
《
家
と
屋
敷
地
》
と
い
う
テ
ー
マ
が
研
究
課
題
と
し
て
据
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
問
題
関
心
は
社
会
科
学
の
各
分
野
に
よ
っ
て
相
異
な
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
い
な
、
社
会
経
済
史
と
い
う
一
つ
の
分
野
で
も
、
研
究
者
の
視
角
な
い
し
研
究
対
象
に
よ
っ
て
考
察
さ
る
べ
き
問
題
は
異
な
っ
た
も

の
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
大
塚
久
雄
教
授
の
問
題
関
心
を
踏
襲
し
、
《
家
と
屋
敷
地
》
が
人
類
史
上
最
初
の
私
的
所
有
地
で
あ
っ
た
と
の
観
点
か

ら
、
こ
の
《
私
的
士
地
所
有
の
端
緒
的
成
立
》
の
過
程
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
は
、
原
始
共
同
体
に
関
す
る

尼
大
な
民
族
誌
的
資
料
を
駆
使
し
て
初
め
て
解
明
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
制
約
さ
れ
た
時
間
内
で
な
し
得
ぬ
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
本
稿
で

は
、
問
題
点
を
限
定
し
、
《
家
と
屋
敷
地
》
に
た
い
す
る
私
的
所
有
の
形
成
過
程
で
、
呪
術
的
Ⅱ
宗
教
的
観
念
、
と
り
わ
け
祖
先
崇
拝
の
観
念

が
、
重
要
な
作
用
を
演
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
す
る
試
論
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
。

《
家
と
屋
敷
地
》
と
い
う
術
語
は
、
家
屋
と
屋
敷
地
の
複
合
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
社
会
経
済
史
の
領
域
で
は
、

家
屋
付
き
の
宅
地
と
そ
の
周
囲
の
庭
畑
地
ｌ
い
わ
ゆ
る
《
国
呉
匡
昌
乏
昌
ｇ
ｌ
を
指
す
も
の
と
し
て
一
般
に
用
い
ら
れ
、
大
塚
教
授
は
そ
の

意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
《
言
尉
呂
言
ご
》
を
術
語
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
の
意
味
で
《
家
屋
敷
地
》
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
私
的
土
地
所
有
の
形
成
に
関
し
て
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
で
は
、
単
に
耕
地
（
冑
言
言
ｅ

一
問
題
の
所
在

八
家
屋
敷
地
ｖ
の
形
成
過
程
ｌ
民
族
学
的
一
試
論
Ｉ

特
集
家
と
屋
敷
地

江
守
五
夫
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の
承
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
種
族
な
い
し
氏
族
か
ら
割
当
て
ら
れ
た
耕
地
は
、
割
替
制
度
の
も
と
で
は
占
有
地
に
す
ぎ
な
か
っ
た

（
可
上
）

が
、
割
替
制
度
の
衰
退
と
と
も
に
そ
の
占
有
権
が
強
化
し
、
遂
に
世
襲
的
な
私
的
所
有
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
家
屋
敷
地

は
視
野
の
外
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
既
に
一
八
六
四
年
の
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
『
古
代
都
市
』
に
お
い
て
、
こ
の
家
屋
敷
地
の
意
義
が
重
視

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
者
ラ
フ
ァ
ル
グ
は
一
八
九
五
年
の
『
財
産
進
化
論
』
に
お
い
て
、
「
家
族
財
産
の
起
り
は
、
当

（
ウ
今
）

初
は
些
細
な
も
の
で
、
そ
れ
は
小
舎
と
そ
の
周
囲
の
小
さ
な
庭
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
耕
地
や
森
林
等
が
依
然
と
し
て
共
同
体
所
有
の
も
と
に
お
か
れ
、
私
的
所
有
が
僅
か
に
家
屋
敷
地
に
し
か
成
立
し
な
か
っ
た
に
し
て

も
、
こ
の
「
私
的
土
地
所
有
の
端
緒
的
成
立
」
は
、
大
塚
教
授
が
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、
原
始
共
同
体
の
真
只
中
に
「
私
的
所
有
の
橋
頭
塗
」
を

（
ｑ
Ｊ
）

確
保
し
た
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
原
始
共
同
体
の
終
焉
と
い
わ
ゆ
る
「
農
業
共
同
体
」
の
第
一
歩
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と

は
同
時
に
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
概
念
構
成
に
し
た
が
え
ば
ｌ
、
氏
族
共
同
体
の
下
部
組
織
と
し
て
の
《
共
産
主
義
的
世
帯
》
（
百
ヨ
ョ
目
薑
喜
の

（
４
詮
）

爵
尻
目
冒
二
巴
の
解
体
と
、
い
ま
や
新
た
に
社
会
の
経
済
単
位
と
な
る
《
個
別
家
族
》
合
言
の
旨
三
房
）
の
成
立
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

尤
も
、
こ
の
《
個
別
家
族
》
が
原
始
的
な
《
共
産
主
義
的
世
帯
》
に
代
っ
て
登
場
し
た
と
し
て
も
、
父
系
氏
族
が
そ
の
共
同
体
的
規
制
を
一
切

喪
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
た
に
登
場
し
た
個
別
家
族
は
す
ぐ
れ
て
家
父
長
制
的
な
家
共
同
体
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
父
系
出
自
の
紐

帯
で
相
互
に
結
ば
れ
た
父
系
氏
族
共
同
体
（
少
く
と
も
父
系
出
自
集
団
）
の
統
制
の
下
に
あ
っ
た
（
ｌ
共
同
体
の
《
ア
ジ
ア
的
形
態
》
）
。
こ
の
こ
と
を

こ
こ
で
予
め
指
摘
し
て
お
く
の
は
、
家
屋
敷
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
の
形
成
に
と
り
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
祖
先
崇
拝
が
、
同

じ
父
系
出
自
で
結
ば
れ
あ
っ
た
父
系
氏
族
共
同
体
に
と
っ
て
は
、
そ
の
成
員
結
束
の
観
念
的
支
柱
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
前
以
て
了
解

し
て
頂
く
た
め
で
あ
る
。

註
（
１
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
述
べ
て
い
る
。
「
耕
地
は
、
当
初
は
期
限
付
き
で
、
後
に
は
最
終
的
に
、
個
々
の
家
族
の
利
用
に
ゆ
だ
ね
る
。
完
全
な
私
的
所
有
へ
の
移

以
上
、
本
稿
の
問
題
関
心
を
示
し
た
が
、
以
下
で
は
原
始
共
同
体
的
土
地
所
有
と
家
屋
敷
地
に
関
し
て
具
体
的
検
討
を
試
承
る
こ
と
と
す
る
。

ー
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原
始
共
同
体
が
占
取
す
る
土
地
は
、
共
同
体
成
員
の
生
活
を
再
生
産
す
る
客
観
的
条
件
と
し
て
、
す
べ
て
、
共
同
体
自
身
に
帰
属
し
て
い
た
。

テ
リ
ト
リ
ー

た
と
え
放
浪
的
な
採
集
Ⅱ
狩
猟
経
済
を
営
む
ホ
ー
ル
ド
に
あ
っ
て
も
、
一
定
範
囲
の
地
域
は
ホ
ー
ル
ド
共
同
体
の
《
領
域
》
と
し
て
、
そ
の
共
同

体
の
排
他
的
な
支
配
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
。
定
住
生
活
の
段
階
に
入
っ
て
、
種
族
共
同
体
が
そ
れ
自
体
も
し
く
は
氏
族
ご
と
に
、
村
落
を
形

成
す
る
場
合
に
は
、
種
族
の
土
地
や
、
種
族
を
構
成
す
る
氏
族
の
士
地
は
、
何
ら
か
の
明
示
的
な
標
識
で
境
界
が
設
け
ら
れ
て
い
た
り
、
そ
う
で
な

く
と
も
そ
の
範
囲
が
各
共
同
体
成
員
の
共
通
の
認
識
を
な
し
て
お
り
、
共
同
体
土
地
所
有
は
一
層
明
瞭
な
姿
態
を
以
て
顕
現
し
て
い
た
。
そ
し
て

ト
ゥ
ル
ン
ヴ
ア
ル
ト
も
の
べ
た
よ
う
に
、
「
氏
族
組
織
の
う
ち
に
生
存
す
る
社
会
は
、
共
同
の
狩
猟
Ⅱ
漁
携
領
域
、
共
同
の
畜
群
、
共
同
の
穀
物

、
、

栽
培
地
を
所
有
す
る
。
土
地
に
た
い
す
る
氏
族
の
共
同
の
請
求
権
は
、
第
三
者
の
利
用
を
こ
と
ご
と
く
排
除
す
る
主
権
的
な
高
権
（
害
意
房
『
の
ｏ
三
）

（
１
）

と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
原
始
共
同
体
の
土
地
所
有
権
は
、
か
よ
う
に
主
権
国
家
の
領
土
高
権
に
も
似
て
第
三
者
の
侵
犯
を
一
切
排
除
す

る
排
他
的
な
権
利
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

行
は
徐
々
に
、
対
偶
婚
か
ら
一
夫
一
婦
制
へ
の
移
行
と
平
行
し
て
行
わ
れ
る
。
個
別
家
族
が
社
会
の
経
済
的
単
位
に
な
り
始
め
る
」
。
ま
た
言
う
、
「
商
品
と
奴

隷
の
富
と
な
ら
ん
で
、
ま
た
貨
幣
の
富
と
な
ら
ん
で
、
い
ま
や
土
地
所
有
に
た
い
す
る
富
も
現
わ
れ
た
。
原
初
的
に
は
氏
族
な
し
い
種
族
か
ら
個
々
人
に
あ
て

が
わ
れ
て
い
た
分
割
地
に
た
い
す
る
個
々
人
の
占
有
権
は
、
い
ま
や
強
化
さ
れ
、
こ
の
分
割
地
が
相
続
財
産
と
し
て
彼
に
帰
属
す
る
ま
で
に
な
っ
た
」
と
。

