
わ
た
し
が
、
屋
敷
地
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
初
期
の
農
民
の
家
の
研
究
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
発
端
は
、
高
尾
一
彦
氏
か
ら
、
「
近
世
初
期
の
本
百
姓
は
、
検
地
帳
に
屋
敷
地
を
登
録
し
た
者
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

本
百
姓
身
分
の
者
が
、
屋
敷
地
の
名
請
人
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
も
の
と
し
て
は
、
今
井
林
太
郎
・
八
木
哲
浩
両
氏
の
摂
津
国
武
庫
郡
上
瓦

（
１
人
）

林
村
の
分
析
が
あ
る
。
こ
の
村
の
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
宗
門
改
帳
で
は
、
家
数
五
六
軒
の
う
ち
、
本
百
姓
身
分
に
あ
た
る
役
人
身
分
の
も

の
は
二
五
軒
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
四
八
年
前
の
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
己
の
検
地
帳
で
の
屋
敷
地
名
請
人
は
二
六
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
八

木
氏
は
、
こ
の
両
帳
を
綿
密
に
つ
き
合
わ
せ
た
結
果
、
没
落
し
た
屋
敷
名
請
人
一
人
を
除
い
て
、
屋
敷
地
登
録
人
の
家
系
の
も
の
が
、
本
百
姓
Ⅱ

も
っ
と
も
、
本
百
姓
身
分
の
も
の
が
、
屋
敷
地
登
録
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
つ
ね
に
史
料
上
で
厳
密
に
確
認
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は

（
ワ
と
）

い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
後
藤
陽
一
氏
に
よ
る
と
、
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
か
ら
同
九
年
（
一
六
○
四
）
の
間
の
出
雲
国
の
各
村
検
地
帳
で
は
、

三
種
の
屋
敷
名
請
が
あ
る
。
第
一
は
、
庄
屋
等
の
村
役
人
を
つ
と
め
る
か
、
寺
社
等
の
ゆ
え
に
夫
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
御
免
屋
敷
。
第
二
は
、

公
儀
Ⅱ
大
名
に
対
し
て
一
定
の
役
目
を
負
う
身
分
と
し
て
承
と
め
ら
れ
た
御
役
目
屋
敷
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
者
に
加
え
て
、
出
雲
の
国
で

は
、
第
三
に
、
ま
わ
き
・
名
子
・
後
家
・
は
ち
ひ
ら
き
等
の
特
別
の
身
分
の
者
に
対
し
て
、
面
積
は
狭
い
が
、
無
年
貢
の
引
下
屋
敷
と
い
う
の
が

あ
る
。
こ
の
引
下
屋
敷
地
に
つ
い
て
、
後
藤
氏
は
、
封
建
的
救
伽
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
の
著
作
に
は
、
寛

文
二
年
（
一
六
七
一
）
の
備
後
国
福
山
藩
の
五
ヶ
村
の
検
地
帳
に
つ
い
て
身
分
別
集
計
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
ま
わ
き
や
従

属
身
分
の
者
で
も
屋
敷
地
名
請
人
に
な
っ
て
い
る
者
が
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
屋
敷
地
の
名
請
人
に
つ
い
て
は
、
各
藩
の

藩
政
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
し
、
ま
た
、
屋
敷
地
の
名
請
が
記
載
さ
れ
る
検
地
帳
と
、
百
姓
身
分
が
記
載
さ
れ
る
人
別
帳
と
の
年
次
的
ズ

レ
や
、
百
姓
身
分
の
異
動
等
に
よ
っ
て
常
に
史
料
上
で
厳
密
に
両
者
の
対
応
が
承
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
屋
敷
地
名
請
人
が
本
百

役
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
さ
れ
て
い
る
。

近
世
農
民
の
家
と
屋
敷
地

長
谷
川
善
計
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こ
れ
ら
の
諸
事
実
は
、
本
百
姓
と
名
子
の
関
係
に
お
い
て
、
屋
敷
地
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
名
子

制
度
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
は
、
こ
れ
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
本
百
姓
と
名
子
と
の
身
分
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
本
百
姓
の
経
営
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
観
点

か
ら
承
れ
ば
、
名
子
は
本
百
姓
の
地
主
手
作
経
営
に
賦
役
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
者
で
あ
り
、
同
時
に
本
百
姓
か
ら
小
作
地
を
借
り
て
い
る
者

で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
子
の
賦
役
は
、
本
百
姓
か
ら
田
畑
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
理
解
で
は
、
本
百
姓

と
名
子
と
の
身
分
関
係
は
、
田
畑
の
貸
借
関
係
に
よ
る
地
主
・
小
作
関
係
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
名
子
の
賦
役
は
、

姓
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
近
世
史
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
近
世
史
の
多
く
の
著
作
で
は
、
屋
敷
地
の
名
請
が
、
本
百
姓
と
い
う
「
身
分
」
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
本
百
姓
身
分
の
者
だ
け
が
屋
敷
地
を
も
ち
、
名
子
・
被
官
・
抱
・
門
屋
・
添
屋
等
地
方
ご
と
に
各
種
の

名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
従
属
身
分
の
者
が
屋
敷
地
を
も
た
な
い
の
か
、
本
百
姓
身
分
に
と
っ
て
屋
敷
地
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

か
等
に
つ
い
て
は
、
納
得
の
い
く
説
明
を
永
い
だ
す
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
い
っ
た
い
本
百
姓
身
分
や
従
属
身
分
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
、
両
者
の
身
分
関
係
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
鮮
明
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
く
ひ
と
つ
の
カ
ギ
は
、
わ
た
し
の
場
合
、
本
百
姓
よ
り
は
、
む
し
ろ
従
属
農
民
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ

は
有
賀
喜
左
衛
門
氏
の
有
名
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
『
岩
手
県
二
戸
郡
石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
』
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
中
で
、
有
賀
氏
は
、
名
子
は
自
分
の
屋
敷
地
（
有
賀
氏
は
「
屋
敷
」
と
記
し
て
い
る
）
を
所
有
せ
ず
、
抱
主
か
ら
そ
れ
を
借

り
た
場
合
に
名
子
と
し
て
の
関
係
が
生
じ
る
の
だ
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
名
子
が
屋
敷
地
を
取
得
す
れ
ば
、
名
子
と
い
う
従
属
身
分
か
ら
解
放

さ
れ
、
「
名
子
ヌ
ヶ
」
し
て
本
百
姓
身
分
に
な
っ
た
事
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
抱
主
（
本
百
姓
）
Ａ
か
ら
屋
敷
地
を
借
り
て
い

た
名
子
は
、
そ
の
屋
敷
地
が
Ａ
か
ら
Ｂ
に
売
り
渡
さ
れ
る
と
、
か
っ
て
は
Ａ
の
名
子
で
あ
っ
た
者
が
Ｂ
の
名
子
に
な
っ
た
事
例
も
い
く
つ
か
あ
げ

（
ｑ
Ｊ
）

て
い
る
。
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あ
る
。
そ
、

解
で
あ
る
。

し
か
し
、
名
子
の
賦
役
に
つ
い
て
の
有
賀
氏
の
見
解
は
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
有
賀
氏
は
、
名
子
の
賦
役
が
農
事
（
農
業
経
営
）
だ
け

