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こ
の
〈
共
同
体
〉
を
、
農
・
山
・
漁
村
と
い
っ
た
ム
ラ
共
同
体
だ
と
し
た
場

合
に
は
、
豊
作
、
豊
か
な
山
の
幸
の
収
穫
、
豊
漁
な
ど
を
も
た
ら
す
も
の
は

〈
神
〉
で
あ
る
と
い
う
、
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
〈
観
念
〉
が
そ
の
中
心
に
あ

り
、
国
家
共
同
体
だ
と
し
た
場
合
に
は
、
国
家
意
識
の
よ
う
な
も
の
が
観
念
と

し
て
そ
の
中
心
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
祭
り
〉
と
い
う
語
は
そ
れ
ら
の
ど
ち

ら
の
場
合
に
も
総
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
一
般
的
に

は
、
祭
り
と
い
う
語
は
前
者
の
場
合
に
よ
り
し
っ
く
り
し
、
後
者
の
場
合
に

は
、
〈
儀
式
〉
と
か
〈
祭
祀
〉
と
か
〈
儀
礼
〉
と
か
の
語
感
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
大
学
と
い
う
単
一
の
共
同
体
内
部
で
承

ｌ
特
集
・
方
法
と
し
て
の
祭

祭
り
（
祭
式
）
と
は
、
あ
る
く
共
同
体
〉
を
根
拠
づ
け
て
い
る
あ
る
種
の

〈
観
念
〉
を
、
そ
の
〈
共
同
体
〉
の
中
で
現
に
生
き
て
い
る
複
数
の
人
間
た

ち
が
一
体
と
な
っ
て
、
身
体
行
動
を
も
っ
て
表
現
す
る
行
為
で
あ
る
。
．
：
…

〔定義１〕
１
祭
式
と
は
な
に
か

ま
ず
、
祭
り
の
定
義
を
試
ゑ
て
承
る
。

古
代
文
学
と
祭
式
体
験

た
場
合
、
学
生
た
ち
が
主
催
す
る
文
化
祭
な
ど
は
祭
り
だ
が
、
大
学
当
局
が
主

催
す
る
入
学
式
や
卒
業
式
な
ど
は
儀
式
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
ム
ラ
的
な
も
の
や
庶
民
・
自
由
さ
と
い
っ
た
も
の
の
側
の
そ
れ
に
祭

り
、
国
家
的
な
も
の
や
権
力
・
制
度
・
厳
粛
さ
と
い
っ
た
も
の
の
側
の
そ
れ
に

儀
式
と
い
う
語
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ

ら
祭
り
と
儀
式
の
両
者
を
含
む
総
称
と
し
て
、
時
に
〈
祭
式
〉
と
い
う
語
も
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
〔
定
義
１
〕
の
「
現
に
生
き
て
い
る
複
数
の
人
間
た
ち
が
一
体

と
な
っ
て
、
身
体
行
動
を
も
っ
て
表
現
」
し
た
世
界
の
こ
と
を
、
私
は
特
に
、

〈
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
〈
動
き
つ
つ
あ
る

観
念
〉
は
、
現
前
性
（
同
空
間
の
共
有
）
、
現
在
進
行
形
性
（
時
間
の
進
行
の

共
有
）
、
一
回
性
（
瞬
間
誕
生
、
瞬
間
消
滅
）
、
非
文
字
性
、
立
体
性
、
動
的
で

あ
る
こ
と
、
生
き
て
い
る
者
の
承
の
間
の
直
接
的
交
流
、
な
ど
に
特
徴
を
持
つ

（１）

観
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
り
（
祭
式
）
の
定
義
は
次
の
よ
う
に
も
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

祭
り
（
祭
式
）
と
は
、
あ
る
く
共
同
体
〉
を
根
拠
づ
け
て
い
る
あ
る
種
の

〈
観
念
〉
を
、
そ
の
〈
共
同
体
〉
の
成
員
が
、
〈
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
〉
と
し

工

藤

隆
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人
間
の
個
体
や
社
会
が
、
な
ぜ
浪
費
を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
要
求
す
る
の

か
、
こ
れ
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
抑
圧
さ
れ
潜
在
化
さ
れ
た
い
わ
ば
〃
汚

れ
も
の
〃
が
、
個
体
や
社
会
の
内
部
に
過
剰
に
蓄
積
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
噴

出
口
を
求
め
て
浪
費
と
し
て
現
象
し
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

だ
が
こ
の
表
現
行
為
は
、
特
別
な
時
間
と
特
別
な
空
間
を
設
定
す
る
こ
と
な

し
に
は
実
現
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
、
そ
の
非
日
常
的
性
格
を

も
定
義
の
中
に
つ
け
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
祭
式
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
中
的
な
浪
費
で
あ
る
と
い
う
点
に

も
特
徴
を
持
つ
。
各
人
の
肉
体
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
、
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
浪
費
、
そ
の
共
同
体
全
体
の
特
に
経
済
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
、
要
す
る
に

〈
浪
費
〉
自
体
が
自
己
目
的
化
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
祭
式
に
は
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
徹
底
的
な
浪
費
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
退
屈
極

ま
り
な
い
日
常
世
界
の
流
れ
に
メ
リ
ハ
リ
が
与
え
ら
れ
、
再
び
そ
の
日
常
世
界

で
生
き
て
い
く
力
を
得
る
と
い
う
仕
組
承
に
も
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
浪
費

と
い
う
〈
仮
死
〉
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
る
〈
再
生
〉
な
の
で
あ
る
。
以
上
の

二
点
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
義
は
よ
り
完
全
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

祭
り
（
祭
式
）
と
は
、
あ
る
く
共
同
体
〉
を
根
拠
づ
け
て
い
る
あ
る
種
の

〈
観
念
〉
を
、
そ
の
〈
共
同
体
〉
の
成
員
が
、
非
日
常
的
秩
序
を
設
定
し
て

〈
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
〉
と
し
て
表
現
す
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

