
家
族
を
め
ぐ
る
財
産
関
係
に
は
、
大
別
し
て
、
家
族
全
体
の
経
営
に
か
か

わ
る
財
産
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
家
産
」
と
、
個
々
の
家
族
員
が
自
ら
の
必
要
に

供
す
る
た
め
に
確
保
し
て
い
る
私
的
な
財
産
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
私
財
」
の
二

つ
の
形
態
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
は
、
こ
れ
ま
で
同
等
の
レ
・
ヘ

ル
で
問
題
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
従
来
の
家
族
研

究
で
は
、
家
の
存
立
基
盤
と
し
て
の
家
産
と
、
こ
れ
を
軸
と
す
る
家
族
内
の

人
間
関
係
‐
ｌ
つ
ま
り
家
長
中
心
の
地
位
・
役
割
体
系
と
し
て
の
家
族
制
度

が
主
た
る
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
比
べ
て
家
族
員
個
々
の
私

的
所
有
物
や
私
的
稼
ぎ
に
関
す
る
調
査
・
研
究
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
く
、

私
財
の
実
態
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
が
家
庭
生
活
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
実

状
で
あ
る
。

特
集
／
女
性
と
財
産

家
族
と
私
財

は
じ
め
に

ｌ
私
財
の
諸
形
態
Ｉ

と
は
い
え
、
日
本
各
地
に
様
左
な
形
の
家
族
の
私
財
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

既
に
民
俗
学
・
社
会
学
的
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
な

か
で
も
大
家
族
的
経
営
形
態
に
お
け
る
家
族
の
私
財
の
問
題
は
、
昭
和
初
年

か
ら
戦
前
に
か
け
て
家
族
史
研
究
の
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
小

稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
財
研
究
の
経
過
を
ふ
り
か
え
り
、
日
本
各
地
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
私
財
の
諸
形
態
を
整
理
す
る
こ
と
を
当
面
の
課
題
と
し
て
い
る

が
、
私
財
の
問
題
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
家
業
経
営
の
影
に
隠
れ
て
い
た
家

族
員
個
左
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
光
を
あ
て
て
ゑ
た
い
。

私
財
制
度
の
実
態
を
報
告
し
た
も
の
と
し
て
最
も
著
名
な
も
の
ｌ
そ
し

て
多
分
最
も
詳
細
な
報
告
は
、
江
馬
三
枝
子
に
よ
る
飛
騨
白
川
村
の
「
シ
ン

ガ
イ
稼
ぎ
」
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
ろ
う
。
こ
の
報
告
は
、
昭
和
一
二
年
か

ら
一
三
年
に
か
け
て
雑
誌
『
ひ
だ
び
と
』
に
連
載
さ
れ
た
「
白
川
村
木
谷
の

１
柳
田
国
男
の
私
財
論

中
込
睦
子
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民
俗
」
と
題
す
る
一
連
の
報
告
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
と
前
後
し
て
、
有
賀

喜
左
衛
門
の
「
名
子
の
賦
役
」
（
昭
和
八
、
九
年
）
、
『
大
家
族
制
度
と
名
子
制

度
ｌ
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
ｌ
』
（
昭
和
一
四
年
）
な
ど
が
発

表
さ
れ
、
大
家
族
的
経
営
形
態
に
お
け
る
家
族
員
の
私
財
制
度
の
実
態
が
、

こ
の
時
期
次
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
先
駆
と
な

り
、
ま
た
そ
の
後
の
私
財
研
究
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
た
の
が
、
柳
田
国

男
の
一
連
の
私
財
研
究
で
あ
っ
た
。

昭
和
初
年
か
ら
十
年
代
に
か
け
て
、
柳
田
は
「
農
村
家
族
制
度
と
習
慣
」

（
昭
和
二
、
三
年
）
、
「
厄
介
及
び
居
候
」
（
昭
和
六
年
）
、
「
大
家
族
と
小

家
族
」
（
昭
和
一
五
年
）
な
ど
を
発
表
し
、
労
働
組
織
と
し
て
家
族
を
と
ら

え
る
立
場
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
大
家
族
制
の
解
体
過
程
を
検
証
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
柳
田
の
私
財
論
は
、
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
柳
田
の
私
財
論
と
い
っ
て
も
、
実
は
柳
田
に
は
私
財
に
関
す
る

ま
と
ま
っ
た
論
考
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
昭
和
初
年
か
ら
昭
和
一
八

年
の
『
族
制
語
彙
』
に
い
た
る
幾
つ
か
の
論
考
か
ら
、
柳
田
の
私
財
に
つ
い

て
の
解
釈
を
拾
い
出
し
て
承
よ
う
。
昭
和
二
年
、
柳
田
は
私
生
児
を
意
味
す

る
方
言
ｌ
ホ
ン
マ
チ
ゴ
・
シ
ン
ガ
イ
ゴ
・
フ
リ
タ
ゴ
ー
に
つ
い
て
報
告

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ホ
ッ
タ
即
ち
私
の
貯
財
の
こ
と
で
、
山
陰
各
地
の
ホ
リ
タ
・
フ
リ
タ
と

同
じ
く
新
開
田
の
ホ
リ
田
か
ら
で
て
お
り
、
シ
ン
ガ
イ
も
同
じ
意
味
で
太
宝

令
以
来
の
墾
田
私
財
の
思
想
が
終
に
家
族
の
別
働
き
の
上
に
も
及
ん
だ
こ
と

を
語
る
も
の
」
で
、
「
必
ず
し
も
戸
主
に
知
ら
し
め
な
い
と
い
ふ
意
味
は
な

い
と
見
え
て
、
富
山
県
で
は
ま
た
シ
ン
ガ
イ
田
と
い
っ
て
下
男
の
作
る
田
も

あ
っ
た
。
」

す
な
わ
ち
、
今
日
シ
ン
ガ
イ
、
ホ
マ
チ
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
様
々
な

