論
と
し
て
の
具
体
例

a 

民
俗
と
し
て
の
小
作
慣
行

小
作
慣
行
は
、
全
国
の
農
村
に
お
い
て
、

つ
い
長
一
む
ま
で
現
実
の
社
会
関
係
を
規
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
伝
承
的
な
要
素
を

多
分
に
も
ち
、
多
く
の
点
で
、
有
賀
喜
左
衛
門
氏
が
説
い
た
よ
う
な
、
親
方
子
方
制
の
残
存
形
感
を
止
め
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
単

な
る
土
地
貸
借
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農
民
の
社
会
構
造
の
さ
ま
ざ
ま
の
面
に
し
み
こ
ん
で
い
る
の
で
、
小
作
慣
行
は
土
地
貸
借
と
い
う

経
済
面
に
お
け
る
民
俗
的
表
現
と
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
歴
史
地
理
学
的
に
地
域
の
変
遷
過
程
と
そ
の
類
型

区
域
を
求
め
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
よ
い
。
本
稿
で
は
、
立
論
の
基
礎
と
な
る
事
項
を
説
明
す
る
余
裕
が
な
い
か
ら
、
次
の
文
献
を
参
照
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さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。

拶日

日
本
農
民
史

一
九
三
一

国

男

田
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柳

田

国

男

有
賀
喜
左
衛
門

族
制
語
繋
一
九
四
三

日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度

九
四

農
林
省
は
小
作
慣
行
に
つ
い
て
前
後
数
回
の
調
査
を
行
な
っ
て
報
告
を
出
し
て
い
る
。
こ
と
に
大
正
十
年
の
そ
れ
は
、
土
屋
喬
雄
氏
に

よ
っ
て
、
全
国
の
府
県
別
資
料
が
集
成
さ
れ
、
大
い
に
参
考
と
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
に
も
調
査
も
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
民
俗

的
な
視
野
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
重
要
事
項
が
調
査
項
目
か
ら
落
ち
て
も
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
全
国
的
規
模
で
の
資
料
と

し
て
は
最
も
す
ぐ
れ
、
有
賀
氏
の
研
究
も
こ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

有
賀
氏
が
結
論
し
た
と
こ
ろ
を
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
付
地
主
小
作
人
の
関
係
は
、
大
家
族
に
お
け
る
家
長

と
家
族
と
の
関
係
の
疑
制
で
あ
る
。
同
大
家
族
的
構
成
の
分
解
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
分
家
は
、
本
家
に
対
し
、
子
分
と
し
て
の
関
係
に

あ
る
。
同
族
集
落
に
お
け
る
小
作
は
、
分
家
的
形
感
を
も
っ
て
地
主
に
従
属
す
る
。
国
単
一
家
族
の
集
合
に
よ
る
村
落
で
も
、
地
主
と
小

作
人
と
は
親
分
子
分
の
関
係
で
結
び
つ
く
傾
向
に
あ
る
。
日
本
の
村
落
社
会
は
一
般
的
に
同
族
的
系
譜
に
向
っ
て
生
活
を
結
合
さ
せ
よ
う

と
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
同
日
本
農
村
の
小
作
慣
行
は
、
地
主
に
対
等
な
借
地
人
と
し
て
の
小
作
関
係
で
な
く
、
家
長
す
な
わ
ち
オ

ヤ
に
対
す
る
家
族
、

い
い
か
え
れ
ば
コ
と
し
て
の
同
族
感
情
を
基
礎
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。

b 

全
国
的
展
望

こ
の
説
明
を
一
つ
の
も
の
さ
し
と
し
て
、
現
実
の
民
俗
を
解
釈
し
分
類
す
る
こ
と
が
、
資
料
処
理
の
第
一
段
階
で
あ
る
。
地
主
と
小
作

人
と
が
、
同
族
的
な
上
下
関
係
と
感
情
と
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
関
係
が
変
化
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
両
者
の
契
約

は
、
証
書
交
換
に
よ
る
純
然
た
る
貸
借
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
が
近
代
的
な
取
引
関
係
に
入
る
に
つ
れ
て
、
証
書
が
と
り
か
わ