唇
鴇
涜
》
詞
亜
ロ
四
二
名
目
眉
号
『
蚕
三
房
と
＄
卑
言
晨
堅
鴨
三
目
扇
匡
且
（
一
＄
聾
ｇ
扇
〕
三
胃
×
由
品
巴
の
乏
旦
Ｓ
》
屋
．
匡
々
の
皇
＄
】
の
．
思
い

（
２
）
ポ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
ル
グ
、
荒
畑
寒
村
訳
『
財
産
進
化
論
』
（
彰
考
書
院
・
一
九
四
五
年
）
四
一
頁
。

（
３
）
大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
五
五
年
）
三
一
ｔ
三
三
頁
。

（
４
）
江
守
五
夫
『
家
族
の
起
源
ｌ
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
、
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の
起
源
』
と
現
代
民
族
学
ｌ
』
（
九
州
大
学
出
版
会
．
一
九
八
五
年
）

一
二
四
’
一
二
六
頁
。

（
一
）
原
始
共
同
体
的
土
地
所
有
の
構
造

二
原
始
共
同
体
と
《
家
屋
敷
地
》
の
萌
芽
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こ
の
原
始
共
同
体
的
所
有
地
に
た
い
し
て
は
、
個
々
の
成
員
は
単
に
占
有
者
と
し
て
の
承
現
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
言
う
、
「
所
有
が
共
同
体

、
、

、
、
、

的
所
有
と
し
て
の
承
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
個
々
の
成
員
そ
れ
自
身
は
、
〔
土
地
の
〕
個
別
的
部
分
の
世
襲
的
な
い
し
非
世
襲
的
な
占
有
者
に
す

ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
所
有
の
各
部
分
は
、
い
か
な
る
成
員
に
も
個
別
的
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
共
同
体
の
直
接
の
成
員
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
、
共
同
体
と
分
離
せ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
直
接
に
共
同
体
と
統
一
せ
る
も
の
と
し
て
、
成
員
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

、
、
、
、

、
、
、
、

の
よ
う
な
個
炎
人
は
、
し
た
が
っ
て
、
占
有
者
に
す
ぎ
な
い
。
共
同
体
的
所
有
（
鴨
ョ
の
言
。
言
三
三
の
の
国
鴇
昌
一
ョ
）
と
私
的
占
有
令
『
言
言
い
ご
）

の
よ
う
な
個
炎
人
は
、
し
た
が
っ
て
、
吟

体
、
種
族
な
Ｍ

い
の
で
あ
る
。

こ
の
共
同
体
成
員
の
私
的
占
有
の
在
り
方
は
、
共
同
体
所
有
地
の
利
用
の
方
法
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
形
式
で
現
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
共
同

、
、
、
、
、

体
所
有
地
の
個
別
的
部
分
に
た
い
す
る
私
的
占
有
が
形
成
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
森
林
、
河
川
、
荒
蕪
地
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の

一
定
の
統
制
の
も
と
に
狩
猟
、
薪
な
い
し
木
材
の
採
取
、
漁
携
、
果
実
・
球
根
等
の
天
然
の
幸
の
採
集
な
ど
が
成
員
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ら
の
村
落
共
同
地
の
い
か
な
る
地
片
に
た
い
し
て
も
私
的
占
有
は
生
じ
て
い
な
い
。
村
落
共
同
の
耕
地
に
お
い
て
は
、
耕

作
Ｉ
と
き
に
は
播
種
な
い
し
植
付
け
、
収
權
物
の
取
入
れ
や
運
搬
も
ｌ
が
、
共
同
体
成
員
の
協
同
作
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
《
土
地
共
同
耕
作
》
（
鴨
ョ
の
言
四
ョ
の
青
胃
『
言
冨
匡
昌
巴
の
場
合
に
は
、
一
般
に
、
共
同
体
成
員
の
分
割
地
は
成
立
し

な
い
。
い
な
さ
ら
に
、
種
族
な
い
し
氏
族
の
村
落
居
住
地
に
お
い
て
も
、
村
落
成
員
（
種
族
な
い
し
氏
族
の
共
同
体
成
員
）
が
幾
つ
か
の
大
家
屋
ｌ

た
と
え
ば
《
長
屋
》
（
一
。
扇
ぎ
こ
ぃ
の
）
ｌ
に
共
同
居
住
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
数
世
帯
の
共
同
家
屋
（
つ
ま
り
《
三
の
ご
雷
ョ
箒
一
言
匡
切
》
）
が
そ
れ
自

体
、
種
族
な
い
し
氏
族
の
共
同
体
所
有
に
帰
属
し
て
い
る
故
、
そ
の
家
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
る
地
所
に
た
い
し
て
私
的
占
有
が
生
ず
る
余
地
は
な

し
か
し
、
次
の
場
合
に
は
、
共
同
体
所
有
地
の
一
定
の
地
片
に
た
い
し
て
、
共
同
体
成
員
の
私
的
占
有
が
成
立
す
る
。
ま
ず
、
居
住
地
に
お
い

て
、
共
同
体
成
員
が
世
帯
毎
に
家
屋
と
そ
の
周
囲
に
菜
園
を
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
ほ
か
な
ら
ぬ
《
家
屋
敷
地
》
に
た
い
し
て
、
そ

の
世
帯
が
居
住
す
る
か
ぎ
り
私
的
占
有
が
形
成
さ
れ
、
通
常
、
そ
れ
は
世
襲
的
に
占
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
耕
地
に
お
い
て
も
、
《
定
期

的
地
割
》
（
胃
『
三
宮
言
冒
二
号
の
『
亘
言
巴
の
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
期
間
、
割
当
地
は
私
的
占
有
の
も
と
に
お
か
れ
る
。

（
ワ
“
）

の
承
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
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（
二
）
私
的
土
地
占
有
の
社
会
的
本
質

共
同
体
占
有
地
に
か
よ
う
な
私
的
占
有
権
が
発
生
す
る
場
合
、
そ
の
私
的
占
有
権
は
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
れ
は
、

土
地
自
体
に
対
す
る
支
配
的
権
利
で
は
な
く
て
、
栽
培
や
居
住
等
の
目
的
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
土
地
利
用
の
権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ

故
、
た
と
え
ば
未
開
拓
の
共
同
地
を
開
墾
し
て
得
た
私
的
土
地
占
有
権
も
、
そ
の
土
地
で
の
栽
培
を
確
保
し
、
そ
の
作
物
や
果
樹
の
実
を
我
が
物

と
す
る
個
人
的
な
権
利
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
後
述
の
「
禁
忌
標
識
」
の
習
俗
も
、
ま
さ
に
作
物
な
い
し
果
樹
の
実
を
窃
盗
か
ら
保
護
す
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
未
開
人
に
と
っ
て
は
作
物
や
果
樹
の
権
利
こ
そ
問
題
な
の
で
あ
り
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
の
地
盤
た
る
土
地
ま
で
彼
ら
の

関
心
が
直
接
及
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
共
同
体
成
員
が
も
し
栽
培
を
放
棄
し
、
た
と
え
ば
果
樹
を
枯
れ
さ
せ
た
り
す
れ
ば
、

そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
土
地
に
た
い
す
る
私
的
占
有
権
も
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ク
ノ
ー
は
、
北
ア
メ
リ
カ
の
平
原
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
オ
マ
ハ
族
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
本
来
的
な
所
有
権
（
先
占
権
）
を
語
り
う
る
の
は
、
た
だ
種
族
に
関
し
て
の
承
で
あ
り
、
ま
た
若
干
の
限
定
を
ふ
す
れ
ば
、

ド
ル
フ
シ
ヤ
フ
ト

恐
ら
く
ま
た
村
落
団
体
に
関
し
て
の
ゑ
で
あ
り
、
家
共
同
体
に
関
し
て
で
は
な
い
。
け
だ
し
家
共
同
体
は
、
一
地
片
を
先
占
し
耕
作
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
の
土
地
に
た
い
す
る
持
続
的
な
請
求
権
を
何
ら
獲
得
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
家
共
同
体
が

そ
れ
を
耕
や
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
占
有
権
を
主
張
し
得
た
の
承
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
再
び
荒
廃
さ
せ
れ
ば
、
土
地
は
村

そ
れ
を
耕
や
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

割
替
制
が
な
く
、
耕
地
が
各
地
帯
に
分
割
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
分
割
さ
れ
た
耕
地
片
へ
の
私
的
占
有
は
一
層
強
力
に
確
立
す
る
。
さ
ら
に
森

（
甸
○
）

林
や
荒
蕪
地
で
も
、
そ
の
未
開
拓
地
が
共
同
体
成
員
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
る
と
、
先
占
（
。
ｇ
弓
呈
。
）
の
法
理
に
よ
っ
て
、
こ
の
開
墾
地
に
私
的

占
有
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
を
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
パ
プ
ア
諸
族
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
い
か
な
る
者
も
自
分
の
栽
培
地
を
荒
廃
さ
せ
、
荒
れ
る
に
ま
か
せ
、
そ
の
結
果
、
栽
培
地
が
再
び
灌
木
で
蔽
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

（
Ａ
詮
）

落
団
体
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
」
。
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従
っ
て
、
一
見
、
士
地
に
た
い
す
る
私
的
占
有
権
と
思
え
る
も
の
も
、
そ
の
実
、
植
物
栽
培
と
い
う
現
実
的
士
地
利
用
を
共
同
体
か
ら
認
め
ら

れ
た
権
利
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
法
学
的
に
言
え
ば
、
立
木
と
そ
の
地
盤
た
る
土
地
を
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
た
財
産
と
み
る
観
念
が
、
そ
こ
に
は

（
食
Ｕ
）

支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
は
、
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
に
よ
る
と
、
果
樹
栽
培
の
盛
ん
な
メ
ラ
ネ
シ
ア
で
も
承
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ

れ
を
報
告
し
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
付
言
し
た
。
「
果
樹
が
そ
の
植
え
ら
れ
た
土
地
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
家
屋
が
同
様
に
扱
わ

れ
て
も
何
ら
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
」
と
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
イ
フ
ガ
オ
族
で
も
椰
子
樹
・
コ
ー
ヒ
ー
樹
・
槇
榔
樹
が
土
地
と
は
独
自
の
財
産
と
み

