
民
間
伝
承
の
も
づ
機
能
の
変
化
と
民
俗
周
圏
論

千

徳

葉

爾

日
本
の
歴
史
地
理
学
の
学
派
に
、
三
つ
の
方
向
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
、
菊
地
利
夫
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

民間伝承のもつ機能の変化と民俗周閤論

あ
り
ま
す
①
。

こ
れ
ら
が
民
俗
学
に
対
し
て
と
る
態
度
は
、
一
二
つ
の
学
派
が
歴
史
地
理
学
の
目
擦
を
同
じ
も
の
と
考
え
な
い
限
り
、
異
な

る
の
が
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
歴
史
的
事
実
を
地
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
、
歴
史
地
理
学
の
任
務
と
考
え
る
人
々
は
、
民
間
伝
承
の
成
立
を
地
理
的
に
説
明

す
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
学
が
民
間
伝
承
の
成
立
環
境
・
伝
播
の
過
程
及
び
現
在
の
立
地
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
性
を
強
調
す
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
民
間
の
年
中
行
事
が
、
そ
の
地
域
の
気
候
や
農
耕
生
活
と
ど
の
程
度
に
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
か
、
ま
た
特
定
の
伝
承
を
保
存
し
、
あ
る
い
は
変
形
し
て
ゆ
く
上
に
、
地
域
社
会
の
階
層
構
造
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
、

な
ど
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
従
来
の
民
俗
学
に
お
い
て
は
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
近
ご
ろ
い
ち
じ
る
し
く
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
喜
ば
し
い
傾
向
で
あ
り
ま

す。
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こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
立
場
で
は
、
過
去
の
地
理
的
状
態
の
復
原
を
そ
の
主
要
な
目
標
と
考
え
ま
ず
か
ら
、
民
俗
学
に
望
む
と
こ
ろ
は

民
間
民
俗
の
過
去
に
お
け
る
あ
る
時
期
の
、
形
態
と
分
布
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
従
来
の
民
俗
学
に
お
き
ま



し
て
も
、
伝
承
の
原
型
へ
の
概
源
に
努
力
が
向
け
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
成
果
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
考
古
学
の
資
料
の
よ
う
に
、
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絶
対
年
代
と
結
び
つ
い
た
過
去
の
復
原
は
、
民
間
伝
承
資
料
に
よ
っ
て
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
実
年
代
と
の
結
び
つ
き
は
問
題
で
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
要
求
す
る
こ
と
が
無

理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

第
三
の
学
派
の
見
解
で
は
、
歴
史
地
理
学
の
中
心
課
題
は
、
地
理
的
事
象
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
か
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
学
派
で
は
、
民
俗
学
に
対
し
て
、

そ
の
民
間
伝
承
の
形
態
的
な
変
遷
過
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
が
そ
の
当
時
の
地
域

社
会
で
果
し
た
機
能
の
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
土
地
の
地
名
に
つ
い
て
、
そ
の
命
名
さ

れ
た
当
時
の
そ
の
土
地
が
も
っ
て
い
た
機
能
と
、
後
に
そ
の
機
能
が
変
化
し
た
と
き
、
こ
の
土
地
の
地
域
社
会
に
お
け
る
意
義
は
ど
う
変

化
し
た
か
、
を
明
確
に
す
る
と
と
が
望
ま
し
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
地
理
学
を
ど
う
考
え
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
民
俗
学
へ
の
批
判
の
焦
点
に
は
お
の
ず
か
ら
軽
重
の
差
が
あ
り
、
共

通
の
批
判
的
観
点
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
私
の
個
人
的
見
解
と
し
て
の
意
見
が
多
く

な
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
さ
き
に
民
俗
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
②
、
そ
の
と
き
に
は

ほ
ほ
第
三
の
学
派
に
立
脚
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
回
も
こ
れ
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

従
来
の
民
俗
学
に
最
も
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
理
論
的
根
拠
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
学
問
が
資
料
採
集
を
第
一
と
し
て
、
浬
減
し
か
け
て
い
る
民
間
伝
承
を
ま
ず
保
存
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
結
果
、

採
集
し
比
較
す
る
こ
と
に
主
力
が
そ
そ
が
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
そ
の
発
達
し
た
時
代
の
様
相
を
反
映
し
て
い
る
姿
と
も
い
え
ま
し



ょ
う
。
し
か
し
、
大
切
な
、
方
法
に
つ
い
て
の
究
明
に
欠
け
て
い
た
た
め
に
、
切
角
集
め
た
資
料
そ
の
も
の
の
吟
味
が
不
充
分
で
、
現
在

で
は
利
用
で
き
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
@
。

た
と
え
ば
、
民
間
伝
承
は
地
域
社
会
が
も
っ
文
化
で
あ
り
、
地
域
の
日
常
生
活
を
い
と
な
む
た
め
の
機
能
を
も
つ
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
形
態
を
過
去
に
制
約
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
地
域
社
会
の
生
活
が
大
き
く

変
兆
し
た
と
き
、
こ
の
形
態
は
そ
れ
に
応
じ
て
簡
単
に
変
化
で
き
ず
、
地
域
社
会
の
中
で
占
め
る
位
置
が
そ
れ
だ
け
ゆ
が
む
こ
と
が
多
い

の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
形
態
と
し
て
の
、
そ
の
伝
承
の
名
称
と
か
行
為
型
式
は
前
代
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
生
活
の
内
で
果

民間伝承のもつ機能の変化と民俗周圏論

す
役
割
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
す
。
多
く
の
祭
が
都
市
で
信
仰
的
な
意
味
を
失
な
っ
て
、

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
的
な
存
在
と
化

し
て
い
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
り
ま
す
。
民
謡
が
、

か
つ
て
の
労
働
歌
と
し
て
の
形
態
を
歌
詞
や
曲
調
に
止
め
て
、
宴
席
の
興
を
そ
え
る

も
の
と
な
っ
た
の
も
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
形
態
的
な
古
さ
が
、
新
ら
し
い
機
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
留
す
る
一
つ
の
理
由

と
し
て
、
私
は
、
伝
承
文
化
の
に
な
い
て
が
、

い
わ
ゆ
る
常
民
、
す
な
わ
ち
、
平
凡
な
、
反
省
の
之
し
い
人
聞
大
衆
で
あ
る
と
い
う
生
物

学
的
な
事
実
を
考
え
て
お
り
ま
す
o
@
人
聞
は
、
そ
の
成
長
期
に
お
い
て
、
そ
の
周
囲
の
状
態
か
ら
最
も
強
い
形
響
を
受
け
ま
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
精
神
的
内
容
は
、

一
生
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
、
壮
老
年
期
は
、
概
し
て
、
こ
の
蓄
積
、
す
な
わ
ち
経
験
に
依
存
し

た
生
活
を
送
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
既
に
心
身
共
に
固
定
し
て
新
ら
し
い
外
界
の
影
響
を
う
け
つ
け
難
く
な
り
、
ま
た
そ
れ
を
理
解