さ
れ
、

さ
ら
に
契
約
内
容
も
簡
単
か
ら
複
雑
へ

恩
恵
的
な
も
の
か
ら
対
等
な
も
の
へ
と
変
っ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。

」
の
見
地
か



ら
、
ま
ず
、
小
作
契
約
に
証
書
と
口
約
束
の
い
ず
れ
が
用
い
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
内
容
如
何
を
慣
行
調
査
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
。

大
正
十
年
の
府
県
別
事
例
調
査
に
よ
る
と
、
契
約
は
口
約
束
で
は
極
め
て
簡
単
で
、
小
作
地
の
場
所
と
小
作
料
の
額
及
び
納
付
期
日
程
度

が
契
約
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
証
書
契
約
に
お
い
・
て
も
、
岩
手
県
・
鹿
児
島
県
な
ど
の
、
文
化
的
関
辺
の
後
進
的
農
業
地
域
で
は
、
文
章

程調 7割以上

毘誼 5.5割以上

t2Z1 3割以上

Eヨ1割以上

仁コ 1割末満

G 

内
容
共
に
簡
単
で
、
地
主
が
小
作
人
に
対
し
完
全
に
上
位
に

証書による小作契約率の分布(大正10B:')

あ
っ
て
思
恵
を
施
す
立
場
を
も
っ
て
い
る
。
こ
η

れ
に
対
し
て

香
川
県
の
よ
う
に
、
耕
地
に
乏
し
く
人
口
が
多
い
上
に
、
文

化
水
準
が
中
心
地
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
証
書
内
容
は
極
め

て
詳
細
な
個
条
書
と
な
り
、
両
者
の
関
係
も
近
代
的
貸
借
関

係
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
文
化
的
中
心
に
近
い
地
域
に

、
こ
の
当
時
の
小
作
争
議
が
多
く
、
周
辺
的
府
県
に
は
ま
だ

ほ
と
ん
と
そ
の
動
き
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
も
、
紛
争
と

い
う
交
渉
形
感
が
対
等
な
関
係
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
と
み

な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
土
記
の
推
定
を
裏
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
有
賀
氏
の
説
か
れ
る
系
列
を
原
則
的
に
承
認
し

第 l図

て
論
を
進
め
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
い
え
る
。

次
に
、
大
正
十
年
資
料
に
よ
っ
て
、
地
域
別
の
小
作
証
書

に
よ
る
契
約
の
全
契
約
中
に
占
め
る
割
合
の
分
布
を
第
1
図
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に
示
す
。
こ
こ
で
は
水
田
に
つ
い
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
畑
に
つ
い
て
も
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
図
で
は
、

い
ま
述
べ
た
議
論
に

従
え
ば
、
京
阪
地
方
に
証
書
契
約
率
が
高
い
は
ず
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
中
央
日
本
に
証
書
契
約
率
が
低
く
後
進
地
で
地
主
小
作
人
が
親

子
関
係
に
あ
る
は
ず
の
九
州
や
東
北
地
方
に
か
え
っ
て
証
書
契
約
が
多
数
を
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
地
主
に
は
古
い
手
作
大

。

Eヨl.5割以上

Eコl.5割末J椅

m5割以上

Eヨ 3割以上

つ

経
営
の
地
主
と
、
近
世
以
後
に
急
速
に
土
地
を
兼
併
し
て
大

小作契約期間を定めるもの(水田)の割合(大正10年)

き
く
な
っ
た
地
主
の
二
種
が
あ
り
、
証
書
契
約
は
寄
生
地
主

的
性
格
の
強
い
後
者
に
お
い
て
大
多
数
を
し
め
て
い
る
関
係

か
ら
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
型
の
地
主
は
後
進
地
的

な
文
化
的
周
辺
に
多
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
民
俗
資
料
を

質
的
に
取
扱
わ
な
い
で
、
単
純
に
数
量
化
す
る
と
、
往
々
に

し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
ら
わ
れ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
古
い
類
型
の
慣
行
で
は
、
小
作
人
は
子
方

と
し
て
親
方
に
正
月
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
保
護
を
う
け
る
契
約
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
特
に
小
作
期
間
を
定
め
ず
、
親
子
関
係
の