に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
百
姓
の
冠
婚
葬
祭
や
餅
搗
、
屋
敷
や
墓
の
掃
除
な
ど
の
家
事
の
賦
役
義
務
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
各
種
の
節
句

や
年
間
行
事
に
は
、
本
百
姓
と
名
子
と
の
間
に
相
互
給
付
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
、
さ
ら
に
日
常
生
活
上
で
も
扶
養
・
庇
護
と
奉
仕
と
の
相
互
給

付
関
係
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
本
百
姓
と
名
子
と
の
関
係
が
、
た
ん
に
農
業
経
営
の
承
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日

常
的
社
会
生
活
全
般
に
お
け
る
親
方
・
子
方
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
た
。
有
賀
氏
に
お
い
て
は
、
名
子
の
賦
役
や
小
作
料
も
、
こ
の
親

方
・
子
方
関
係
に
お
け
る
扶
養
・
庇
護
と
奉
仕
の
関
係
に
も
と
づ
く
相
互
給
付
の
関
係
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
脈
絡
の
中
で
、
有
賀
氏
は
、
小
作
関
係
の
原
型
は
「
子
作
」
だ
と
理
解
し
、
名
子
の
賦
役
が
、
小
作
料
の
原
型
で
あ
る
と
理
解
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
親
方
・
子
方
関
係
は
、
主
従
的
身
分
関
係
に
あ
る
と
同
時
に
、
本
家
と
分
家
と
の
同
族
関
係
で
あ
る
と
い
う
の
が
有
賀
氏
の
理

小
作
料
の
一
部
が
、
労
働
地
代
の
形
態
で
支
払
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
名
子
の
賦
役
が
「
名
子
小
作
」
と
よ
ば
れ
た
の
も
、
こ
う
し

わ
た
し
は
、
有
賀
氏
の
名
子
制
度
の
理
解
が
、
前
述
の
経
済
史
的
理
解
よ
り
は
、
い
っ
そ
う
前
進
し
た
理
解
で
あ
る
と
評
価
し
た
い
。

し
か
し
、
有
賀
氏
の
名
子
制
度
の
理
解
に
は
、
鮮
明
で
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
本
百
姓
と
名
子
と
の
関
係
が
、
親
方
・
子

方
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
家
的
」
関
係
Ⅱ
同
族
関
係
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二

に
、
有
賀
氏
に
お
い
て
は
、
日
本
の
「
家
」
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
が
鮮
明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
有
賀
氏
は
、
家

を
、
日
常
的
な
生
活
連
関
を
も
っ
た
経
営
体
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
家
を
明
蜥
に
と
ら
え
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

着
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
有
賀
氏
の
理
解
の
背
後
に
は
、
民
衆
の
日
常
生
活
に
お
け
る
民
習
を
対
象
と
し
た
柳
田
民
俗
学
の
生
活
概
念
を
継
承
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
、
日
常
生
活
に
お
け
る
社
会
的
諸
関
係
の
分
析
に
収
敵
し
て
い
っ
た
た
有
賀
氏
の
独
自
の
視
野
構
造
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
有
賀
氏
は
、

「
生
活
連
関
」
と
か
、
「
生
活
組
織
」
と
よ
ん
だ
。
有
賀
氏
の
名
子
制
度
の
分
析
は
、
こ
の
「
生
活
連
関
」
や
「
生
活
組
織
」
の
視
野
構
造
と
密

た
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
名
子
の
賦
役
に
つ
い
て
（
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む
し
ろ
、
本
百
姓
と
従
属
農
民
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
家
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
有
賀
氏
が
、
石
神
村
調
査
で
着
目
し

た
屋
敷
地
の
問
題
が
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
有
賀
氏
の
家
理
論
や
名
子
制
度
の
理
論
に

は
、
屋
敷
地
の
も
つ
意
味
や
論
理
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
組
承
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
名
子
の
賦
役
を
、
小
作
料
の
原
型

と
し
て
、
両
者
を
同
一
の
社
会
関
係
や
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
ゑ
た
有
賀
氏
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
わ
た
し
は
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

結
論
を
さ
き
ど
り
し
て
い
え
ば
、
屋
敷
地
は
、
第
一
に
「
家
」
を
シ
ン
ポ
ラ
イ
ズ
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
屋
敷
地
の
名
請
や
貸

与
は
、
「
家
的
」
な
主
従
関
係
を
と
り
結
ぶ
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
本
節
の
冒
頭
で
、
本
百
姓
身
分
で
あ
る
こ
と
は
、
検
地
帳
に
屋
敷
地
を
名
請
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、
本
百
姓

は
、
役
家
あ
る
い
は
役
人
と
も
よ
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
本
百
姓
が
、
な
に
よ
り
も
百
姓
の
本
役
で
あ
る
夫
役
を
負
担
す
る
義
務
を
負
う
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
際
、
課
役
の
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
所
持
す
る
田
畑
の
面
積
で
は
な
く
て
、
「
屋
敷
持
」
の
本
百
姓
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
家
割
り
」
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
屋
敷
持
の
本
百
姓
身
分
の
者
が
、
対
領
主
関
係
に
お
い
て
も
、
対
村
落
の
関
係

に
お
い
て
も
、
「
一
軒
前
の
家
」
あ
る
い
は
「
一
軒
分
の
家
」
と
し
て
承
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
百

姓
の
身
分
・
夫
役
・
屋
敷
地
・
家
の
四
者
は
、
相
互
に
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
四
者
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
若
干
の
補
足
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
本
百
姓
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
百
姓
本
役
た
る
夫
役
を
負
担
す
る
農
民
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
戦
国
末
期
の
永
禄

二
年
（
一
五
六
○
）
の
北
條
氏
朱
印
状
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
伊
豆
一
国
の
「
家
数
八
千
九
百
五
十
五
間
半
本
棟
別
之
高
辻
也
」
と
あ

る
の
に
つ
い
て
、
中
村
吉
治
氏
は
、
家
数
に
「
半
」
と
出
て
く
る
の
は
、
「
半
役
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
家
数
と
い
う
の
は
「
役
数
」
を
し
め
て

（
４
）

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
家
」
が
「
役
負
担
」
の
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
役
負
担
の
家
が
「
本
棟
」
と
よ
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

近
世
に
入
っ
て
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
の
近
江
国
坂
田
郡
東
黒
谷
村
堂
本
の
「
本
家
の
改
」
で
は
、
役
負
担
の
家
が
「
本
家
」
と
よ
ば
れ

て
お
り
、
こ
の
本
家
が
、
「
屋
敷
株
」
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
役
負
担
と
屋
敷
と
の
結
び
つ
き
と
、
そ
れ
が
「
株
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
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さ
ら
に
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
に
石
田
三
成
が
、
近
江
湖
北
三
郡
の
村
々
へ
下
し
た
九
ケ
条
の
徒
書
の
う
ち
、
速
水
村
に
つ
い
て
は
、
夫