ち
、
新
し
よ
う
と
す
る
意
欲
も
能
力
も
衰
え
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
生
物
で
あ
る
人
間
の
社
会
生
活
は
、
そ
の
指
導
層
が
若
々
し
い
活

力
を
も
ら
し
い
も
の
を
と
り
い
れ
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
つ
か
否
か
に
よ
っ
て
、
進
取
的
か
保
守
的
か
が
き
ま
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
老
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人
が
指
導
層
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
人
々
の
成
育
期
に
吸
収
し
た
経
験
や
慣
行
が
、
同
じ
形
態
で
次
の
世
代
に
も
受
容
さ
れ
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
わ
が
国
の
過
去
の
よ
う
な
、
濯
概
農
業
を
基
礎
と
し
た
狭
小
な
地
域
社
会
が
対
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
老
年



層
が
一
般
に
固
定
的
・
静
的
な
社
会
状
態
を
望
む
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
そ
の
文
化
を
常
に
停
滞
的
形
態
に
と
ど
め
や
す
い
の
で
あ
り
ま
す
c
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し
か
し
な
が
ら
、
明
治
以
後
の
日
本
の
生
活
は
、
極
め
て
急
な
テ
ム
ポ
、
人
聞
の
一
世
代
の
交
代
し
な
い
う
ち
に
、
生
活
様
式
が
あ
ら

ゆ
る
旧
態
を
脱
却
す
る
と
い
う
速
さ
で
変
化
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
形
態
に
対
し
て
機
能
が
変
化
し
す
ぎ
て
、
そ
の
ず
れ
が
旧
形
態
を
ど
の

よ
う
に
し
て
も
保
存
し
え
な
い
、
或
い
は
旧
形
態
に
ど
ん
な
に
修
正
を
加
え
て
も
、
必
要
な
機
能
を
果
し
え
な
い
ま
で
に
、
変
化
の
要
求

さ
れ
る
文
化
事
象
が
多
く
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
多
く
の
民
間
伝
承
が
消
滅
の
方
向
を
辿
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
民
間
伝
承
を
単
に
そ
の
形
態
の
み
の
面
か
ら
と
ら
え
る
の
は
不
充
分
で
あ
り
、
機
能
を
あ
わ
せ
て
考
慮
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
は
、
こ
の
形
態
の
消
滅
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り

に
、
形
態
の
み
の
資
料
採
集
に
走
る
傾
向
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
著
し
い
あ
ら
わ
れ
が
、
単
に
特
定
の
民
間
伝

承
形
態
の
み
を
、
文
化
の
相
互
に
連
関
し
あ
っ
た
構
造
の
中
か
ら
切
は
な
し
て
と
り
だ
し
て
、
そ
の
祖
型
の
み
を
追
求
す
る
と
い
う
ゆ
き

か
た
で
あ
り
ま
す
@
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
環
境
に
さ
さ
え
ら
れ
て
現
在
の
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た

か
、
そ
れ
を
変
化
せ
し
め
た
条
件
如
何
と
い
っ
た
文
化
の
法
則
追
求
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
@
。
最
近

こ
の
面
で
の
反
省
は
活
獲
で
は
あ
り
ま
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
の
要
求
に
充
分
こ
た
え
得
る
ほ
ど
の
成
果
は
、
ま
だ
あ
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
の
が
実
情
と
い
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
若
い
学
徒
の
聞
に
民
俗
学
が
人
気
の
な
い
一
つ
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
点
に
あ
る
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

最
近
、
宮
本
常
一
氏
は
古
文
書
と
民
間
伝
承
と
を
組
合
わ
せ
て
、
村
落
構
造
に
お
け
る
中
世
的
形
態
の
復
原
を
試
み
て
い
ま
す
①
O

ま

た
、
石
塚
尊
俊
民
は
慾
き
も
の
現
象
の
研
究
に
つ
い
て
、
や
は
り
、
記
録
と
民
間
伝
承
と
を
豊
富
に
利
用
し
た
こ
の
迷
信
の
成
立
過
程
を



あ
と
ず
け
て
い
ま
す
@
o
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、

お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
さ
き
し
ば
ら
く
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
欠
陥
を
補
な
う
も
の
と

し
て
、
な
お
発
展
さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
特
定
の
伝
承
類
型
の
み
を
、
そ
の
環
境
を
な
し
、
相
互
に
連
関

す
る
他
の
伝
承
文
化
や
社
会
条
件
と
切
り
は
な
し
て
比
較
す
る
、
在
来
の
比
較
研
究
法
と
は
い
ち
じ
る
し
く
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
か
、
宮
本
氏
は
そ
の
あ
と
が
き
で
「
こ
れ
は
民
俗
学
的
な
報
告
と
は
い
い
が
た
い
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
ま
す
し
、
石
塚
氏
も
ま
た
、
こ

の
研
究
で
試
み
ら
れ
た
統
計
的
・
文
献
的
調
査
や
、
伝
承
保
持
者
の
性
格
・
心
理
の
究
明
な
ど
の
諸
作
業
を
目
し
て
、

「
民
俗
学
の
本
道

と
い
わ
れ
な
い
」
も
の
と
記
し
て
い
ま
す
。
果
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
既
に
古
い
比
較
法
を
推
進
し
て
き
た
柳
田
国
男
氏
す
ら
「
問
題

民間伝承のもつ機能の変化と民俗周圏諭

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
生
物
学
で
も
数
学
で
も
取
入
れ
て
利
用
し
な
く
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
の
発
言
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か

ら
@
、
そ
の
点
で
遠
慮
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
方
向
が
強
め
ら
れ
た
の
は
、

一
つ
は
他
の
学
聞
か
ら
の
刺
戟
と
要
請
に
よ
る
も
の
で
す
し
、
も
う
一
つ
は
民
俗
学
自
体
の

か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
方
向
を
示
そ
う
と
す
る
意
欲
、

中
で
‘
現
実
の
地
域
社
会
に
お
け
る
民
間
伝
承
の
意
味
を
説
明
し
、

つ
ま
り
、

「
役
に
立
つ
学
問
」
⑬
で
あ
ろ
う
と
す
る
努
力
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
常
識
的

に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
、
民
間
伝
承
の
単
純
な
系
列
的
発
展
の
仮
定
を
再
検
討
す
る
必
要
と
、
伝
承
文
化
の
機
能
的
代
替
性
が
気
づ
か
れ

た
た
め
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
社
会
学
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
婚
姻
方
式
の
発
展
に
つ
い
て
の
見
解
⑪
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
の
通
念
で
あ
っ
た
婿
入
婚
か
ら
嫁
入
婚
へ
の
諸
段
階
を
、

一
系
列
に
組
入
れ
る
見
方
に
修
正
を
要
求
さ
れ
た
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
地
域
を
異
に
し
、
社
会
組
織
の
ち
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
の
変
遷
に
い
く
つ
か
の
分
岐
を
発
生
さ
せ
る
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可
能
性
が
、
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
地
理
学
の
立
場
か
ら
も
、
と
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ

ぅ
。
次
に
、
伝
承
文
化
の
代
替
性
と
は
、
生
業
・
社
会
制
度
・
信
仰
・
娯
楽
な
ど
の
諸
部
門
に
つ
い
て
、
あ
る
一
つ
の
文
化
形
態
が
機
能



を
果
し
て
い
る
と
き
、

そ
の
他
の
形
態
は
並
存
す
る
必
要
の
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、

水
田
農
村
で
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は
、
濯
就
に
つ
い
て
の
組
織
や
稲
作
儀
礼
が
重
要
な
生
活
の
規
制
の
役
割
を
果
し
ま
す
が
、
畠
作
農
村
や
漁
村
で
は
こ
れ
ら
を
欠
き
、
他

の
労
働
組
織
や
儀
礼
の
形
態
が
そ
の
場
所
を
み
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
伝
承
の
諸
部
門
を
地
域
的
に
調
査
す
る
と

き
、
各
地
で
同
一
の
部
門
に
属
す
る
文
化
事
象
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
分
布
の
地
図
を
完
全
に

ぬ
り
つ
ぶ
す
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
伝
承
の
有
無
を
、
単
に
そ
の
伝
承
白
体
に
よ
っ
て

説
明
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
伝
承
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
他
の
伝
承
が
そ
の
地
域
社
会
で
し
め
て
い
る
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
が
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
が
、
伝
承
を
社
会
か
ら
き
り
は
な
し
て
、
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
つ
ま

み
出
し
て
比
較
す
る
古
い
重
出
立
証
法
⑫
を
修
正
す
る
方
向
に
向
わ
せ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
向
へ
の
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
が
、
民
俗
学
の
目
標
は
、
そ
の
よ
う
な
民
間
伝
承
資
料
の
、
個
々
の
成
立

の
基
礎
条
件
を
明
確
に
し
、
地
域
社
会
に
お
け
る
そ
の
意
義
あ
る
い
は
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
、

と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ

る
と
す
れ
ば
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
民
俗
学
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
有
賀
喜
左
衛
門
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
民
俗
学
を
資
料
採

集
・
整
備
の
た
め
の
方
法
と
い
う
従
属
科
学
的
性
格
@
と
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
石
田
英
一
郎
氏
が
反
駁
し
た
よ
う

に
@
、
多
く
の
民
俗
学
徒
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
単
に
伝
承
文
化
個
々
の
成
立
条
件
や
、
そ

の
社
会
集
団
内
で
も
っ
て
い
る
機
能
を
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
独
立
科
学
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
社
会
学
か
歴
史
学
の
資
料

を
準
備
す
る
だ
け
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
郷
田
洋
文
氏
が
年
中
行
事

4

の
も
つ
意
味
を
知
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
地
域
性
〔
地
理
学
の
見
地
か
ら
は

こ
の
言
葉
を
自
然
条
件
と
の
関
連
性
の
み
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
に
は
異
議
が
あ
り
ま
す
〕
と
社
会
性
と
を
特
に
問
題
と
さ
れ
た
@
の

は
、
さ
き
に
述
べ
た
民
俗
学
の
新
ら
し
い
方
向
に
そ
う
も
の
で
す
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
図
化
の
方
式
が
適
切
で
あ
る



か
ど
う
か
に
は
疑
い
を
も
っ
と
自
省
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
も
含
む
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
単
な
る
手
段
と
し
て
の

カ
ル
ト
グ
ラ
フ
イ
の
用
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
氏
の
用
法
は
明
ら
か
に
適
当
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
ワ
ぐ
の
理
由
は
次
節
で
述
べ
ま
す
〕
。

こ
の
よ
う
な
資
料
自
体
の
吟
味
が
何
か
の
目
標
に
つ
な
が
ら
な
く
て
は
、
古
い
方
法
よ
り
形
式
的
に
進
歩
し
て
も
意
味
は
う
す
い
で
し
ょ

ぅ
。
何
を
目
標
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
料
の
性
質
資
格
の
吟
味
方
法
は
ち
が
う
は
ず
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
私
の
理
解
す
る
限

り
、
民
俗
学
の
目
標
は
民
族
文
化
の
基
本
的
性
格
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
⑬

O

し
た
が
っ
て
、
こ
の
基
本
的
性
格
は
、

日
本
民
族

の
生
活
す
る
全
地
域
・
全
階
層
に
つ
い
て
、

ひ
と
し
く
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
す
。
そ
の
故
に
地
域
性
と
社
会
性
と
に
影
響

民間伝承のもつ機能の変化と民俗周圏論

さ
れ
て
変
化
す
る
部
分
は
、
こ
の
基
本
的
性
格
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
単
に
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
地
域
と
社
会
と
に
よ
っ
て
差
異
を
示

す
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
ま
る
研
究
は
、
民
俗
学
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
資
料
の
性
質
を
判
定
す
る
に
は
役
立
つ
⑫
が
、
決
し

て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

つ
ま
り
、
資
料
の
整
理
採
集
の
方
法
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
も
し
、
民
俗
学
の
目
擦
を
民

族
文
化
の
基
本
的
性
格
、

い
わ
ゆ
る
エ
ト
ノ
ス
の
解
明
に
お
く
こ
と
@
が
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
宮
本
・
石
塚
両
氏
の
慎

重
な
言
葉
は
た
し
か
に
的
を
は
ず
れ
て
い
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

回

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
研
究
方
法
の
最
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
る
、
比
較
研
究
法
に
お
け
る
分
類
と
対
比
の
根
拠
で
あ
り
ま

す
。
民
間
伝
承
が
変
遅
し
て
き
た
過
程
も
し
く
は
順
序
を
求
め
る
た
め
に
は
、
系
統
的
に
同
一
な
伝
承
が
、
地
域
的
に
多
少
の
形
態
的
な

ち
が
い
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
場
合
を
比
較
し
、

「
地
方
差
を
時
代
差
に
投
影
す
る
」
原
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
先
後
関
係
を
求
め
る
の
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が
普
通
で
す
@
o
と
こ
ろ
で
、
こ
の
方
法
は
、
言
語
伝
承
で
あ
る
方
言
や
昔
話
あ
る
い
は
語
り
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
成
功
を

お
さ
め
て
お
り
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
に
よ
っ
て
最
も
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
⑫
、
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の



か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方
法
の
熱
心
な
支
持
者
で
あ
る
関
敬
吾
氏
に
よ
っ
て
も
、
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
@
。
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民
族
学
の
見
地
か
ら
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
従
来
の
見
解
に
対
し
て
論
理
的
な
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
代
る
充
分
な
解

釈
は
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
、
資
料
の
成
立
条
件
に
対
す
る
吟
味
が
強
い
傾
向
と
な
っ
た
一
つ
の
理
由
と
し
て
、

い
ま
述
べ
た
、
資
料
の
比

較
に
お
い
て
古
い
型
と
新
ら
し
い
型
と
の
判
定
に
お
け
る
証
明
の
困
難
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
ろ
か
。