私
財
の
原
型
は
、
家
族
員
各
自
の
私
墾
地
（
新
開
）
に
あ
り
、
未
墾
地
を
開

墾
す
る
余
地
が
あ
る
間
は
、
文
字
通
り
の
新
開
田
畑
の
収
益
を
「
私
」
す
る

形
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
「
新
規
に
田
を
墾
る
こ
と
が
出

来
な
く
な
っ
た
頃
か
ら
却
っ
て
ホ
ッ
タ
を
稼
ぐ
必
要
が
多
く
な
り
」
、
シ
ン

ガ
イ
ワ
ラ
・
シ
ン
ガ
イ
ウ
シ
・
シ
ン
ガ
イ
シ
ゴ
ト
な
ど
様
々
な
「
私
」
稼
ぎ

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
形
を
と
る
に
せ
よ
、
家

族
の
私
財
稼
ぎ
は
本
来
家
長
公
認
の
制
度
で
あ
り
、
内
証
・
秘
密
ま
し
て
や

不
正
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
元
々
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
此
言
葉
が
人
に
知
ら
れ
て
困
る
も
の
を
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
世

の
中
の
事
情
の
複
雑
化
し
た
あ
と
の
こ
と
」
で
あ
り
、
「
金
銭
経
済
の
急
激

な
普
及
に
直
面
し
」
、
「
小
遣
銭
の
入
用
は
世
と
共
に
多
く
な
っ
て
」
い
く
に

も
か
か
わ
ら
ず
「
小
遣
銭
支
給
の
慣
行
が
未
だ
固
定
し
な
か
っ
た
一
時
期
に

シ
ン
ガ
イ
の
濫
用
が
起
こ
っ
た
」
た
め
、
私
財
制
度
そ
の
も
の
が
非
公
認
な
、

非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
は
「
女

達
の
内
証
金
、
主
の
眼
を
掠
め
て
た
め
る
様
な
も
の
ま
で
を
シ
ン
ガ
ィ
と
い

う
よ
う
に
な
っ
て
、
は
な
は
だ
感
じ
が
悪
く
な
っ
た
。
」

こ
の
よ
う
な
私
財
制
度
の
非
公
認
化
（
内
証
化
）
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、

家
族
員
個
々
に
私
財
を
認
め
る
必
要
の
あ
る
家
族
形
態
か
ら
、
（
少
な
く
と

も
表
向
き
は
）
私
財
を
必
要
と
し
な
い
は
ず
の
家
族
形
態
へ
の
変
化
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
白
川
村
の
大
家
族
に
お
け
る
シ
ン
ガ
イ
制
度
は
、

新
開
た
る
私
財
の
本
来
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
柳
田
は
考
え
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
白
川
村
の
大
家
族
で
は
、
男
女

と
も
生
涯
生
家
に
と
ど
ま
り
跡
取
り
以
外
の
男
子
は
終
生
妻
問
い
婚
を
行
っ

て
い
た
。
生
ま
れ
た
子
供
は
母
方
の
家
族
に
属
し
、
食
物
は
家
の
主
人
が
支

給
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
が
、
衣
類
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
母
親
が
工
面

す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
月
に
何
日
か
「
私
」
の
日
が
設
け
ら
れ
、

シ
ン
ガ
イ
稼
ぎ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

「
白
川
の
風
習
で
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
食
と
住
と
が
共
同
で
あ
っ

て
其
責
任
が
家
の
主
人
に
あ
り
、
衣
だ
け
が
個
人
の
責
任
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
食
と
住
と
は
何
と
い
っ
て
も
最
も
共
同
的
な
も
の
で
、
衣
は
最

も
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
最
も
共
同
的
な
も
の
が
一
家
の
代
表
者
た
る
主

人
の
責
任
に
な
っ
て
居
て
、
最
も
個
人
的
な
も
の
が
最
初
に
個
人
の
私
に
な

っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
後
に
だ
ん
だ
ん
変
化
が
起
っ
て
く
る
こ
と
を
予

想
せ
し
め
る
制
度
で
あ
る
。
」
そ
し
て
「
所
謂
自
給
経
済
の
時
代
が
去
っ
て
」

「
小
遣
銭
の
入
用
な
生
活
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
中
で
「
今
日
で
は
其
条
件

（
衣
料
の
為
に
月
に
何
日
か
の
私
日
を
認
め
る
と
い
う
条
件
ｌ
引
用
者
注
）

で
は
忍
ん
で
留
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
自
然
に
『
自
由
』
の

付
与
と
な
り
、
ま
た
請
負
作
の
制
度
と
も
な
り
、
ま
た
無
数
の
小
さ
な
分
家

が
村
に
独
立
し
て
い
く
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
衣
食
以
外
の
生
活
需
要
の

増
加
と
共
に
、
一
つ
の
大
き
な
竈
を
以
て
多
数
を
養
ふ
こ
と
は
日
一
日
と
六

つ
か
し
ぐ
な
っ
て
来
た
。
」

こ
の
よ
う
に
、
柳
田
は
公
認
私
財
制
度
成
立
の
契
機
を
、
大
家
族
的
経
営

形
態
の
解
体
過
程
の
内
に
も
と
め
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
家
族
的
形

態
に
お
い
て
は
生
産
活
動
か
ら
衣
食
住
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
一
家
の
主
人

の
統
制
下
に
共
同
で
賄
わ
れ
て
い
た
が
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
自
給
体
制
の

崩
壊
に
と
も
な
っ
て
個
人
の
生
活
需
要
は
増
大
し
、
大
家
族
内
部
に
家
長
公

認
の
様
々
な
私
財
制
度
を
発
達
せ
し
め
た
。
さ
ら
に
請
負
作
の
制
度
が
導
入

さ
れ
大
家
族
的
農
家
経
営
が
解
体
す
る
と
と
も
に
、
大
家
族
内
で
公
認
さ
れ

て
い
た
私
財
は
そ
の
意
味
と
基
盤
を
失
い
、
し
だ
い
に
非
公
認
化
し
て
い
っ

た
と
す
る
。

こ
の
私
財
の
「
非
公
認
化
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
大
家
族
で
の
公

認
私
財
の
受
益
者
が
誰
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
柳
田
が
公
認
私
財
制
度
の
モ
デ
ル
ヶ
ー
ス
と
考
え
て
い
た
白
川
村
の
場

合
で
は
、
家
長
に
よ
る
私
財
の
公
認
は
当
初
家
族
員
へ
の
「
給
付
」
の
意
味

を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
主
た
る
対
象
者
は
自
ら
の
生
家
で
は
決

し
て
家
長
た
り
え
な
い
傍
系
成
員
ｌ
す
な
わ
ち
次
三
男
と
娘
た
ち
（
い
わ

ゆ
る
ヲ
ヂ
・
ヲ
（
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
財
に
対
す
る
需
要
の
増
大
は
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
含
む
小
家
族
結
合
を
分
離
独
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
一
つ
の