（
７
）

ら
れ
て
い
る
と
共
に
、
住
居
も
地
所
と
切
離
さ
れ
た
《
動
産
》
言
。
く
畳
の
胃
。
月
『
ｇ
で
あ
る
と
す
ら
、
バ
ー
ト
ン
は
論
じ
て
い
る
。

思
う
に
、
土
地
に
た
い
す
る
私
的
占
有
権
を
、
あ
く
ま
で
植
物
栽
培
や
せ
い
ぜ
い
住
宅
地
と
し
て
の
現
実
的
・
直
接
的
な
利
用
に
限
定
し
よ
う

と
す
る
こ
の
よ
う
な
志
向
は
、
土
地
に
た
い
す
る
個
人
的
な
権
利
を
極
力
否
認
せ
ん
と
す
る
原
始
共
同
体
的
土
地
所
有
の
社
会
的
本
質
を
示
す
も

の
と
一
言
し
え
よ
シ
フ
。

（
三
）
共
同
体
所
有
地
の
三
区
分
形
式

興
味
深
い
こ
と
に
、
農
耕
を
主
た
る
生
業
と
す
る
諸
民
族
の
も
と
で
は
、
共
同
体
の
占
有
地
は
三
つ
の
異
な
っ
た
要
素
か
ら
成
り
た
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
共
同
体
の
中
心
地
に
お
い
て
聚
落
を
形
づ
く
る
諸
成
員
の
家
屋
敷
地
で
あ
り
、
二
つ
に
は
そ
の
周
囲
の
耕
地
で
あ
り
、

三
つ
に
は
共
同
体
の
外
延
部
分
の
森
林
、
荒
蕪
地
で
あ
る
。
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
の
例
は
こ
う
で
あ
る
Ｉ
。

「
各
村
落
共
同
体
が
そ
れ
自
身
の
土
地
を
有
す
る
が
、
そ
の
土
地
に
は
三
種
類
が
あ
る
。
聚
落
地
た
る
ヤ
ヴ
、
耕
地
た
る
ゲ
レ
、
そ
し
て
森

林
た
る
ヴ
ェ
ィ
カ
ン
で
あ
る
。
森
林
地
は
、
こ
の
村
落
の
最
初
の
開
拓
者
の
現
実
の
、
も
し
く
は
推
定
上
の
、
す
べ
て
の
子
孫
に
共
同
に
属

し
、
す
べ
て
の
子
孫
は
建
築
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
に
立
木
の
伐
採
権
を
有
し
て
い
る
。
聚
落
地
は
こ
れ
ら
の
子
孫
た
ち
に
区
分
さ
れ
、
そ

し
て
『
家
族
な
い
し
世
帯
』
が
そ
れ
ぞ
れ
家
屋
建
築
用
地
を
も
て
る
程
度
ま
で
再
分
さ
れ
る
。
こ
の
聚
落
地
と
耕
地
と
の
間
に
は
密
接
な
関

に
は
、

（
５
）

る
」
。

彼
は
そ
の
栽
培
地
に
た
い
す
る
請
求
権
を
失
う
の
で
あ
り
、
そ
の
栽
培
地
は
い
ま
や
再
び
共
同
体
の
潅
木
地
と
ゑ
な
さ
れ
る
の
で
あ
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こ
の
よ
う
な
共
同
体
所
有
地
の
三
区
分
形
式
に
つ
い
て
は
、
原
始
共
同
体
に
関
す
る
ク
ノ
ー
の
研
究
の
中
で
再
三
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
南
東
地
方
文
化
領
域
に
属
す
る
諸
種
族
で
は
、
氏
族
（
ク
ノ
ー
の
言
う
〃
ト
ー
テ
ム
集
団
〃
）
を
構
成
す
る
幾
つ
か

の
亜
氏
族
（
ク
ノ
ー
の
〃
家
族
ジ
ッ
。
へ
〃
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
家
屋
に
共
同
居
住
し
、
家
屋
共
同
体
を
形
作
っ
て
い
た
。
種
族
に
は
一
つ
の
大
き

な
母
村
と
多
く
の
小
さ
な
分
村
が
あ
っ
た
が
、
母
村
は
多
数
の
家
屋
を
包
含
し
、
分
村
は
数
戸
の
家
屋
か
ら
成
り
た
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
多

く
の
村
落
は
、
比
較
的
小
規
模
な
内
部
耕
地
（
言
ョ
呂
亙
ら
と
よ
り
広
大
な
外
部
耕
地
（
言
の
の
ｇ
国
ｅ
ｌ
言
換
え
れ
ば
、
近
接
耕
地
（
言
三
の
ｇ

と
遠
隔
耕
地
（
悪
『
邑
亙
ｅ
ｌ
を
有
し
て
い
た
。
「
内
部
耕
地
」
な
い
し
「
近
接
耕
地
」
は
村
落
の
近
く
や
、
村
落
内
部
の
家
屋
相
互
の
間
に
散

在
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
ヴ
ァ
ジ
’
一
ア
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
は
家
屋
の
傍
に
通
常
、
開
墾
さ
れ
た
四
角
の
分
割
地
が
あ
り
、
煙
草
、
南
瓜
、
マ
ス

カ
ッ
ト
メ
ロ
ン
に
似
た
果
実
が
栽
培
さ
れ
、
そ
れ
は
菜
園
と
し
て
役
立
っ
て
い
た
と
い
う
。
チ
ョ
ク
ト
族
で
も
、
「
各
住
宅
は
そ
の
す
ぐ
傍
に
小

〆
、
い

き
な
畑
を
有
し
て
い
た
」
が
、
こ
の
菜
園
分
割
地
は
杭
な
ど
で
垣
囲
い
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
ノ
ー
は
こ
れ
を
「
家
族
野
菜
園
」
（
蚕
ョ
壽
弓

係
が
あ
り
、
前
者
の
所
有
権
を
設
定
す
る
こ
と
で
後
者
の
所
有
権
も
設
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
耕
地
は
、
聚
落
地
の
よ
う
に
、
つ
ね
に

多
数
の
世
帯
に
区
分
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
区
分
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
区
分
さ
れ
な
い
場
合
に
は
最

（
○
Ｏ
）

初
の
開
拓
者
の
子
孫
全
員
に
よ
っ
て
共
同
利
用
さ
れ
る
ら
し
い
‐
一
。

些
か
暖
昧
な
報
告
で
あ
る
が
、
「
聚
落
地
」
に
は
各
世
帯
が
家
屋
を
建
て
る
区
画
地
を
そ
れ
ぞ
れ
占
有
し
、
そ
の
占
有
者
は
同
時
に
「
耕
地
」

に
お
い
て
も
自
ら
の
耕
地
片
を
占
有
し
た
り
、
も
し
く
は
耕
地
の
共
同
利
用
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
「
森
林
」
に
は
材
木
伐
採
の
権
利
だ
け

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
士
地
占
有
な
い
し
土
地
利
用
の
形
態
は
、
家
屋
敷
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い

ド
ル
フ
ヲ
オ
ム

点
を
除
け
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
の
マ
ル
ク
共
同
体
の
土
地
所
有
形
態
ｌ
私
的
所
有
た
る
家
屋
敷
地
が
聚
合
し
て
い
る
聚
落
地
、
耕
区
の
一
地
片
へ
の

フ
エ
ル
ト

ア
ル
メ
ン
デ
（
ｎ
コ
）

個
別
的
占
有
権
が
認
め
ら
れ
た
耕
地
マ
ル
ク
、
共
同
体
成
員
に
個
別
的
占
有
権
を
認
め
な
い
森
林
そ
の
他
の
共
同
地
ｌ
と
著
し
い
対
照
性
を
示

し
て
い
る
。
「
聚
落
地
と
耕
地
と
の
間
の
密
接
な
関
連
性
」
と
い
う
点
で
も
そ
う
で
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
で
は
、
「
家
屋
敷
地
、
耕
地
の
持

ち
分
な
ら
び
に
共
同
地
利
用
が
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
全
体
と
し
て
、
完
全
な
農
民
的
「
フ
ー
フ
ェ
』
（
の
旨
く
呂
の
展
匡
。
三
の
言
窒
三
の
ご
）
を
構
成
す

（
皿
）
ひ
に

（
皿
）

る
の
で
あ
る
」
。
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（
四
）
家
屋
敷
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
の
形
成

以
上
の
簡
単
な
分
析
か
ら
も
、
原
始
共
同
体
的
土
地
所
有
は
、
そ
の
所
有
と
利
用
の
形
態
か
ら
ゑ
て
三
種
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と

思
う
。
ク
ノ
ー
の
著
述
『
一
般
経
済
史
』
は
こ
の
点
に
関
す
る
素
材
を
き
わ
め
て
豊
富
に
収
め
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と

は
、
紙
面
の
制
約
上
も
、
ま
た
本
稿
の
主
た
る
問
題
点
か
ら
逸
脱
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

共
同
体
所
有
の
三
区
分
形
式
の
う
ち
、
家
屋
敷
地
ｌ
家
屋
と
そ
れ
に
付
属
の
庭
畑
地
ｌ
に
関
し
て
は
、
右
の
分
析
に
お
い
て
も
、
そ
の
特

殊
な
存
在
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
家
屋
敷
地
に
包
含
さ
れ
て
い
る
庭
畑
地
が
、
ク
ノ
ー
に
よ
っ
て
《
の
①
冒
房
招
胃
毎
口
》
と
か

《
〆
言
富
岳
閏
毎
口
》
と
か
穂
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
主
要
な
穀
物
を
生
産
す
る
土
地
で
は
な
く
て
、
世
帯
共
同
体
が
日
常
的
に
消
費
す
る
副

食
物
ｌ
た
と
え
ば
、
’
一
ユ
ー
ギ
’
一
ァ
の
．
〈
プ
ァ
諸
族
で
は
、
大
豆
、
甘
蕨
、
、
ハ
ナ
ナ
、
煙
草
な
ど
の
ほ
か
、
サ
。
．
樹
、
ヤ
シ
樹
、
積
榔
樹
の
果

胃
ョ
屋
”
の
恩
『
房
．
）
な
い
し
は
「
菜
園
」
（
三
。
言
。
悪
『
房
己
と
い
う
術
語
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
。

