
柳
田
國
男
の
屋
敷
と
家
族
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
を
整
理
す
る
場
合
、
柳

田
が
一
九
○
四
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
『
中
央
農
事
報
』
第
四
六
～
四

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

八
号
に
寄
せ
た
「
中
農
養
成
策
」
の
な
か
で
「
村
の
耕
地
は
村
に
属
す
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、

い
ふ
旧
時
代
の
思
想
」
（
藤
井
隆
至
編
『
柳
田
國
男
農
政
論
集
』
法
政
大
学

出
版
局
、
四
二
頁
、
傍
点
原
文
）
と
い
い
、
ま
た
一
九
○
九
年
七
月
の
第
一

回
地
方
改
良
事
業
講
習
会
で
の
講
演
「
艇
業
経
済
と
村
是
」
（
の
ち
、
『
時

代
と
農
政
』
聚
精
堂
、
一
九
一
○
年
一
二
月
、
に
収
録
）
に
お
い
て
「
本
来

『
村
の
土
地
は
村
で
利
用
す
る
』
と
云
ふ
思
想
は
歴
史
上
の
根
拠
を
持
つ
」

（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
八
以
下
『
定
本
』
と
略
記
Ｖ
第
一
六
巻
、
一
五
頁
）

と
述
べ
て
い
る
文
脈
の
か
ら
ゑ
で
ゑ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
さ

い
柳
田
が
村
に
つ
い
て
「
民
居
の
一
集
団
即
ち
宅
地
の
有
る
部
分
の
承
」
を

い
い
、
「
村
民
が
耕
作
す
る
田
畠
乃
至
は
其
利
用
す
る
山
林
原
野
は
則
ち
単

に
其
村
に
属
す
る
土
地
で
あ
」
（
『
定
本
』
第
一
六
巻
、
一
五
頁
）
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

柳
田
は
こ
こ
に
お
い
て
宅
地
を
屋
敷
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
窺

「
柳
田
國
男
」
１
１
屋
敷
と
家
族
に
関
連
し
て
Ｉ

〔
学
説
研
究
〕

一

え
る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
所
有
も
し
く
は
保
有
の
主
体
は

家
族
と
い
う
意
味
で
の
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
九
二
六
年
四
月
に
早
稲
田

大
学
講
義
録
と
し
て
出
さ
れ
た
『
日
本
農
民
史
』
（
刀
江
書
院
、
一
九
三
一

年
二
月
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
労
働
団
即
ち
家
族
」
（
『
定
本
』
第
一
六

巻
、
一
七
六
頁
）
で
あ
り
、
ま
た
、
一
九
二
七
年
九
月
か
ら
一
九
二
八
年
五

月
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
農
政
講
座
』
二
、
三
、
四
（
農
政
研
究
会
）
所

収
の
「
農
村
家
族
制
度
と
慣
習
」
の
な
か
で
「
農
業
に
は
も
と
賃
銀
の
要
ら

な
い
労
働
組
織
が
あ
っ
た
」
（
『
定
本
』
第
一
五
巻
、
三
四
二
頁
）
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
労
働
組
織
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
実
態
と
し
て
の
家

で
あ
る
。

た
だ
し
、
柳
田
が
こ
う
し
た
形
で
実
態
と
し
て
の
家
に
つ
い
て
明
確
な
発

言
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
農
民
史
研
究
に
力
を
注
い
だ
一
九
二
○
年
代

後
半
か
ら
で
あ
り
、
前
記
の
よ
う
な
村
の
定
義
を
行
な
っ
て
い
た
当
時
は
一

九
○
二
年
一
二
月
刊
行
の
『
最
新
産
業
組
合
通
解
』
（
大
日
本
実
業
学
会
）

の
自
序
に
お
い
て
、
農
民
の
離
村
・
脱
農
に
つ
い
て
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
「
国

力
の
根
底
を
動
揺
せ
し
む
る
は
勿
論
、
個
々
の
家
族
に
就
い
て
言
ふ
も
、
此

岩
本
由
輝
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転
住
の
多
数
は
或
意
味
に
於
て
は
家
道
の
零
落
な
り
、
祭
祀
の
滅
絶
な
り
」

（
『
定
本
』
第
二
八
巻
、
四
頁
）
と
い
い
、
ま
た
、
一
九
○
六
年
六
月
の
大

日
本
農
会
第
百
四
回
小
集
会
に
お
け
る
講
演
「
田
舎
対
都
会
の
問
題
」
（
の

ち
、
前
掲
『
時
代
と
農
政
』
に
収
録
）
に
お
い
て
、
「
家
の
永
続
」
を
と
り

あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
「
家
」
を
「
祖
先
が
繁
栄
せ
し
め
ん
と
欲
し
た
意
思
」

を
代
々
の
「
子
孫
」
が
伝
え
て
「
行
ふ
」
機
構
で
あ
り
、
「
各
人
」
が
「
其

祖
先
」
と
「
聯
絡
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
「
家
の
存
在
」
を
「
自
覚
」
す