〈
共
同
体
〉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
集
中
的
に
浪
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
〈
共

同
体
〉
全
体
の
再
生
を
は
か
る
も
の
で
も
あ
る
。
…
…
〔
定
義
３
〕

て
表
現
す
る
行
為
で
あ
る
。
．
…
：
〔
定
義
２
〕

２
祭
式
は
な
ぜ
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
祭
式
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
祭
式
は
研

究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
祭
式
一
般
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
一
に
、
文
字
言
語
に
よ
る
〃
文

章
〃
的
な
観
念
で
は
な
い
観
念
、
つ
ま
り
は
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
を
体
感
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
の
総
体
性
を
回
復
す
る
た
め
に
で
あ
る
。
現
在
の
日
本

の
よ
う
に
、
〈
こ
と
ば
〉
と
い
え
ば
文
字
言
語
の
こ
と
で
あ
り
、
学
校
教
育
で

は
文
字
言
語
の
技
術
さ
え
身
に
つ
け
さ
せ
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
活
字
文
化
偏

重
の
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
な
社
会
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
欠
陥
を
補
う

も
の
と
し
て
、
祭
り
の
よ
う
な
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
の
世
界
へ
の
接
近
は
非
常

に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
文
学
の
研
究
者
の
場
合
に
は
、
文
字
言
語
の
世

界
だ
け
で
観
念
が
完
結
し
て
し
ま
う
傾
向
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
別
の
面
か
ら

い
え
ば
、
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
と
い
う
、
文
学
に
と
っ
て
の
〈
外
部
〉
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
文
字
言
語
の
世
界
の
本
質
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
文
字
言
語
世
界
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
〈
共
同
性
〉
と
は
別
に
、

〈
場
の
共
同
性
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
動
き
つ
つ
あ
る
観
念
の
諸
特
徴
の
中
で
も
特
に
、

現
に
生
き
て
い
る
複
数
の
人
間
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
あ
る
集
団
的
行
動
に
参
加

も
少
宇
も
と
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
消
費
さ
れ
る
た
め
に
蓄
積
さ
れ
る
と
い
っ

て
も
い
い
の
だ
か
ら
、
個
体
や
社
会
が
貯
え
た
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
祭
式

の
よ
う
な
浪
費
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
発
散
さ
れ
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
と
い

っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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古代文学と祭式体験

３
前
近
代
文
学
研
究
と
祭
式

い
わ
ゆ
る
古
典
文
学
す
な
わ
ち
前
近
代
文
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
不
可

欠
な
の
は
、
前
近
代
の
社
会
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
人
々
が
ど
の
よ
う
な
考
え

し
、
同
空
間
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
時
間
の
進
行
も
共
有
す
る
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
、
共
通
の
認
識
、
共
通
の
感
情
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
の

共
同
性
は
時
に
強
烈
な
一
体
感
を
生
承
出
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
人
々
を

〈
生
〉
の
昂
揚
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
強
烈
な
一
体
感
は
時
と
し

て
”
理
性
的
な
判
断
力
〃
を
失
わ
し
め
る
方
向
で
働
く
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
宗

教
団
体
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
権
力
に
悪
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
に
、

〃
理
性
〃
を
重
視
す
る
立
場
に
立
つ
人
た
ち
か
ら
は
疎
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
文
学
の
研
究
者
の
場
合
に
も
、
文
字
言
語
世
界
の
承
に
通
用
す
る
い
わ
ば

″
狭
義
の
理
性
″
を
す
べ
て
に
通
じ
る
普
遍
的
な
も
の
と
錯
覚
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
か
ら
、
場
の
共
同
性
を
極
度
に
軽
視
し
た
り
蔑
視
し
た
り
す
る
こ
と

に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
人
間
は
す
べ
て
生
身
の
肉
体
と
し
て
生
き
る
生
命
体
な

の
だ
か
ら
、
誰
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
様
々
に
場
の
共
同
性
の
中
で
昂
揚
を
味

わ
い
、
不
断
に
生
命
力
の
充
電
を
行
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
で
あ
る
。

人
間
の
文
化
と
い
う
も
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
い
え
ば
、

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
」
（
情
動
的
・
生
命
燃
焼
的
）
と
「
ア
ポ
ロ
的

な
る
も
の
」
（
理
性
的
）
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
そ
の

ど
ち
ら
か
だ
け
で
は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
い
え
ば
、
動

き
つ
つ
あ
る
観
念
ま
た
場
の
共
同
性
の
世
界
は
「
デ
ィ
オ
’
一
ユ
ソ
ス
的
な
る
も

の
」
へ
と
傾
斜
し
や
す
く
、
文
字
言
語
世
界
は
「
ア
ポ
ロ
的
な
る
も
の
」
へ
と

か
た
よ
っ
て
い
く
傾
向
を
持
つ
。
こ
の
両
者
の
均
衡
を
い
か
に
保
つ
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
こ
そ
、
人
間
の
知
恵
は
発
揮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

方
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
最
も
素
朴
な
次
元
で
い
え
ば
、
個
々
の
作
品
の
な
か
に
素
材
と
し
て
あ

ら
わ
れ
て
い
る
祭
式
の
実
態
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
に
な
る
。
た
と
え
ば

『
徒
然
草
』
十
九
段
に
、
「
な
き
ひ
と
の
来
る
夜
と
て
魂
祭
る
わ
ざ
は
、
…
…
」

と
あ
る
以
上
、
そ
の
「
魂
祭
る
わ
ざ
」
の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思
う
の
は
当
然
の
欲
求
だ
ろ
う
。