さ
て
、
「
外
部
耕
地
」
に
た
い
し
て
は
、
す
べ
て
の
亜
氏
族
が
持
ち
分
を
有
し
て
い
た
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
「
も
し
三
な
い
し

四
つ
の
耕
区
弓
の
三
雪
言
）
が
あ
る
と
す
る
と
、
各
〔
亜
〕
氏
族
は
、
通
常
、
そ
の
耕
区
の
お
の
お
の
に
持
ち
分
を
も
っ
て
い
た
。
…
…
す
べ
て

の
家
屋
敷
共
同
体
雷
四
厘
の
‐
ａ
の
『
昏
宮
ョ
の
言
ｏ
ｇ
ｓ
は
、
若
干
の
こ
の
よ
う
な
地
条
（
胃
甫
『
豊
呈
の
）
に
要
求
権
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
ま

ゲ
ヴ
ア
ン

シ
エ
ト
ラ
イ
フ
エ

さ
し
く
ゲ
ル
マ
ン
的
「
耕
区
」
制
な
い
し
「
地
条
」
制
に
当
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
外
部
耕
地
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
亜
氏
族
の
持
ち
分
を
認
め
た
も
の
の
ほ
か
に
、
「
共
有
的
外
部
耕
地
」
（
百
ヨ
ョ
目
号
鞭
言
の
の
の
二
重
ら

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
亜
氏
族
の
数
に
応
じ
て
地
条
に
区
分
さ
れ
ず
、
全
村
落
団
体
の
財
産
と
し
て
村
落
団
体
に
よ
り
共
同
耕
作
さ
れ
、
そ
の

収
穫
物
が
共
同
で
共
同
体
貯
蔵
所
に
運
び
込
ま
れ
る
と
い
う
耕
区
を
い
う
」
。

私
は
、
こ
の
南
東
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
共
同
体
的
土
地
所
有
の
う
ち
に
、
㈲
家
屋
敷
地
に
当
る
も
の
と
し
て
の
亜
氏
族
の
家
屋
と
そ
の
周
囲
の

「
内
部
耕
地
」
、
口
耕
区
毎
に
亜
氏
族
に
配
分
さ
れ
る
「
外
部
耕
地
」
、
白
一
切
の
持
ち
分
を
排
除
せ
る
「
共
有
的
外
部
耕
地
」
ｌ
と
い
う
、
前

（
ｕ
）

述
し
て
き
た
三
区
分
形
式
を
明
瞭
に
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
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（
皿
）
実
Ｉ
を
供
給
す
る
土
地
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
故
、
家
屋
に
隣
接
し
、
ま
た
世
帯
共
同
体
の
私
的
占
有
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
私
的
占
有
権
Ｉ
そ
れ
が
た
と
え
耕
地
に
た
い
す
る
占
有
権
に
比
し
て
著
し
く
強
力
だ
っ
た
と
し
て
も
ｌ
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

こ
の
家
屋
敷
地
に
、
い
か
に
し
て
私
的
所
有
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
塚
教
授
も
夙
に
こ
の
問
題
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

「
…
…
私
的
所
有
の
橋
頭
塁
と
も
い
う
べ
き
『
ヘ
レ
デ
イ
ウ
ム
』
の
形
成
過
程
を
、
世
界
史
上
の
文
化
諸
民
族
の
史
実
に
即
し
て
具
体
的
に
跡
づ

け
る
こ
と
は
、
．
．
：
：
恐
ろ
し
く
困
難
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
た
だ
、
大
塚
教
授
は
、
こ
の
問
題
の
解
明

の
一
つ
の
拠
を
、
紀
元
前
一
五
○
○
’
一
○
○
○
年
頃
に
イ
ン
ド
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
を
占
拠
し
て
い
た
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ャ
族
に
お
け
る

「
家
」
に
求
め
ら
れ
た
。
「
『
家
』
（
ダ
己
は
住
居
の
み
で
な
く
、
仕
事
小
屋
、
納
屋
・
家
畜
の
小
屋
や
囲
い
な
ど
の
集
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
し
よ
う

お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
殆
ん
ど
す
べ
て
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
の
い
わ
ゆ
る
『
神
聖
な
囲
惜
』
に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
く

（
週
）

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
、
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大
塚
教
授
は
、
右
の
事
例
で
、
「
家
」
（
ダ
己
に
仕
事
小
屋
、
納
屋
、
家
畜
小
屋
が
含
ま
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
家
屋
敷
地
の
中
に
一
般
に
内
包

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
庭
畑
地
が
付
属
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
何
ら
断
っ
て
は
お
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
「
神
聖
な
囲
摘
」
で
囲
い
込

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
私
の
分
析
に
と
っ
て
有
力
な
示
唆
と
な
ろ
う
。

（
４
）
○
二
二
Ｃ
乏
》
勇
亜
シ
一
面
ヨ
①
言
の
乏
弓
扇
号
里
厨
西
⑦
閂
三
９
ｓ
ゞ
一
壷
．
』
・
ロ
話
一
三
『
扇
の
一
国
淳
二
の
『
ｚ
胃
二
『
’
二
二
〔
一
｝
一
己
三
合
一
冨
弓
ご
一
〈
国
．
画
。
『
三
］
」
の
画
Ｐ
の
．
」
の
つ

註

（
１
１
）
弓
写
匡
『
ラ
ミ
巴
三
戸
”
ロ
后
ヨ
臼
勗
の
三
門
ゴ
⑦
○
の
い
堅
涜
の
ゴ
幽
津
ゞ
国
二
・
即
こ
む
ａ
Ｑ
〕
》
二
面
貝
一
里
戸
ヨ
ニ
⑦
①
異
己
冨
一
信
旦
の
切
詞
の
ｏ
ゴ
房
の
》
画
四
一
ヨ
｛
ヨ
ニ
｛
あ
ざ
凶
ｍ
」
、
学
一
》
の
餌

（
２
）
三
胃
×
》
六
・
辛
甸
。
『
ョ
の
二
〉
（
言
烏
『
冨
宮
国
房
言
尉
の
言
二
一
〕
『
且
匡
胃
さ
こ
ぐ
。
『
言
一
・
痛
言
己
ゞ
国
の
三
コ
ご
巴
》
啓
．
こ
う
と
い
．

（
３
）
ポ
ス
ト
は
言
う
、
「
最
古
の
所
有
権
取
得
原
因
は
、
世
界
中
ど
こ
で
も
、
先
占
（
○
壽
匡
冒
吾
二
）
で
あ
る
。
…
：
。
か
つ
て
何
人
の
所
有
の
も
と
に
も
た
た

な
か
っ
た
、
な
い
し
は
何
人
の
所
有
の
も
と
に
も
た
っ
て
い
な
い
、
な
い
し
は
何
人
も
そ
れ
に
何
ら
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い
物
は
、
い
か
な
る
人
に
よ
っ
て

も
先
占
さ
れ
う
る
と
い
う
原
則
は
、
一
般
に
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
夛
農
ン
．
室
息
ｏ
昌
己
含
協
号
『
具
ご
巨
畠
胃
言
呈
匡
房
目
一
号
員
．
窪
．
い
○
匡
自
宮
員

匡
二
Ｑ
Ｆ
巴
ロ
凰
西
」
、
＠
回
の
Ｐ
③
つ
四
Ｊ
氏
《
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（
一
）
家
屋
敷
地
の
神
聖
性
と
呪
術
的
保
護

家
屋
敷
地
が
、
原
始
共
同
体
の
も
と
で
も
、
耕
地
や
森
林
・
荒
蕪
地
等
の
共
同
地
と
な
ら
ん
で
、
一
つ
の
特
殊
な
種
類
の
土
地
を
な
し
て
い
た

両
ソ
グ
・
ハ
ウ
ス

わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
こ
が
共
同
体
の
各
成
員
（
世
帯
共
同
体
）
が
常
時
生
活
し
て
い
る
本
拠
で
あ
る
が
故
に
、
各
世
帯
が
「
長
屋
」
の
よ
う

に
共
同
に
居
住
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
こ
の
家
屋
敷
地
へ
の
私
的
占
有
は
、
耕
地
や
森
林
等
と
は
く
ら
ぶ
べ
く
も
な
い
ほ
ど
に
早
期
に
、
し
か
も

よ
り
強
力
な
も
の
と
し
て
成
長
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
私
的
所
有
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
と
い
う
明
確
な
事
例
は
、
遺
憾
な

（
９
）
の
耐
『
六
ｐ
○
言
○
く
ｇ
〕
“
ロ
①
匡
京

序
説
』
（
法
律
文
化
社
。
一
九
一

（
皿
）
Ｑ
閏
冨
“
ｇ
四
三
Ｐ
の
．
、
雪
．

（
ｕ
）
○
匡
邑
○
三
恥
僅
．
Ｐ
○
・
・
の
い
』
④

（
皿
）
の
匡
邑
ｏ
乏
恥
Ｐ
Ｐ
○
・
》
の
．
曽
切

（
咽
）
大
塚
、
前
掲
三
三
’
三
四
言

（
咽
）
大
塚
、
前
掲
三
三
’
三
四
頁

の
耐
『
六
ｐ
○
言
○
く
ｇ
〕
“
ロ
①
匡
厨

』
＠
や

。

（
８
）
出
色
再
両
国
・
恥
昌
〕
、
○
房
．
雪
ｐ
』
つ
骨

●

江
画
『
匡
四
ご
ロ
酬
昌
〕
．
Ｑ
［
・
雪
つ
．
岸
亡
Ｆ

（
戸
ｏ
）
の
匡
邑
Ｃ
乏
亜
Ｃ
Ｇ
Ｃ
二
（
言
》
の
．
い
』
い

（
６
）
「
私
た
ち
の
法
に
従
え
ば
、
果
樹
は
、
そ
れ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
土
地
と
は
分
離
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
、
果
樹
は
土
地
の
一
部
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
法
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
果
樹
と
土
地
と
は
分
離
し
た
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。
土
地
と
そ
の
上
の
立