る
こ
と
が
「
個
人
と
国
家
と
の
連
鎖
」
（
『
定
本
』
第
一
六
巻
、
三
八
～
九

頁
）
と
し
て
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
観
念
と
し
て
の
家
、
つ
ま
り
系
譜
と
し
て
の
家
が
つ
ね
に
念
頭
に
は

置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
柳
田
に
と
っ
て
実
態
と
し
て
の
家

は
、
労
働
組
織
と
し
て
の
そ
れ
と
い
っ
た
視
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ

た
に
せ
よ
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
所
有
あ
る
い
は
保
有
を
考
え
る
と
き
、
莫
然
と

し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
そ
う
し
た
視
点
で
の
家
の
認
識
は
あ
っ
た
と
承
る

こ
と
は
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
柳
田
が
屋
敷
あ
る
い
は
宅
地
に
つ
い
て
の
所
見
を
示
し
た
最
初

は
、
一
九
○
九
年
二
月
の
統
計
協
会
で
の
講
演
「
町
の
経
済
的
使
命
」
（
の

ち
、
前
掲
『
時
代
と
農
政
』
に
収
録
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い

て
柳
田
は
、
「
武
蔵
平
原
」
の
「
言
⑦
１
９
巴
の
道
路
が
横
切
っ
て
居
」
る

た
め
「
民
家
」
が
「
必
ず
道
路
の
両
側
に
併
立
し
て
居
」
る
「
村
」
に
お
け

る
屋
敷
の
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
、
「
普
通
三
畝
か
四
畝
」
の
「
地
割
」
を

一
一

「
一
戸
分
」
の
「
屋
敷
地
」
と
し
て
有
す
る
「
農
家
」
は
、
「
乾
場
用
の
空

地
を
家
の
後
の
方
へ
廻
し
て
、
ず
つ
と
路
傍
へ
乗
出
し
」
て
い
る
こ
と
か

ら
、
屋
敷
の
形
状
は
「
細
長
き
こ
と
刺
身
の
如
く
」
（
『
定
本
』
第
一
六
巻
、

五
四
頁
）
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
柳
田
は
、
屋
敷
が
家
屋
の

敷
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
農
産
物
の
乾
燥
な
ど
、
農
作
業
上
不
可
欠
の
場
所

で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
前
掲
「
農
業
経
済
と
村
是
」
に
お
い
て
、
柳
田
は
屋
敷
Ｉ
宅
地

に
関
し
て
関
東
の
村
と
上
方
の
村
と
を
比
較
し
、
「
関
東
で
は
宅
地
の
周
囲

に
は
樹
木
が
あ
り
畠
が
あ
り
、
村
は
一
言
で
い
へ
ぱ
青
い
と
い
ふ
感
じ
を
与

へ
」
る
の
に
対
し
、
「
上
方
で
は
純
然
た
る
農
村
で
も
人
家
が
密
集
し
、
樹

木
が
少
な
く
、
白
壁
や
瓦
屋
根
が
露
出
し
て
居
」
り
、
「
一
言
に
い
へ
ぱ
白

い
と
い
ふ
感
じ
で
あ
」
（
以
上
、
一
八
頁
）
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
違

い
の
理
由
と
し
て
、
柳
田
は
、
「
所
謂
寛
郷
で
あ
」
っ
た
関
東
で
は
「
士
著

の
当
時
た
っ
ぷ
り
の
屋
敷
の
地
割
を
致
し
」
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

挙
げ
、
「
後
日
之
を
田
畠
に
開
」
い
て
も
「
概
し
て
屋
敷
が
広
く
且
つ
互
に

離
れ
て
を
」
（
同
上
、
一
八
頁
）
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
す

る
。
こ
の
よ
う
に
屋
敷
の
地
割
の
な
か
に
あ
と
か
ら
田
畑
が
開
か
れ
る
と
い

う
事
実
は
、
屋
敷
と
い
う
こ
と
ば
が
村
の
な
か
で
集
落
を
意
味
す
る
ほ
ど
に

広
い
地
名
と
し
て
存
在
し
た
り
、
垣
内
と
い
う
こ
と
ば
が
非
常
に
多
義
的
な

内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
く
鍵
を
提
供
し
て
く
れ
よ
う
。
そ
の
さ

い
、
柳
田
は
「
下
総
の
原
野
地
方
の
村
」
を
例
と
し
、
そ
こ
で
は
「
家
の
め

ぐ
り
に
畠
が
あ
り
、
之
を
竹
薮
で
囲
ひ
、
桐
や
槻
ま
で
其
中
に
栽
ゑ
て
宛
然

一
つ
の
森
の
や
う
な
宅
地
が
い
く
ら
も
あ
」
る
と
し
、
「
建
物
の
軒
先
か
ら
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数
歩
な
ら
ず
し
て
凡
て
田
に
な
っ
て
居
」
る
ほ
ど
「
よ
く
開
け
た
上
方
」
の