「
鍋
牛
考
」
な
ど
に
示
さ

れ
た
み
ご
と
な
文
化
の
伝
播
の
あ
と
ず
け
は
、

一
般
的
な
民
間
伝
承
に
つ
い
て
は
困
難
で
す
し
、
地
方
差
の
な
か
に
は
、
時
代
差
と
共

に
、
さ
き
に
あ
げ
た
地
域
的
な
諸
条
件
に
よ
る
伝
承
形
態
の
ち
が
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

を
、
簡
単
に
時
代
差
の
あ
ら
わ
れ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
地
域
的
諸
条
件
に
よ
る
、
伝
承
の
差
異
の
程
度
が
吟
味
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
と
し
て
、

い
ま
ま
で
の
仮
設
の
よ
う
に
、
時
代
差
に
対
し
て
地
域
差
は
無
視
で
き
る
ほ
ど
に
小
さ
い

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
何
故
に
時
代
差
が
地
方
差
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
に
つ
い
て
の
明
ら
か
な
証
明
と
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

一
つ
の
作
業
仮
設
と
し
て
、

「
文
化
の
中
心
点
よ
り
の
距
離
の
比
は
移
動
の
時
聞
に
正
比
例
す
る
。
文
化
の
発
生

地
、
ま
た
は
借
用
の
文
化
が
最
初
に
草
軽
を
脱
い
だ
処
よ
り
移
動
を
開
始
し
、
も
し
障
碍
が
な
け
れ
ば
等
し
い
時
聞
を
も
っ
て
等
距
離
の

処
に
移
動
し
て
行
く
。
」

と
い
う
ク
ロ
ー
ン
の
考
え
が
前
提
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
り
ま
す
。
こ
の
仮
設
に
よ
っ
て
時
代
の
古
い
伝
承
形
態

は
、
そ
の
文
化
の
発
生
地
か
ら
速
い
地
点
に
残
存
す
る
と
い
う
見
方
が
成
立
つ
の
で
す
が
、
果
し
て
こ
の
仮
設
は
伝
承
の
諸
部
門
に
お
い

て
同
じ
よ
う
に
承
認
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、

「
も
し
障
碍
が
な
け
れ
ば
」
と
い
う
の
で
す
が
、

日
本
に
お
け
る
地
形
的
障
碍

は
等
し
い
時
聞
に
等
距
離
を
移
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
し
ょ
う
か
。
言
語
伝
承
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
物
語
や
語
り
物
を
運
搬
し



た
人
々
の
存
在
が
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
し
@
、

ま
た
、

い
か
に
高
い
山
地
で
も
広
い
海
で
も
、
僅
か
一
人
の
運
搬
者
が
越
え
て
ゆ
け
ば
、

そ
れ
を
も
と
に
し
て
ひ
ろ
が
る
こ
と
が
で
き
ま
ず
か
ら
、
こ
の
仮
設
は
ほ
ぼ
満
足
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
多
く
の
物
質

伝
承
や
心
意
伝
承
に
つ
い
て
は
、
運
搬
者
の
量
と
受
容
者
の
量
と
が
関
係
し
ま
す
か
ら
、
こ
の
仮
設
の
実
証
は
困
難
で
す
。

「
蛸
牛
考
」

の
著
者
自
身
が
こ
の
方
法
を
他
の
伝
承
に
及
ぼ
こ
す
と
に
否
定
的
で
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。

他
方
、
日
本
民
族
の
出
自
を
多
系
的
に
考
え
て
い
る
民
族
学
の
側
か
ら
は
、
多
く
の
伝
承
文
化
が
一
つ
の
発
生
中
心
か
ら
拡
大
し
て
い

っ
た
と
い
う
仮
定
に
は
批
判
的
な
よ
う
で
す
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
中
心
か
ら
発
生
し
た
文
化
が
周
辺
に
ひ
ろ
く
均
質
に
分
布
し
て
ゆ
く
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と
し
た
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
、
そ
の
後
に
新
ら
し
い
変
質
が
な
い
限
り
、
す
な
わ
ち
、
極
め
て
古
い
時
期
の
断
面
を
と
れ
ば
、
全
民
族

が
同
一
の
伝
承
文
化
形
態
を
も
っ
状
態
が
存
在
し
た
と
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
@
o
と
こ
ろ
が
、
古
い
時
代
ほ
ど
地
方
に
よ
る
生
活
形

態
差
に
は
民
族
の
出
自
を
ふ
く
む
地
域
の
諸
条
件
の
影
響
が
強
く
、
ま
た
、
原
始
的
生
産
ほ
ど
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
ま
ず
か
ら
、
そ
の

差
異
を
反
映
し
て
生
活
に
差
を
生
ず
る
は
ず
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
極
め
て
古
い
時
代
に
は
日
本
の
住
民
は
多
く
の
民
族
の
集
合
で
あ
っ

て
、
ほ
ぼ
類
似
し
た
文
化
状
態
に
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
と
い
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
異
論
に
対
し
て
、
古
代
に
お
け
る
常
民

生
活
の
姿
を
残
す
と
考
え
ら
れ
る
諸
伝
承
を
、
遠
方
に
お
け
る
類
型
の
一
致
に
よ
っ
て
復
原
し
よ
う
と
す
る
部
分
で
、
民
俗
学
的
比
較
法

は
ど
の
よ
う
に
こ
た
え
る
で
し
ょ
う
か
。

要
す
る
に
、
こ
れ
は
も
の
の
見
方
の
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
、

日
本
民
族
の
多
元
系
統
と
い
う
前
提
に
た
つ
限
り
、
伝
承
文
化
の
地

方
差
の
内
部
に
は
、
各
原
始
民
族
文
化
の
系
統
が
、

日
本
民
族
文
化
と
い
う
同
一
の
衣
裳
の
う
ち
に
も
残
留
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
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こ
れ
を
き
わ
め
よ
う
と
す
る
民
族
学
で
は
文
化
類
型
の
差
異
の
基
礎
を
こ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て

民
俗
学
の
立
場
で
は
、
そ
の
統
一
さ
れ
た
民
族
文
化
が
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
地
方
的
差
異
に
つ
F

い
て
は
、
民
族
文
花
と



し
て
の
同
一
性
を
目
ざ
す
限
り
は
、
問
題
に
し
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
民
族
文
化
と
し
て
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
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は
、
民
俗
学
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
追
求
す
べ
き
文
化
原
型
は
、
人
類
が
も
っ
た
最
初
の
文
化
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
民
族
的
統
一

体
と
し
て
の
形
態
が
ほ
ぼ
成
立
し
た
時
期
以
後
に
お
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
大
和
を
中
心
と
す
る
政
治
的
統
一
の
進
行
と
共
に
形
成
さ

れ
た
文
化
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
以
前
に
お
け
る
伝
承
文
化
に
つ
い
て
は
、
他
民
族
か
ら
の
伝
播
と
み
と
め
ら
れ
る

形
態
の
存
在
、

し
た
が
っ
て
地
方
差
が
時
代
差
を
示
さ
な
い
も
の
の
存
在
を
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
で
、
私
な
ど