圧
力
と
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
こ
の
よ
う
に
し
て
独
立

し
た
小
家
族
に
は
私
財
公
認
の
対
象
と
な
る
傍
系
成
員
は
含
ま
れ
て
い
な
い

は
ず
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
様
な
家
族
で
は
、
私
財
は
そ
れ
が
本
来
も

っ
て
い
た
意
味
を
失
っ
て
、
内
密
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
不
正
な
手
段
で
入

手
し
た
）
私
稼
ぎ
の
意
味
に
転
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

柳
田
の
私
財
論
は
、
家
族
史
の
再
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
現
存
す
る
私
財

の
諸
形
態
を
整
理
し
、
そ
の
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
大
家
族
に
お
け
る
私
財
制
度
の
実
態
の
解
明
は
、
そ
の
後
の
江
馬

や
有
賀
の
報
告
・
分
析
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
柳
田
の
こ
の
研
究
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が
多
様
な
私
財
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
つ
の
見
通
し
を
与
え
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
研
究
が
そ
の
後
の
私
財
研
究

に
一
定
の
枠
を
は
め
て
し
ま
っ
た
事
実
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
殊

に
柳
田
は
公
認
の
私
財
制
度
と
し
て
の
シ
ン
ガ
イ
の
「
復
権
」
に
は
熱
心
だ

っ
た
が
、
私
財
公
認
の
対
象
と
な
る
家
族
員
を
含
ま
な
い
「
小
家
族
」
に
お

け
る
（
い
わ
ゆ
る
非
公
認
の
）
私
財
稼
ぎ
に
つ
い
て
は
割
合
冷
淡
で
、
商
品

経
済
の
も
と
で
の
私
財
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
て

の
私
財
を
直
線
的
な
変
化
の
系
列
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
無

理
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

有
賀
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
貨
幣
制
度
が
物
か
ら
金
銭
に
発
達
す
る
と

共
に
私
有
財
産
は
文
字
通
り
の
意
味
を
得
た
」
と
す
る
な
ら
ば
、
「
私
す
る
」

こ
と
の
意
味
が
貨
幣
経
済
の
進
展
に
つ
れ
て
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
。

新
開
田
畑
を
「
私
す
る
」
論
理
と
生
活
物
資
を
獲
得
す
る
た
め
の
様
々
な
シ

ン
ガ
ィ
ヵ
セ
ギ
を
「
私
す
る
」
論
理
と
は
、
は
た
し
て
同
一
の
も
の
と
い
え

る
か
ど
う
か
。
ま
た
「
小
家
族
」
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
（
そ
れ
ど
こ
ろ

か
近
年
ま
す
ま
す
盛
ん
に
）
行
わ
れ
て
い
る
私
財
稼
ぎ
は
、
家
庭
生
活
の
中

で
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
な
ど
、
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
多
い

よ
う
に
思
う
。

小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
ひ
と
ま
ず
各
地
か
ら
の

報
告
に
立
ち
戻
り
、
私
財
の
諸
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
な
お
し
て
ゑ
た
い
と

思
う
。

各
地
の
事
例
の
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
「
私

財
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
確
定
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ご
く
一
般
的

な
解
釈
で
は
「
家
族
共
同
の
家
計
に
属
さ
ず
、
個
人
が
自
由
に
で
き
る
財

産
」
が
私
財
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
が
私
財
を
定
義
し
て

「
そ
の
使
用
が
各
自
の
任
意
に
で
き
る
も
の
で
、
直
接
家
の
主
人
に
属
し
な

い
個
人
私
有
の
財
物
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
お
お
む
ね
こ
の
線

に
そ
っ
た
理
解
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
柳
田
の
こ
の
定
義
に
は
、
内
容
上
次

の
二
つ
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
と
承
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
私
財
は
家
産
・
家
業
・
家
計
と
い
っ
た
家
族
の
公
的
生
活

領
域
に
属
さ
な
い
財
産
・
所
得
を
指
す
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
財

と
は
財
の
取
得
や
使
途
が
家
産
・
家
業
・
家
計
な
ど
の
埒
外
に
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
家
長
の
統
制
を
直
接
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
規
定
は
、
（
そ
の
取
得
の
仕

方
は
ど
う
あ
れ
）
他
の
も
の
の
関
与
を
排
除
し
て
個
人
が
自
由
に
使
用
ま

た
は
処
分
で
き
る
も
の
を
指
す
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
処

分
」
に
は
そ
の
も
の
を
直
接
消
費
す
る
場
合
と
売
却
す
る
場
合
と
が
含
ま
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
個
人
が
私
財
と
し
た
も
の
に
対
し
て
は
あ
る
種
の
権

利
が
保
証
（
ま
た
は
黙
認
）
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
が
「
公
の

も
の
で
な
い
」
と
い
う
い
わ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
財
の
「
私
」
性
と
で
も
い
う
べ
き
財
へ
の
権
利
内
容
に
よ
る
規
定
で

２
私
財
の
定
義
と
そ
の
種
類
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あ
り
、
こ
の
権
利
の
内
容
や
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う

点
は
私
財
論
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
各
地
か
ら
私
財
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
の
種
類

と
内
容
を
見
わ
た
し
て
お
き
た
い
。
私
財
の
全
国
的
な
状
況
を
概
観
し
た
も

の
と
し
て
は
、
柳
田
国
男
の
『
族
制
語
彙
』
が
ほ
ぼ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
最
終
章
「
家
族
の
私
財
」
に
は
、
見
出
し
語
に
し
て
三
○
ほ
ど
の
私
財

関
係
の
語
彙
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
個
人
が
日
常
使
用
す
る

身
の
回
り
の
生
活
用
品
・
衣
類
や
そ
の
収
納
器
具
、
田
畑
・
家
畜
・
漁
場
・

山
林
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
、
現
金
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。

柳
田
自
身
は
こ
れ
ら
の
私
財
に
つ
い
て
明
確
な
分
類
基
準
を
示
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
財
の
範
囲
す
ら
明
示
し
て
い
な
い
）
。