つ
ず
く
限
り
継
続
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
関

第2図

係
が
し
だ
い
に
緩
み
、
他
方
で
は
耕
地
の
増
加
よ
り
も
耕
作

希
望
者
の
数
が
ふ
え
、

小
作
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
地
主
に



と
っ
て
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
、
契
約
に
期
聞
を
明
示
し
、

し
か
も
そ
れ
を
し
だ
い
に
短
か
く
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
る
。
証
書
に
よ
る

か
否
か
を
と
わ
ず
、
期
間
を
定
め
る
小
作
契
約
率
が
、
証
書
契
約
率
に
類
似
し
た
地
域
的
分
布
を
示
す
こ
と
は
、
第
二
図
に
明
ら
か
で
あ

る

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

次
に
、
地
主
に
対
す
る
小
作
料
の
納
付
期
限
は
、
通
常
十
二
月
二
十
日
ま
た
は
末
日
で
あ
っ
て
、
長
い
日
本
列
島
の
収
穫
期
の
遅
速
と

そ
れ
は
旧
暦
で
正
月
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
作
料
納

ま
羽
果
、
ミ
£
、
o

t
B
f
ヵ
T
L

一
月
末
と
い
う
期
限
の
地
方
も
あ
る
が
、

期
は
、

正
月
と
の
関
係
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o

い
い
か
え
る
と
、
貸
借
を
盆
と
暮
と
に
決
済
す
る
古
い
日
本
の
民
俗
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
作
米
が
納
め
ら
れ
る
と
、
地
主
は
小
作
人
に
酒
食
を
出
し
て
も
て
な
す
習
慣
が
、

や
は
り
全
国
的
に
認
め

ら
れ
る
。
通
常
の
貸
借
関
係
で
は
、
こ
の
よ
う
な
反
対
給
付
は
あ
り
え
な
い
。
小
作
米
の
納
入
が
収
穫
の
完
了
と
し
て
、

正
月
の
直
前
に

な
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
も
て
な
し
は
、
地
主
が
手
作
を
し
た
時
代
の
収
穫
祝
に
、

そ
の
労
働
に
従
っ
た
人
々
を

ま
ね
て
ね
ぎ
ら
つ
た
形
式
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
新
ら
し
い
奨
励
制
度
と
し
て
の
意
味
は
、
こ
れ
と
融
合
し
た
の
で
あ
っ
て
、
映

画
見
物
や
農
事
見
学
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
近
年
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
慣
行
は
、
当
時
の
農
村
社

会
と
し
て
は
極
め
て
一
般
的
で
あ
っ
て
、
地
主
小
作
人
の
関
係
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、

一
つ
の
機
能

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
化
は
、

た
だ
ち
に
両
者
の
関
係
の
変
化
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の
分
布
に
よ
っ
て
古
い
社
会
関
係
が
存

続
す
る
地
域
と
、
新
ら
し
い
経
済
関
係
に
変
化
し
た
地
域
と
は
、
直

b
k区
分
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
小
作
争
議
の
原

因
を
、
そ
れ
ま
で
の
考
え
か
た
の
変
化
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
も
の
の
率
の
府
県
別
分
布
を
第
三
図
に
示
し
た
。
そ
れ
が
文
化
的
中
心
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に
近
く
、
経
済
的
に
耕
地
不
足
の
深
刻
な
瀬
戸
内
海
東
部
と
濃
尾
平
野
及
び
北
九
州
に
集
中
す
る
点
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
東
京
及
び
大
阪

附
近
に
少
な
い
の
は
、

工
業
の
発
達
が
小
農
を
都
市
に
吸
収
し
、
耕
地
不
足
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
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形
式
が
か
な
り
認
め
ら
れ
る
。
凶
年
に
収
穫
減
少
を
均
等
に
負
担
す
る
場
合
に
も
刈
分
慣
行
は
成
立
す
る
。
有
賀
氏
は
こ
の
場
合
に
も
、
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5 (%以上

0.9%以下
(ないものを含む)

。

1%以上回
口

A

ハ
り

一
般
的
な
地
主
優
位
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
単
に
文
化
的
な
変
遷

