
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
み
る
開
発
定
住
と
空
間
占
有
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i
落
人
開
村
伝
説
の
読
み
解
き
一

米

家

泰

作

【
要
約
】
　
民
俗
学
・
地
理
学
の
山
村
研
究
は
中
世
の
「
落
人
に
よ
る
山
村
形
成
」
を
想
定
し
て
き
た
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
熊
谷
家
伝
記
』
は
、

一
方
で
創
作
説
が
と
な
え
ら
れ
る
ほ
ど
問
題
の
あ
る
「
史
料
」
で
あ
り
な
が
ら
、
事
実
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
を
託
さ
れ
、
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
本
書
は
編
者
が
説
明
す
る
よ
う
に
代
々
の
伝
記
を
単
に
「
血
書
」
し
た
も
の
で
は
な
い
。
一
般
の
近
世
期
の
由
緒
書
と
同
じ
く
、
在
地
の
口

頭
伝
承
や
文
字
記
録
お
よ
び
一
般
史
書
の
集
積
と
吟
味
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
開
発
定
住
の
叙
述
も
編
者
の
判
断
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
再
読
す
れ
ば
、
約
二
十
の
集
落
形
成
の
描
写
に
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
「
無
人
の
山
野
の
開
発
定
住
」
・
「
閉
じ
た
小
世
界
」
・

「
潜
在
的
な
境
界
」
の
三
つ
の
構
図
が
、
「
落
人
」
が
正
統
な
先
住
者
に
し
て
開
発
者
で
あ
り
、
彼
ら
の
開
発
定
住
が
単
な
る
定
着
で
な
く
同
時
に
空
間
占

有
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
合
理
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
む
し
ろ
本
書
編
纂
に
お
い
て
は
、
特
定
の
イ
エ
に
よ
る
社
会
編
成
を
う
ま
く
説
明
す
る
よ

う
な
「
待
遠
の
再
構
成
」
が
行
わ
れ
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
り
、
落
人
伝
説
を
も
つ
他
の
山
村
を
扱
う
際
に
も
こ
の
点
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
○
巻
［
号
　
一
九
九
七
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
近
年
の
中
世
史
学
は
、
中
世
に
お
い
て
、
山
地
開
発
に
並
行
し
て
山
地
を
領
域
的
に
確
保
す
る
社
会
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
い
る
。
一
方
民
俗
学
や
地
理
学
の
山
村
研
究
は
「
隠
田
百
姓
村
」
概
念
以
来
、
各
地
の
山
村
に
残
る
「
落
人
が
村
を
開
い
た
」
と
い
う
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

承
（
以
下
「
落
人
開
村
伝
説
」
）
に
関
心
を
持
ち
続
け
、
中
世
以
前
の
山
村
形
成
を
う
な
が
し
た
契
機
の
一
つ
に
落
人
の
開
発
を
想
定
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
想
定
は
実
証
困
難
だ
が
仮
説
と
し
て
は
意
義
が

あ
り
、
こ
こ
で
歴
史
学
的
な
想
定
と
民
俗
学
的
な
想
定
は
、

必
ず
し
も
議
論
が
う
ま
く
交
わ
ら
な
い
も
の
の
、
相
補
的
な

位
置
に
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
例
外
的
に
両
者
の
接
点
と
な
り
そ
う
な
「
史
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
ん
ぺ

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
信
濃
国
下
伊
那
郡
坂
部
（
図

　
　
　
く
ぎ
が
い

一
）
の
『
熊
谷
家
伝
記
』
（
以
下
「
本
書
」
）
で
あ
る
。
本
書
は
文

和
元
年
（
一
三
五
二
）
以
来
の
代
女
の
当
主
の
伝
記
を
明
和
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
は
る
カ

年
（
一
七
七
｝
）
に
十
二
代
直
遽
が
編
纂
し
た
体
裁
を
と
り
、

落
人
が
近
隣
の
数
十
の
集
落
を
開
い
た
と
す
る
叙
述
を
含
む
。

し
か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
従
来
の
検
討
は
、
本
書
編
纂

時
に
編
者
の
判
断
が
埋
め
込
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
十
分

注
意
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
む
し
ろ
、
近

世
の
山
村
民
が
自
村
の
起
源
に
つ
い
て
ど
ん
な
歴
史
像
を
抱

い
て
い
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
本
書
を
読
み
解
く
こ
と

を
意
図
し
て
い
る
。

　
以
下
、
二
章
で
は
先
行
研
究
の
吟
味
を
通
じ
て
本
稿
の
立

場
を
定
め
、
三
章
で
は
本
書
編
纂
の
特
徴
に
つ
い
て
、
四
章

で
は
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
潜
む
構
造
に
つ
い
て
検
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討
し
、
五
章
で
山
村
研
究
に
お
け
る
本
稿
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
黒
田
日
出
男
a
『
境
界
の
中
樵
象
徴
の
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

　
六
、
三
～
三
四
頁
。
b
『
日
－
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
校
倉
君
房
、
　
一
九
八
四
、

　
二
八
二
～
三
一
七
頁
。

②
　
水
野
章
二
「
中
世
村
落
と
領
域
支
配
」
日
本
史
研
究
二
七
一
、
一
九
八
五
、
五

　
五
～
八
　
頁
。
田
村
憲
美
『
日
本
中
世
村
落
形
成
史
の
研
究
隔
校
倉
書
房
、
一
九

　
九
四
。
坂
田
聡
「
山
村
と
漁
村
」
（
日
本
村
落
史
講
座
編
集
委
員
会
編
『
日
本
村

　
落
史
講
座
2
　
景
観
1
』
雄
出
閣
、
一
九
九
〇
）
二
九
五
～
三
一
四
頁
。
春
田
直

　
紀
「
中
世
の
海
村
と
山
村
－
生
業
村
落
論
の
試
み
一
」
日
本
史
研
究
三
九
二
、

　
　
九
九
五
、
三
四
～
六
一
頁
。
ま
た
筆
者
も
中
世
山
村
の
領
域
と
地
形
の
関
係
を

　
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
中
世
山
村
の
境
界
と
山
地
地
形
－
土
佐
国
大