次
に
、
た
と
え
ば
『
山
椒
太
夫
』
の
よ
う
な
説
経
浄
瑠
璃
は
、
今
で
は
文
字

作
品
と
し
て
も
読
ま
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
、
語
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
も
の

と
し
て
の
承
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
〈
動
き
〉
の
中
で
そ
れ
ら

を
再
生
さ
せ
て
ゑ
た
い
と
思
う
の
も
当
然
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ふ
し
・
伴
奏
・
所
作
な
ど
の
動
き
と
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
る
こ
と

ば
と
の
対
応
関
係
を
探
る
こ
と
も
興
味
深
い
こ
と
だ
ろ
う
。
前
近
代
文
学
の
場

合
に
は
、
動
き
と
こ
と
ば
の
融
合
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
近

代
文
学
の
よ
う
に
、
身
体
的
な
動
き
を
全
面
的
に
切
り
捨
て
て
文
字
言
語
と
し

て
の
こ
と
ば
の
世
界
の
承
で
完
結
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

見
え
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
実
は
ま
だ
皮
相
な
次
元
の
も
の
で
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
近
・
現
代
社
会
に
生
き
る

人
間
に
と
っ
て
最
も
理
解
し
に
く
い
の
が
、
前
近
代
社
会
の
共
同
体
の
あ
り
方

と
〈
個
〉
の
あ
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
近
・
現
代
社
会
の

場
合
の
共
同
体
と
個
の
問
題
が
自
明
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
近
代
と
は
個
や
〈
自
我
〉
の
覚
醒
の
時
代
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
厳

し
い
検
証
も
な
し
に
多
く
の
人
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
か
な

り
怪
し
い
。
む
し
ろ
実
情
は
、
個
や
自
我
の
絶
対
性
を
信
じ
る
と
い
う
新
た
な
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〈
信
仰
〉
の
登
場
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
近
・
現
代
社
会
に
あ
っ
て

は
共
同
体
の
あ
り
方
が
あ
ま
り
に
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
輪
郭
が
見
え

に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
共
同
体
と
無
縁
な
と
こ
ろ

に
個
体
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
幻
覚
が
支
配
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
だ
け
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
前
近
代
社
会
に
お

け
る
共
同
体
と
個
の
問
題
が
見
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
、
近
・
現
代
社
会
の

側
の
同
じ
問
題
が
本
当
の
と
こ
ろ
は
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
義
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
近
代
社
会
に
は
個
は
存
在
し
な
い
な

ど
と
い
う
ふ
う
に
、
近
代
の
側
の
思
考
を
単
に
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
だ
け
の
把

握
で
、
簡
単
に
前
近
代
が
理
解
で
き
た
つ
も
り
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
論
外
で

ある。した
が
っ
て
、
前
近
代
社
会
の
共
同
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
（
つ
ま
り

は
個
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
が
）
は
、
結
局
は
近
代
の
そ
れ

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
同
義
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
手
が
か

り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
祭
り
が
あ
ら
わ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
前
近
代
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
色
濃
く
伝
え
て
い
る
と

思
わ
れ
る
、
原
型
的
な
祭
り
が
重
要
で
あ
る
。あらぐ
す
ぐ

一
例
と
し
て
、
沖
縄
・
八
重
山
地
域
の
新
城
島
（
パ
ナ
リ
と
も
い
う
）
の
稲

の
豊
年
祭
（
旧
六
月
）
で
あ
る
、
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
祭
祀
（
ア
カ
マ
タ
は

お
も
て

赤
面
、
ク
ロ
マ
タ
は
黒
面
の
こ
と
と
い
う
）
で
考
え
て
承
る
。

ま
ず
前
提
と
し
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
城
島
の
島
民
に

と
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
ゑ
ず
か
ら
が
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
の
〃
研
究
″

を
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
伝
統
の
教
え

る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
今
ま
で
通
り
に
行
事
を
行
な
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
い

い
の
で
あ
っ
て
、
何
も
わ
ざ
わ
ざ
外
部
の
研
究
者
た
ち
の
研
究
成
果
に
頼
る
必

要
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
外
部
の
研
究
者
た
ち
こ
そ
、
新
城
島
共
同
体
に

侵
入
し
て
く
る
も
っ
と
も
危
険
な
〈
外
部
〉
の
尖
兵
と
し
て
警
戒
の
対
象
と
な

る
。
私
が
見
学
し
た
時
（
一
九
七
九
、
一
九
八
九
年
の
二
度
）
も
、
カ
メ
ラ
類

と
録
音
機
材
の
持
ち
込
承
は
全
面
禁
止
だ
っ
た
し
、
八
九
年
の
場
合
に
は
メ
モ

を
と
る
こ
と
さ
え
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
も
と
も
と
は
〃
よ
そ

者
〃
が
見
物
人
と
し
て
入
っ
て
く
る
こ
と
自
体
異
常
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る。最
近
で
は
、
こ
う
い
っ
た
ム
ラ
型
の
、
本
来
は
閉
鎖
的
だ
っ
た
は
ず
の
祭
り

が
、
過
疎
対
策
の
村
起
こ
し
の
一
環
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、

”
よ
そ
者
〃
に
対
し
て
だ
い
ぶ
甘
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
、
各
種
印
刷
物
の
普
及
に
よ
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
全
国
的

に
知
ら
れ
る
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
す
感
覚
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
影
響
も
大
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
自
動
車
・
汽
車
・
飛
行
機
・
高
速
船
な
ど
の
交
通
手
段
の
発

達
が
、
外
部
と
の
隔
絶
の
度
合
い
を
一
段
と
低
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
大
き

い
。
ま
た
、
経
済
の
規
模
の
拡
大
に
よ
り
、
生
業
の
広
域
化
も
生
じ
た
。

ま
た
、
一
般
的
に
都
市
型
の
祭
り
の
場
合
に
は
、
見
物
人
を
少
し
で
も
多
く

呼
び
入
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
都
市
と
い

う
も
の
自
体
が
、
”
よ
そ
者
〃
の
流
入
を
前
提
に
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