し
か
し
、
語
彙
の
独
特
の
配
列
を
ゑ
れ
ぱ
、
柳
田
が
私
財
を
お
よ
そ
次
の
三

類
に
分
け
て
考
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
第
一
類
は
オ
ハ
コ

・
ポ
ン
コ
以
下
の
女
の
身
の
回
り
品
と
そ
の
容
器
・
嫁
入
り
道
具
、
漁
師
の

沖
箱
の
類
。
第
二
類
は
ヲ
◇
コ
ヶ
ゼ
’
一
・
〈
リ
バ
コ
ギ
ン
以
下
の
女
や
年
寄
り

の
私
貯
・
隠
し
金
（
い
わ
ゆ
る
ヘ
ソ
ク
リ
）
の
類
。
そ
し
て
第
三
類
は
ホ
マ

チ
・
マ
ッ
ポ
リ
・
シ
ン
ガ
イ
と
い
っ
た
家
長
公
認
の
方
法
で
取
得
さ
れ
た
私

財
で
あ
る
。

こ
の
分
類
を
見
て
承
る
と
、
第
二
類
と
第
三
類
と
は
お
お
む
ね
公
認
の
私

財
か
非
公
認
の
私
財
か
と
い
う
点
で
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
第
一
類
の
分
類
基
準
は
、
こ
の
点
少
々
暖
昧
で
あ
る
。
し
い
て
い
え
ば

そ
れ
自
体
非
公
認
の
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
ハ
リ
パ
コ
ー
ハ
リ
パ
コ
ギ

ン
、
ヲ
ゴ
ヶ
ー
ヲ
ゴ
ヶ
ゼ
’
一
と
い
う
よ
う
に
第
二
類
の
非
公
認
の
私
財
と

結
び
付
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
非
公
認
の
私
財
を
「
私
」
す
る
た
め
の
装
置

と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
は
、

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
財
そ
の
も
の
に
あ
る
種
の
共
通
性
の
あ
る
こ
と
に
注

目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

》
）

例
え
ば
日
常
手
も
と
に
置
く
箱
・
小
筥
な
い
し
籠
の
類
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
置
き
場
所
が
納
戸
や
船
内
の
砿
近
く
の
定
位
置
で
あ
る
こ
と
、
衣
類
（
な

か
で
も
下
着
）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
多
く
が
女
性
の
持
ち

物
で
嫁
入
り
に
は
必
ず
持
参
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ

の
い
ず
れ
が
財
の
「
私
」
性
を
確
保
す
る
要
素
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
は
財
そ
の
も
の
の
性
質
と
い
う
別
の
基
準
が
考
慮
さ

れ
て
い
る
と
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
財
の
性
質
と
財
の
取

得
方
法
の
二
つ
を
基
準
と
し
て
、
各
地
の
私
財
の
あ
り
方
を
整
理
し
て
象
る

こ
と
に
す
る
。

個
人
が
日
常
「
私
」
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
に
は
、
実
に
多
様
な

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
財
の
性
質
と
い
う
点
か
ら
ゑ
て
承
る
と
、

次
の
二
種
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
個
人
が
日
常
使
用
（
ま
た
は
直
接
消

費
）
す
る
日
用
品
の
類
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
「
消
費
財
型
の
私
財
」
と
呼

ん
で
お
く
。
表
１
は
先
に
ふ
れ
た
柳
田
の
『
族
制
語
彙
』
の
中
か
ら
、
こ
の

タ
イ
プ
の
私
財
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ

３
財
の
性
質
か
ら
み
た
私
財
の
諸
型
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表1 「家族の私財」所載の消費財型私財（柳田 1943）

No. 見出語 ｜ 類 義 語内 容

女の小道具を入れる箱（最小限度の財産）

嫁入りの持物（越後では中に金銭を入れて

これをテパコノミといった｡)

女の小道具入れ。嫁入りの持物

女が小切れ等を入れておく箱。

中を人に見られることを喜ばない。

手まわりの化粧道具・糸針を入れておく寵

嫁入りの持物。肌身離さずもっている物。

手箱（仙台・越後）1 オ／、．

(能登・鹿島郡）

〔越後・頚城郡）

ボンコ

チョクモリ

２
３

（青森県・上北郡）

枕箱（筑前の漁夫）

海箱・小箱（出雲海岸）

フサラ箱・マンノ箱（茨城

海岸）

沖箱（太平洋沿岸）

（東北各地）

ザモコ（秋田大曲）

ザモンツヅラ（秋田）

（肥前・五島）

マクラカゴ4

(参考）漁師の沖箱には釣り道具・マッチ

･煙草などの私有品が入れてある。

女の私有品を入れておく箱。雑物箱の意。

中には針刺し・はさ承・布切れ・断ち屑を

入れておく。

女の雑物を入れる箱。嫁入りの持物。

中には女のヘコを入れておく。

女の私有箱。女の下の物（モヘ）を入れる

針箱に類する女用の箱。嫁入りの必需品。

ヲゴケ（苧笥）は苧を績んで溜めておく容

器。後裁縫用具入れや私有品いれの容器。

ヲゴケゼニはこの器の底にためておく私貯

ザモパコ5

クセガエペコ6

(羽後・本荘）

(壱岐）

(土佐）

ヲボケ・ヲポキ

(東北各地）

一
一

コ
ゼ

バ
ケ

ヘ
ー
プ
ゴ

モ
・
フ
ヲ

７
８
９

で
は
女
の
身
の
回
り
品
（
衣
類
・
化
粧
道
具
・
裁
縫
用
具
・
糸
挽
き

道
具
）
と
そ
の
容
器
（
箱
・
小
筥
）
が
主
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
他
に
履
物
、
布
団
・
枕
な
ど
の
夜
具
、
箸
や
箱
膳
な
ど
の

食
器
、
漁
師
の
釣
針
・
沖
箱
や
シ
ョ
イ
ヵ
ゴ
な
ど
の
運
搬
具
、
煙
草

な
ど
の
嗜
好
品
、
地
域
に
よ
っ
て
は
日
常
の
食
事
以
外
の
間
食
や
休

日
の
食
糧
な
ど
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
裁
縫
用
具
の
よ
う
に
実
質
上
家
族
全
体
の
必