「
殆
ど
穀
物
の
乾
燥
場
も
無
」
（
同
上
、
一
八
頁
）
い
状
態
と
の
対
比
を
行

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
下
総
の
村
と
い
う
の
は
、
柳
田
が
少
年
期
を
す
ご
し

た
利
根
川
河
畔
の
布
川
や
布
佐
に
お
け
る
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
し
、
上
方
の
村
は
柳
田
の
生
家
の
あ
っ
た
兵
庫
県
内
陸
部
の
辻
川
あ
た
り

の
そ
れ
を
脳
裏
に
描
い
て
の
こ
と
と
ゑ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
と
に
か
く
柳

田
に
と
っ
て
理
想
的
な
屋
敷
Ｉ
宅
地
と
は
、
家
屋
の
敷
地
の
ほ
か
に
穀
物
の

乾
燥
場
や
畠
や
竹
薮
や
居
久
根
林
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
せ
め
て
穀
物
の
乾

燥
場
だ
け
は
欠
か
せ
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
柳
田

は
屋
敷
Ｉ
宅
地
に
穀
物
の
乾
燥
場
の
と
れ
な
い
上
方
で
は
、
「
水
田
は
大
抵

排
水
が
出
来
て
穀
物
の
調
製
ま
で
に
田
を
使
ふ
所
が
あ
」
り
、
ま
た
「
麦
秋

に
は
田
が
水
に
成
っ
て
居
」
る
た
め
に
そ
こ
が
使
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
道
路
の
上
で
裸
麦
の
桴
を
簸
る
為
に
通
行
に
難
渋
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
」

（
同
上
、
一
八
頁
）
る
と
い
い
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
で
あ

る
穀
物
の
乾
燥
場
と
し
て
の
そ
れ
が
水
田
や
道
路
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
二
年
に
作
ら
れ
て
い
た
草
稿
「
美
濃
越
前
往
復
」
（
の

ち
、
『
北
国
紀
行
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
四
八
年
二
月
）
の
な
か
で
、

柳
田
は
コ
団
の
民
居
及
び
田
畑
の
集
合
を
カ
イ
ッ
と
謂
へ
り
」
と
し
て
、

「
カ
イ
ッ
は
即
ち
垣
内
に
て
、
本
来
は
一
人
の
地
主
、
又
は
一
家
の
家
長
が

持
っ
て
ゐ
た
名
残
か
と
思
は
る
」
（
『
定
本
』
第
三
巻
、
一
八
五
頁
）
と
述
べ
、

垣
内
に
屋
敷
の
意
の
あ
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。

柳
田
が
屋
敷
Ｉ
宅
地
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
確
な
規
定
を
行
な
っ
た
の
は
、

一
九
一
三
年
三
月
刊
行
の
『
郷
士
研
究
』
第
一
巻
第
一
号
所
載
の
「
宅
地
の

経
済
上
の
意
義
」
と
い
う
小
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
柳
田
は
そ
の
書
き
出
し

で
、
「
経
済
の
学
者
が
米
作
を
農
業
の
如
く
考
」
え
、
「
地
方
道
を
説
く
人

々
」
が
「
田
の
事
ば
か
り
に
重
を
置
く
‐
」
だ
け
で
、
「
畠
の
問
題
に
さ
へ
甚

疎
」
く
、
「
況
や
宅
地
の
如
き
は
単
に
農
民
の
容
器
ぐ
ら
ゐ
に
考
」
（
『
定
本
』

第
二
九
巻
、
三
九
五
頁
）
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
れ
は
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
発
言
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
柳
田
自
身
も
結
局
、
民
俗
学
を
大
多
数
の
ご
く
普
通
の
農
民

を
意
味
す
る
常
民
の
学
問
と
し
て
確
立
す
る
過
程
で
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
水
田
中
心
史
観
へ
の
早
い
時
期
で
の
批
判
の
一
つ
と
い
え
よ
う
し
、

ま
た
、
当
時
の
柳
田
が
ゑ
ず
か
ら
の
考
察
の
主
眼
を
少
数
と
い
う
よ
り
も
す

で
に
実
在
の
証
明
す
ら
覚
束
な
か
っ
た
山
人
に
お
い
て
い
た
こ
と
と
決
し
て

無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
柳
田
は
「
単
に
農
民
の
容
器
ぐ
ら
い
」
に

し
か
承
ら
れ
て
い
な
い
屋
敷
Ｉ
宅
地
を
、
「
少
く
も
中
世
の
百
姓
」
は
「
其

生
活
上
非
常
に
重
要
な
も
の
と
認
め
」
（
同
上
、
三
九
五
頁
）
て
い
た
と
し

て
、
そ
の
ゆ
え
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
経
済
的
意
義
と
い
う
形
で
説
い
て
い
る

が
、
そ
れ
を
整
序
的
に
ゑ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

柳
田
は
ま
ず
第
一
に
、

屋
敷
は
雷
に
住
宅
の
敷
地
の
用
を
為
す
の
み
で
は
無
く
、
又
物
置
物
乾

の
場
所
で
あ
る
の
ゑ
な
ら
ず
、
其
外
に
必
多
少
の
余
地
が
あ
っ
て
之
を
生

一
一
一
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産
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
所
謂
五
畝
の
宅
之
に
樹
る
に
桑
を
以