（
虞
Ｕ
）

役
人
九
拾
三
間
と
あ
る
の
は
、
所
三
男
氏
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「
文
禄
五
年
現
在
に
公
認
さ
れ
た
本
百
姓
に
他
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
所
三
男
氏
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
伊
勢
国
渡
会
郡
の
諸
村
の
検
地
帳
で
は
、
夫
役
負
担
者
を
「
本
役
」
と
よ
ん
で
お
り
、
ほ

か
に
も
、
文
禄
期
か
ら
慶
長
期
に
か
け
て
の
検
地
帳
で
、
夫
役
負
担
者
が
、
「
本
百
姓
」
、
「
役
人
」
、
「
百
姓
家
」
、
「
公
事
役
人
」
、
「
役
の
家
」
等

（
”
ｊ
）

の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
事
例
を
数
件
あ
げ
て
い
る
。

で
は
、
本
百
姓
の
設
定
に
と
っ
て
、
な
ぜ
に
夫
役
負
担
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
所
氏
は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初

期
に
か
け
て
、
農
兵
・
陣
夫
や
築
城
・
河
川
工
事
な
ど
の
普
譜
の
た
め
に
農
民
の
夫
役
徴
用
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
家
改
め
や
人
別
改
め
は
、
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
夫
役
負
担
の
本
百
姓
に
屋
敷
地
の
名
請
を
み
と
め
、
そ
れ
を
．
軒
前
の
家
」
と
し
て

承
と
め
た
こ
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
屋
敷
地
の
名
請
が
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
、
領
主
と
本
百
姓
と
の
あ
い
だ
に
人
的
な
支
配
関
係
を
確
定
し

た
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
屋
敷
地
を
媒
介
に
し
て
、
そ
こ
に
住
む
本
百
姓
と
領
主
と
の
あ
い
だ
に
主
従
的
な
支
配
関

係
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
領
主
に
た
い
す
る
本
百
姓
の
夫
役
は
、
こ
の
主
従
関
係
に
も
と
づ
く
本
百
姓
の
奉
仕
で
あ
る
が
、
本
百

姓
の
設
定
は
、
た
ん
に
夫
役
の
奉
仕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
主
に
た
い
す
る
服
従
の
社
会
単
位
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
貢
租
納
入
責
任
を
負
う
者
で

あ
っ
た
。
夫
役
が
百
姓
本
役
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
農
民
の
労
務
提
供
の
必
要
性
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
ま
ず
領
主
と
本
百
姓
と
の
主
従
的
支
配
関

係
、
対
人
的
支
配
関
係
の
確
立
を
意
味
す
る
。
こ
の
主
従
関
係
の
設
定
を
基
礎
に
し
て
、
対
人
支
配
に
た
い
す
る
奉
公
と
し
て
の
夫
役
と
、
田
畑

等
の
耕
地
を
対
象
と
す
し
た
貢
租
の
納
入
責
任
単
位
の
設
定
が
、
本
百
姓
身
分
の
も
つ
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
対
人
支
配
や
主
従
関
係
の
設
定
は
、
個
人
関
係
や
人
格
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
屋
敷
地
を
媒
介
に
し
、

そ
こ
に
住
む
人
間
や
家
族
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
屋
敷
地
を
名
請
し
た
本
百
姓
が
．
軒
前
の
家
」
と
し
て
承
と
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
対
人
支
配
や
主
従
関
係
は
、
直
接
に
は
「
家
」
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
家
」
を
媒
介
に
し
て
、
主

（
貝
Ｊ
）

が
し
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
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家
が
、
経
営
体
と
対
応
し
て
い
な
い
と
な
る
と
、
家
は
、
経
営
体
と
は
別
個
の
社
会
単
位
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
家
を
、
ひ
と
つ
の
社

会
単
位
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
上
述
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
領
主
と
の
関
係
に
お
い
て
設
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
屋
敷
地
の
名
請
を
媒
介
に
し
て
、
領
主
と
の
あ
い
だ
に
主
従
的
支
配
関
係
を
設
定
し
、
夫
役
負
担
と
貢
租
納
入
責
任
を
負
う

社
会
的
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
の
内
部
機
造
と
し
て
は
、
経
営
や
家
族
は
重
要
な
側
面
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

経
営
体
が
即
家
で
は
な
い
し
、
家
族
が
即
家
で
は
な
い
。
日
本
の
家
が
も
つ
独
自
性
は
、
む
し
ろ
支
配
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
は
じ
め
て
適
確
に

と
ら
え
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
家
が
、
こ
の
意
味
で
「
公
的
」
性
格
を
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
支
配
構
造
や
社
会
構
造

も
あ
る
。

家
が
、

従
関
係
や
対
人
支
配
が
と
り
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
日
本
の
「
家
」
の
研
究
は
、
主
と
し
て
経
営
と
家
族
の
観
点
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
両
者
が
、
「
家
」
の
内
部
構
造
の

分
析
に
と
っ
て
重
要
な
側
面
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
経
営
の
単
位
が
、
家
の
単
位
な
の
で
は
な
い
。
通
常
、
近
世
初
期
の
従
属

農
民
を
抱
え
た
家
は
、
本
百
姓
の
地
主
手
作
経
営
に
た
い
し
て
、
従
属
農
民
が
賦
役
を
提
供
し
、
同
時
に
従
属
農
民
が
そ
れ
ぞ
れ
に
営
む
小
作
経

営
体
を
包
含
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
初
期
本
百
姓
の
家
は
、
ひ
と
つ
の
地
主
手
作
経
営
体
と
従
属
農
民
の
小
作
経
営
体
と

を
合
体
し
た
も
の
と
ゑ
ら
れ
る
が
、
わ
た
し
が
長
野
県
小
諸
市
平
原
で
ゑ
た
寛
文
一
○
年
（
一
六
七
○
）
の
検
地
帳
と
名
寄
帳
お
よ
び
寛
文
三

年
（
一
六
七
一
）
の
五
人
組
帳
と
を
つ
き
合
わ
せ
る
と
、
従
属
身
分
で
あ
っ
て
も
下
人
を
抱
え
て
地
主
手
作
経
営
を
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ

っ
た
。
こ
れ
は
本
百
姓
の
息
子
な
い
し
兄
弟
が
均
分
相
続
に
よ
っ
て
分
地
さ
れ
、
身
分
上
で
は
従
属
身
分
で
あ
っ
て
も
本
百
姓
か
ら
は
独
立
し
た

地
主
手
作
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
子
の
均
分
相
続
が
全
国
的
に
承
ら
れ
る
近
世
初
期
農
民
の
あ
い
だ
で
は
、
ひ
と
つ
の
家
の
な

か
に
、
経
営
的
に
独
立
し
た
地
主
手
作
経
営
や
自
作
経
営
が
い
く
つ
も
内
包
さ
れ
て
い
る
事
例
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

社
会
的
単
位
と
し
て
の
家
と
経
営
体
と
し
て
の
単
位
は
対
応
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
家
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
経
営
体
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
っ
て
、
複
数
の
地
主
手
作
経
営
体
と
小
作
経
営
が
合
体
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
自
作
経
営
体
の
場
合
も
あ
る
。
極
端
な
場