要
に
応
ず
る
た
め
の
道
具
も
あ
れ
ば
、
衣
類
・
夜
具
の
よ
う
に
家
族

で
一
括
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

人
々
が
こ
れ
ら
全
て
を
、
日
頃
か
ら
「
私
財
」
と
し
て
は
っ
き
り
意

識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家

族
の
中
で
個
々
の
財
の
持
ち
主
は
明
確
で
あ
り
、
他
の
も
の
が
こ
れ

を
勝
手
に
使
用
し
た
り
処
分
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
表

中
に
も
「
他
人
に
中
を
見
せ
な
い
」
と
い
う
箱
の
例
が
あ
る
が
、

「
他
人
の
オ
ポ
ヶ
（
苧
績
承
用
の
桶
）
や
針
箱
を
か
き
ま
わ
す
と
指

が
腐
る
」
（
高
取
正
男
一
九
七
二
）
と
い
っ
た
口
碑
か
ら
も
、
こ

れ
ら
の
財
に
対
す
る
権
利
の
強
固
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

一
方
、
同
じ
日
用
品
で
も
鍋
・
釜
な
ど
の
調
理
用
具
や
農
具
一

般
、
日
常
の
食
糧
な
ど
は
、
こ
の
中
に
は
ふ
つ
う
含
ま
れ
な
い
。
こ

れ
ら
は
個
人
が
勝
手
に
使
用
し
た
り
処
分
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
使
用
や
処
分
は
個
人
の
資
格
で
行

わ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
家
庭
内
で
の
地
位
（
例
え
ば
主
婦
で
あ
る
こ

と
）
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
嫁
入
り
の
際
の
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嫁
の
持
ち
物
（
嫁
入
り
道
具
）
は
こ
の
種
の
私
財
の
あ
り
方
を
あ
る
程
度
反

映
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
ご
く
近
年
ま
で
、
鍋
釜
や
食
器

類
を
婿
方
の
準
備
す
べ
き
も
の
と
し
て
嫁
入
り
道
具
か
ら
除
く
習
慣
が
み
ら

れ
た
こ
と
は
こ
の
意
味
で
注
目
さ
れ
る
。

さ
て
、
私
材
の
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
「
生
産
財
型
の
私
財
」
と
も
い
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
が
そ
れ
自
体
を
直
接
消
費
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
使
っ
て
得
ら
れ
た
収
入
を
個
人
用
の
消
費
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
柳
田
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
注
目
し
て
き
た

耕
地
（
既
墾
の
田
畑
、
山
林
・
原
野
・
河
原
・
畦
の
開
墾
地
）
や
、
シ
ナ
皮

・
山
菜
・
橡
の
実
の
採
取
地
、
蛸
穴
な
ど
の
漁
場
、
植
林
地
、
家
畜
（
牛
・

馬
）
な
ど
。
ま
た
休
日
を
利
用
し
た
賃
仕
事
な
ど
も
こ
の
中
に
含
め
て
よ
い

と
思
う
。
こ
の
タ
イ
プ
の
私
財
は
、
財
そ
の
も
の
の
性
質
と
い
う
点
で
は
家

族
全
体
の
家
産
や
家
業
と
な
ん
ら
か
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
財
の
持
ち

主
は
（
少
な
く
と
も
家
族
内
部
で
は
）
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の

収
益
を
個
人
の
必
要
の
た
め
に
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
こ
に
い
う
「
持
ち
主
」
と
は
、
文
字
通
り
の
所
有
者
と
い
う

意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
持
ち
主
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
財
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
本
人
一
代

限
り
の
用
益
権
（
い
わ
ゆ
る
コ
期
分
」
）
で
あ
っ
た
り
、
隠
居
免
の
よ
う

に
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
を
与
え
ら
れ
る
権
利
で
あ
っ
た
り
す
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
財
の
真
の
所
有
者
は
、
用
益
権
を
認
め
る
主
体
で

あ
り
か
つ
一
期
分
の
財
を
返
還
す
る
対
象
、
つ
ま
り
家
産
の
保
持
者
た
る
家

長
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
家
族
員
へ
の
一
種
の

「
給
付
」
と
承
る
こ
と
も
間
違
い
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
種
の

私
財
は
、
家
族
の
構
成
や
家
産
・
家
業
の
状
況
、
家
長
権
の
内
容
な
ど
に
制

約
さ
れ
る
面
が
強
く
、
地
域
的
な
特
色
や
そ
の
歴
史
的
性
格
が
今
後
更
に
検

討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
財
の
性
質
と
い
う
観
点
か
ら
各
地
の
事
例
を
ゑ
て
き
た
が
、
こ
れ

ら
の
財
が
「
私
」
の
も
の
と
し
て
他
者
の
関
与
を
排
除
し
う
る
の
は
何
故
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
次
に
述
べ
る
財
の
取
得
方
法
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
財
そ
れ
自
体
に
も
他
者
の
関
与

を
排
除
す
る
あ
る
種
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
前

者
の
タ
イ
プ
の
私
財
で
は
こ
の
傾
向
が
よ
り
顕
著
で
、
例
え
ば
衣
類
や
箸
・

枕
な
ど
の
よ
う
に
持
ち
主
の
身
体
と
深
く
か
か
わ
り
、
持
ち
主
と
の
間
に
何

か
霊
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
も
の
。
あ
る
い
は
箱
・
小
筥
・

籠
の
よ
う
に
持
ち
主
以
外
に
対
し
て
秘
め
ら
れ
た
空
間
を
作
り
出
す
も
の
な

ど
は
、
財
そ
の
も
の
に
あ
る
種
の
「
私
」
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
一
方
後
者
の
場
合
は
、
財
そ
れ
自
体
に
そ
う
い
っ
た
性
質
は
認

め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
の
収
益
の
大
半
は
、
日
用
品
の
購
入
と
い

う
か
た
ち
で
第
一
の
タ
イ
プ
の
私
財
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
田
を
「
オ
ハ
グ
ロ
田
」
「
化
粧
田
」
な
ど
と
呼
ぶ
慣
習
は
、

こ
れ
ら
の
田
の
性
格
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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表2 持参財（耕地・家畜）の事例