て
せ
ぱ
五
十
の
者
以
て
帛
を
衣
と
す
く
し
で
、
我
邦
で
も
夙
く
よ
り
屋
敷

に
桑
を
栽
る
こ
と
を
奨
励
せ
ら
れ
た
。
次
に
は
柿
栗
の
類
の
果
樹
で
、
砂

糖
の
無
い
時
代
の
必
要
な
る
食
料
で
あ
る
。
更
に
又
瓜
や
菜
を
作
る
。
令

の
規
定
に
於
て
は
園
地
は
宅
地
の
外
で
は
あ
る
が
、
法
律
上
の
取
扱
は
全

然
之
と
同
様
で
、
田
地
と
違
っ
て
年
期
割
替
の
制
度
も
な
く
、
戸
の
存
在

と
終
始
し
て
居
る
の
承
な
ら
ず
、
其
割
渡
に
は
原
則
と
し
て
屋
敷
の
地
続

を
給
せ
ら
れ
あ
る
こ
と
近
世
の
所
謂
汁
実
畠
と
同
じ
か
つ
た
ら
し
く
、
後

に
は
屋
敷
と
云
へ
ぱ
幾
分
の
畠
地
も
附
属
し
て
居
る
こ
と
と
な
っ
た
や
う

で
あ
る
。
其
為
で
あ
る
か
否
か
は
知
ら
ず
、
今
日
も
如
何
に
窮
屈
な
村
方

で
も
百
姓
家
の
端
に
は
必
地
味
と
日
当
の
良
い
番
の
し
や
す
い
往
復
の
最

も
楽
な
些
の
畠
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
野
方
場
の
在
方
の
旧
家
と
も

云
は
れ
る
家
で
は
、
其
地
面
が
存
分
に
取
っ
て
あ
る
。
竹
も
笥
も
桐
も
槻

も
樫
も
松
杉
も
屋
敷
の
中
か
ら
生
産
す
る
。
村
に
由
っ
て
は
長
百
姓
の
垣

内
に
は
所
謂
門
田
が
あ
っ
て
、
飲
水
の
余
を
以
て
之
を
養
ひ
、
正
月
の
餅

米
だ
け
は
此
で
作
る
者
も
あ
る
（
同
上
、
三
九
五
～
六
頁
）
。

と
い
う
。
こ
れ
は
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
利
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
住
宅
の

敷
地
」
と
し
て
の
機
能
と
「
物
置
物
乾
の
場
所
」
と
し
て
の
機
能
が
ま
ず
出

て
く
る
。
そ
し
て
、
｜
‐
物
置
物
乾
の
場
所
」
と
い
う
の
は
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
の

う
ち
、
ツ
ポ
と
か
ホ
カ
と
か
シ
ロ
と
か
一
一
ワ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
決
し
て
一
義
的
で
は
な
く
、
’
一

ワ
と
い
う
場
合
、
住
宅
の
な
か
の
土
間
の
部
分
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
し
、
ツ

ポ
も
建
坪
と
い
う
と
き
、
住
宅
を
は
じ
め
建
物
の
建
っ
て
い
る
部
分
そ
の
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ぎ
に
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
う
ち
に
は
「
生
産
の
用

に
供
」
さ
れ
る
部
分
と
し
て
「
園
地
」
や
「
汁
実
畠
」
に
関
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ソ
ノ
と
か
ロ
ヂ
と
か
ロ
オ
ジ
と
か
セ
ン
ダ
イ
と
か
セ
ン

ザ
イ
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。
現
在
で
も
ロ
ヂ
栽
培
と
か
ロ
ヂ
野
菜
と
か

ロ
ヂ
モ
ノ
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ロ
ヂ
と
か
ロ
オ
ジ
と
か

セ
ン
ダ
イ
と
か
セ
ン
ザ
イ
は
、
屋
敷
内
の
野
菜
畠
で
は
な
し
に
、
と
く
に
植

え
こ
ゑ
の
部
分
を
さ
し
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
ニ
ワ
と
称
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
外
縁
部
に
、
と
く
に
防
風
の
た

め
に
樹
木
の
植
え
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
イ
グ
ネ
あ
る
い
は

イ
グ
ネ
バ
ャ
シ
で
あ
り
、
や
は
り
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
う
ち
で
あ
る
。
な
お
、
柳

田
は
こ
こ
に
お
い
て
垣
内
（
カ
イ
ト
）
に
も
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
意
味
が
あ
る
場

合
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
カ
イ
ト
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

難
し
く
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
と
は
む
し
ろ
無
縁
の
耕
地
や
山
林
を
意
味
す
る
こ
と

ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
地
方
も
多
い
。
そ
し
て
、
同
じ
こ
と
は
屋
敷
あ