は
、
い
わ
ゆ
る
古
代
日
本
の
復
原
資
料
と
し
て
の
民
間
伝
承
と
い
う
見
方
に
は
深
い
疑
念
を
も
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
原
型
へ
の
湖
及
を
限
界
ず
け
る
な
ら
ば
、

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
比
較
研
究
法
の
方
式
は
、
同
一
民
族
の
隔
離
さ
れ
た

島
国
に
お
け
る
文
化
の
あ
り
か
た
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
確
か
ら
し
さ
を
保
証
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
も
、
柳
田
氏
の
い
わ
ゆ
る
閏
土
の
南
北
両
端
に
お
け
る
類
似
の
伝
承
の
存
在
は
、
文
化
伝
播
が
中
央
の
都
府
か
ら
し
だ
い
に
四
方
に
ひ

ろ
ま
っ
た
と
い
う
説
明
だ
け
で
充
分
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
既
に
柳
田
氏
自
身
が
類
推
さ
れ
た
よ
う

に
、
そ
の
地
域
自
体
の
関
係
位
置
が
、
そ
の
地
域
の
住
民
生
活
を
特
定
の
発
達
段
階
に
と
ど
め
さ
せ
る
と
い
う
考
え
か
た
、

つ
ま
り
、
農

業
経
営
方
式
に
お
い
て
チ
ュ

1
ネ
ン
が
考
察
し
、
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
が
大
成
し
た
、
集
約
度
の
周
圏
的
差
異
8

の
成
立
に
類
す
る
作
用
の
可

能
性
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
私
は
、
そ
の
可
能
性
は
か
な
り
大
き
い
と
考
え
ま
す
。
以
下
に
そ
れ
を
論
じ
て
み
ま
し
ょ

う

五

土
川
正
男
氏
は
日
本
に
お
け
る
言
語
伝
播
の
中
核
と
し
て
、
京
都
と
東
京
と
を
あ
げ
ら
れ
、
新
ら
し
い
語
形
の
発
生
中
心
と
し
て
の
東

京
の
地
位
が
、

し
だ
い
に
京
都
よ
り
も
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
@
o

こ
の
事
実
は
、

い
く
つ
か
の
言
葉
を
実
例
と
し
て
、



そ
の
残
存
量
を
み
た
等
値
線
図
に
よ
っ
て
裏
ず
け
ら
れ
ま
す
が
、
民
間
伝
承
一
般
に
つ
い
て
は
、
概
し
て
京
阪
地
方
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海

附
近
を
中
心
と
し
た
周
圏
的
分
布
が
多
く
、
二
つ
以
上
の
核
を
も
つ
も
の
は
稀
な
よ
う
で
す
。
こ
の
両
者
か
ら
、
す
な
わ
ち
東
京
の
発
達

が
既
に
四
百
年
近
い
歴
史
を
も
っ
事
実
か
ら
み
て
、

一
般
の
民
間
伝
承
に
つ
い
て
も
文
花
中
心
と
し
て
の
位
置
を
も
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ

る
の
に
、
言
語
以
外
の
伝
承
形
態
を
も
つ
も
の
が
東
京
中
心
の
分
布
を
示
さ
な
い
と
い
う
点
で
、
民
間
伝
承
の
周
圏
的
構
造
は
文
化
伝
播

の
考
え
方
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
っ
て
は
い
い
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
、
最
近
西
村
嘉
助
・
牧
野
洋
一
両
氏
に
よ
っ
て
農
業
技
術
と
し
て
の
稲
架
の
分
布
@
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は

民間伝承のもつ機能の変化と民俗周圏諭

稲
架
の
名
称
と
い
う
言
語
形
態
の
分
布
か
ら
、
稲
の
乾
燥
具
と
い
う
機
能
の
伝
播
を
論
じ
て
い
ま
す
。
さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
名
称
と
機

能
と
の
聞
に
は
し
ば
し
ば
ず
れ
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
現
実
の
稲
架
の
型
に
か
な
り
の
差
が
あ
り
、
地
域
的
な
創
案
、

つ
ま
り
一
点
発
生

で
な
い
文
化
形
式
も
認
め
ら
れ
る
の
に
、
名
称
に
つ
い
て
は
一
点
か
ら
発
生
伝
播
し
た
も
の
と
し
て
の
周
圏
論
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
こ
の
論
文
の
一
つ
の
弱
点
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
が
民
俗
学
の
側
か
ら
出
て
こ
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

す
べ
て
、
分
布
現
象
の
地
理
的
考
察
に
当
つ
て
は
、
観
察
の
た
め
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
注
意
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
@
。
た
と

え
ば
、
九
州
や
東
北
地
方
の
全
域
を
周
辺
と
み
な
し
、
畿
内
や
瀬
戸
内
の
範
囲
を
す
べ
て
中
心
的
位
置
と
芳
え
る
程
度
の
ス
ケ
ー
ル
を
と

る
か
、
そ
れ
と
も
、
同
じ
く
近
畿
の
範
囲
で
も
山
間
部
と
平
坦
部
、
ま
た
は
京
阪
地
域
か
や
や
田
舎
に
入
っ
た
と
こ
ろ
か
と
い
っ
た
区
別

を
す
る
細
か
い
ス
ケ
ー
ル
を
以
て
す
る
か
で
、
伝
承
分
布
は
あ
る
い
は
周
圏
構
造
を
示
す
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
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て
い
な
い
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
極
め
て
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
の
観
察
に
お
い
て
、
周
圏
的
分
布
は
は
じ
め
て
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と

が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
よ
り
も
や
や
細
か
い
ス
ケ
ー
ル
、
郡
や
町
村
単
位
で
の
資
料
の
位
置
の
配
置
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
近
隣
の



不
一
致
、
遠
方
の
類
似
」
と
い
わ
れ
る
状
態
が
あ
ら
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
ま
す
。
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一
般
に
民
間
伝
承
を
形
成
維
持
す
る
単
位
は
、
柳
田
氏
の
い
わ
ゆ
る
郷
党
生
話
の
範
囲
、
新
ら
し
い
言
葉
で
地
域
社
会
集
団
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
集
団
の
占
居
範
囲
よ
り
も
か
け
は
な
れ
て
大
き
い
ス
ケ
ー
ル
、

つ
ま
り
、
地
域
社
会
に
お
い
て
伝
承
の
細
部
を

規
定
す
る
立
地
的
諸
条
件
た
無
視
で
き
る
よ
う
な
、
巨
視
的
立
場
で
伝
承
の
分
布
を
観
察
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
の
周
圏
的
分
布
構

造
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
観
察
の
ス
ケ
ー
ル
と
得
ら
れ
る
結
果
と
の
間

に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
さ
き
に
郷
田
洋
文
氏
が
扱
わ
れ
た
年
中
行
事
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
民
間
伝
承
に
つ
い
て
の
地
図
化

が
、
全
国
を
一
望
概
括
す
る
よ
う
な
小
型
の
地
図
上
の
分
布
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
々
の
伝
承
の
立
地
諸
条
件
と
の
結
び
つ
き