私
た
ち
近
代
の
側
の
〃
研
究
者
〃
の
ほ
と
ん
ど
は
、
祭
り
と
い
っ
て
も
、
こ

う
い
っ
た
、
近
代
に
侵
食
さ
れ
た
ム
ラ
型
の
祭
り
か
、
あ
る
い
は
都
市
型
の
祭

り
し
か
知
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
私
た
ち
の
想
像
力
は
、
一
体
前
近
代
世

界
に
ま
で
届
き
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
の
よ
う
な
祭
り
は
、
前
近
代
の
ム
ラ
共
同
体
の
祭
り

の
あ
り
方
を
微
か
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
、
数
少
な
い
貴
重
な
例
で
あ
る
と
い
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っ
て
い
い
。
そ
こ
で
は
、
ム
ラ
共
同
体
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
切
実
さ
と
、

祭
り
を
と
ど
こ
お
り
な
く
行
な
お
う
と
す
る
切
実
さ
が
、
同
次
元
で
一
致
し
て

いるのである。

た
だ
し
、
新
城
島
の
現
状
が
、
全
面
的
に
前
近
代
の
ム
ラ
共
同
体
そ
の
も
の

を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
九
八
九
年
現
在
（
七
九
年

の
時
も
す
で
に
）
、
実
際
に
こ
の
島
で
生
活
し
て
い
る
家
が
わ
ず
か
に
二
一
尺

ほ
ん
の
数
名
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
。
最
盛
期
の
一
七
○

○
年
代
に
は
約
七
○
○
人
だ
っ
た
の
が
、
一
九
六
○
年
代
に
入
っ
て
、
生
計
の

維
持
の
た
め
に
と
い
う
理
由
に
よ
る
島
民
の
島
外
へ
の
流
出
が
一
気
に
加
速
さ

（２）

れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
地
域
（
こ
の
場
合
は
島
）
を
一
生

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ぼ
絶
対
的
な
拘
束
を
前
提
に
し
て
成
立
し

て
い
た
は
ず
の
閉
鎖
性
が
、
そ
の
前
提
の
部
分
で
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
は
、
現
実
に
は
も
は

や
ほ
と
ん
ど
観
念
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
い
新
城
島
共
同
体
を
、
祭
り
と

い
う
形
の
な
か
で
象
徴
的
に
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
営
承
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
祭
り
の
た
め
に
帰
っ
て
き
た
島
民
た
ち
は
、
そ
の
祭
り
の
期
間
だ
け
、

か
つ
て
の
全
的
に
生
き
て
い
た
時
代
の
新
城
島
共
同
体
を
、
全
力
で
〃
演
じ

る
“
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
共
同
体
意
識
と
い
う
も
の
が
、
離
島
と
か
僻
地
と
か

の
物
理
的
条
件
の
承
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も

示
唆
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
体
意
識
も
ま
た
「
共
同
幻
想
」

（
吉
本
隆
明
、
岸
田
秀
の
用
語
）
の
産
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
も
と
も

と
す
べ
て
の
共
同
体
は
観
念
の
共
同
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
新
城
島
民
に
と
っ
て
も
、
新
城
島
共
同
体
は
も
と

も
と
観
念
の
共
同
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
島
を
離
れ
た
こ
と

が
契
機
と
な
っ
て
、
そ
の
も
と
も
と
の
観
念
と
し
て
の
あ
り
方
が
一
段
と
突
出

し
て
き
た
の
だ
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
観
念
の
共
同
体
、
つ
ま
り
は
す
べ
て
の
共
同
体
は
、

そ
の
内
部
の
結
束
を
強
固
に
す
る
た
め
に
外
部
と
の
間
に
〈
隔
絶
〉
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
明
確
な
外
部
が
見
え
な
い
と
き
に
は
、
あ
え
て
虚

構
の
外
部
を
創
出
し
て
で
も
隔
絶
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
は
必
然
的
に
〈
禁
忌
〉
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
禁
忌
は
、
内
部
の
者
を
縛
る
と
同
時
に
外
部
の
者

を
も
拘
束
す
る
。

こ
の
点
で
、
今
回
（
八
九
年
）
の
見
学
で
印
象
に
残
る
体
験
を
し
た
。
初
日

に
カ
ン
ダ
ス
と
い
う
神
迎
え
の
行
事
が
あ
る
の
だ
が
、
十
年
前
（
七
九
年
）
の

時
に
は
我
を
外
来
者
に
も
見
せ
て
く
れ
た
の
に
、
今
回
は
な
ん
と
拒
絶
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
フ
ブ
’
一
と
い
う
入
江
の
砂
浜
に
、
神
女
た
ち
（
八

名
）
と
男
の
神
役
た
ち
計
約
四
○
名
余
が
一
直
線
に
並
ん
で
座
り
、
海
を
隔
て

た
西
表
島
の
古
見
岳
の
方
角
に
向
か
っ
て
礼
拝
す
る
行
事
で
あ
る
。
沈
承
ゆ
く

太
陽
と
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
り
に
徐
炎
に
光
り
を
増
す
タ
イ
マ
ッ
の
炎
、
そ
し

て
静
か
に
寄
せ
て
は
返
す
波
の
音
…
．
：
、
大
自
然
を
舞
台
に
し
た
、
そ
れ
は
そ

れ
は
美
し
い
光
景
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
を
、
い
よ
い
よ

そ
の
行
事
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
直
前
に
拒
絶
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

近
代
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
侵
食
を
続
け
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
十
年
も
た