る
い
は
坪
と
い
う
こ
と
ば
が
地
割
さ
れ
た
屋
敷
Ｉ
宅
地
よ
り
ず
っ
と
広
い
村

の
な
か
の
一
区
画
、
集
落
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
も
い
え
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
に
承
る
屋
敷
Ｉ
宅
地
に
と
も
な
う
権
利
に

関
す
る
柳
田
の
説
明
に
よ
っ
て
理
解
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

柳
田
の
そ
の
説
明
と
は
、

数
ふ
く
き
屋
敷
の
有
難
味
は
所
謂
惣
山
惣
薮
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
。

此
が
多
く
は
屋
敷
の
居
住
権
に
伴
っ
て
居
た
。
家
用
の
薪
、
家
畜
の
秣
、

屋
根
葺
替
の
茅
、
時
衣
の
建
築
修
繕
に
要
す
る
木
材
、
農
具
器
物
を
作
る

べ
き
木
や
石
は
、
個
々
の
屋
敷
に
住
む
者
に
し
て
始
め
て
採
取
す
る
こ
と

－99－



が
出
来
た
。
の
ゑ
な
ら
ず
惣
山
を
開
拓
す
る
こ
と
は
黙
っ
て
居
れ
ば
惣
百

姓
の
権
利
で
あ
る
。
用
水
排
水
の
工
事
な
ど
に
多
く
の
賓
本
が
入
る
や
う

に
な
る
迄
は
、
山
野
は
専
惣
開
で
あ
っ
た
。
必
要
な
る
労
力
は
賦
役
と
しくじ

て
出
さ
上
れ
る
代
に
は
、
子
孫
に
至
る
ま
で
其
分
配
に
対
し
て
一
本
の
閥

け
つ

を
持
っ
て
居
た
。
關
所
跡
の
田
地
の
如
き
も
其
屋
敷
の
承
継
人
が
出
来
る

ま
で
は
村
の
惣
作
に
付
す
る
の
が
近
い
頃
ま
で
の
慣
例
で
あ
っ
た
。
税
が

重
く
し
て
後
に
は
そ
れ
が
連
帯
の
義
務
に
な
っ
た
が
、
以
前
は
疑
も
な
く

其
村
に
屋
敷
を
持
つ
者
の
共
有
の
権
利
で
あ
っ
た
。
此
等
の
点
か
ら
見
て

昔
の
農
夫
が
宅
地
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
と
言
は
な
か
っ
た
事
情
が
よ
く

分
る
。
又
最
初
か
ら
一
の
屋
敷
の
主
で
あ
る
の
と
借
り
て
住
む
の
と
の
間

に
、
借
料
の
支
払
以
外
に
ど
の
く
ら
ゐ
の
経
済
上
の
差
別
が
あ
っ
た
か
と

云
ふ
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
軒
役
の
割
賦
に
面
倒
な
勘
定
が
あ
り
、

地
子
の
免
除
が
町
興
行
の
重
い
条
件
で
あ
っ
た
理
由
も
皆
此
辺
か
ら
出
て

来
る
か
と
思
ふ
。
百
姓
屋
敷
の
問
題
は
地
頭
に
取
っ
て
も
亦
決
し
て
手
軽

な
も
の
で
は
無
か
っ
た
や
う
で
あ
る
（
同
上
、
三
九
六
頁
）
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
屋
敷
Ｉ
宅
地

の
居
住
権
を
持
つ
こ
と
が
そ
の
ま
ま
共
有
地
の
用
益
権
を
意
味
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
柳
田
が
「
村
の
耕
地
は
村
に
属
す
る
」
と
か
「
村
の
土
地
は

村
で
利
用
す
る
」
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
論
拠
は
こ
う
し
た
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
村
に
お
い
て
は
屋
敷
持
で
な
け
れ
ば
一
人
前
と
さ
れ
な
か
っ

た
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
共
有
地
の
用
益
権
が
屋
敷
に
付
属
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
田
畑
も
ま
た
屋
敷
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ

け
つ

た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
来
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
閾
所
が
生
じ
た
場
合
、
そ
こ

に
か
か
わ
る
田
畑
の
耕
作
が
村
の
屋
敷
持
の
権
利
で
あ
っ
た
り
義
務
で
あ
っ

た
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
屋
敷
と
か
垣

内
と
い
う
こ
と
ば
が
方
言
や
地
名
な
ど
に
お
い
て
、
地
割
さ
れ
た
屋
敷
Ｉ
宅

地
と
い
う
規
模
よ
り
ず
っ
と
大
き
い
単
位
と
し
て
扱
わ
れ
、
と
く
に
垣
内
の

場
合
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
と
一
見
か
か
わ
り
の
な
い
よ
う
に
み
え
る
用
法
が
あ
る

の
も
こ
の
視
点
に
立
て
ば
理
解
が
可
能
に
な
っ
て
来
る
。
つ
ま
り
、
屋
敷
Ｉ

宅
地
の
経
済
上
の
意
義
は
単
に
地
割
さ
れ
た
空
間
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
柳
田
の
解
釈
の
鋭
さ
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
。
な