合
は
、
き
わ
め
て
零
細
な
持
高
で
お
そ
ら
く
小
作
経
営
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
本
百
姓
身
分
で
一
軒
前
の
家
を
な
し
て
い
る
場
合
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し
た
が
っ
て
、
日
本
の
近
世
村
落
共
同
体
は
、
一
軒
前
の
家
々
の
共
同
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
家
を
代
表
す
る
本
百
姓
た
ち
の
共
同
連
帯

責
任
制
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

日
本
の
近
世
村
落
が
「
共
同
体
」
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
落
共

同
体
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
共
同
体
の
基
盤
を
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
手
段
の
共
有
な
い
し
共
同
利
用
に
も
と
め
、
そ
の
観
点
か
ら
日
本
の
近
世
村
落

が
、
「
共
同
体
」
か
否
か
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
耕
地
の
私
的
所
有
が
は
や
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
わ
が
国

家
が
村
落
の
構
成
単
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
。
村
寄
合
に
参
加
し
、
村
政
に
参
加
し
う
る
の
は
、
一
軒
前
の

家
を
代
表
す
る
本
百
姓
の
権
利
で
あ
る
。
村
落
に
お
け
る
公
民
権
は
本
百
姓
に
あ
る
。
ほ
か
に
村
共
有
林
に
た
い
す
る
入
会
権
や
水
利
権
あ
る
い

は
河
川
の
漁
労
権
も
本
百
姓
の
支
配
に
属
す
る
こ
と
が
多
い
。
反
面
、
村
入
用
を
負
担
す
る
の
も
原
則
と
し
て
本
百
姓
で
あ
る
。

ま
た
、
村
落
に
お
け
る
居
住
権
も
、
本
百
姓
の
家
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
日
本
の
近
世
村
落
が
も
つ
独
自
性
で

↑
ハ
レ
ブ
（
》
○

と
こ
ろ
で
、
「
家
」
は
、
農
民
Ｆ

も
っ
た
の
で
は
な
い
。
領
主
の
農
巨

で
あ
る
。
近
世
村
落
に
お
け
る
国

つ
き
、
村
落
の
構
成
単
位
で
あ
る
。

を
考
え
る
う
え
で
も
、
ま
た
、
日
本
人
の
社
会
意
識
や
態
度
に
お
け
る
「
公
」
と
「
私
」
と
の
観
念
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
「
私
的
」
性
格
を
も
つ
家
族
は
、
「
公
的
」
性
格
を
も
つ
家
の
な
か
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
、
包
み
込
ま
れ
て
、
村
落
共
同
体
の
な
か

に
統
合
さ
れ
、
さ
ら
に
支
配
機
構
の
な
か
に
統
合
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
の
も
と
で
は
、
「
公
」
と
「
私
」
と
が
対
抗

関
係
を
な
す
よ
り
よ
り
は
、
「
私
」
の
一
‐
公
」
へ
の
埋
没
と
い
う
傾
向
が
顕
著
と
な
る
。
明
治
維
新
以
降
、
わ
が
国
が
短
期
間
の
う
ち
に
急
速
に

国
家
主
義
を
確
立
し
、
そ
の
も
と
で
「
滅
私
奉
公
」
や
「
公
私
の
未
分
離
」
、
あ
る
い
は
「
国
家
」
と
「
市
民
社
会
」
の
一
元
的
未
分
離
の
状
況

を
つ
く
り
だ
し
た
歴
史
的
条
件
の
ひ
と
つ
は
、
近
世
の
社
会
構
造
や
支
配
櫛
造
の
社
会
単
位
を
な
す
家
の
も
つ
性
格
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
家
」
は
、
農
民
に
た
い
す
る
領
主
の
支
配
単
位
を
な
す
と
い
っ
て
も
、
農
民
の
「
家
」
が
、
個
別
的
に
領
主
と
直
接
的
関
係
を

も
っ
た
の
で
は
な
い
。
領
主
の
農
民
支
配
は
、
直
接
に
は
「
村
」
を
支
配
単
位
と
し
、
「
村
」
支
配
を
と
お
し
て
「
家
」
支
配
を
お
こ
な
っ
た
の

で
あ
る
。
近
世
村
落
に
お
け
る
「
村
切
」
と
「
村
請
制
」
と
が
そ
れ
を
端
的
に
し
め
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
は
、
村
落
と
直
接
的
に
結
び
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の
場
合
、
生
産
手
段
の
共
有
や
共
同
利
用
は
、
山
林
の
入
会
と
水
利
の
共
同
利
用
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村

落
共
同
体
に
比
べ
て
日
本
の
村
落
の
共
同
性
は
弱
体
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
村
落
を
「
共
同
体
」
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
生
産
手
段
の
共
有
や
共
同
利
用
の
承
で
は
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
契
機

は
、
支
配
権
力
に
よ
る
「
共
同
体
」
の
編
成
で
あ
る
。
そ
の
支
配
権
力
が
、
村
落
内
部
の
自
首
的
・
自
律
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
村
落
外
部
か

ら
の
他
首
的
・
他
律
的
な
も
の
か
を
問
わ
ず
、
「
共
同
体
」
と
し
て
の
形
を
与
え
、
団
体
と
し
て
構
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
い

う
よ
う
に
、
支
配
権
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。
支
配
権
力
に
よ
る
構
成
を
欠
い
た
場
合
、
生
産
手
段
の
共
有
や
共
同
利
用
の
承
で
は
、
個
々
の
「
共

同
関
係
」
は
成
立
し
て
も
、
村
落
が
ひ
と
つ
の
「
共
同
体
」
と
し
て
は
編
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
村
落
共
同
体
の

考
察
は
、
生
産
手
段
の
共
有
や
共
同
利
用
の
側
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
支
配
権
力
に
よ
る
編
成
と
い
う
複
眼
的
視
座
か
ら
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら

同
関
係
」
は
成
立
し
一

考
察
は
、
生
産
手
段
（

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
承
れ
ば
、
日
本
の
近
世
村
落
が
「
共
同
体
」
と
し
て
成
立
す
る
契
機
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
落
共
同
体
と
比
較
し
て
、
む
し
ろ

領
主
権
力
に
よ
る
編
成
の
側
面
に
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
い
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
村
落
共
同
体
の
自
治
的
側
面
よ
り
は
、
支

配
の
未
端
組
織
の
性
格
が
よ
り
強
い
と
い
う
特
徴
を
う
ゑ
だ
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
落
共
同
体
に
対
す
る
領

主
権
力
の
支
配
を
軽
視
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
日
本
の
近
世
村
落
に
お
け
る
自
治
的
側
面
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
い
か
に
支
配
権
力
が

強
固
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
般
に
前
近
代
的
支
配
は
、
個
人
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
村
落
を
単
位
に
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
支
配
の
た
め
に
は
村
落
に
よ
る
自
治
権
を
一
定
程
度
容
認
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
近
世
村
落
が
、
支
配
権

力
に
よ
る
編
成
と
支
配
機
構
の
下
部
組
織
の
性
格
が
強
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
近
世
村
落
の
も
つ
こ