つ
と
禁
忌
は
一
段
と
ゆ
る
ゑ
、
外
来
者
に
対
し
て
も
よ
り
甘
く
な
っ
て
く
る
の

が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
新
城
島
で
は
逆
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。
今
や
十
年
前
よ
り
さ
ら
に
観
念
性
の
度
合
い
を
増
し
た
新
城
島
共
同
体

は
、
そ
の
分
だ
け
逆
に
よ
り
一
層
禁
忌
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
象
徴
と
し
て
、
我
を
外
来
者
に
対
す
る
拒
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４
古
代
文
学
研
究
と
祭
式

同
じ
く
前
近
代
文
学
と
い
っ
て
も
特
に
古
代
文
学
の
場
合
、
そ
れ
を
と
り
ま

く
環
境
が
、
一
段
と
祭
式
や
呪
術
の
色
合
い
を
濃
く
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
特
に
文
学
を
〈
発
生
〉
、
す
な
わ
ち
〈
本
質
〉
に
お
い
て
と

ら
え
、
そ
の
始
原
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
祭
式
的
世

絶
の
行
動
が
〈
演
技
〉
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
ふ
う
に
冷
静
に
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
新

城
島
を
去
っ
て
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
断
わ
ら
れ
た
そ
の
瞬

間
は
、
ほ
と
ん
ど
荘
然
と
い
っ
た
体
で
、
そ
れ
か
ら
残
念
と
い
う
思
い
が
い
つ

ぱ
い
に
な
り
、
や
が
て
諦
め
の
念
と
と
も
に
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
、
と
い
っ
た

あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
思
い
を
実
体
験
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い

う
中
で
い
や
お
う
な
し
に
共
同
体
を
実
感
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
が

祭
式
体
験
の
凄
さ
で
あ
る
。

確
か
に
こ
の
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
の
よ
う
な
秘
密
保
持
・
禁
忌
を
重
視
す

る
祭
式
を
研
究
す
る
場
合
、
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
は
決
定
的
に
不
利
で
あ
る
。

し
か
し
、
対
象
と
の
間
に
適
度
な
距
離
を
保
つ
と
い
う
こ
と
は
、
〃
研
究
〃
に

要
求
さ
れ
る
基
本
的
な
態
度
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
は
、

時
に
有
利
な
武
器
に
転
ず
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
現
地
在

住
の
研
究
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
す
ぐ
れ
た
研
究
を
発
表
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
内
部
の
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
外
部
の
者

の
よ
う
な
対
象
と
の
距
離
を
自
覚
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
、
禁
忌
に

逆
ら
う
ま
い
と
す
る
意
識
が
強
く
な
り
が
ち
で
あ
る
た
め
に
、
外
部
の
者
の
よ

う
に
、
つ
い
そ
の
禁
忌
に
触
れ
る
行
動
を
と
っ
て
し
ま
い
結
果
と
し
て
新
し
い

な
に
か
を
発
見
す
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

界
の
視
点
が
一
層
重
要
に
な
る
。

と
は
い
え
、
文
学
と
い
う
以
上
は
、
文
字
言
語
で
書
き
残
さ
れ
た
作
品
そ
の

も
の
が
最
終
的
に
は
対
象
と
な
っ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ

し
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
、
〈
書
く
〉
と
い
う
意
識
を
ど
れ
だ
け
持
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
、
常
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
で
い
え
ば
、
①
一
宇
一
音
で
記
さ
れ
た
歌
謡
の
場
合
の
よ
う
に
、

も
と
も
と
の
口
調
の
現
場
が
主
で
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
単
な
る
記
録

で
し
か
な
い
も
の
、
②
一
宇
一
音
で
記
さ
れ
た
断
片
的
な
句
を
含
む
地
の
文
の

場
合
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
口
調
の
現
場
を
色
濃
く
引
き
ず
り
つ
つ
、
あ
る

い
は
自
覚
的
に
口
調
性
の
継
承
を
意
図
し
て
文
字
言
語
世
界
で
散
文
化
さ
れ
た

も
の
、
③
口
調
性
を
著
し
く
薄
め
、
逆
に
文
字
言
語
性
を
一
段
と
強
め
て
散
文

化
さ
れ
た
も
の
、
④
「
序
」
の
よ
う
に
最
初
か
ら
文
章
と
し
て
、
文
字
言
語
世

界
で
の
完
結
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
、
な
ど
の
違
い
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
う
ち
で
少
な
く
と
も
①
と
②
の
場
合
、
祭
式
的
世
界
か
ら
の
考
察
は
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。
祭
式
の
中
で
の
口
調
の
リ
ズ
ム
、
ま
た
祭
式
の
中
で
そ
の
歌
が
実

際
に
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
役
割
を
あ
る
程
度
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
文

字
世
界
内
だ
け
で
分
析
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
そ
の
祭
式
自
体
は
は
る
か
昔
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
実
際
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
想
像
力
に
よ
る
復
原
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
時
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、

現
在
残
さ
れ
て
い
る
祭
式
の
実
際
の
体
験
な
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
少
し
で
も
原
型
に
近
い
祭
り
に
接
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
条
件
の
い
く
つ
か
を
以
下
に
ま
と
め
て
ゑ
る
。

(1)
そ
の
共
同
体
は
、
現
代
の
宗
教
団
体
の
よ
う
に
も
と
も
と
が
観
念
の
承
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さ
て
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
条
件
を
備
え
て
い
る
祭
り
と
な
る
と
、
そ
の
多

く
は
や
は
り
奄
美
・
沖
縄
な
ど
南
西
諸
島
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
今
、
古
代
文
学
を
発
生
論
的
に
と
ら
え
よ
う
と
志
向
す
る
者
た
ち
の

眼
が
南
西
諸
島
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
無
理
も
な
い
の
で
あ
る
。