N｡ ｜ 名 称 ’ ｜ 伝 承 地内 容

嫁の時代は小遣い用。主婦になれば家の財産

主婦以外の女の小遣い用の田。

乳代わりのおもゆ用の田。婚家の財産に編入

婿の持参財で緑肥の採取地。

山林・畑。母・祖母の持参した分をあてる。

畑。離婚の際は実家にもどす。

一期分だけで嫁の死後は実家に返す。

田畑。婚家の財産に編入。

実家で飼育し収入を嫁の所得とする。

岩手県胆沢郡永岡村

同上

新潟県佐渡北小浦

同上

伊豆諸島大島野増

伊豆諸島八丈島

鹿児島県出水市大川内

鹿児島県喜界島滝川

新潟県佐渡北小浦

ホマチ田

オハグロ田

ネリゴメ田

シペキリヤマ

１
２

３
４
５
６
７

トビチ

化粧田

シンガイ牛

で
は
次
に
私
財
の
取
得
の
問

題
に
移
ろ
う
。
私
財
の
取
得
に

家
長
公
認
の
方
法
と
非
公
認
の

方
法
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
柳
田
は
じ
め

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
区
分
が
繰
り

返
し
主
張
さ
れ
て
き
た
の
に

は
、
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
財
の
取
得
方
法
の

区
分
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

財
の
性
質
如
何
や
持
ち
主
を
含

む
家
族
の
内
部
構
造
と
も
不
可

分
に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
前
章
に
ゑ
た

よ
う
な
私
財
の
多
様
な
形
態
を

思
う
と
き
、
財
の
取
得
の
仕
方

を
公
認
か
非
公
認
か
と
い
う
こ

と
だ
け
で
割
り
切
っ
て
し
ま
う

４
財
の
取
得
か
ら

み
た
私
財
の
諸
型

の
は
少
々
乱
暴
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
公
認
で
あ
る
こ
と
と
非

公
認
で
あ
る
こ
と
（
と
り
わ
け
非
公
認
で
あ
る
こ
と
）
の
中
味
は
、
当
事
者

の
意
識
と
い
う
以
外
に
は
い
ま
一
つ
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
以

下
、
公
認
で
あ
る
こ
と
非
公
認
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
内
容
に
一
歩
踏
孜
込

ん
で
、
財
の
取
得
の
諸
形
態
を
検
討
し
て
承
よ
う
。

私
財
の
取
得
は
大
雑
把
に
い
っ
て
家
産
・
家
業
・
家
計
の
枠
外
で
行
わ
れ

る
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
「
枠
外
」
と
い
っ
て
い
る
内
容
に
は
次
の
三
つ
の

場
合
が
含
ま
れ
る
。
第
一
の
場
合
は
財
そ
の
も
の
が
家
族
の
外
部
に
由
来
す

る
場
合
、
す
な
わ
ち
財
が
持
ち
主
の
家
族
内
部
で
の
役
割
や
働
き
と
は
無
関

係
に
家
族
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

嫁
・
婿
の
持
参
財
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
表
２
に
持
参
財
と
し
て
も
た
ら
さ

れ
る
耕
地
・
家
畜
の
例
を
あ
げ
て
お
い
た
が
、
一
般
に
は
表
１
に
示
し
た
よ

う
な
日
用
品
（
い
わ
ゆ
る
嫁
入
り
道
具
）
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

う
ち
日
用
品
類
は
、
最
終
的
に
嫁
個
人
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
田
畑
や
山
林
と
な
る
と
、
す
べ
て
が
嫁
個
人
の

私
財
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
承
よ
う
。

伊
豆
大
島
野
増
の
場
合
は
、
持
参
し
た
土
地
の
名
義
は
多
く
嫁
の
名
義
に

な
っ
て
い
た
と
い
い
、
ま
た
娘
が
嫁
入
り
に
も
っ
て
い
く
土
地
は
母
や
祖
母

の
持
参
し
た
土
地
を
当
て
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
嫁
個
人
の
私

財
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
鹿
児
島
県
出
水
市
大
川
内
の
化
粧
田
の
場

合
は
一
期
分
だ
け
で
、
嫁
の
死
後
は
実
家
に
戻
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
も
本
人
一
代
限
り
の
私
財
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
奄
美
喜

界
島
滝
川
の
事
例
で
は
娘
が
嫁
入
り
に
も
っ
て
い
く
土
地
は
母
や
祖
母
の
持
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参
し
た
土
地
と
は
限
ら
ず
、
土
地
は
一
旦
家
の
財
産
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
岩
手
県
永
岡
村
近
辺
の
ホ
マ
チ
田
の
場
合
は
、
嫁
の
時
代
は
そ
の
小
作

料
を
小
遣
い
に
す
る
が
主
婦
に
な
れ
ば
家
の
財
産
に
い
れ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。
佐
渡
の
ネ
リ
ゴ
メ
田
は
乳
児
に
乳
が
わ
り
に
与
え
る
オ
モ
ュ
を
得
る

た
め
の
田
を
意
味
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
そ
う
い
う
名
義
で
家
の
財
産

に
編
入
せ
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
ネ
リ
ゴ
メ
田
の
刈
り
上
げ

（
収
穫
祭
）
に
は
、
新
穀
で
作
っ
た
小
豆
飯
な
ど
を
実
家
方
の
仏
壇
に
手
向

け
た
と
い
う
か
ら
、
完
全
に
婚
家
の
家
の
財
産
に
合
体
し
て
い
る
と
い
え
な

い
ふ
し
も
あ
る
。

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
の
持
参
財
は
、
婚
家
の
内
部
で
嫁
自
身
が
稼
ぎ
出
し
た

財
で
は
な
く
、
嫁
と
し
て
の
働
き
如
何
と
は
無
関
係
に
婚
家
の
外
部
（
具
体

的
に
は
嫁
の
実
家
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
婚
家

の
な
か
で
嫁
に
多
少
な
り
と
も
「
私
」
性
を
主
張
さ
せ
る
根
拠
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
見
方
を
か
え
れ
ば
（
つ
ま
り
嫁
の
帰
属
を
ど

う
ふ
る
か
に
よ
っ
て
は
）
、
こ
れ
を
娘
（
嫁
）
が
生
家
内
部
で
給
付
さ
れ
て

い
る
私
財
の
延
長
（
す
な
わ
ち
一
種
の
財
産
分
与
）
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
実
際
、
佐
渡
の
シ
ン
ガ
イ
ウ
シ
の
例
で
は
嫁
所
有
の
牛
を
相
当