を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
不
適
当
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
と
の
種
分
布
図
で
は
、
伝
承
が
そ
の
地
域
社
会
ワ
ぞ
れ
は
比

較
的
狭
い
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
の
が
常
識
で
す
〕
の
諸
条
件
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で

す。
西
村
・
牧
野
両
氏
は
稲
架
の
発
生
が
大
和
地
方
に
お
こ
り
、
在
来
の
地
千
法
地
域
を
侵
蝕
し
て
そ
の
領
域
を
拡
大
し
つ
つ
四
周
に
伝
播

し
て
い
っ
た
と
考
え
、
こ
の
と
き
、
気
候
や
白
の
状
態
が
乾
燥
に
適
し
た
と
こ
ろ
と
そ
う
で
な
い
地
方
と
で
、
新
ら
し
い
稲
架
乾
燥
法
が

容
易
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
り
、
と
り
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
の
よ
う
に
周
圏
的
な
文
化
伝
播
に
は
新
文

化
層
の
ひ
ろ
が
り
つ
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
と
き
と
、
旧
文
化
層
が
侵
蝕
さ
れ
失
な
わ
れ
て
ゆ
く
場
合
と
の
こ
つ
の
様
相
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
て
、
後
者
の
場
合
の
原
動
力
と
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
に
、
そ
の
生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
農
業
自
体
の
進
歩
発
展
に
よ
っ

て
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
文
化
事
象
の
機
能
が
変
化
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
⑧
O

た
と
え
ば
、
多
く
の
社
会
制
度
は
農
業
労
働

の
組
織
を
維
持
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
す
し
、
農
作
収
穫
の
安
定
に
よ
る
生
活
の
向
上
を
念
ず
る
気
持
が
、
民
間
信
仰
の
大
部



分
を
支
え
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
農
業
技
術
や
社
会
事
情
が
、
こ
れ
ら
在
来
の
文
化
事
象
形
態
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ

ら
は
放
棄
さ
れ
る
か
、
変
形
し
て
機
能
を
か
え
ま
す
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
技
術
の
進
歩
や
社
会
事
情
の
変
化
は
、

一
部
は
地
域
内

部
で
の
創
造
に
か
か
り
、
他
は
地
域
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
作
用
し
て
く
る
力
に
よ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
地
域
の
自

然
条
件
や
社
会
機
構
に
対
す
る
、
経
営
方
式
や
労
働
過
程
の
適
応
は
前
者
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
統
治
者
の
指
導
援
助
や
商
業
資
本
の
侵

入
は
後
者
に
属
し
ま
す
。
日
本
の
農
民
生
活
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
現
在
の
民
間
伝
承
、

と
く
に
農
村
の
そ
れ
を
い
ま

の
形
に
も
ち
き
た
し
た
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

民間部承のもつ機能の変化と民俗周圏論
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J、

具
体
的
に
、

日
本
の
農
業
経
営
形
態
に
地
域
的
な
事
情
に
応
ず
る
周
圏
的
分
布
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
試
み
が
、
こ
れ
ま

で
民
俗
学
の
側
に
な
か
っ
た
こ
と
は
不
思
議
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
の
予
想
は
既
に
柳
田
国
男
氏
が
「
蛸
牛
考
」
執
筆
当
時
か
ら
抱
い
て
お

ら
れ
た
の
で
す
し
、
佐
々
木
彦
一
郎
氏
が
延
喜
式
を
材
料
と
し
て
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
@
。
し
か

も
、
そ
の
後
二
十
年
以
上
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の
方
向
に
そ
っ
て
歴
史
地
理
学
の
立

場
か
ら
多
少
の
展
開
を
試
み
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
結
論
的
な
部
分
を
記
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

佐
々
木
氏
が
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
延
喜
式
時
代
の
京
都
と
全
国
各
地
と
の
関
係
は
、
海
路
と
陸
路
と
で
多
少
の
差
は
あ
り
ま

す
が
、
孤
立
国
的
な
交
通
距
離
に
よ
る
周
圏
構
造
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
遠
国
・
中
国
・
近
国
の
区
別
が
な
さ
れ
た
の
で

す
。
問
題
は
、
こ
れ
が
農
業
経
営
の
上
で
構
造
的
差
異
を
示
し
た
か
ど
う
か
で
す
が
、
ま
ず
貢
納
の
物
品
を
み
ま
す
と
、
と
れ
ら
の
区
分
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に
よ
っ
て
注
意
す
べ
き
差
異
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
こ
も
・
む
し
ろ
・
笠
な
ど
重
量
に
く
ら
べ
て
容
積
が
大
き
い
品
物
は
、

お
ν7 

ぺ7

ら
く
運
搬
法
を
芳
慮
し
て
で
し
ょ
う
が
、
畿
内
か
ら
だ
け
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
器
の
類
は
、
多
分
は
そ
の
貴
重
さ



れ
と
破
損
し
や
す
き
に
よ
っ
て
、
中
国
よ
り
も
近
い
土
地
だ
け
か
ら
出
す
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
に
は
各
地
に
土
器
が
製
作
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さ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
貢
納
品
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
製
作
技
術
を
向
上
さ
せ
、
や
が
て
、
そ
れ
を

中
心
と
す
る
手
工
業
の
発
達
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
後
世
の
尾
張
・
備
前
な
ど
の
陶
器
産
地
の
基
礎
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
織
物
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
各
戸
が
各
人
の
衣
料
を
ま
か
な
っ
て
い
る
時
期
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
工
業
の
発
達
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
が
、
金
属
工
業
は
も
と
も
と
専
門
技
術
と
普
遍
的
で
な
い
原
料
と
を
必
要
と
し
ま
ず
か
ら
、
早
く

か
ら
地
域
分
化
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
農
業
と
の
関
連
か
ら
は
、
山
陰
・
山
陽
地
方
の
鉄
と
鍬
と
の
貫
輸
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
金
属
製
の

農
具
が
古
代
に
お
け
る
農
業
技
術
の
進
歩
に
最
も
大
切
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
で
す
か
ら
、
こ
の
生
産
地
と
し
て
の
山

陰
・
山
陽
各
地
と
、
そ
の
導
入
地
で
あ
る
畿
内
と
が
、
当
時
の
農
耕
技
術
の
先
進
地
で
あ
り
、
生
産
性
も
官
向
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
内
膳
司
の
園
の
耕
作
法
に
そ
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
他
の
金
属
工
業
と
し
て
、
鍛
冶
戸
の
存
在
に
よ
る
そ
の

分
布
が
考
え
ら
れ
、
と
れ
も
中
央
部
に
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
鍋
・
釜
な
ど
も
「
新
猿
楽
記
」
の
時
代
に
は
各
地
に

生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
時
代
の
よ
う
な
、
商
品
経
済
に
入
ら
な
い
自
給
的
農
業
経
営
の
中
で
、

チ
ュ

l
ネ
ン
の
説
い
た
よ
う
な
農
業
圏
は
成
立
し
な
い
と

い
う
批
判
は
当
然
予
想
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
宝
令
の
時
代
か
ら
正
規
の
租
が
稲
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
農
産
物
市
場
に
似
た
刺