の
性
格
は
、
明
治
以
降
の
近
代
社
会
の
な
か
で
、
村
落
共
同
体
が
、
支
配
と
自
治
と
の
対
抗
関
係
の
な
か
で
、
い
か
な
る
性
格
を
も
ち
、
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
し
た
か
を
考
え
る
場
合
に
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
近
世
村
落
は
、
支
配
単
位
の
行
政
村
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
な
「
公
的
」
性
格
を
も
つ
「
家
」
の
共
同
関
係
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
。

（
○
Ｏ
）

そ
れ
は
、
中
田
薫
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
個
の
法
人
格
を
も
つ
強
固
な
団
体
と
し
て
編
成
さ
れ
た
。
生
産
手
段
の
共
有
や
共
同
利
用
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こ
う
し
た
近
世
村
落
共
同
体
の
椛
造
の
も
と
で
は
、
「
家
」
は
最
終
的
に
は
代
官
所
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
と
い
う
「
公
的
」
性
格
を
も
つ
と

同
時
に
、
事
前
に
は
村
役
人
の
吟
味
に
よ
っ
て
意
思
決
定
さ
れ
る
「
村
事
項
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
安
永
九
年
（
一
七
八
○
）
の
信
州
長
士

（
ｎ
コ
）

呂
村
の
史
料
で
は
、
本
百
姓
の
息
子
・
兄
弟
に
あ
た
る
親
族
の
従
属
農
民
（
親
類
抱
）
を
本
百
姓
に
と
り
立
て
五
人
組
の
判
頭
に
す
る
た
め
に

は
、
村
内
の
村
役
人
の
承
認
を
と
り
つ
け
、
そ
の
う
え
で
代
官
所
に
願
い
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
百
姓
の
息
子
や
兄
弟
に
財
産
を
わ
け
、
経
営

や
生
計
を
独
立
さ
せ
て
従
属
身
分
に
す
る
こ
と
は
、
村
役
人
や
代
官
所
へ
の
届
出
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
「
一
軒
前
の
家
」
と
し

て
承
と
め
る
か
否
か
は
、
親
の
意
思
で
決
定
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
村
内
の
村
役
人
の
意
思
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
家
」
が
、
「
公
的
」
性
格
を

も
ち
、
同
時
に
「
村
事
項
」
で
あ
る
と
い
う
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
、
従
属
身
分
の
農
民
が
、
本
百
姓
身
分
と
な
り
、
．
軒
前
の
家
」
と
な
る
た
め
に
は
、
や
は
り
屋
敷
地
の
所
持
が
前
提
と
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
際
、
屋
敷
地
の
取
得
は
、
親
の
屋
敷
地
を
男
子
が
分
割
し
、
さ
ら
に
そ
の
屋
敷
地
を
孫
が
分
割
す
る
よ
う
に
、
屋
敷
地
の
細
分

化
に
よ
る
も
の
と
、
畑
地
を
屋
敷
地
に
転
化
し
て
い
く
場
合
と
、
絶
家
跡
株
や
質
流
れ
に
よ
っ
て
取
得
す
る
場
合
が
あ
る
。
朝
尾
直
弘
氏
に
よ
る

（
皿
）

と
、
河
内
国
更
池
村
で
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
か
ら
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
八
四
年
間
に
屋
敷
地
は
三
倍
強
に
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
後
藤
陽
一
氏
に
よ
る
と
、
備
後
の
五
ヶ
村
で
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
七
己
か
ら
元
禄
一
三
年
（
一
七
○
○
）
ま
で
の
二
九
年
間
の
屋
敷
面

（
ｕ
）

積
の
増
加
率
は
、
高
い
と
こ
ろ
で
は
、
七
’
八
倍
に
な
り
、
低
い
と
こ
ろ
で
も
四
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
従

属
身
分
の
多
く
の
者
が
本
百
姓
に
上
昇
し
て
い
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自
立
化
の
多
く
は
、
本
百
姓
の
息
子
や
兄
弟
等
の
親

族
の
従
属
農
民
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
親
族
の
従
属
農
民
た
ち
は
、
親
か
ら
の
分
割
相
続
に
よ
っ
て
自
立
化
が
容
易
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し

て
、
非
親
族
の
従
属
農
民
の
場
合
は
、
田
畑
の
取
得
や
屋
敷
地
の
取
得
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ

る
「
名
子
ヌ
ヶ
」
に
よ
っ
て
身
分
的
に
自
立
化
し
た
場
合
で
も
、
零
細
高
持
な
い
し
無
高
の
者
が
多
く
、
そ
の
う
え
、
村
政
へ
の
発
言
権
や
入
会

固
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
エ

な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

に
お
い
て
は
弱
体
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
団
体
と
し
て
の
結
合
の
強
固
さ
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
落
共
同
体
よ
り
も
む
し
ろ
強

固
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
支
配
権
力
に
よ
る
村
落
と
家
と
の
高
度
な
組
織
化
と
、
生
活
の
細
部
に
わ
た
る
行
政
指
導
と
法
的
規
制
が
主
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権
等
に
制
限
が
く
わ
え
ら
れ
、
家
屋
の
軒
の
高
さ
の
制
限
や
葬
祭
に
お
け
る
祥
の
着
用
の
禁
止
、
あ
る
い
は
旧
主
家
へ
の
忠
勤
な
ど
旧
身
分
の
遺

制
か
ら
容
易
に
脱
脚
し
え
な
か
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
い
。

第
三
に
、
屋
敷
地
と
夫
役
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
屋
敷
地
の
名
請
あ
る
い
は
貸
与
は
、
屋
敷
地
を
媒
介
に
し
て
、
そ

こ
に
住
む
人
間
や
家
族
に
対
し
て
主
従
的
支
配
関
係
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
対
人
支
配
」
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

夫
役
な
い
し
賦
役
は
、
こ
の
主
従
関
係
的
な
対
人
支
配
に
た
い
す
る
従
者
の
奉
仕
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
田
畑
の
名
請
に
も
と
づ
く
貢
租
や
、
田
畑

の
貸
借
関
係
に
も
と
づ
く
小
作
料
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
同
じ
土
地
で
あ
っ
て
も
、
屋
敷
地
と
田
畑
と
は
、
異
な
っ
た
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
古
代
律
令
制
や
中
国
で
は
、
対
人
支
配
と
儒
役
労
働
の
徴
用
は
、
戸
籍
を
も
と
に
し
て
、
正
丁
の
個
人
単
位
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
し

か
し
、
わ
が
国
の
場
合
は
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
在
家
や
公
事
家
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
屋
敷
地
や
家
を
媒
介
に
し
て
儒
役
労
働
を
徴
用
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
田
畑
を
媒
介
に
し
た
貢
租
や
夫
役
・
賦
役
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
役
や
賦
役
は
、
所

持
し
た
り
貸
借
し
た
田
畑
面
積
と
は
無
関
係
に
、
い
わ
ば
「
家
割
り
」
に
ほ
ぼ
一
定
量
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
さ
き
に
、
有
賀
氏
が
、
名
子
の
賦