木
は
独
立
の
財
産
物
件
で
あ
る
」
。
西
皆
冒
邑
．
ロ
の
．
急
『
言
匿
蔚
巨
乏
》
宮
且
目
乞
匿
も
．
雷
．

（
７
）
「
イ
フ
ガ
オ
族
で
は
住
居
は
動
産
で
あ
る
。
人
之
は
親
族
の
手
助
け
の
も
と
に
家
屋
を
分
解
し
、
違
っ
た
地
点
へ
運
び
、
日
没
ま
で
に
そ
れ
を
再
建
す
る

こ
と
が
で
き
、
実
際
、
屡
を
そ
う
し
て
い
る
。
家
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
る
地
所
は
何
の
価
値
も
有
し
て
い
な
い
」
。
害
『
８
国
》
戸
詞
二
言
彊
○
巨
葛
》
旨
言
呈

の
巴
舅
○
日
国
宅
巨
巨
旨
罠
さ
二
ｍ
冒
吟
日
①
ユ
８
邑
シ
Ｒ
烹
一
ｇ
さ
い
巨
曽
己
固
吾
邑
三
ｃ
ｍ
夢
〆
く
．
ｚ
Ｐ
骨
（
こ
こ
）
．
ロ
Ｐ
ご
巨
壷
僅
二
盲
邑
巨
如
８
．
の
斧
・
》
Ｐ
霊
．

三
《
家
屋
敷
地
》
の
私
的
所
有
と
祖
霊
神

９
局
の
｛
〕
ユ
く
煙
再
の
９
房
ゞ
国
具
一
】

』
〔
法
律
文
化
社
．
一
九
六
二
年
）
一
八
四
頁
参
照
。

Ｊ
Ｒ
画
程
四

馬
ざ
睡
碕
畠
韻
》
解
．
雪
午
占
忌
．
江
守
五
夫
「
共
同
体
の
法
構
造
」
（
江
守
著
『
法
社
会
学
方
法
論
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さ
て
、
家
屋
敷
地
の
私
的
所
有
の
形
成
に
つ
い
て
、
大
塚
教
授
が
示
唆
さ
れ
た
「
神
聖
な
囲
摘
」
は
、
民
族
学
の
上
か
ら
は
興
味
深
い
事
象
と

言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
囲
摘
の
神
聖
性
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
囲
惜
に
囲
い
込
ま
れ
た
家
屋
敷
地
を
神
聖
な
空
間
と
み
る
観
念
を
示
す
と
言
え

よ
う
。
そ
し
て
そ
の
神
聖
な
空
間
は
、
そ
の
居
住
者
以
外
の
者
が
み
だ
り
に
侵
入
す
る
こ
と
が
禁
忌
さ
れ
る
聖
域
で
あ
り
、
「
神
聖
な
囲
惜
」
で

家
屋
敷
地
を
囲
い
込
む
の
も
、
そ
の
本
来
の
居
住
者
に
た
い
し
て
そ
の
家
屋
敷
地
の
専
有
を
保
護
す
る
役
割
を
は
た
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
改
め
て
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
、
未
開
民
族
の
間
に
は
、
私
的
占
有
物
を
超
自
然
的
存
在
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
呪
術
的
習

俗
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
右
の
「
神
聖
な
囲
惜
」
も
こ
の
呪
術
的
な
占
有
保
護
の
習
俗
の
発
展
系
列
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
先
に
あ
げ
た
禁
忌
標
識
も
こ
の
習
俗
に
属
す
る
。

《
禁
忌
標
識
》
（
菌
冒
画
の
言
の
己
と
は
、
窃
盗
か
ら
保
護
す
る
作
物
・
果
樹
等
に
あ
る
種
の
標
識
を
付
し
、
も
し
そ
の
物
を
盗
め
ば
窃
盗
者
は
何

ふ
か

ら
か
の
超
自
然
的
制
裁
を
蒙
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
艤
な
ど
の
形
を
描
い
た
椰
子
の
葉
を
果
樹
な
ど
に
吊
し
て
お
く
と
、
そ

の
果
樹
に
触
れ
た
窃
盗
者
は
、
海
に
入
っ
た
と
き
嬢
に
喰
わ
れ
て
致
命
傷
を
負
う
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
条
件
付
き
呪
誼
」

（
１
上
）

言
三
号
邑
自
『
“
の
）
に
よ
っ
て
、
標
識
を
付
せ
ら
れ
た
物
の
占
有
権
が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
禁
忌
標
識
が
家
屋
敷
地
の
「
境
界
標
石
」
に
発
展
す
る
興
味
あ
る
事
例
を
、
ク
ノ
ー
が
報
告
し
て
い
る
。
’
三
－
ジ
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族

で
は
、
「
家
族
の
地
所
は
互
い
に
並
ん
で
い
て
、
境
界
標
石
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
境
界
標
石
の
位
置
を
狂
わ
す
こ
と
は
〃
重
大
な

（
２
）

結
果
″
を
招
来
さ
せ
る
」
と
。
こ
こ
で
〃
重
大
な
結
果
〃
と
は
超
自
然
的
制
裁
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
推
察
さ
れ
る
。
家
屋
敷
地
に
た
い

す
る
各
世
帯
（
家
族
）
の
権
利
の
実
体
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
す
で
に
土
地
そ
の
も
の
の
占
有
を
保
護
す
る
と
い
う
点
で
「
境

界
標
石
」
の
端
緒
的
形
態
が
成
立
し
て
い
た
と
承
な
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
《
境
界
標
石
》
合
『
ｇ
園
の
蚕
巨
）
は
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
Ⅱ
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
諸
族
に
広
く
見
出
さ
れ
た
と
い
う
。
原
田
慶

吉
教
授
が
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
事
例
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
、
「
土
地
に
関
す
る
権
利
を
神
々
の
保
護
の
も
と

有
し
て
い
る
。

が
ら
本
稿
で
は
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
尤
も
、
近
時
の
豊
富
な
民
族
誌
的
資
料
か
ら
、
早
晩
必
ず
そ
の
事
例
を
提
示
で
き
る
と
い
う
期
待
を
私
は
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に
置
く
こ
と
」
に
あ
っ
て
、
「
〔
そ
の
土
地
の
権
利
に
関
し
て
〕
訴
訟
や
異
議
を
提
起
し
、
境
界
標
石
を
取
り
去
り
、
隠
し
、
穀
し
、
其
の
他
土
地
の

（
３
）

利
用
を
妨
げ
凡
ゆ
る
行
為
は
、
い
ず
れ
も
神
灸
の
怒
に
触
れ
、
諸
々
の
災
を
受
け
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
す
き

ち
な
承
に
、
沖
縄
の
「
サ
ン
」
と
い
う
呪
物
（
薄
の
葉
を
束
ね
て
先
を
結
ん
で
輪
を
つ
く
っ
た
も
の
）
も
、
禁
忌
標
識
と
境
界
標
の
双
方
を
か

ね
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
を
農
作
物
や
秣
草
の
盗
ま
れ
易
い
田
畑
原
野
な
ど
に
立
て
る
と
と
も
に
、
新
築
工
事
中
や
留
守
中
の
家
屋

（
４
坐
）

の
四
隅
に
も
立
て
る
と
い
う
。
条
件
付
き
呪
の
詔
観
念
が
伴
う
も
の
か
い
な
か
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
サ
ン
」
が
神
聖
視
さ
れ
、
か

（
員
Ｊ
）

つ
そ
れ
が
窃
盗
防
止
の
役
割
を
果
し
て
い
た
以
上
、
こ
の
観
念
が
伴
っ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

ま
た
日
本
の
古
語
の
「
シ
メ
」
（
標
、
注
連
）
は
種
々
の
呪
術
的
Ⅱ
宗
教
的
な
観
念
や
習
俗
を
表
わ
し
て
い
た
が
、
富
山
県
東
砺
波
郡
上
平

村
の
方
言
の
よ
う
に
。
原
野
で
承
つ
け
た
茸
な
ど
に
付
す
占
有
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
同
時
に
、
「
特
定
の
人
間
の
領
有
す

る
土
地
」
に
他
人
の
「
立
入
り
を
禁
ず
る
こ
と
を
示
す
し
る
し
」
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
右
述
の
「
サ
ン
」
同
様
に
禁
忌
標
識
と

し
め
の

境
界
標
の
双
方
の
意
味
を
か
ね
具
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
。
「
標
野
」
も
こ
の
境
界
標
と
し
て
の
シ
メ
で
囲
わ
れ
た
御

い
か
た
の
お
お
き
采

料
地
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
は
額
田
王
が
標
野
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

料
地
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』
に
は
額
田

（
二
）
家
屋
敷
地
と
祖
霊
神

私
的
な
財
産
（
と
り
わ
け
家
屋
敷
地
）
を
保
障
す
る
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
Ⅱ
宗
教
的
な
観
念
の
一
種
と
し
て
、
私
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
祖

霊
神
の
働
き
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
承
よ
う
。

ま
ず
、
ト
レ
ギ
ア
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
に
お
け
る
私
的
な
土
地
占
有
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
は
、
も
と
も
と
土
地
を
種
族
的
権
利
で
統
制
し
て
い
た
が
、
種
族
的
権
利
の
内
部
で
は
、
そ
の
種
族
の
自

由
戦
士
が
若
干
の
区
画
に
た
い
し
て
、
め
い
め
い
特
殊
な
権
利
を
有
し
て
い
た
。
・
・
・
…
彼
は
、
土
地
が
贈
与
や
売
買
の
で
き
る
よ
う
な
彼
の

む
ら
き
き
の
し
め
の

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き

の
も
り

野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

（
巻
一
・
二
○
）
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農
耕
の
か
た
わ
ら
牛
を
飼
育
し
て
い
る
父
系
制
種
族
の
一
一
ヤ
キ
ュ
サ
族
で
は
、
通
常
、
一
村
落
は
、
互
い
に
密
着
し
て
建
て
ら
れ
た
一
群
の
家

屋
と
、
そ
の
家
屋
群
か
ら
少
し
離
れ
た
地
点
の
数
区
画
の
耕
地
と
、
そ
れ
に
隣
接
し
て
畜
群
が
放
牧
さ
れ
る
牧
草
地
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し