戟
を
も
た
ら
し
て
稲
作
技
術
の
進
歩
向
上
に
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
条
里
制
の
実
施
に
よ
る
土
地

改
良
が
そ
れ
で
す
し
、
近
畿
・
瀬
戸
内
に
お
け
る
多
く
の
濯
減
・
排
水
施
設
の
整
備
拡
充
も
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
稲
の
穂
首
刈
線
が
刈
と

な
り
、
普
及
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
そ
の
一
っ
と
思
わ
れ
、
根
刈
は
当
然
肥
料
の
増
投
を
も
た
ら
し
た
で
し
ょ
う
。
稲
架
が
大
和
宇
陀
郡
の

一
百
姓
の
創
案
と
伝
え
ら
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
貫
祖
が
稲
の
量
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と



き
、
そ
の
乾
燥
程
度
は
当
然
稲
穀
の
量
の
多
少
と
関
係
い
た
し
ま
す
。
た
と
え
ば
交
替
式
に
規
定
さ
れ
た
天
平
六
年
(
七
三
四
)

の
検
税

伎
の
税
法
に
よ
れ
ば
、

一
餅
の
容
量
は
次
の
よ
う
で
し
た
。

東
海
道

二
七

C
C寸

北
陸
道

二
八

C
O寸

東
山
道

二
八

C
C寸

山
陰
道

二
七

O
O寸

三
二

O
O寸

西
海
道

三
二

C
O寸

山
陽
道

南
海
道

二
八

O
O寸

宝
亀
七
年
(
七
七
六
)

の
畿
内
並
七
道
検
税
伎
に
つ
い
て
は
、
穀
の
十
年
以
上
へ
た
も
の
は
二
七

O
O寸
を
斜
と
し
、
新
穀
は
二
八

O
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O
寸
、
粟
に
つ
い
て
は
二
九

O
O寸
を
餅
と
す
る
と
み
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貢
税
に
つ
い
て
は
乾
燥
法
に
よ
っ
て
差
を
み
と

め
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
山
陰
と
九
州
と
の
餌
の
容
量
が
最
も
大
き
い
の
は
、
と
の
地
方
の
稲
の
乾
燥
不
良
を
意
味
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
そ
の
一
つ
の
理
由
を
西
海
道
の
租
が
京
都
に
送
ら
れ
ず
太
宰
府
に
納
め
れ
ば
よ
か
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
と
み
て
は
誤
り

で
し
ょ
う
か
。
現
在
ま
で
九
州
に
地
干
法
が
卓
越
す
る
の
は
、
自
然
条
件
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
に
説
明
で

「
和
名
抄
」
の
諸
国
回
数
の
計
数
に
よ
っ
て
も
、
太
宰
府
管
内
の
み
は
百
位
の
概
数
に
と
ど
ま
り
、
段
歩
は
京
都
に

き
な
い
よ
う
で
す
。

近
い
国
々
に
つ
い
て
主
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
述
精
度
が
京
都
に
お
い
て
の
も
と
に
な
る
資
料
の
え
や
す
さ
に
比
例
し
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
だ
け
遠
国
で
は
土
地
利
用
も
粗
放
で
あ
り
自
給
的
で
、
式
で
は
輸
米
と
記
さ
れ
て
い
て
も
ほ
ん
と
う

に
規
格
通
り
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
す
。

上
記
の
よ
う
な
手
工
業
が
畿
内
及
び
瀬
戸
内
海
地
方
を
中
心
と
し
て
成
立
し
、
農
業
も
こ
れ
に
準
じ
て
発
展
し
て
い
た
結
果
が
、
延
菩
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式
を
も
と
と
し
て
推
算
し
た
人
口
分
布
に
も
反
映
し
て
い
ま
す
@
o

そ
し
て
、
そ
の
中
央
部
に
お
け
る
人
口
が
、
当
時
の
農
業
段
階
と
し

て
は
過
剰
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
山
城
地
方
の
口
分
団
は
規
定
よ
り
面
積
を
減
じ
て
班
給
さ
れ
、
ま
た
、
山
城
・
阿
波
両
国
は
水
田
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第
一
図

o 200km 
」ーー---'

陸
田
を
混
じ
て
班
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き

ーーー-5日!京都よりの等時線

ーーーー10日

京都

条皇制主要分布地

土器を貢する国

鉄・鍬を貢する国

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
周
辺
地
域
の
国
々
で
は
広
大
な
未

墾
地
が
残
存
し
、
牧
畜
等
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
狩

猟
も
か
な
り
行
な
わ
れ
て
そ
の
産
物
が
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
中
央
部
の
畿
内
及
び
紀
伊
国
の
浮
浪
人
の
み
に

つ
い
て
は
輸
銭
の
規
定
が
示
さ
れ
、

「
新
猿
楽
記
」
に
よ

帯#

。
• 
× 

る
と
山
城
の
茄
子
、
大
和
の
瓜
、
美
濃
の
柿
な
ど
の
果
菜

が
商
品
化
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。
つ
ま
り
畿
内
の
一
部
に
商
品
経
済
、
貨
幣
流
通
の
蔚

芽
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
概

観
を
分
布
図
化
し
た
の
が
第
一
図
で
す
。

こ
の
分
布
図
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
単
位
以

上
の
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
み
る
と
、
漠
然
と
し
て
は
い
ま

す
が
、
交
通
的
な
位
置
に
よ
る
刺
戟
と
資
源
や
人
口
の
分

侍
状
態
と
に
よ
っ
て
、
農
業
の
経
営
方
式
に
は
周
圏
的
地

域
差
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
少
な
く
も
律
令
時
代
以
後
の
農
業
に
関
連
す
る
民
間
伝
承
に
つ
い
て

O 

は
、
そ
の
変
遷
過
程
に
、
上
記
の
よ
う
な
、
周
圏
的
な
経
営
形
態
の
差
に
も
と
ず
く
影
響
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
予
想
す
る
必
要
が



あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
多
少
の
停
滞
が
あ
る
に
し
て
も
、
近
代
に
至
る
ま
で
約
十
世
紀
以
上
も
、
こ
の
周
圏
的
農
業
構
造
に
は
ほ
と

ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
前
代
か
ら
の
資
本
と
技
術
の
蓄
積
は
、
そ
の
後
の
政
治
的
中
核
地
の
位

置
の
移
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
周
圏
構
造
を
歴
史
的
に
維
持
し
つ
ず
け
る
上
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
水

国
に
お
け
る
麦
の
二
毛
作
の
出
現
と
い
う
集
約
化
が
、
ま
ず
備
後
・
備
前
と
い
う
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
濃
厚
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
偶

然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
土
地
所
有
権
の
多
様
な
分
化
に
応
じ
て
、
耕
作
や
地
子
の
形
態
の
多
様
性
が
畿
内
や
東
海
あ
る
い
は
瀬
戸