か
び
ら

た
と
え
ば
石
垣
島
川
平
の
マ
ュ
ン
ガ
ナ
シ
行
事
も
ま
た
、
こ
れ
ら
六
つ
の
条

（３）

件
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
（
一
九
八
七
、
八
八
、
八
九
年

実
見
）
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
あ
り
方
は
、
『
古

か
ら
発
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
や
日
々
の
生
存
を
維
持
し
て
い
く
た
め

の
経
済
的
、
地
域
的
生
活
基
盤
か
ら
ま
ず
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
村
落
共
同
体
的
性
格
が
強
い
。
）

側
外
部
と
の
隔
絶
を
意
識
す
る
度
合
い
が
強
く
、
共
同
体
と
し
て
の
輪
郭

が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
（
し
た
が
っ
て
、
禁
忌
の
意
識
も
強
い
。
）

側
そ
の
共
同
体
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
切
実
さ
と
、
祭
式
を
と
ど
こ

お
り
な
く
行
な
お
う
と
す
る
切
実
さ
と
が
、
同
次
元
で
一
致
し
て
い
る
こ

と
。
（
し
た
が
っ
て
、
理
想
的
に
は
、
無
形
文
化
財
と
し
て
公
的
な
保
護

を
受
け
る
こ
と
で
〈
国
家
〉
の
網
の
中
に
秩
序
化
さ
れ
て
い
た
り
、
保
存

会
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
り
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
）

側
省
略
、
変
形
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
祭
り
の
核
心
の
部
分
に
ま

で
は
及
ん
で
い
な
い
こ
と
。

５
こ
と
ば
（
神
う
た
、
と
な
え
ご
と
、
そ
の
他
）
が
、
現
に
祭
り
の
実
際

の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
（
で
き
れ
ば
、
文
字
で
書
か
れ
た
も

の
や
印
刷
物
な
ど
を
見
な
が
ら
で
は
な
く
・
）

側
そ
の
祭
り
の
由
来
を
説
明
す
る
伝
承
・
神
話
が
存
在
し
、
そ
れ
が
そ
の

共
同
体
の
成
員
の
大
部
分
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

事
記
』
そ
の
他
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
表
現
の
、
あ
る
部
分
を
説
明
す
る
も

の
と
し
て
活
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
来
訪
神
マ
ュ
ン
ガ
ナ
シ
が
宣
り
下
す

か
ん
ふ
ち

「
神
詞
」
に
は
、
「
フ
ゥ
ュ
ー
、
マ
ー
ュ
ー
」
と
い
っ
た
〃
同
内
容
別
表
現
の
対
″

が
あ
り
、
ま
た
コ
ー
ュ
ン
ガ
ナ
シ
ィ
デ
、
カ
ン
カ
ザ
ル
」
今
ユ
ン
ガ
ナ
シ

が
か
く
唱
え
下
す
の
で
あ
る
）
の
よ
う
に
マ
ュ
ン
ガ
ナ
シ
自
身
が
自
分
を
指
し

て
コ
ー
ュ
ン
ガ
ナ
シ
ィ
デ
」
と
称
し
て
い
る
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
た

と
え
ば
神
代
記
の
「
神
語
」
に
同
内
容
別
表
現
の
対
が
多
出
す
る
こ
と
の
意
味

を
示
唆
し
た
り
、
そ
の
冒
頭
部
が
「
八
千
矛
の
神
の
命
は
」
と
い
う
表
現
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
八
千
矛
の
神
自
身
が
自
分
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
を
可
能
に
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
土
の
祭
り
で
も
、
小
さ
な
島
や
山
深
い
遠
隔
の
地
に
あ
る
村
な

ど
に
は
、
側
ｌ
㈲
の
よ
う
な
条
件
に
近
い
も
の
を
備
え
て
い
る
も
の
が
ま
だ
か

な
り
残
っ
て
は
い
る
。
た
と
え
ば
、
私
の
実
見
し
た
も
の
に
限
っ
て
ゑ
て
も
、

花
祭
り
（
愛
知
県
）
、
遠
山
の
霜
月
祭
り
（
長
野
県
）
、
新
野
の
雪
祭
り
（
同
）
、

坂
部
の
冬
祭
り
（
同
）
、
西
浦
の
田
楽
（
静
岡
県
）
、
椎
葉
神
楽
（
宮
崎
県
）
な

ど
が
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
り
か

ら
も
多
く
の
も
の
を
教
え
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
遠
山
の
霜
月
祭
り
で
は
、
た

と
え
ば
全
国
の
約
三
二
○
の
神
々
を
順
々
に
迎
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
「
天

（４）

照
皇
大
神
へ
の
お
湯
め
す
時
の
お
ゑ
か
げ
こ
ぐ
そ
（
ほ
ん
ぼ
と
の
ぼ
り
）
」
と
い

っ
た
こ
と
ば
を
、
神
の
名
前
の
部
分
だ
け
入
れ
替
え
て
延
々
と
繰
り
返
し
て
い

く
そ
の
執
勧
さ
に
は
驚
か
さ
れ
た
（
一
九
八
六
、
八
八
、
九
○
年
）
。
こ
の
祭

式
の
場
に
お
け
る
、
こ
と
ば
の
執
勧
な
繰
り
返
し
の
あ
り
か
た
を
体
験
し
た
者

に
は
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
の
「
ウ
ヶ
ヒ
神
話
」
で
「
…
…
ヌ
ナ
ト
モ
モ
ュ

ラ
ニ
、
天
の
真
名
井
に
振
り
源
ぎ
て
、
サ
ガ
ミ
ニ
カ
ミ
テ
、
吹
き
棄
つ
る
気

吹
の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
」
と
い
う
定
型
句
が
（
一
部
分
省
略
さ
れ
つ
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に
し
う
れ