て
家
屋
に
は
若
干
の
地
所
が
付
属
し
て
お
り
、
バ
ナ
ナ
樹
、
コ
ー
ヒ
ー
樹
、
豆
、
落
花
生
そ
の
他
の
作
物
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
人
類
学
者
ウ
ィ

ル
ソ
ン
は
、
こ
の
庭
畑
地
つ
ぎ
の
家
屋
を
《
家
屋
敷
地
》
（
三
三
眉
の
言
な
い
し
ご
ョ
の
の
園
ら
と
称
し
た
。
こ
の
家
屋
敷
地
は
、
す
べ
て
の
既
婚

男
子
が
私
的
に
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
。
そ
の
息
子
が
成
人
に
達
す
る
と
別
の
地
域
に
独
自
の
家
屋
を
設
け
て
移
り
住
孜
、
同
齢
者
た
ち
が
一

財
産
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
定
の
地
片
に
た
い
し
て
は
、
種
族
の
他
の
者
以
上
に
大
き
な
権
利
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
の
父
や
祖
父
の
骨
が
そ
こ
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
か
、
父
や
祖
父
が
か
つ
て
そ
こ
に
永
眠
し
た
と
か
、

へ
そ
の
お

あ
る
い
は
自
分
の
膳
緒
が
そ
こ
で
切
ら
れ
た
と
か
、
ま
た
自
分
の
血
が
そ
の
土
地
の
上
で
流
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
か
：
。
…
と
い
う
こ
と
に

（
虞
Ｕ
）

よ
っ
て
、
〔
そ
の
土
地
の
権
利
を
〕
主
張
し
た
の
で
あ
る
」
。

ト
レ
ギ
ア
は
、
そ
の
ほ
か
に
二
、
三
の
占
有
権
主
張
の
事
由
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
こ
の
文
を
引
用
し
た
あ
と
、
「
こ
れ
ら
の

タ
ブ
ー

き
わ
め
て
多
様
な
、
私
た
ち
に
は
奇
妙
に
思
え
る
権
原
舎
三
の
）
は
、
主
と
し
て
、
祖
先
崇
拝
（
目
。
の
の
ｇ
『
‐
乏
。
『
の
三
巳
も
し
く
は
禁
忌
、
つ
ま
り
ポ

リ
ネ
シ
ア
文
化
の
基
底
を
な
す
観
念
や
慣
習
に
、
由
来
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
が
《
祖
先
崇
拝
》
を
土
地
の
私
的
占
有
の
主
要
な
権
原
と
み
な
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
〃
こ
の
土
地
に
自
分
の
祖
先
の
骨
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
〃
と
か
、
〃
こ
の
土
地
に
自
分
の
祖
先
が
永
眠
し
た
と
か
〃
主
張
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
そ
の
土
地
に
自
分
の
祖
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
氏
族
仲
間
で
あ
れ
ば
、
何
人
も
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
土
地
占
有
権
の
〃
権

原
″
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
じ
父
系
氏
族
の
成
員
は
、
現
実
の
、
あ
る
い
は
伝
説
上
の
一
人
の
始
祖
か
ら
父
系
的
に
辿
ら
れ
た
者
同

士
で
あ
り
、
氏
族
仲
間
の
祖
先
の
霊
を
尊
重
す
る
こ
と
は
氏
族
仲
間
相
互
の
責
務
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。

か
よ
う
に
祖
霊
が
宿
る
士
地
は
そ
の
子
孫
が
占
有
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
観
念
が
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
の
必
然
的
帰
結
と
し

て
、
子
孫
は
そ
の
祖
霊
の
宿
る
土
地
を
放
棄
し
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
禁
忌
も
派
生
す
る
。
そ
の
禁
忌
の
事
例
を
、
東
ア
フ
リ
カ
の
ニ
ャ
キ
ュ
サ
族

（
ワ
Ｉ
）

に
と
っ
て
み
よ
う
。
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エ
ー
ジ
・
ヴ
イ
ン
ジ

緒
に
共
同
の
村
落
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
（
「
ｌ
年
齢
村
落
」
）
。
な
お
、
耕
地
は
区
画
ご
と
に
異
な
る
作
物
黍
、
甘
藷
、
玉
蜀
黍
、
豆
な
ど
）
が
輪

作
式
に
植
付
け
ら
れ
、
各
世
帯
は
そ
の
区
画
毎
に
耕
地
片
を
占
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
形
式
に
お
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体
の
「
耕
区
」

（
０
０
）

合
の
葛
四
目
）
と
と
り
わ
け
「
混
在
耕
地
制
」
合
の
ョ
の
品
の
房
の
）
に
照
応
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
ニ
ャ
キ
ュ
サ
族
の
土
地
の
観
念
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
る
。
「
耕
地
の
評
価
の
う
ち
に
は
感
情
も
入
っ
て
お
り
、

他
の
条
件
が
同
じ
な
ら
、
自
分
た
ち
自
身
や
、
先
祖
や
兄
弟
た
ち
が
以
前
に
耕
や
し
た
菜
園
地
を
耕
作
す
る
の
を
好
む
の
で
あ
る
。
．
…
：
そ
し
て

家
屋
敷
地
の
場
合
に
も
宗
教
的
な
考
慮
が
入
る
こ
と
が
あ
り
、
私
の
一
友
人
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
だ
が
、
彼
の
父
が
死
ん
だ
と
き
、
彼
は
父
の

家
屋
敷
地
へ
移
ろ
う
と
せ
ず
、
そ
の
家
屋
敷
地
に
新
し
い
墓
を
設
け
た
だ
け
で
、
そ
れ
を
無
住
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
、
二
年

後
、
彼
の
黍
の
収
穫
が
訓
か
し
い
ほ
ど
不
作
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
予
言
者
に
き
く
と
、
『
貴
方
の
父
上
の
霊
が
、
誰
も
〃
自
分
の
墓
を
掃
除
し
て

く
れ
な
い
〃
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
地
所
が
放
棄
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
、
お
怒
り
に
な
っ
て
い
ま
す
』
と
告
げ
た
。
私
の
友
人
は
、
こ
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
も
、
自
分
の
家
屋
敷
地
を
好
い
て
い
た
の
で
、
実
際
に
〔
父
の
家
屋
敷
地
へ
〕
移
り
住
も
う
と
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
父
の
霊
に
儀

式
的
に
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
で
妥
協
的
に
処
理
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
事
が
起
き
た
と
き
は
、
人
々
は
、
多
く
の
場
合
、
将

（
ｎ
コ
）

来
の
不
幸
を
恐
れ
て
亡
き
父
の
家
屋
敷
地
に
移
り
住
む
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。

以
上
の
僅
か
二
つ
の
事
例
か
ら
も
し
推
論
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
祖
霊
の
宿
る
土
地
に
つ
い
て
は
そ
の
子
孫
が
優
先
的
な
占
有
権

を
有
し
、
そ
し
て
そ
の
子
孫
は
こ
の
土
地
に
居
住
し
て
祖
霊
に
た
い
し
て
祭
祀
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
範
観
念
が
見
い
出
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
祖
先
崇
拝
の
観
念
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
先
に
も
ふ
れ
た
「
境
界
標
石
」
の
習
俗
な
い
し
「
境
界
神
」
の
信
仰

と
結
合
し
、
家
屋
敷
地
の
私
的
所
有
を
保
護
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
が
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
が
『
ヘ
ル
コ
ス
』
、
ラ
テ
ン
人
が
『
ヘ
ル
ク
ッ
ム
』
と
呼
ん
だ
神
聖
な
囲
惜
は
、

可
成
り
広
大
な
地
域
を
画
し
、
そ
の
な
か
に
は
家
〔
屋
〕
と
家
畜
の
群
と
家
族
の
耕
す
小
さ
な
菜
園
と
が
あ
っ
た
」
が
、
こ
の
よ
う
な
家
屋
敷
地

を
画
す
囲
描
は
垣
根
で
あ
れ
、
板
塀
な
い
し
石
塀
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
溝
か
畝
か
簡
単
な
土
手
で
あ
れ
、
す
べ
て
神
聖
視
さ
れ
、
「
神
が
そ

ヘ
ル
ケ
イ
オ
ス

れ
を
監
視
し
て
厳
重
に
庇
護
し
て
い
た
。
従
っ
て
人
は
こ
の
神
に
『
垣
を
守
る
』
と
い
う
形
容
詞
を
与
え
て
い
た
」
。
そ
し
て
こ
の
家
屋
敷
地
の
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テ
ル
ミ
ヌ
ス

境
界
線
上
に
、
「
境
界
標
」
と
よ
ば
れ
る
大
き
な
石
や
木
製
の
柱
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
各
家
族
の
屋
敷
は
、
そ

（
、
）

れ
を
庇
護
す
る
家
の
神
々
に
見
守
ら
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
境
界
標
石
の
銘
文
（
註
３
参
照
）
で
は
、
家
屋
敷
地
の
所
有
権
を
保
護
す
る
神
々
、
そ
し
て
そ
れ
を
侵
す
者
に
超
自
然
的
制

裁
を
科
す
神
灸
は
、
「
運
命
を
定
め
給
う
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
多
く
の
神
々
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
に
あ
っ
て
は
、
ク
ー
ラ
ン
ジ

ュ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
竈
に
象
徴
さ
れ
る
「
家
の
神
々
」
、
つ
ま
り
祖
霊
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
が
力
説
し
た
こ
と
だ
が
、
「
最
初
に
所
有
権
を
保
障
し
た
も
の
は
、
法
律
で
は
な
く
て
宗
教
で
あ
っ
た
（
の
で
あ

（
ｕ
）

り
、
家
屋
敷
地
の
私
的
所
有
の
形
成
の
上
で
祖
先
崇
拝
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

註
（
１
）
西
四
呈
四
且
皿
８
．
２
．
》
弓
．
壁
ｌ
忠
．
西
○
号
ヨ
．
勇
一
：
”
Ｅ
言
四
且
○
ａ
⑦
『
旨
き
毎
コ
の
の
国
〕
ｚ
⑦
言
）
、
Ｃ
男
ら
望
．
ｐ
旨
い
ロ
忠
ゞ
詞
く
く
①
『
印
】
乏
．
戸
戸
叩