お
、
ウ
ダ
ッ
が
あ
が
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ウ
ダ
ッ
が
屋

敷
持
で
あ
る
こ
と
を
示
す
標
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
借
地
者
で

あ
る
か
ぎ
り
は
そ
れ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い

る
。
ウ
ダ
ッ
は
、
町
と
村
と
で
は
様
式
を
異
に
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
要
す
る
に
屋
敷
持
の
承
が
社
会
の
一
員
と
し
て
一
人
前
で
あ
る
こ
と
が
こ

れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ウ
ダ
ッ
は
家
屋
が
軒
を
接
し

て
並
ぶ
町
場
に
お
い
て
歴
然
と
し
た
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
よ
そ
か
ら
来
た
者
が
村
の
中
に
最
初
に
屋
敷
を
取
得
す
る

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
柳
田
は
、

昔
は
我
交
の
中
に
盛
に
行
は
る
上
が
如
き
土
地
の
賃
貸
借
と
云
ふ
も
の

が
一
向
に
無
か
っ
た
。
人
が
一
処
に
起
臥
の
場
所
を
定
め
妻
を
持
ち
子
を

育
て
ん
が
為
に
は
、
是
非
と
も
誰
か
に
奉
公
し
て
其
主
人
か
ら
土
地
を
使

は
せ
て
貰
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
旦
の
住
所
を
失
へ
ぱ
代
を
見
付
け
る
こ
と

は
容
易
で
無
い
か
ら
、
宅
地
の
使
用
権
は
極
め
て
永
く
且
つ
安
全
な
も
の

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
始
め
て
之
に
有
附
く
こ
と
は
簡
単
な
手
続
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き
で
は
無
か
っ
た
（
同
上
、
三
九
五
頁
）
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
垣
内
の
う
ち
に
、
い
わ
ゆ
る
門
田
を
持
つ
よ
う
な
長
百

姓
の
場
合
に
は
、

此
種
の
大
な
宅
地
で
も
又
其
幾
分
を
割
い
て
労
働
者
の
家
族
を
安
住
さ

せ
る
。
即
門
男
若
は
庭
子
な
ど
、
称
す
る
者
で
あ
る
（
同
上
、
三
九
六

頁
）
。

と
い
う
形
で
の
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
配
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
賃
貸
借
が
な
い
時
代
、
奉
公
人
と
そ
の
家
族
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
主
人
か
ら
使
わ
せ
て
貰
う
と
い
う
形
で
取
得
す
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
代
替
地
を
簡
単
に
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か

ら
、
そ
の
使
用
権
は
永
く
安
全
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
形
で
は
あ
れ
取
得
さ
れ
た
屋
敷
Ⅱ
宅
地
は
定
住
の
保
証
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
代
依
と
し
て
主
人
に
労
働
力
を
提
供
す
る
者
が
名
子
や
被
官
で

あ
っ
た
。
柳
田
が
「
農
業
に
は
も
と
賃
銀
の
要
ら
な
い
労
働
組
織
が
あ
っ

た
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
機
構
も
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
家
族
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
本
来
オ
ャ
と
は
主

人
、
す
な
わ
ち
労
働
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
者
で
あ
り
、
．
と
は
労
働
を

監
督
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
も
の
を
意
味
し
た
が
、
主
人
の
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
一

部
に
住
む
門
男
、
庭
子
も
そ
う
し
た
労
働
組
織
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
地
名
な
ど
に
承
る
○
○
屋
敷
と
か
○
○
垣
内
と
い
う
呼

称
は
親
百
姓
と
し
て
の
本
家
を
中
心
に
従
属
的
な
子
百
姓
が
配
さ
れ
た
一
区

画
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
地
割
さ
れ
た
屋

敷
Ｉ
宅
地
と
は
異
な
る
よ
う
に
ゑ
え
る
屋
敷
や
垣
内
の
性
格
も
お
の
ず
と
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

四

柳
田
は
一
九
一
三
年
五
月
の
『
郷
士
研
究
』
第
一
巻
第
三
号
所
載
の
「
屋

倣
地
割
の
二
様
式
」
に
お
い
て
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
地
割
の
あ
り
方
に
関
連
し

て
、
「
町
は
要
す
る
に
或
特
定
の
目
的
の
為
に
区
劃
せ
ら
れ
た
る
村
の
一
部

分
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
従
来
の
見
解
を
若
干
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
述

べ
、
「
宅
地
其
物
の
形
状
若
く
は
排
列
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
村
と
町
と
に
は

根
本
の
差
異
が
あ
る
」
か
ら
、
「
村
の
中
に
は
如
何
に
発
達
し
て
も
其
侭
町

と
は
成
り
得
な
い
種
類
が
あ
る
」
（
『
定
本
』
第
二
九
巻
、
三
九
七
頁
）
こ
と

を
指
摘
す
る
。
柳
田
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
昔
の
語
で
は
村
と
は
民
居
の
集