思想変化による小作争議の実験 (1917ー1926)

系
列
を
原
則
的
に
示

a

す
の
で
あ
っ
て
、
自
然
的
諸
条
件

に
よ
る
習
慣
の
変
型
、
歴
史
的
な
諸
条
件
の
ち
が
い
に

よ
る
民
俗
の
変
容
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
般
的
な
寄

生
大
地
主
で
は
な
く
、
自
己
の
開
拓
し
た
土
地
を
耕
作

し
て
い
る
、

や
や
大
き
な
農
民
が
、

労
力
の
不
足
か

ら
、
所
有
地
の
一
部
を
他
人
に
依
頼
し
て
耕
作
さ
せ
る

と
い
っ
た
場
合
に
あ
ら
わ
れ
る
。
課
税
の
過
重
・
生
産
費

の
高
騰
、
あ
る
い
は
技
術
の
進
歩
に
よ
る
集
約
性
の
向

上
の
必
要
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
生
ず
る
で
、
あ

ろ
う
。
こ
ん
な
と
き
に
は
、
単
に
耕
作
法
や
作
物
種
類

第 3図

を
監
督
指
定
す
る
の
み
で
収
穫
は
耕
地
で
互
い
の
労
力

で
刈
分
け
る
と
い
っ
た
形
態
も
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

山
間
部
や
交
通
不
便
で
人
口
の
乏
し
い
土
地
で
は
こ
の

そ
れ
が
い
ち

C
る
し
い
形
態
で
あ
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
条
件
の
き

'--

の

び
し
さ
や
農
業
技
術
の
低
い
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
、
地
理
的
諸
条
件
の
不
利
を
意
味
す
る
か
ら
、



程
民
俗
を
通
じ
て
、
地
域
の
諸
性
質
を
検
討
す
る
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
普
通
に
み
ら
れ
る
小
作
慣
行
が
、
機
能
的
文
化
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
特
殊
な
地
域
や
社
会
の
み
に
存
在

す
る
小
作
慣
行
は
残
留
文
化
で
あ
る
。
古
い
類
型
の
小
作
慣
行
が
保
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
地
主
は
契
約
事
項
に
な
い
小
作
人
保
護

の
行
為
を
す
る
場
合
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
耕
地
の
み
の
契
約
で
あ
っ
て
、
刈
敷
山
や
税
採
取
地
な
ど
を
附
属
さ
せ
、
ま
非
は
農
具
・

そ
れ
ら
が
な
く
て
は
実
際
の
耕
作
収
穫
が

家
屋
・
肥
料
・
種
子
な
ど
耕
作
に
必
要
な
も
の
を
貸
与
す
る
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

歴史地理学における民俗資料の意義とその取扱い

行
い
え
な
い
、
あ
る
い
は
小
作
人
そ
の
も
の
が
耕
作
を
望
ま
な
い
と
い
っ
た
、
そ
の
地
域
の
特
殊
性
か
ら
生
れ
て
き
た
点
で
は
機
能
的
で
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大正末期の賦役小作状況

慌i 考

日
東北地方 20"-'50 

関東地方 15，，-，30 群馬なし

中部地万 20，，-，30 愛知・岐阜なし

北陸地方 10，，-，30 富山なし

近畿地方 25，，-，30 滋賀・大阪・和歌山なし

中国地方 20，，-，60 60日は島恨の一部

四国地方 20"-'30 

九州地方 10，，-，40 

第 1友

あ
る
が
、
現
代
で
は
必
ら
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
切
実
で
は
な
く
、
単
に
慣
習
と

し
て
存
続
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
発
生
事
情
か
ら
し
て
後
進
地

域
に
分
布
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
極
端
な
も
の
が
岩
手
県
の
地
頭
と
名

(大正10年府県小作慣行調査より作成)