期
間
里
方
で
管
理
し
、
そ
の
収
益
だ
け
を
金
に
し
て
嫁
に
送
っ
て
い
た
と
い

う
し
、
永
岡
村
や
佐
渡
で
は
次
三
男
や
未
婚
の
娘
、
隠
居
夫
婦
に
認
め
ら
れ

る
私
財
が
嫁
の
持
参
財
と
同
一
名
称
（
ホ
マ
チ
田
・
シ
ン
ガ
イ
牛
な
ど
）
で

呼
ば
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
種
の
私
財
の
性
質
や
取
得
方

法
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
家
族
内
部
で
の
様
左
な
私
財
稼

ぎ
と
一
連
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
私
財
取
得
の
第
二
の
場
合
は
、
財
は
家
族
内
部
で
稼
ぎ
出
さ
れ
て
い

る
が
、
財
取
得
の
場
が
家
産
・
家
業
・
家
計
の
場
以
外
に
設
定
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
る
。
表
３
と
表
４
は
傍
系
成
員
（
次
三
男
や
未
婚
の
娘
た
ち
、
奉

公
人
な
ど
）
に
よ
る
こ
の
種
の
私
財
稼
ぎ
の
最
も
有
名
な
例
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
家
長
を
し
り
ぞ
い
た
老
人
や
子
供
、
主
婦
、
嫁
（
場
合
に
よ
っ
て

は
跡
取
り
息
子
）
な
ど
が
、
耕
地
や
山
林
の
一
部
を
与
え
ら
れ
て
シ
ン
ガ
イ

稼
ぎ
す
る
例
や
藁
細
工
、
賃
仕
事
の
収
入
を
私
財
と
す
る
例
な
ど
も
数
多
く

報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
私
財
取
得
の
場
が
別
個
に
確
保
さ
れ
て
い

る
の
で
家
業
経
営
や
家
計
と
抵
触
す
る
こ
と
も
な
く
、
従
っ
て
意
識
の
上
で

も
内
密
あ
る
い
は
不
正
の
意
識
を
と
も
な
わ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
の
種
の
私
財
の
社
会
経
済
史
的
意
義
や
財
の
稼
ぎ
手
の
家
族
内
で
の
地

位
に
つ
い
て
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
財
が
当
然
に
「
私
」
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
は
未

だ
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
私
財
取
得
の
場
が
ど

の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
き
た
い
・

表
の
３
，
４
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
私
財
稼
ぎ
の
行
わ
れ
る
時
間
・
空
間

に
一
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
表
３
の
白
川
村
の
シ

ン
ガ
イ
稼
ぎ
の
場
合
、
中
心
に
な
る
シ
ン
ガ
イ
田
畑
（
熟
畑
）
・
焼
畑
の
耕
作

は
、
農
繁
期
の
間
五
日
毎
に
一
日
設
け
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ガ
イ
日
（
ワ
タ
ク

シ
日
）
と
い
う
休
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
農
閑
期
（
冬
期
）
は
シ
ン
ガ
イ
日

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
期
間
の
工
芸
細
工
・
猟
・
駄
賃
稼
ぎ
は
シ

ン
ガ
イ
稼
ぎ
と
な
り
、
全
体
が
シ
ン
ガ
イ
期
間
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。

ま
た
夏
の
養
蚕
期
間
の
糸
挽
き
に
つ
い
て
は
、
規
定
の
仕
事
量
を
終
え
た
後
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表3 飛騨・白川村の私財（シンガイ） （江馬三枝子1943）

N･ ｜ 種 別 ｜人｜ 期 間 ｜ 入手場所と方法 ｜ 用 途
夏期・休日

夏期・休日

夏期・休日

夏期・養蚕期

冬期・節日

冬期

夏期・雨休日

木谷地内の開墾地

木谷地内・河原等の開墾地

山の及ぶ限りの開墾地

山で桑栽培。葉の採取。

家の藁で草履作り

山でシナ皮を採取しミノゴ作り

煙草の葉を刻む。

山の木の切り株から採取。

山で共同猟。

塩・米の不足分を運ぶ駄賃稼ぎ

家の糸挽きの屑繭を取得。

シンガイ粟で飴作り

日雇いに出て賃稼ぎ

全
全
全
全
男
男
男
一
男
男
女
・
女
全

自給用

自給用

自給用・換金

換金

換金，贈答

換金，贈答

自給用

換金

換金

換金

自給用，換金

換金

換金

1 シンガイ田

シンガイ畑

シンガイ焼畑

桑の葉採取

藁細工

シナ皮細工

煙草のし

ヒラタケ採取

猟

米の運搬（牛）

糸挽き

粟飴作り

日雇い

２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
、

冬期

秋～冬

夏期

夏期・休日

注1）全：家長夫婦，祖父母，嫁を除く全家族員（直系・傍系とも）

男，女：この内男の承， または女の承

注2）夏期・休日：農繁期の5日ごとに1日ずつ設けられている定休日でシンガイ日（ワタクシ

日）という。

表4南部二戸郡・石神村の私財（ホマチ） （有賀喜左衛門1939）

N･ ｜種 別 ｜ 人 ｜ 期 間 ｜ 入手場所と方法 ｜ 用途
小堰の浅瀬に作る。

田畑の土手に作る。

主家の藁で草畦・縄を作る

マダを採取して縄をなう。

賃稼ぎ

炭運搬の駄賃稼ぎ

自給用

自給用，

換金

換金

換金

換金

稲作り

作物作り

藁細工

マダ縄ない

塗り物手伝い

炭引き

奉公人

奉公人

奉公人

奉公人

奉公人

奉公人

休日・休承時間

休日・休み時間

冬期・夜業

冬期・夜業

冬期（休日）

冬期（休日）

１
２
３
４
５
６

換金

注1）奉公人：分家名子となる約定の住込承奉公人

注2）休承時間：昼休み2時間，夕食後（夜間）

は
く
ず
繭
を
使
っ
て
シ
ン
ガ
イ
働
き
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
シ
ン
ガ

イ
田
畑
の
多
く
は
山
林
原
野
（
「
山
の
及
ぶ

か
ぎ
り
」
）
や
川
原
近
く
の
開
墾
地
が
あ
て

ら
れ
、
猟
や
山
菜
取
り
の
行
わ
れ
る
山
、
賃

仕
事
の
行
わ
れ
る
村
の
外
（
出
稼
ぎ
先
）
な

ど
も
シ
ン
ガ
イ
の
場
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

た
。

白
川
村
の
シ
ン
ガ
イ
稼
ぎ
は
、
量
的
に
も
質

的
に
も
特
異
な
発
達
を
示
し
た
例
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
私
」
の
時
間
ｌ
休
日