役
を
小
作
料
の
原
型
と
ゑ
な
し
、
両
者
を
同
一
の
社
会
関
係
や
系
譜
に
属
す
る
も
と
と
み
る
見
解
に
賛
同
し
た
が
た
い
と
い
っ
た
理
由
も
こ
こ
に

あ
る
。
た
だ
、
従
属
農
民
の
場
合
、
そ
の
身
分
上
で
の
従
属
と
小
作
関
係
が
現
実
に
は
重
な
り
合
う
た
め
両
者
は
区
別
し
が
た
い
状
況
に
あ
る

が
、
理
論
的
に
は
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
敷
地
は
、
．
軒
前
の
家
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
屋
敷
地
の
名
請
や
貸
与
は
、
家
的
主
従
関
係
の
設
定
と
い
う

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
領
主
と
本
百
姓
の
関
係
の
も
と
で
は
、
屋
敷
地
の
名
請
は
、
独

、
、

立
し
た
家
の
認
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
屋
敷
地
の
所
持
の
公
認
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
百
姓
と
従
属
農
民
の
関
係
に
お
い
て
は
、
屋
敷
地
の
分
割

で
も
な
け
れ
ば
、
本
百
姓
の
屋
敷
地
と
別
個
の
屋
敷
地
を
設
定
し
た
も
の
で
も
な
い
。
現
実
に
は
、
名
子
は
本
百
姓
と
同
一
の
屋
敷
地
内
に
居
住

、
、

し
た
り
、
離
れ
た
畑
地
に
居
住
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
本
百
姓
の
所
持
す
る
屋
敷
地
の
中
に
居
住
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
属
農
民
は
、
本
百
姓
の
「
家
の
中
の
者
」
で
あ
る
。
本
百
姓
と
従
属
農
民
と
の
関
係
は
、
屋
敷
地
を
媒
介
と
し
て
主
従

的
身
分
関
係
を
と
り
結
び
、
本
百
姓
の
家
構
成
員
と
し
て
組
承
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
本
百
姓
の
従
属
農
民
に
な
る
に
際
し
て
、
そ
の
証
文
が
、
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「
屋
敷
借
証
文
」
と
な
っ
て
い
た
り
、
ま
た
、
本
百
姓
が
従
属
農
民
を
「
わ
が
屋
敷
に
指
し
置
き
」
と
い
う
の
は
、
従
属
身
分
の
設
定
が
、
な
に

よ
り
も
屋
敷
地
を
媒
介
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
の
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
従
属
農
民
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
従
属
身
分
に
あ
る
農
民
の
す
べ
て
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
百
姓
と
非
親
族
の
関
係

に
あ
る
者
の
み
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
百
姓
と
親
族
関
係
に
あ
る
従
属
農
民
に
つ
い
て
は
、
非
親
族
の
者
と
異
な
っ
た
関
係
に
あ

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
族
の
従
属
農
民
も
、
従
属
身
分
で
あ
る
限
り
は
、
本
百
姓
の
家
の
中
の
者
で
あ
り
、
対
領
主
関
係

や
対
村
落
の
関
係
に
お
い
て
「
公
的
」
な
権
利
義
務
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
非
親
族
の
者
と
差
異
は
な
い
が
、
本
百
姓
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

親
族
の
従
属
農
民
は
、
原
則
と
し
て
主
従
的
身
分
関
係
を
も
た
な
い
し
、
本
百
姓
に
賦
役
を
提
供
す
る
義
務
も
な
い
。
近
世
初
期
の
農
民
の
間
に

男
子
均
分
相
続
が
多
く
お
こ
な
わ
れ
た
の
を
ふ
れ
ば
、
本
百
姓
と
親
族
の
従
属
農
民
と
の
家
内
部
に
お
け
る
関
係
は
共
同
的
関
係
で
あ
っ
た
と
み

最
後
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
一
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
分
家
」
概
念
の
混
乱
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
は
、

従
属
身
分
に
あ
っ
た
者
（
多
く
は
親
族
の
者
）
を
、
本
百
姓
と
し
て
一
軒
前
の
家
と
し
て
分
立
さ
せ
る
こ
と
を
「
分
家
」
と
よ
ぶ
と
同
時
に
、
奉
公

人
や
ワ
ラ
ジ
ヌ
ギ
を
従
属
身
分
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
も
「
名
子
分
家
」
な
ど
と
よ
ん
で
、
両
者
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
同
一
の

「
分
家
」
の
範
晴
で
と
り
あ
つ
か
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
家
の
語
の
暖
味
さ
に
よ
る
も
の
だ
が
、
概
念
的
に
明
確
に
区
分
さ
れ
る
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
奉
公
人
や
ワ
ラ
ジ
ヌ
ギ
を
「
名
子
分
家
」
に
取
り
立
て
る
こ
と
は
、
本
百
姓
の
家
計
や
居
住
や
経
営
か
ら
の
分
離
、
世
帯
の
分
離
を

意
味
し
て
も
、
「
家
」
と
し
て
の
分
離
独
立
を
意
味
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
百
姓
の
家
の
な
か
に
主
従
関
係
的
に
く
ゑ
込
む
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
本
百
姓
と
し
て
、
．
軒
前
の
家
」
と
し
て
の
分
家
は
、
屋
敷
地
の
所
有
権
の
分
割
で
あ
り
、
独
立
し
た
屋
敷
地
の
設
定
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
分
家
」
の
差
異
は
、
同
族
間
に
お
け
る
親
族
分
家
と
非
親
族
分
家
と
の
差
異
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
お
い
て
、
近
世
初
期
に
お
け
る
領
主
と
本
百
姓
、
お
よ
び
本
百
姓
と
従
属
農
民
と
の
間
の
二
重
の
支
配
関
係
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

屋
敷
地
を
媒
介
に
し
て
成
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
支
配
関
係
が
、
屋
敷
地
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
家
的
」
な
性
格
を
も
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っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
屋
敷
地
の
問
題
は
、
さ
ら
い
い
く
つ
か
の
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
屋
敷
地
の
所
持
を
基
準
と
し
た
身
分
構
成
は
、
た
ん
に
農
民
社
会
に
の
ゑ
み
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
商
人
や
職
人
等
の
町
人
社
会

に
お
い
て
も
同
様
に
承
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
町
人
と
は
、
本
来
町
屋
敷
の
所
持
者
を
さ
し
、
か
れ
ら
が
領
主
や
町
に
対
し
て
公
的
て
い
た
権
利

義
務
は
、
本
百
姓
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
借
屋
・
店
が
り
・
借
地
の
者
が
、
領
主
や
町
に
対
し
て
公
的
権
利
義
務
を

も
た
な
い
こ
と
も
、
従
属
農
民
と
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
町
人
の
社
会
に
お
い
て
も
、
屋
敷
地
は
身
分
と
強
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
屋
敷
持
の
町
人
と
借
屋
・
店
が
り
・
借
地
の
者
と
の
関
係
が
、
近
世
初
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か

に
し
な
い
の
で
何
と
も
い
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
土
地
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
な
町
人
社
会
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
本
百
姓
と
従
属
農
民
と
の