ま
た
、
西
浦
の
田
楽
で
、
夜
が
明
け
た
こ
ろ
、
す
べ
て
の
演
目
の
最
後
に
行

な
わ
れ
る
「
し
ず
め
」
に
は
衝
撃
を
受
け
た
（
一
九
七
三
年
）
。
「
し
ず
め
」
は

普
通
の
概
念
で
い
え
ば
、
神
返
し
で
あ
り
神
送
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の

夜
迎
え
た
神
々
を
丁
重
に
送
り
返
す
儀
礼
の
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
時
の
こ
と

ば
が
、
な
ん
と
、
「
ぴ
し
や
も
ん
の
い
で
さ
せ
た
も
う
所
に
、
な
ん
じ
は
来
ま

い
も
の
だ
ぞ
、
な
に
し
に
来
た
、
烏
の
頭
が
白
く
な
る
と
も
、
枯
木
に
花
が
咲

く
と
も
、
岩
に
花
が
咲
く
と
も
、
な
ん
じ
は
来
ま
い
も
の
だ
ぞ
、
そ
れ
な
ら

（５）

ぱ
、
一
ち
く
と
っ
て
も
と
の
本
郷
へ
帰
れ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
帰
り
い
た

だ
く
と
い
う
よ
り
も
、
”
追
い
払
う
″
と
い
う
感
じ
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
、

し
ず
め
の
面
を
つ
け
た
「
別
当
」
は
、
苦
し
げ
に
そ
り
返
っ
て
「
ウ
ォ
ー
ッ
」

と
畔
く
。
そ
し
て
、
ま
る
で
追
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
退
場
し
て
い
く
の
で

ある。こ
の
「
し
ず
め
」
の
示
す
意
味
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
で
重
要
で
あ

る
。
第
一
に
、
記
紀
そ
の
他
の
神
話
の
う
ち
で
、
〃
追
放
さ
れ
る
〃
あ
る
い
は

”
追
い
払
わ
れ
る
〃
種
類
の
物
語
が
、
神
返
し
・
神
送
り
と
し
て
読
象
換
え
ら

れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ

（６）

れ
る
ス
ザ
ノ
オ
や
、
タ
ヶ
ミ
カ
ヅ
チ
に
追
わ
れ
て
信
濃
の
諏
訪
に
逃
げ
去
っ
た

タ
ヶ
ミ
ナ
カ
タ
な
ど
の
物
語
り
が
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
共
同
体
の
あ
り
方

や
、
そ
の
中
で
の
観
念
の
あ
り
方
、
ま
た
祭
り
と
い
っ
た
〈
表
現
〉
の
あ
り
方

な
ど
は
、
無
限
の
多
様
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

私
た
ち
都
市
型
近
代
人
の
想
像
を
は
る
か
に
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
多
様
に
そ
れ

ら
は
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に
見
合
っ
て
獲
得
さ
れ
た
は

ず
の
こ
と
ば
の
表
現
も
ま
た
多
様
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
指

つ
も
）
何
度
Ｊ

る
で
あ
ろ
う
。にしみ

ま
た
、
西
崔

な
わ
れ
る
「
、

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
の
一
端
が
容
易
に
理
解
さ
れ
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
国
家
と
祭
り

と
こ
ろ
で
、
確
か
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
一
概
に
原
型

的
な
祭
り
と
は
い
え
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
、
大
嘗
祭
の
よ
う
に
国
家
祭
祀
と
し
て
古
く
に
整
備
さ
れ
た
も
の

や
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
各
地
の
神
社
の
諸
祭
祀
の
よ
う
に
、
天
皇
国
家
の

祭
式
・
信
仰
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ

れ
ら
の
祭
祀
の
特
徴
は
、
そ
の
核
心
に
あ
る
観
念
が
、
た
と
え
も
と
も
と
は
ム

ラ
共
同
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
き
あ
が
っ
て
い
る
形
と
し
て
は

国
家
共
同
体
的
な
も
の
が
は
る
か
に
凌
駕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
大

嘗
祭
で
い
え
ば
、
そ
の
式
次
第
の
実
際
が
あ
る
程
度
わ
か
る
の
は
八
○
○
年
代

（７）
か
ら
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
段
階
で
の
大
嘗
祭
は
す
で
に
、
ほ
と
ん
ど
完
壁

に
天
皇
権
力
維
持
の
た
め
の
祭
祀
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
文
献
で
知
る
こ
と
の
で
き
る
か
ぎ
り
で
の
大
嘗
祭
、
ま
た
天
皇
家
に

秘
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
大
嘗
祭
の
承
を
研
究
し
て
い
る
か
ぎ

り
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
詳
し
い
も
の
に
な
ろ
う
と
、
結
局
は
天
皇
国
家
の
論

理
に
無
原
則
的
に
呑
承
込
ま
れ
て
終
わ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
最
近
、
こ
う
い
っ

た
国
家
の
側
へ
と
変
質
し
た
後
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
の
資
料
を
、
ど
れ
だ
け
正

確
に
詳
し
く
押
さ
え
る
か
と
い
っ
た
関
心
の
承
に
熱
心
な
論
稿
が
目
立
つ
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
国
家
祭
祀
と
し
て
の
大
嘗
祭
の
奥
深
く

に
、
ム
ラ
共
同
体
的
な
も
の
に
通
じ
る
原
型
的
な
も
の
を
ど
れ
だ
け
見
て
と
れ

る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。
大
嘗
祭
研
究
が
、
目
に
見
え
や
す
い

表
層
の
国
家
祭
祀
の
段
階
に
と
ど
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
潜
在
化
し
て
い
る
い

わ
ば
〃
原
大
嘗
祭
“
と
で
も
い
う
べ
き
段
階
に
ま
で
届
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
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る
。
こ
の
時
に
必
要
と
な
る
の
が
、
そ
の
潜
在
化
し
て
い
る
原
型
的
な
も
の
に

た
ど
り
つ
く
た
め
の
想
像
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
い
わ
ば
原
理
論
的
な
想