・
休
承
時
間
・
農
閑
期
、
そ
の
他
夜
間
や
節

日
な
ど
ｌ
、
「
私
」
の
空
間
ｌ
山
野
・

川
原
・
そ
の
他
の
開
墾
地
・
出
稼
ぎ
先
、
そ

の
他
田
畑
の
畦
や
放
棄
さ
れ
た
耕
地
な
ど

Ｉ
に
は
、
各
地
の
事
例
に
著
し
い
共
通
性

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
家
族
の
「
公
」
か
ら
は

区
別
さ
れ
た
、
家
族
員
個
々
の
「
私
」
の
時

間
・
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
個

々
の
家
族
の
「
公
」
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
な

い
よ
り
大
き
な
「
公
」
の
時
間
・
空
間
で
あ

る
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
点
が
家
族
の

「
公
」
に
対
す
る
個
々
人
の
「
私
」
性
の
確
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保
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
第
三
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
財
の
取
得
は
家
産
・
家
業
・
家

計
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
使
途
が
直
接
家
業
経
営
に
還
元

さ
れ
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
家
計
か
ら
の
公
然
た
る
支
出
に

基
づ
く
「
給
付
」
の
形
と
、
家
産
や
家
計
の
一
部
を
（
本
来
の
運
営
と
は
別

に
）
個
人
の
私
的
用
途
に
転
用
す
る
形
ｌ
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
ソ
ク
リ
」
と
が

あ
る
。
前
者
は
日
常
の
衣
類
・
日
用
品
を
給
付
す
る
い
わ
ゆ
る
「
シ
キ
セ
」

の
形
態
で
あ
り
、
家
族
全
員
（
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
「
嫁
」
に
つ
い
て
は

除
か
れ
る
場
合
も
あ
る
）
が
そ
の
対
象
と
な
る
。
一
方
後
者
の
場
合
は
、
家

計
を
私
的
に
転
用
で
き
る
立
場
の
も
の
が
そ
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
り
、
か

つ
本
来
の
家
産
運
営
や
家
計
管
理
と
は
抵
触
す
る
た
め
、
非
公
認
、
内
密
、

さ
ら
に
不
正
の
意
識
を
と
も
な
い
や
す
い
。

こ
の
種
の
私
財
は
家
産
、
家
計
か
ら
個
人
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
個
人
の
手
に
わ
た
る
や
他
の
関
与
を
排
除
す
る
「
私
」

性
を
も
つ
。
後
者
の
場
合
は
「
内
密
」
で
あ
る
か
ら
「
私
」
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
ふ
う
に
も
ゑ
え
る
が
、
現
実
に
は
一
種
の
役
得
と
し
て
暗
黙
の

了
解
と
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
財
の
多
く
が
日
用
品
（
の
給
付
）

の
不
足
を
補
う
形
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
多
く
の
場
合
そ
の
こ
と

が
家
族
内
部
で
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
前
章
に
ふ
れ
た
財
そ
の

も
の
の
性
質
の
問
題
が
こ
こ
で
ま
た
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
よ
う

に
思
う
。

柳
田
国
男
の
私
財
研
究
以
来
、
私
財
と
い
え
ば
大
家
族
の
シ
ン
ガ
イ
・
ホ

マ
チ
か
主
婦
の
ヘ
ソ
ク
リ
が
決
ま
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
現

実
の
家
庭
生
活
に
目
を
向
け
て
ふ
れ
ば
、
日
常
の
衣
類
や
食
器
・
生
活
用
具

を
は
じ
め
隠
居
免
や
持
参
財
、
子
供
や
嫁
の
小
遣
い
稼
ぎ
な
ど
、
数
多
く
の

私
的
所
有
物
・
私
的
稼
ぎ
が
存
在
し
て
い
る
。
小
稿
は
そ
う
い
っ
た
多
様
な

私
財
の
あ
り
方
を
視
野
に
入
れ
る
べ
く
、
既
製
の
私
財
論
の
枠
を
い
っ
た
ん

取
り
払
い
、
「
私
」
の
も
の
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の
「
私
」

性
は
何
に
由
来
し
ど
こ
ま
で
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
承
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

結
果
的
に
は
形
式
分
類
に
終
始
し
て
し
ま
い
、
残
念
な
が
ら
私
財
研
究
の

具
体
的
な
方
向
性
を
示
す
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
が
、
当
面
は
本
文
中
に

も
ふ
れ
た
諸
問
題
Ｉ
「
私
」
さ
れ
る
財
の
範
囲
と
そ
の
特
質
、
財
取
得
の

場
と
「
所
有
」
観
、
私
財
の
具
体
的
使
途
と
そ
の
継
承
の
問
題
、
財
の
持
ち

主
の
地
位
帰
属
と
「
私
」
の
観
念
な
ど
ｌ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
家
族
と

私
財
の
関
係
、
特
に
そ
の
地
域
的
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
考
察
を

す
す
め
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
本
稿
で
は
資
料
上
の
制
約
も
あ
っ
て
、
農
村

家
族
に
お
け
る
私
財
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
商
品
経
済
に
は
や
く
か
ら

組
承
込
ま
れ
て
き
た
漁
民
や
行
商
人
、
職
人
な
ど
の
家
族
の
財
産
関
係
に
つ

い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
報
告
が
な
い
。
し
か
し
、
家
産
・
家
業
の
観
念
の
崩

壊
と
と
も
に
家
族
の
中
で
の
「
公
」
「
私
」
の
観
念
が
急
速
に
変
質
し
つ
つ

む
す
び
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あ
る
現
代
の
家
族
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
点
は
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
う
。

な
お
、
文
中
引
用
に
つ
い
て
は
特
集
末
尾
（
一
二
八
頁
’
一
三
八
頁
）
の

弓
女
性
と
財
産
』
文
献
目
録
ｌ
民
俗
学
分
野
を
中
心
に
」
の
「
家
族
と
私

財
」
お
よ
び
「
相
続
継
承
と
持
参
財
」
の
各
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
本
学
会
会
員
・
民
俗
学
）

九
八
六
年
）
を
骨
子
肌

を
お
断
り
し
て
お
く
。

な
お
、
文
中
引
用
』

付
記

本
稿
は
先
に
発
表
し
た
「
私
財
論
ノ
ー
ト
」
（
『
ふ
い
る
ど
』
創
刊
号
一

八
六
年
）
を
骨
子
と
し
な
が
ら
、
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
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