子
、
長
野
県
の
御
館
と
被
官
、
島
根
県
の
株
小
作
な
ど
の
形
態
を
と
る
。
同

じ
よ
う
に
、
大
家
族
的
な
地
主
手
作
時
代
の
名
残
り
と
し
て
、
小
作
料
の
代

り
と
し
て
小
作
人
の
労
力
を
提
供
さ
せ
る
関
係
、
い
わ
ゆ
る
賦
役
が
あ
る
。

そ
の
時
間
数
も
、
お
く
れ
た
地
方
ほ
ど
長
く
な
る
。
第
一
表
に
こ
れ
を
示
し

た
。
こ
の
お
う
な
残
留
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
の
後

進
性
停
滞
性
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
よ
り
適
切
に
一
不
す
の
は
、

そ
の
よ
う
な
慣
行
に
対
す
る
住
民
社
会
の
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
正

十
年
の
報
告
の
文
章
を
み
る
と
、
鹿
児
島
県
の
報
告
で
は
、

「
慣
習
上
、
小



作
人
ハ
地
主
一
一
対
シ
田
横
・
茶
摘
ミ
等
ノ
手
伝
ヲ
ナ
シ
、
親
子
ノ
如
キ
関
係
ヲ
結
ピ
、
年
一
頭
一
一
参
礼
ノ
美
風
ア
ル
地
方
ア
リ
」
と
、
こ
れ
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を
賞
讃
し
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
青
森
県
の
布
告
は
、
や
や
批
判
的
に
「
地
主
カ
小
作
人
ヲ
婚
礼
・
葬
祭
等
ニ
無
償
一
一
テ
使
役
ス
ル
習

慣
ア
ル
モ
紛
争
ヲ
生
シ
タ
例
ナ
シ
」
と
述
べ
、
石
川
県
の
報
告
は
「
小
作
人
ハ
其
ノ
小
作
反
別
ノ
多
少
ニ
ヨ
リ
、
年
一
日
乃
至
数
日
間
、

無
報
酬
-
一
テ
地
主
ノ
仕
事
ニ
従
事
シ
、
此
ノ
場
合
地
主
ハ
小
作
人
ニ
対
シ
、
相
当
酒
食
ヲ
供
ス
ル
ヲ
普
通
ト
ス
」
と
事
務
的
に
記
載
す
る

に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
富
山
県
新
湊
町
の
報
告
は
「
地
主
中
、
小
作
人
ヲ
無
報
酬
一
一
テ
伎
役
ス
ル
事
ハ
今
尚
従
前
ト
異
ル
所
ナ
シ
。
労

働
賃
銀
ノ
騰
貴
ヲ
来
シ
テ
時
間
ヲ
重
ン
ス
ル
今
日
、
小
作
人
ヲ
無
報
酬
ニ
テ
伎
役
シ
、
情
ト
シ
テ
顧
ミ
サ
ル
ハ
、
実
ニ
人
権
ヲ
軽
ン
ス
ル

モ
ノ
ト
云
フ
可
シ
」
と
憤
慨
し
て
い
る
。
報
告
記
載
者
の
み
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
た
の
で
は
な
く
、

一
般
的
な
価
値
観
が
そ
れ
ら

に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
報
告
の
直
後
、
大
正
十
二
年
か
ら
富
山
県
の
小
作
争
議
が
急
激
な
増
加
を
一
不
す
の
に
、
鹿
児
島
・
青
森

両
県
で
は
そ
れ
か
ら
十
年
後
も
ほ
と
ん
と
争
議
が
み
ら
れ
な
い
点
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
、
民
俗
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ

う
に
そ
の
形
式
的
内
容
と
の
場
合
で
は
報
告
さ
れ
て
い
る
対
象
と
し
て
の
事
象
よ
り
も
、

そ
の
報
告
の
形
態
に
あ
ら
わ
れ
た
価

λ

値
観
、
あ

る
い
は
「
も
の
の
考
え
か
た
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
大
正
七
年
の
米
騒
動
や
昭
和
三
年
の
電
燈
争
議
な
ど
の
庶
民
的
反
抗
が
富
山
県

に
発
源
し
た
の
も
こ
の
考
え
方
が
常
民
に
ひ
ろ
く
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
、
民
俗
が
、
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
資
料
と
し
て
、
最
も
有
志

義
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
住
民
意
識
の
指
標
と
な
り
う
る
点
で
あ
ろ
う
。