内
地
方
に
認
め
ら
れ
る
の
に
、
周
辺
的
な
地
方
に
お
い
て
は
土
地
所
有
権
と
耕
作
形
式
と
の
対
応
が
は
る
か
に
簡
単
で
あ
っ
た
ら
し
い
邸
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と
と
も
、
農
業
経
営
の
周
圏
的
構
造
と
表
裏
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
後
の
畿
内
に
お
け
る
都
市
の
発
達
は
、
こ
の
傾
向
を
一

層
確
固
た
る
も
の
と
し
ま
し
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
と
の
地
域
の
先
進
性
に
さ
さ
え
ら
れ
て
都
市
の
発
達
が
み
ら
れ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

と
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
私
た
ち
地
理
学
の
研
究
に
従
う
も
の
の
立
場
か
ら
は
、
民
俗
学
の
研
究
が
資
料
を
そ
の
成
立
地
点
の
自
然

条
件
や
社
会
構
成
と
関
連
し
て
考
察
す
る
と
共
に
、
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
地
域
の
も
つ
歴
史
的
構
造
」
と
結
び
つ
い
た
考
察
を
深

め
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

菊
池
利
夫
川
内
回
寛
一
教
授
の
歴
史
地
理
学
上
の
位
置
と
学
風

歴
史
地
理
学
紀
要
工
(
一
九
五
九
)
一
二
l
ニ
九
頁

(1) 

千
葉
徳
爾
口
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
民
俗
資
料
の
意
義
と
そ
の
取
扱
い

桜
田
勝
徳
川
村
と
は
何
か

(3) (2) 

歴
史
地
理
学
紀
要
工
(
一
九
五
九
)
一
四
二

l
一六
O
頁

日
本
民
俗
学
大
系
3

(
一
九
五
九
)
一
五
i
三
八
頁

文
化
の
科
学
的
理
論
(
一
九
五
八
)
八
五
|
一
五
二
頁

(4) 

姫
岡
勤
・
上
子
武
次
訳
日
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

(5) 

堀
一
郎
口
民
間
伝
承
の
概
念
と
民
俗
学
の
性
格

民
間
伝
承
一
二
巻
九
号
(
一
九
五
一
)
三
二
|
三
七
頁
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宮
本
常
一
日
新
生
活
運
動
と
民
俗
学

伝
承
二
号
(
一
九
五
九
)
一
一
l
八
頁

(7) (6) 

周
九

宮
本
常
一
日
対
馬
一
丘
陵
の
村
務
構
造
付
骨
骨

日
本
民
俗
学
会
報
七
号
(
一
九
五
九
)
一
ー
一
二
頁
、
同
八
号
(
一
九
五
九
)

一
l
七
頁
、
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号
こ
九
五
九
)
三
七

i
四
六
頁

(9) 

一
九
五
二
年
民
俗
学
研
究
所
例
会
で
の
発
言
。

石
塚
尊
俊
日
日
木
の
溶
き
も
の
(
一
九
五
九
)
一
一
一

l
九
二
頁

(8) n日

柳
田
国
男
日
現
代
科
学
と
い
う
こ
と

民
俗
学
新
講
(
一
九
四
七
)
一
|
ニ
ニ
頁

)
 
1
 

1
 
(
 

有
賀
喜
左
衛
門
日
日
本
婚
姻
史
論
(
一
九
四
八
)
一

l
ニ
九
六
頁

。・

F
・
の
。

g
B
R
司
o
F
H
O円
四
回
曲
目
回
目
印
件
。
ユ
口
包

ω丘
四
ロ
n
m
-
F
o
p品。ロ

(HCC
∞)

(12) M 

石
田
英
一
郎
日
日
本
民
俗
学
の
将
来

有
賀
喜
左
衛
門
一
民
俗
資
料
の
意
味
l
調
査
資
料
論

金
田
一
博
士
古
稀
記
念
一
言
語
民
俗
論
叢
こ
九
五
三
)

日
本
民
俗
学
二
巻
四
号
(
一
九
五

O
)
三
七

l
四
八
頁

(131 U日

郷
田
洋
文
υ

年
中
行
事
の
地
域
性
と
社
会
性

民
俗
学
研
究
所
編
日
民
俗
学
辞
典
(
一
九
五
一
)
「
民
俗
学
」
の
項

日
本
民
俗
学
大
系
7

(
一
九
五
九
)
一
六
七

l
二
三
八
頁

五
人
ニ

l
五
八
七
頁

U日日目

桜
井
徳
太
郎
日
日
本
民
俗
学
の
限
界

日
本
民
俗
学
大
系
2

(
一
九
五
八
)
に
収
め
ら
れ
た
各
氏
の
論
考

日
本
民
間
信
仰
論
こ
九
五
八
)
ゴ
一
五
九
l
三
六
九
頁

U明担1) (20) 

和
歌
森
太
郎
日
民
俗
学
の
方
法
に
つ
い
て
一
三
巻
四
号
こ
九
四
九
)
一
一
|
九
頁

堀
一
郎
日
岐
路
に
立
つ
欧
米
民
俗
学
日
本
民
俗
学
会
報
4
号
こ
九
五
八
)
一

l
七
頁

関
敬
五
日
日
民
俗
学
方
法
の
問
題
(
下
)

(1日(22) 

関
敬
吾
日
前
掲
削

民
俗
学
研
究
所
編
υ

民
俗
学
辞
典
(
一
九
五
一
)

「
遊
行
人
」
の
項
六
五
一

l
六
五
二
頁

自由(2品

和
歌
森
太
郎
日
前
掲
閥

ブ
リ
ン
ク
マ
ン
著
大
槻
正
男
訳
日
農
業
経
営
経
済
学
(
一
九
三
一
)
一
|
二
八
六
頁

白日

民
間
伝
承

民
間
伝
承
一
三
巻
七
号
こ
九
四
九
)
三
九

l
四
八
頁

一
一
一
四
二
1

一
二
七
¥
百
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位。

土
川
正
男
u

言
語
地
理
学
(
一
九
四
八
)
七
一
ip--

二
二
頁

自官

西
村
嘉
助
・
牧
野
洋
一
日
稲
架
の
分
布
と
そ
の
意
義

人
文
地
理
一
一
巻
四
号
(
一
九
五
九
)
一
!
一
三
頁

。日

今
西
錦
司
日
生
物
社
会
の
論
理
(
一
九
四
九
)
一

O
四
l
一
一
一
一
頁

担問

千
葉
徳
爾
h

民
俗
周
圏
論
の
展
開

日
本
民
俗
学
会
報
九
号
(
一
九
五
九
)
一
二

l
一
五
頁

旧日

佐
々
木
彦
一
郎
一
延
喜
式
に
現
れ
た
古
代
日
本
の
物
産
に
就
い
て
地
理
学
評
論
九
巻
六
号
(
一
九
三
一
二
)
五
三
七
頁

服
部
昌
之
い
式
と
抄
に
よ
っ
て
人
文
地
理
九
巻
四
号
(
一
九
五
七
)
四
一
ニ
1

四
五
頁

申1)(32) 

有
賀
喜
左
衛
門
口
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
(
一
九
四
三
)
一
七
四
|
二
三
六
頁