関
係
と
同
様
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

第
二
に
、
武
家
社
会
に
お
い
て
も
、
屋
敷
（

領
屋
敷
の
下
賜
と
、
大
名
の
「
家
中
」
の
武
に

第
二
に
、
武
家
社
会
に
お
い
て
も
、
屋
敷
の
下
賜
に
よ
る
「
家
的
」
支
配
関
係
の
設
定
が
承
ら
れ
る
。
大
名
や
家
臣
に
対
す
る
将
軍
か
ら
の
拝

領
屋
敷
の
下
賜
と
、
大
名
の
「
家
中
」
の
武
士
に
対
す
る
屋
敷
の
下
賜
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
屋
敷
の
下
賜
は
、
武
士
の
身
分
に
応
じ
て

武
家
屋
敷
の
場
合
も
あ
れ
ば
町
屋
敷
の
場
合
も
あ
る
。
ま
た
面
積
も
異
っ
て
い
る
し
、
個
別
に
与
え
ら
れ
る
場
合
や
組
単
位
で
与
え
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
役
を
つ
と
め
る
町
人
に
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
屋
敷
の
下
賜
が
「
家
的
」
主
従
関
係
の

第
三
に
、
屋
敷
地
と
か
か
わ
っ
て
屋
敷
神
信
仰
の
問
題
が
あ
る
。
屋
敷
神
信
仰
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
柳
田
国
男
、
鈴
木
栄
太
郎
、
和
歌
森

太
郎
氏
等
の
研
究
が
あ
り
、
こ
と
に
直
江
広
治
氏
の
『
屋
敷
神
の
研
究
』
は
、
北
は
岩
手
県
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
に
至
る
ほ
と
ん
ど
日
本
全
土
に

わ
た
る
屋
敷
神
信
仰
の
諸
形
態
の
事
例
が
蒐
集
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
屋
敷
神
は
、
屋
敷
Ⅱ
家
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
家
の
聖
な
る
統
合
シ
ン

ボ
ル
で
あ
り
、
守
護
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
先
祖
観
念
の
ひ
と
つ
の
形
態
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
祭
祀
形
態
を
歴
史
的
に
承
れ
ば
、
直
江
氏

も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
家
屋
敷
神
や
一
門
屋
敷
神
が
古
く
、
各
戸
屋
敷
神
は
、
近
世
初
期
の
大
家
族
制
度
の
解
体
以
降
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
直
江
氏
は
、
本
家
頭
屋
制
が
本
来
の
形
で
あ
る
と
承
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
た
だ
ち
に
賛
同
し
が
た
い
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
初
期
本
百
姓
体
制
の
内
部
構
造
や
、
同
族
団
の
内
部
構
造
の
理
解
の
差
異
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
。

設
定
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
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第
四
は
、
上
述
の
よ
う
な
近
世
初
期
の
農
民
を
中
心
に
し
て
承
ら
れ
る
屋
敷
地
の
論
理
が
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き

た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
古
代
律
令
制
の
下
で
も
宅
地
は
強
い
私
有
制
の
下
に
あ
っ
た
と
い

（
胆
）

う
中
田
薫
氏
等
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宅
地
の
私
有
制
を
根
拠
に
し
て
中
世
荘
園
制
が
拡
大
し
て
き
た
と
い
う
清
水
三
男
・
戸
田
芳
実

（
過
）

氏
等
の
「
宅
の
論
理
」
で
あ
る
。
こ
と
に
、
屋
敷
地
お
よ
び
園
地
を
給
与
さ
れ
、
領
主
に
揺
役
提
供
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
中
世
在
家
に
つ
い
て
の

石
母
田
正
氏
の
研
究
と
、
夫
役
や
公
事
が
、
対
地
税
で
あ
る
年
貢
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
人
を
対
象
と
し
、
人
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
家

（
皿
）

を
対
象
に
し
た
対
人
税
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
永
島
福
太
郎
氏
の
公
事
家
の
研
究
は
、
屋
敷
地
の
論
理
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
際
問
題
と
な
る
の
は
、
中
世
在
家
や
公
事
家
が
、
近
世
初
期
本
百
姓
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

の
が
実
証
さ
れ
る
の
は
、
東
国
や
近
畿
の
山
村
地
方
の
承
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
国
地
方
で
は
、
在
家
史
料
は
一
三
’
四
世
紀
以
降
に

盛
ん
に
出
現
し
、
近
世
初
期
本
百
姓
へ
の
つ
な
が
り
が
承
ら
れ
る
が
、
近
畿
先
進
地
方
で
は
在
家
史
料
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
二
世
紀
後
期
で
あ

る
が
、
一
三
世
紀
頃
か
ら
一
部
を
残
し
て
姿
を
消
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
在
家
は
近
世
初
期
本
百
姓
に
直
接
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
、
名
主
と
屋
敷
地
、
お
よ
び
名
主
と
従
属
農
民
と
の
間
に
お
け
る
屋
敷
地
の
問
題
の
研
究
が
進
ま
な
い
と
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け

て
の
屋
敷
地
の
つ
な
が
り
は
十
分
明
蜥
に
な
っ
て
こ
な
い
。

第
五
は
、
屋
敷
地
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
沖
縄
本
島
や
そ
の
周
辺
の
島
々
に
残
存
し
て
い
る
屋
敷
地
の
問

（
過
）

題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
、
河
村
只
雄
氏
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
馬
渕
東
一
氏
は
、
波
照
間
村
の
社
会
構
造
を
、
家
筋
、
血
筋
と
を
あ

（
略
）

わ
せ
て
屋
敷
筋
と
い
う
三
つ
の
社
会
関
係
の
範
時
に
よ
っ
て
分
析
す
る
視
角
を
提
唱
し
た
。
馬
渕
氏
が
、
屋
敷
筋
と
し
て
重
視
し
て
い
る
の
は
拝

所
の
氏
子
集
団
と
し
て
の
単
位
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
屋
敷
の
問
題
は
、
近
年
、
村
武
精
一
氏
と
山
路
勝
彦
氏
に
よ
っ
て
も
注
目
さ
れ
、
村
武
氏
は
屋
敷
が
祖
霊
観
念
と
組
び
つ
い
て
聖
地
と
し

て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
、
屋
敷
神
祠
が
、
屋
敷
の
東
ま
た
は
南
方
向
に
祀
ら
れ
、
そ
れ
が
空
間
的
方
向
性
に
お
い
て
男
性
原
理
を
示
す

（
Ⅳ
）

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
山
路
氏
は
、
屋
敷
地
の
長
男
優
先
相
続
が
た
て
ま
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
祖
先
崇
拝
観
念
と
結
び

（
肥
）

つ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
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松
本
氏
の
こ
の
叙
述
が
、
な
に
を
原
典
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
は
詳
か
に
し
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
村
落
共
同
体
の
中
で
屋
敷

（
虹
）
（
”
）
（
羽
）

地
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
門
外
漢
の
わ
た
し
は
、
わ
ず
か
に
増
田
四
郎
、
三
好
正
喜
、
ネ
ウ
ス
ィ
ヒ
ン
氏
等
の
著

作
で
散
見
し
た
程
度
で
あ
る
か
ら
、
問
題
点
の
指
摘
以
上
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