の
。
ｇ
巴
○
員
四
．
旨
呉
ざ
。
》
Ｆ
ｏ
ロ
ロ
。
。
こ
い
●
ｐ
旨
い
弓
ゴ
ニ
ヨ
三
國
亘
亜
伊
僅
．
○
．
ゞ
の
．
今
Ｆ

（
２
）
９
国
◎
乏
》
津
叩
皀
の
算
ｇ
ｏ
且
め
呂
の
邑
毎
自
己
侭
①
。
号
『
三
匡
言
①
『
胃
『
『
の
。
ｇ
諄
》
豆
の
ｚ
の
崖
の
濡
晨
肩
．
×
三
（
屋
君
ｌ
畠
）
．
ｚ
『
勺
》
の
も
昂
．

（
３
）
原
田
慶
吉
『
喫
形
文
字
法
の
研
究
』
（
弘
文
堂
・
一
九
四
九
年
）
二
二
頁
。

紀
元
前
八
世
紀
の
バ
ビ
ロ
’
一
ア
の
境
界
標
石
の
事
例
と
し
て
、
ニ
ル
ド
ゥ
ク
・
ア
。
ハ
ル
・
イ
ッ
デ
ィ
ナ
王
の
境
界
標
石
」
を
説
明
し
て
承
よ
う
。
こ
の
境

界
標
石
の
表
面
に
は
バ
ピ
ロ
’
一
ア
の
マ
ル
ド
ゥ
ク
・
ア
・
〈
ル
・
イ
ッ
デ
ィ
ナ
王
（
前
七
二
一
’
七
二
）
と
貴
族
●
ヘ
ー
ル
・
ア
フ
ッ
ヘ
・
イ
ル
バ
が
向
い
合
っ

て
い
る
姿
が
刻
ま
れ
、
こ
の
二
人
の
像
の
上
部
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
シ
ン
ボ
ル
」
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
に
は
喫
形
文
字
で
、
王
が
褒
賞
と
し
て
こ
の
貴

族
に
か
な
り
広
大
な
耕
地
を
贈
与
し
た
旨
も
、
そ
の
贈
与
に
立
会
っ
た
証
人
と
日
付
が
刻
ま
れ
た
あ
と
、
次
の
ご
と
き
「
条
件
付
き
呪
誼
」
の
銘
文
が
続
い
て

い
る
。
「
後
世
こ
の
世
に
生
き
る
者
で
、
そ
れ
が
王
で
あ
れ
、
王
子
で
あ
れ
、
地
方
長
官
で
あ
れ
、
代
官
で
あ
れ
、
支
配
人
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
市
長
で
あ
ろ

う
と
も
、
こ
の
石
刻
文
書
を
破
ろ
う
と
思
う
者
、
何
ら
か
の
方
法
で
狡
猪
な
こ
と
を
企
て
る
者
、
他
の
者
を
そ
そ
の
か
し
て
送
り
込
み
…
…
こ
の
文
書
を
水
中

に
投
げ
込
ん
だ
り
、
そ
の
立
っ
て
い
る
所
か
ら
他
に
移
し
て
し
ま
っ
た
り
、
士
の
中
に
埋
め
隠
し
て
し
ま
っ
た
り
、
火
中
に
投
じ
て
焼
い
て
し
ま
っ
た
り
、
石

で
そ
れ
を
打
ち
こ
わ
し
た
り
す
る
者
…
…
（
な
ど
が
い
た
ら
）
、
こ
の
者
共
に
対
し
て
、
ア
ヌ
、
エ
ン
リ
ル
お
よ
び
エ
ア
の
大
神
た
ち
は
、
解
消
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
呪
い
、
盲
間
、
耳
亜
、
そ
し
て
四
肢
の
不
随
を
贈
り
給
い
、
か
つ
こ
の
者
共
に
長
患
い
の
重
荷
を
負
わ
せ
ま
す
よ
う
に
／
運
命
を
定
め
給
う
主
マ
ル
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家
屋
敷
地
と
祖
霊
神
と
の
上
述
の
ご
と
き
密
接
な
結
び
つ
き
は
、
私
的
土
地
所
有
の
成
立
時
点
に
の
ゑ
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
後

の
歴
史
的
発
展
段
階
に
お
い
て
も
、
父
祖
か
ら
承
け
継
い
だ
家
屋
敷
地
は
、
そ
の
子
孫
以
外
の
者
に
譲
渡
さ
れ
得
な
い
「
父
祖
伝
来
財
産
」

（
目
。
の
磐
邑
冒
呂
の
『
ｇ
と
み
な
さ
れ
、
父
祖
と
子
孫
を
繋
ぐ
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
父
系
出
自
集
団
の
一
拠
点
を
な
し
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
こ
の

こ
と
は
日
本
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
が
、
日
本
の
場
合
に
つ
い
て
は
別
に
長
谷
川
善
計
教
授
ら
が
報
告
さ
れ
る
故
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
重
複

し
な
い
範
囲
で
若
干
の
考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
。

（
〆
Ｏ
）

○
つ

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
、
）

（
ｕ
）

（
５
）
柳
田
、
前
掲
（
『
民
俗
学
辞
典
』
）
の
「
占
有
標
」
の
項
目
の
中
（
三
二
一
頁
）
で
、
「
お
そ
ら
く
占
有
標
の
起
原
は
神
と
の
約
束
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ

そ
他
人
も
こ
れ
を
承
認
し
、
犯
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
弓
３
ｍ
の
胃
》
同
志
弓
一
局
三
騨
胃
厨
呉
之
の
言
園
①
四
両
ロ
ー
》
言
匡
昌
巴
三
言
①
シ
具
言
○
つ
◎
ざ
四
。
巴
冒
の
三
冒
房
》
く
巳
．
×
一
×
》
Ｆ
○
国
ｇ
二
」
、
＠
こ
つ
己
Ｐ
ご
く
一
‐
置
吾
置
邑
Ｑ
恥

（
４
）
柳
［

九
三
頁
。

四
日
本
の
《
家
屋
敷
地
》
と
祖
霊
神

ド
ゥ
ク
と
エ
ル
ァ
よ
、
彼
の
重
い
罰
と
し
て
水
腫
病
を
負
わ
せ
給
わ
っ
て
、
筋
肉
は
萎
縮
し
て
彼
の
肉
体
は
果
て
ま
す
よ
う
に
／
、
こ
の
文
書
の
中
に
御
名
の

挙
げ
ら
れ
た
偉
大
な
神
々
は
彼
の
名
、
種
と
子
孫
を
人
々
の
口
（
の
端
）
か
ら
抹
消
し
て
、
彼
の
未
来
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
う
に
／
・
」
。
『
古
代
オ
リ
エ
ン

ト
・
ギ
リ
シ
ャ
展
』
（
東
京
国
立
博
物
館
・
一
九
七
三
年
）
の
展
示
物
解
説
書
二
三
頁
。

冠
）
柳
田
国
男
監
修
『
民
俗
学
辞
典
』
（
東
京
堂
．
一
九
五
一
年
）
二
四
二
’
三
頁
、
上
江
洲
均
「
サ
と
（
『
日
本
民
俗
事
典
』
、
弘
文
堂
・
一
九
七
二
年
）
二

４

。
』
戸
》
ロ
。
①
吟
↑

ｑ

ご
く
営
め
。
］
〕
叩
○
つ
．
○
房
・
》
ロ
。
の

三
三
ｇ
Ｐ
ｏ
Ｌ
弓
－
５
Ｆ
四
邑
旦

大
塚
、
前
掲
九
五
頁
参
照
。

Ｆ
四
邑
旦

フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
、
田
辺
貞
之
助
訳
『
古
代
都
市
』
（
白
水
社
、
一
九
五
○
年
）
一
三
三
頁
、
一
三
八
頁
。

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
、
田
辺
訳
、
前
掲
一
三
八
頁
。

罰
億
．
扇
呉
冒
ａ
ａ
ｇ
国
涜
画
ヨ
。
邑
四
言
の
之
琶
里
〈
冨
匡
の
Ｐ
ｚ
ｏ
吾
一
局
ご
］
詞
二
○
・
の
い
旨
停
の
い
、
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村
武
教
授
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
非
住
ヤ
シ
キ
を
自
分
の
ヤ
シ
キ
の
前
に
も
つ
人
が
、
こ
の
非
住
ヤ
シ
キ
を
買
取
り
た
い
と
言
っ

（
刻
幾
）

た
と
こ
ろ
、
そ
の
非
住
ヤ
シ
キ
の
所
有
者
か
ら
、
非
住
ヤ
シ
キ
と
い
え
ど
も
”
三
四
口
２
〔
先
祖
〕
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
断
ら
れ
て
い
る
」
。

で
は
、
今
日
ま
で
南
西
諸
島
に
み
ら
れ
た
家
屋
敷
地
と
祖
霊
と
の
呪
術
的
な
関
係
が
、
古
代
日
本
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
吉
田
孝
教
授
そ

こ
の
家
屋
敷
地
と
祖
霊
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、
前
節
で
ゑ
た
ニ
ャ
キ
ュ
サ
族
の
観
念
ｌ
す
な
わ
ち
祖
霊
の
宿
る
家
屋
敷

地
に
は
子
孫
が
居
住
し
、
祖
霊
へ
の
祭
祀
を
行
う
べ
き
だ
と
す
る
観
念
ｌ
の
再
現
を
ゑ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
南
西
諸
島
に
お
け
る
家
屋
敷

地
は
、
祖
霊
へ
の
祭
祀
と
い
う
契
機
を
除
外
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
比
嘉
政
夫
教
授
も
の
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に

は
「
位
牌
・
屋
敷
地
の
超
世
代
的
な
存
続
を
め
ざ
す
観
念
」
が
派
生
す
る
。
た
と
え
相
続
人
が
不
存
在
で
も
、
家
屋
敷
地
は
簡
単
に
処
分
さ
れ
得

な
い
。
「
位
牌
継
承
の
義
務
を
と
も
な
っ
た
屋
敷
地
は
父
系
血
筋
で
つ
な
が
る
子
孫
が
位
牌
（
先
祖
）
の
継
承
者
と
し
て
現
わ
れ
る
ま
で
空
屋
敷