団
を
意
味
し
、
田
や
畑
や
山
や
原
野
は
単
に
村
の
地
で
あ
っ
て
村
其
物
で
は

無
い
か
ら
で
あ
る
」
（
同
上
、
三
九
七
頁
）
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
の

「
民
居
の
集
団
」
を
「
村
」
と
し
、
「
田
や
畑
や
山
や
原
野
」
は
「
村
の
地
」

で
は
あ
っ
て
も
「
村
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
把
握
が
重
要
な
の
は
、

そ
の
こ
と
か
ら
屋
敷
な
り
垣
内
と
い
う
こ
と
ば
が
屋
敷
Ｉ
宅
地
と
し
て
目
に

み
え
る
以
上
の
広
が
り
を
も
っ
て
「
村
の
地
」
で
あ
る
「
田
や
畑
や
山
や
原

野
」
を
含
む
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ゆ
え
ん
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も

に
、
村
の
田
畑
山
林
原
野
の
用
益
権
が
屋
敷
持
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
発

生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
柳
田
は
「
村
の
中
に
は
町
と
な
り
易
か
る
べ
き
村
と
町
と
成
り

難
か
る
べ
き
村
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
」
と
承
、
そ
の
違
い
は
「
屋
敷
地
割

の
様
式
、
従
っ
て
開
発
企
画
者
の
労
力
及
資
本
に
対
す
る
地
位
」
（
同
上
、
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三
九
八
頁
）
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
柳
田
は
、
そ
の

差
を
二
の
荘
園
を
大
な
一
個
の
農
場
で
経
営
す
る
か
、
或
は
数
十
の
小
な

中
心
に
分
配
す
る
か
の
違
い
に
由
っ
て
、
始
か
ら
」
生
じ
た
「
村
の
形
」
の

「
連
」
い
で
あ
る
と
み
な
し
、
「
後
世
の
総
受
新
田
の
や
う
に
、
一
家
一
村
か

ら
分
れ
た
一
団
の
百
姓
で
其
間
に
主
従
上
下
の
関
係
の
無
い
者
が
共
同
し
て

開
発
す
る
場
合
に
も
、
農
作
の
中
心
が
分
立
す
る
点
は
同
じ
で
あ
る
」
が
、

「
村
の
形
を
円
く
す
る
と
き
は
勢
耕
地
に
近
い
家
と
遠
い
家
が
出
来
る
」
か

ら
、
「
そ
れ
を
避
け
ん
と
す
れ
ば
地
面
を
何
番
に
も
細
別
し
て
点
々
に
持
た

ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
に
な
り
、
「
何
れ
に
し
て
も
往
復
の
労
力
の
損
で
あ
る
」

と
い
う
指
摘
を
行
な
い
、
そ
の
た
め
「
な
る
た
け
村
の
形
を
細
長
く
し
て
屋

敷
の
耕
地
に
接
す
る
面
を
多
く
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
結
果
と
し

て
村
に
「
円
い
」
も
の
と
「
長
い
」
（
同
上
、
三
九
八
～
九
頁
）
も
の
が
で

き
る
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

さ
ら
に
、
柳
田
は
、
こ
う
し
た
屋
敷
地
割
は
．
の
荘
園
の
中
」
に
お
け

る
「
只
の
作
人
の
部
落
と
名
主
の
得
分
」
と
に
お
い
て
別
灸
の
形
で
現
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
し
、
「
名
主
の
垣
内
は
農
僕
の
小
屋
を
周
囲
に
集
め
て
所

謂
円
い
村
を
為
し
、
其
隣
の
作
人
部
落
で
は
新
田
路
の
幹
線
に
沿
う
て
ど
ん

ぐ
り
の
背
競
を
す
る
農
家
が
並
」
ぶ
「
長
い
村
」
（
同
上
、
三
九
九
頁
）
に

な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
長
い
村
は
「
平
和
の
経
済
」
の
も
と
で
は
そ
の
ま

ま
町
に
な
る
の
に
対
し
、
円
い
村
は
「
よ
ほ
ど
宅
地
の
大
割
替
を
せ
ね
ば
市

も
立
て
得
ず
往
来
の
道
路
も
導
き
得
な
い
」
（
同
上
、
三
九
九
頁
）
こ
と
に

な
る
と
い
う
。

こ
う
し
て
柳
田
は
円
い
村
の
事
例
と
し
て
、
伊
豆
大
島
の
本
村
（
新
島
村
）

を
挙
げ
、
そ
こ
で
は
「
百
二
三
十
戸
の
家
が
僅
五
番
地
に
分
れ
て
居
」
り
、

．
筆
の
大
な
宅
地
は
路
を
以
て
囲
ま
れ
、
そ
れ
人
、
沢
山
の
小
宅
地
が
各

側
面
か
ら
入
袖
に
な
っ
て
箱
入
」
し
、
「
明
治
の
世
に
分
筆
し
て
何
番
地
の

一
、
何
番
地
の
二
と
独
立
し
た
が
、
も
と
は
本
家
の
屋
敷
の
片
端
に
尻
を
差

し
て
住
ん
で
居
た
従
属
者
で
あ
る
」
（
同
上
、
三
九
九
頁
）
と
い
う
形
が
ゑ

ら
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
長
い
村
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ

た
周
防
玖
珂
郡
藤
河
村
大
字
御
荘
で
は
、
「
丘
に
沿
う
た
片
側
家
竝
で
、
一

軒
前
の
間
口
は
一
定
し
、
屋
敷
の
後
の
薪
山
か
ら
前
は
道
路
を
隔
て
た
る
菜

園
、
溝
を
越
え
て
の
田
地
ま
で
、
同
じ
幅
で
突
通
し
た
土
地
が
一
戸
の
持
分

で
あ
っ
た
」
と
い
う
状
況
が
、
ま
た
、
同
じ
く
長
い
村
で
あ
る
武
蔵
南
多
摩

の
曲
』

郡
鶴
川
村
大
字
小
野
路
で
は
「
家
は
谷
底
の
道
路
の
両
側
に
癖
を
連
ね
、
各

戸
の
持
地
は
細
長
く
後
の
岡
の
上
ま
で
間
口
の
幅
で
通
っ
て
居
る
」
（
同
上
、

三
九
九
頁
）
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
三
年
一
○
月
の

『
郷
士
研
究
』
第
一
巻
第
八
号
に
寄
せ
た
「
規
則
正
し
い
屋
敷
地
割
」
に
お

い
て
は
、
や
は
り
長
い
村
の
事
例
と
し
て
、
栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
大
字
塙

で
は
、
「
村
の
道
路
」
は
「
広
く
且
つ
真
直
」
で
、
「
屋
敷
の
形
」
は
「
皆

方
形
で
あ
」
り
、
「
其
一
軒
前
の
面
積
は
中
々
大
」
き
く
、
「
両
側
と
も
奥

行
は
後
の
薪
山
ま
で
打
通
し
七
八
十
間
、
間
口
は
十
九
間
又
は
其
二
倍
か
三

倍
で
あ
る
」
（
『
定
本
』
第
二
九
巻
、
四
○
一
頁
）
と
い
う
地
割
が
ゑ
ら
れ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五

柳
田
の
屋
敷
に
対
す
る
見
解
は
こ
の
あ
た
り
ま
で
に
確
定
さ
れ
た
と
み
て
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よ
か
ろ
う
。
こ
の
あ
と
、
一
九
一
四
年
四
、
六
、
九
月
お
よ
び
一
九
一
六
年

一
二
月
の
『
郷
土
研
究
』
第
二
巻
第
二
、
四
、
七
号
お
よ
び
第
四
巻
第
九
号

に
連
載
さ
れ
た
「
武
蔵
野
雑
談
」
（
の
ち
、
『
豆
の
葉
と
太
陽
』
創
元
社
、

一
九
四
一
年
一
月
、
に
収
録
）
や
一
九
一
九
年
七
月
の
『
登
高
行
』
第
一
号

所
載
の
「
武
蔵
野
雑
談
」
お
よ
び
一
九
二
○
年
六
月
の
『
登
高
行
』
第
二
号

所
載
の
「
続
武
蔵
野
雑
談
」
（
の
ち
、
と
も
に
「
武
蔵
野
の
昔
」
と
改
題
し
、

前
掲
『
豆
の
葉
と
太
陽
』
に
収
録
）
な
ど
で
、
武
蔵
野
の
村
を
景
観
的
に
説

明
す
る
な
か
で
、
そ
こ
に
お
け
る
屋
敷
Ｉ
宅
地
の
あ
り
方
に
関
す
る
記
述
が

あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
三
五
年
一
二
月
の
『
民
間
伝
承
』
第

四
号
附
録
所
載
の
「
民
家
の
座
談
会
」
で
、
柳
田
は
民
家
に
か
か
わ
る
「
静
的

、
、

な
も
の
」
と
し
て
「
屋
敷
の
こ
と
」
を
「
第
こ
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ

る
と
の
提
言
を
行
な
い
、
「
屋
敷
」
、
「
往
還
か
ら
入
る
道
」
、
「
カ
イ
ド
と
屋

敷
の
周
囲
」
、
「
仕
事
場
と
庭
」
、
「
母
屋
以
外
の
建
物
ｌ
小
屋
」
、
「
カ
マ
ャ
・

ミ
ズ
ャ
」
（
『
民
間
伝
承
』
第
四
号
附
録
、
一
～
七
頁
、
傍
点
原
文
）
と
い
う

項
目
を
出
席
者
と
と
も
に
検
討
し
て
い
る
。

な
お
、
柳
田
の
山
口
貞
夫
と
の
共
編
に
な
る
『
居
住
習
俗
語
彙
』
（
民
間

伝
承
の
会
、
一
九
三
九
年
五
月
）
は
、
屋
敷
Ｉ
宅
地
に
か
か
わ
る
語
彙
の
地

方
的
な
用
法
の
多
様
性
を
知
る
う
え
で
便
利
で
あ
る
。

（
東
北
学
院
大
学
日
本
経
済
史
）
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