永
原
慶
二
氏
は
、
「
園
宅
地
が
私
的
所
有
形
成
の
最
初
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
は
、
人
類
史
に
普
遍
的
な
法
則
性
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
く
、

（
型
）

日
本
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
と
時
代
に
お
け
る
支
配
構
造
や
村
落

構
造
や
身
分
構
成
の
差
異
に
応
じ
て
屋
敷
地
（
園
宅
地
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
国
際
比
較
史
研
究
を
通
し
て
、
日
本
社
会
の
構
造
に
お
い
て
屋
敷
地
が
も
っ
て
き
た
意
味
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

比
較
研
究
の
い
ま
一
つ
は
、
国
際
比
較
研
究
の
問
題
で
あ
る
。
こ
と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
、
大
塚
久
雄
氏
の
『
共
同
体
の
基
礎
理

論
』
に
お
い
て
、
宅
地
（
一
三
）
と
そ
の
周
辺
の
庭
畑
地
（
雪
員
》
含
『
§
）
と
を
含
め
た
ヘ
レ
デ
ィ
ウ
ム
（
言
『
の
言
ョ
）
と
が
、
土
地
私
有
権
の
始

（
四
）

源
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
松
本
新
八
郎
氏
も
、
古
代
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
宅
地
と
園
地
と
は
、
そ
の
所
有
者
（
世
帯
共

同
体
）
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
耕
地
の
班
給
を
受
け
る
権
利
の
象
徴
で
あ
り
、
同
時
に
村
落
の
構
成
員
た
る
資
格
を
表
示
す
る
と
い
う
観
念
の
も
と

に
所
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
中
世
に
お
い
て
も
、
家
宅
園
地
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
耕
地
の
獲
得
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に

（
別
）

も
な
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

g､愈守含'1,註
、=ノ 、＝ノ、‐ノ、_ノ、=ノ

今
井
林
太
郎
・
八
木
哲
浩
『
封
建
社
会
の
農
村
構
造
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
§

後
藤
陽
一
『
近
世
村
落
の
社
会
史
的
研
究
』
、
渓
水
社
、
一
九
八
二
年
。

有
賀
喜
左
衛
門
「
岩
手
県
二
戸
郡
石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
」
、
一
九
三
九
年
（
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
Ⅲ
、
所
収
）
。

中
村
吉
治
『
近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。

中
村
吉
治
、
前
掲
書
。
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（
６
）
『
滋
賀
県
史
』
第
五
巻

（
７
）
所
三
男
「
近
世
初
期
（

（
８
）
中
田
薫
「
徳
川
時
代
》

（
９
）
『
長
野
県
史
・
近
世
由

（
Ⅲ
）
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
毒

（
ｕ
）
後
藤
陽
一
、
前
掲
書
。

（
皿
）
中
田
薫
「
律
令
時
代
（

（
魁
）
清
水
三
男
「
上
代
の
‐

史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、

『
滋
賀
県
史
』
第
五
巻

清
水
三
男
「
上
代
の
土

中
田
薫
「
律
令
時
代
の

（
肥
）
山
路
勝
彦
「
沖
縄
・
渡
名
喜
島
の
門
中
に
つ
い
て
の
予
備
報
告
」
（
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
五
四
号
、
一
九
六
七
年
）
。
同
「
八
門
中
Ｖ
と
八
家
Ｖ
に
関
す

る
覚
書
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
七
八
号
、
一
九
七
一
年
）
。

（
岨
）
大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
、
一
九
五
五
年
（
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
七
巻
、
所
収
）
。

（
別
）
松
本
新
八
郎
『
中
世
社
会
の
研
究
』
（
復
刊
）
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
一
年
。

（
皿
）
増
田
四
郎
『
西
洋
中
世
社
会
史
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
。
第
一
三
章
。

（
理
）
三
好
正
喜
「
ド
イ
ツ
中
世
の
初
期
の
村
落
と
ホ
ー
プ
」
（
清
水
盛
光
、
会
田
雄
次
編
『
封
建
社
会
と
共
同
体
』
、
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）
。

（
恥
）
ァ
・
イ
・
ネ
ウ
ス
ィ
ヒ
ン
「
八
’
一
○
世
紀
の
南
部
な
ら
び
に
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
同
体
の
構
造
」
（
林
基
・
山
岡
亮
一
監
修
『
ゲ
ル
マ
ン
共
同
体

（
巧
）
河
村
只
雑

（
船
）
馬
淵
東
一

（
Ⅳ
）
村
武
精
一

一
九
七
三
年
。

河
村
只
雄

（
Ⅲ
）
永
島

年
三
月
）
。
永
島

の
基
本
構
造
』
、
有
斐
閣
、
一
九
六
○
年
）
。

（
型
）
永
原
慶
二
『
日
本
の
中
世
社
会
』
、
岩

『
日
本
の
中
世
社
会
』
、
岩

、
一
九
二
八
年
。

所
三
男
「
近
世
初
期
の
本
百
姓
役
ｌ
役
家
と
夫
役
の
関
係
に
つ
い
て
ｌ
」
（
『
封
建
制
と
資
本
制
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
。

中
田
薫
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
村
の
人
格
」
（
『
中
田
薫
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
、
所
収
）
。

『
長
野
県
史
・
近
世
史
料
編
』
第
二
巻
、
所
収
。

朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年
。

福
太
郎
「
公
事
足
と
公
事
屋
」
（
『
史
学
論
法
』
六
○
編
八
号
、
一
九
五
一
年
八
月
）
。
同
「
公
事
家
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
三
編
三
号
、
一
九
五
四

地
関
係
」
、
亘

研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
。

土
地
私
有
権
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
、
所
収
）
。

清
水
三
男
「
上
代
の
土
地
関
係
」
、
伊
藤
書
店
、
一
九
四
三
年
（
『
清
水
三
男
著
作
集
第
』

『
続
南
方
文
化
の
探
究
』
、
一
九
四
三
年
。

馬
淵
東
一
「
波
照
間
島
そ
の
氏
子
組
織
」
（
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
四
一
号
、
一
九
六
五
年
、
『
馬
淵
東
一
著
作
集
』
第
一
巻
、
所
収
）
。

村
武
精
一
「
沖
縄
本
島
・
名
域
の
号
胃
の
弓
．
家
・
ヤ
シ
キ
と
村
落
空
間
」
（
『
民
俗
学
研
究
』
三
六
号
、
一
九
七
一
年
）
。
同
『
家
族
の
社
会
人
類
学
』
、

波
書
店
、
一
九
六
八
年
。

一
巻
、
校
倉
書
房
、
所
収
）
。
戸
田
芳
実
『
日
本
領
主
制
成
立
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な
お
、
屋
敷
地
に
つ
い
て
の
拙
稿
は
、
「
家
と
屋
敷
地
」
（
上
・
中
・
下
）
（
神
戸
大
学
社
会
学
研
究
会
『
社
会
学
雑
誌
』
一
’
三
）
号
お
よ
び
『
家
・
同
族
団

村
落
の
社
会
史
』
（
昭
和
六
三
年
度
文
部
省
科
研
報
告
書
）
。

（
神
戸
大
学
社
会
学
）

－37－