ま
ず
、
南
西
諸
島
で
は
、
一
般
に
、
家
屋
敷
地
に
祖
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
呪
術
的
信
仰
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
村
武
精
一
教
授
が
沖
縄
本

た
ぐ
す
く

島
の
糸
満
町
名
城
に
お
け
る
調
査
研
究
の
な
か
で
、
「
ヤ
シ
キ
は
四
畠
扇
屋
（
先
祖
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
新
旧
に
か
か
わ
ら
ず
ヤ
シ
キ
は
呪
的

（
勺
土
）

・
霊
的
空
間
を
構
成
し
て
い
る
。
ヤ
シ
キ
は
、
日
常
的
空
間
と
非
日
常
的
空
間
と
を
統
括
し
た
場
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の

こ
と
を
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
牛
島
巌
教
授
も
、
与
論
島
に
関
し
て
、
「
家
屋
（
ャ
）
は
、
現
家
族
成
員
が
す
む
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
ま
さ
に
家
創
始
以
来
の
祖
霊
が
居
住
す
る
先
祖
の
家
屋
で
あ
る
」
と
論
じ
、
家
屋
こ
そ
が
他
な
ら
ぬ
祖
霊
信
仰
の
場
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ

に
、
ま
さ
に
家
創
始
画

う
に
記
述
し
て
い
る
。

（
Ｑ
Ｊ
）

に
な
っ
て
い
る
」
。

「
家
屋
（
ヤ
ー
）
を
創
設
す
る
こ
と
を
カ
ブ
ダ
デ
ィ
と
い
う
が
、
カ
ブ
ダ
デ
ィ
し
た
家
屋
は
そ
こ
に
先
祖
が
祀
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の

存
続
が
希
求
さ
れ
て
い
る
。
家
を
空
け
る
こ
と
な
く
誰
か
が
寝
泊
り
し
て
い
る
こ
と
を
イ
エ
ヲ
ヌ
ク
タ
ミ
ル
（
家
を
暖
め
る
）
と
い
い
、
そ
う

す
る
こ
と
が
祖
霊
を
喜
ば
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
対
に
家
を
空
け
る
こ
と
を
イ
エ
ヲ
ピ
ジ
タ
ミ
ル
（
家
を
冷
す
）
と
い
い
、
嫌
う
と
い
っ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
常
に
家
屋
に
は
人
が
寝
起
き
し
、
祖
先
の
月
々
の
ミ
ジ
ヌ
パ
チ
ヲ
シ
キ
ル
〔
供
物
を
供
え
る
〕
こ
と
が

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
見
ら
れ
る
。

（
ワ
」
）

要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
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（
賃
Ｊ
）

の
存
在
の
蓋
然
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
高
度
に
歴
史
学
上
の
問
題
に
発
言
す
る
資
格
を
有
し
な
い
。
た
だ
、
私
は
中
田
薫
教
授
が
つ

（
６
）

と
に
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
父
祖
伝
来
財
産
」
の
規
範
観
念
が
古
代
日
本
に
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
平
安
時
代
中
期
の
作
品
『
宇
津

保
物
語
』
に
は
、
こ
の
規
範
観
念
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
は
、
橘
千
蔭
の
後
妻
が
継
子
の
忠
こ
そ
を
憎
む
あ
ま
り
、
夫
の
石
帯
を
忠
こ
そ
が
盗
ん
で
売
払
っ
た
か
の
よ
う
に
仕
組
ん
で
彼
を

お
と
し
い

お
や

罪
人
に
陥
れ
る
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
帯
は
「
祖
の
御
時
よ
り
つ
ぎ
つ
ぎ
伝
は
れ
る
名
高
き
帯
」
で
あ
り
、
「
累
代
に
伝
は
れ
る
帯
」
で

あ
っ
た
た
め
、
千
蔭
は
、
「
五
つ
ぎ
六
つ
ぎ
と
伝
は
れ
る
帯
を
、
か
く
、
わ
が
世
に
し
も
失
な
ひ
つ
る
こ
と
」
と
嘆
く
。
こ
の
言
葉
に
は
先
祖
伝

来
財
産
を
子
孫
に
遺
す
べ
き
だ
と
い
う
観
念
が
明
白
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
清
原
俊
蔭
が
死
に
臨
ん
で
、
彼
の
貴
重
な
文
書
を
、
「
霊
よ
り
て
護
ら
む
」
と
の
べ
た
が
、
確
か
に
彼
の
霊
は
こ
の
文
書
を
収
め
た
蔵

を
守
り
通
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
河
原
人
が
こ
の
蔵
に
近
づ
く
や
、
次
々
に
「
倒
れ
て
多
く
の
人
死
に
侍
り
ぬ
」
と
い
う
状
況
を
呈
し
た
と

ぷ
な
も
じ

い
う
。
こ
の
蔵
の
扉
の
鎖
の
封
じ
目
に
施
こ
さ
れ
た
俊
蔭
の
「
御
名
文
字
」
は
、
恰
か
も
禁
忌
標
識
た
る
か
の
ど
と
く
、
侵
害
者
に
超
自
然
的
制

裁
を
科
し
、
そ
の
財
産
が
後
喬
の
た
め
に
保
護
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
家
屋
敷
地
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
祖
先
の
霊

が
子
孫
に
父
祖
伝
来
の
財
産
を
保
護
す
る
と
の
観
念
だ
け
は
、
日
本
の
古
代
人
も
有
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
祖
先
伝
来
財
産
に
た
い
す
る
祖
霊
神
の
保
護
と
い
う
呪
術
的
観
念
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
南
西
諸
島
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
家

屋
敷
地
を
守
護
す
る
祖
霊
神
の
信
仰
も
古
代
日
本
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
直
江

広
治
教
授
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
本
来
、
屋
敷
は
、
母
屋
や
付
属
小
屋
・
作
業
場
と
し
て
の
庭
な
ど
の
ほ
か
に
菜
園
や
屋
敷
森
な
ど
も
含
ん

だ
、
か
な
り
広
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
屋
敷
に
祀
ら
れ
て
い
る
屋
敷
神
も
「
開
拓
先
祖
あ
る
い
は
家
代
々

の
祖
霊
」
で
あ
る
と
こ
ろ
が
日
本
各
地
に
あ
り
、
直
江
教
授
は
「
屋
敷
神
と
祖
霊
と
の
深
い
関
係
」
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

（
”
Ｉ
）

↓
〈
》
○

以
上
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
、
家
屋
敷
地
の
私
的
所
有
の
形
成
に
呪
術
的
Ⅱ
宗
教
的
な
観
念
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
試
論
を
提
起
し

た
。
と
り
わ
け
祖
霊
へ
の
崇
拝
は
、
父
系
的
文
化
の
中
で
、
家
屋
敷
地
を
ぱ
そ
の
家
族
の
成
員
以
外
の
何
人
の
介
入
も
許
さ
ぬ
聖
域
と
承
な
す
信
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仰
を
産
み
だ
し
、
遂
に
は
こ
の
家
屋
敷
地
と
い
う
空
間
に
、
大
塚
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
私
的
所
有
の
橋
頭
塁
」
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
ｌ
と
い

う
仮
説
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
す
る
に
は
、
祖
先
崇
拝
に
関
す
る
基
礎
的
な
研
究
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
点
、
本
稿
で
は
十

分
に
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
補
足
す
る
機
会
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
肥
前
栄
一
教
授
よ
り
ク
ノ
ー
の
『
一
般
経
済
史
』
の
原
典
を
お
借
り
し
た
。
こ
の
貴
重
な
文
献
を
貸
与
し
て
下
さ
っ
た
同
教

授
の
御
友
誼
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
４
）
村
武
、
前
掲
一

（
５
）
吉
田
孝
「
日
圭

（
６
）
中
田
薫
『
法
到

察
ｌ
」
（
『
家
族
中

再
録
）
一
五
三
頁
。

（
７
）
直
江
広
治
三

吉
田
孝
「
日
本

「
屋

（
３
）
比
嘉
政
夫
「
琉
球
民
俗
部

出
版
社
・
一
九
八
六
年
）
八

（
４
）
村
武
、
前
掲
一
三
九
頁
〕

「
琉
球
民
俗
社

八

註
（
１
）
村
武
精
一
「
沖
輌

（
２
）
牛
島
巌
「
与
論
古

年
）
七
一
七
’
八
頁
。

「
沖
縄古

代
の
ウ
ジ
と
イ
芒
（
竹
村
編
、
前
掲
書
所
収
）
三
○
八
頁
。

中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
・
一
九
二
六
年
）
八
一
頁
。
江
守
五
夫
「
古
代
女
性
史
に
関
す
る
問
題
ｌ
民
族
学
的
立
場
か
ら
の
一
考

ｌ
」
（
『
家
族
史
研
究
』
第
二
集
、
大
月
書
店
・
一
九
八
○
年
、
後
に
江
守
著
『
日
本
の
婚
姻
ｌ
そ
の
歴
史
と
民
俗
Ｉ
』
、
弘
文
堂
・
一
九
八
六
年
に

本
島
・
名
城
の
号
印
８
三
・
家
・
ヤ
シ
キ
と
村
落
空
間
」
（
『
民
族
学
研
究
』
第
三
六
巻
二
号
、
一
九
七
一
年
）
一
三
九
頁
。

「
与
論
島
社
会
の
〈
イ
ハ
イ
〉
祭
祀
と
家
族
」
（
和
歌
森
太
郎
還
暦
記
念
論
文
集
『
古
代
・
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
、
弘
文
蛍
・
一
九
七
六

敷
」
、

会
の
構
造
と
変
容
」
（
竹
村
卓
二
編
『
日
本
民
俗
社
会
の
形
成
と
発
展
ｌ
イ
ェ
・
ム
ラ
・
ウ
ジ
の
源
流
を
探
る
ｌ
』
、
山
川

一
頁
。

同
「
屋
敷
神
」
（
『
日
本
民
俗
事
典
』
、
弘
文
堂
・
一
九
七
二
年
）
七
五
○
’
七
五
一
頁
。

（
千
葉
大
学
民
族
法
学
）
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