像
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
原
型
に
近
い
祭
り
に
触
れ
る
体
験
が
こ
こ

で
も
有
効
に
働
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ム
ラ
的
な
原
型
的
な
も
の
が
潜
在
化
せ
ず
に
姿
を
現
わ
し
て
い

て
、
国
家
や
神
社
的
な
も
の
と
と
も
に
、
明
ら
か
な
二
重
構
造
を
形
成
し
て
い

あ
お
ふ
し
飢
母

る
祭
り
も
あ
る
。
た
と
え
ば
美
保
神
社
（
島
根
県
）
の
い
わ
ゆ
る
「
青
柴
垣
神

（８）事」
は
そ
の
典
型
で
あ
る
（
一
九
八
九
年
実
見
）
。
美
保
神
社
の
氏
子
組
織
に

は
、
厳
し
い
潔
斎
を
経
て
承
認
さ
れ
る
．
年
神
主
」
・
「
一
の
当
屋
」
・
「
二
の

当
屋
」
と
い
う
、
一
種
の
〃
現
人
神
〃
を
登
場
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
一

方
、
美
保
神
社
の
側
に
は
宮
司
と
い
う
神
職
が
い
る
。
こ
の
祭
り
の
要
所
要
所

に
こ
の
宮
司
が
登
場
し
、
ま
た
神
社
の
拝
殿
・
社
域
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
の
で
、
一
見
す
る
と
、
祭
り
の
全
体
を
統
率
し
て
い
る
の
は
〈
神
社
〉
の

側
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
祭
り
で

最
も
重
要
な
要
素
は
、
〃
神
懸
か
り
〃
に
よ
っ
て
〃
現
人
神
〃
化
し
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
「
一
の
当
屋
」
・
「
二
の
当
屋
」
と
呼
ば
れ
る
二
人
の
男
と
、

お

ん

ど

そ
れ
ぞ
れ
の
妻
で
あ
る
（
こ
と
が
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
）
「
小
忌
人
」
と
呼
ば

れ
る
二
人
の
女
、
そ
し
て
「
供
人
」
と
呼
ば
れ
る
幼
女
二
人
（
こ
の
四
人
の
女

た
ち
も
〃
現
人
神
“
で
あ
る
）
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
〃
現
人
神
“
を
出
現
さ

せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
明
ら
か
に
、
美
保
の
ム
ラ
共
同
体
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
ム
ラ
的
な
原
型
的
な
も
の
は
、
こ
の
部
分
に
こ
そ
表
現
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
生
に
お
い
て
古
代
を
把
握
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
は
こ
の
〃
現
人
神
〃
の
部
分
に
こ
そ
ま
ず
注
目
す
る
べ
き
な
の
で
あ

り
、
次
い
で
そ
の
原
型
的
な
も
の
が
国
家
や
神
社
体
制
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い

っ
た
か
を
考
え
る
た
め
と
い
う
副
次
的
目
的
と
し
て
、
神
社
の
側
の
役
割
の
部

注
（
１
）
詳
し
く
は
、
工
藤
隆
「
演
劇
と
は
な
に
か
』
（
三
一
書
房
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）
平
敷
令
治
「
新
城
島
の
ア
カ
ム
タ
・
ク
ロ
ム
タ
祭
祀
」
（
「
沖
縄
国
際
大
学
文
学

部
紀
要
・
社
会
篇
」
第
三
巻
第
三
号
、
一
九
七
五
・
三
）

（
３
）
現
在
の
マ
ュ
ン
ガ
ナ
シ
神
事
の
場
合
、
外
来
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
識

は
、
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
に
較
べ
る
と
ず
っ
と
弱
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
地
元
の

古
老
は
、
〃
遠
く
か
ら
は
る
ば
る
訪
ね
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
マ
ュ
ン
ガ
ナ
シ
様
を
迎

え
る
お
祭
り
だ
か
ら
、
よ
そ
か
ら
見
物
に
こ
ら
れ
る
人
た
ち
も
暖
か
く
迎
え
る
の

で
す
“
と
説
明
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と
そ
の
始
ま
り
か
ら
外
来
者
を
排
除
す
る

意
識
が
少
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
か
く
〈
隔
絶
〉
と
は
い

っ
て
も
そ
の
表
わ
れ
方
に
は
、
様
々
な
違
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
留
保
し

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
「
南
信
濃
村
史
・
遠
山
』
（
南
信
濃
村
史
編
纂
委
員
会
）

（
５
）
須
藤
功
『
西
浦
の
ま
つ
り
』
（
未
来
社
）

（
６
）
最
近
、
ス
サ
ノ
オ
の
追
放
を
〈
神
送
り
〉
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
斉
藤
英
喜

に
よ
っ
て
も
提
出
さ
れ
た
（
斉
藤
「
鎮
送
と
擬
却
」
『
Ｇ
Ｓ
』
７
、
一
九
八
八
）
。

斉
藤
も
ま
た
、
祭
式
体
験
の
中
で
古
代
感
覚
を
錬
磨
し
て
い
る
研
究
者
の
一
人
で

ある。

（
７
）
『
儀
式
』
（
い
わ
ゆ
る
「
貞
観
儀
式
』
、
八
七
二
年
ご
ろ
成
立
か
）

（
８
）
和
歌
森
太
郎
『
美
保
神
社
の
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
）
に
詳
し
い
。

分
に
も
注
目
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
古
代
文
学
を
本
質
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
く
原
型
的
な

も
の
に
迫
る
た
め
に
は
、
原
理
論
的
な
想
像
力
が
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
そ
の

た
め
の
手
が
か
り
を
全
身
の
全
感
覚
を
動
員
し
て
得
よ
う
と
す
る
の
が
、
現
場

で
の
祭
式
体
験
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

- ９ -