　
心
心
横
山
の
名
領
域
1
」
人
文
地
理
四
八
一
一
、
一
九
九
六
、
四
八
～
六
八
頁
。

③
　
こ
の
概
念
は
柳
田
國
男
が
初
め
て
提
示
し
た
。
柳
田
國
男
『
郷
土
誌
論
』
（
『
柳

　
田
國
男
全
集
二
七
』
筑
摩
厨
房
）
一
九
九
〇
、
九
六
～
一
〇
三
頁
。
初
繊
は
、
郷

　
土
研
究
社
、
｝
九
二
二
。

④
　
一
般
に
い
う
「
落
人
伝
説
」
に
は
、
既
存
の
村
落
へ
の
落
人
の
流
離
や
横
死
に

　
つ
い
て
の
伝
説
が
含
ま
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
落
人
が
開
村
に
大
ぎ
な
役
割
を
果

　
た
し
た
伝
承
を
も
っ
て
「
落
人
開
村
伝
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
の
全
国
的

　
な
分
布
を
示
し
た
も
の
と
し
て
は
、
　
「
平
家
谷
」
に
限
定
さ
れ
る
が
次
の
文
献
が

　
あ
る
。
武
田
静
澄
『
落
人
伝
説
の
旅
一
平
家
谷
秘
話
一
』
社
会
思
想
社
、
一

　
九
六
九
。
高
木
史
人
・
常
光
徹
・
花
部
英
雄
「
平
家
伝
説
地
総
覧
」
歴
史
読
本
昭

　
和
六
十
年
四
月
号
、
一
九
八
五
、
一
七
四
～
［
八
九
頁
。

⑤
　
そ
の
代
表
的
な
研
究
者
が
宮
本
常
一
で
あ
る
。
宮
本
常
一
a
『
山
に
生
き
る
入

　
び
と
』
未
来
社
、
一
九
六
四
、
一
〇
九
～
…
三
〇
頁
。
お
よ
び
同
書
二
〇
二
～
二

　
三
四
頁
に
所
収
さ
れ
た
b
「
山
と
人
山
」
（
初
出
は
、
民
族
学
研
究
三
二
一
四
、

　
一
九
六
八
）
。
宮
本
は
伝
説
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
み
な
す
こ
と
を
警
戒
し
つ
つ
も
、

　
「
落
人
開
村
伝
説
」
が
別
に
記
さ
れ
た
史
書
と
一
致
し
た
例
を
挙
げ
、
「
落
人
の

　
伝
承
を
持
つ
も
の
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
」
（
a
…
〇
九
～
一
＝
二
頁
）

　
可
能
性
を
重
視
し
て
い
る
。

40　（40）

二
　
研
究
の
現
状
と
そ
の
問
題
点

　
1
　
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
「
落
人
開
村
伝
説
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
直
接
か
か
わ
る
諸
研
究
を
振
り
返
り
た
い
。
初
め
て
本
書
を
本
格
的
に
検
討
し
た
竹
内
利
美
は
、
開
発

定
住
の
叙
述
に
関
し
、
「
ほ
と
ん
ど
は
近
隣
諸
郷
主
の
土
着
開
郷
伝
承
の
集
成
で
あ
っ
て
、
史
実
の
ほ
ど
は
何
と
も
い
え
な
い
が
、
さ
し
て
相

互
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
九
頁
）
」
と
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
の
関
心
か
ら
み
た
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
落
人
が
流
入
し
は
じ
め
た
十
四
世
紀
の
当
山
域
に
は
わ
ず
か
の
先
住
者
し
か
な
く
、
落
人
が
「
思
慾
」
と
し
て
「
既
存
の
上
部
勢
力
の
直
接

の
介
入
な
し
に
、
未
開
の
山
野
を
自
在
に
開
発
分
領
」
し
、
「
こ
れ
ら
開
郷
者
は
「
開
発
私
領
」
の
主
と
し
て
、
そ
の
地
の
完
全
な
領
有
権
を
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取
得
し
」
た
（
五
二
頁
）
。
こ
れ
に
遅
れ
て
「
有
力
者
の
入
村
と
、
血
縁
家
族
に
よ
る
分
村
開
発
が
進
行
し
て
ゆ
く
。
」
た
だ
し
そ
の
「
開
発
課

は
郷
主
と
主
従
関
係
（
中
略
）
に
あ
っ
て
、
そ
の
開
発
村
落
は
「
下
郷
」
と
し
て
存
在
し
た
」
（
四
三
～
四
四
頁
）
。
し
か
し
文
安
五
年
（
｝
四
四
八
）

　
に
い
の

に
新
野
に
現
れ
た
関
氏
が
「
戦
国
大
名
的
性
格
の
領
主
（
七
九
頁
）
」
に
成
長
し
、
「
郷
」
は
全
て
「
関
郷
」
に
属
し
て
村
落
の
「
領
有
権
（
一
〇

三
頁
）
」
は
関
氏
に
移
っ
た
（
関
郷
に
つ
い
て
は
図
1
参
照
）
。

　
竹
内
は
右
の
分
析
を
史
実
だ
と
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
に
比
較
で
き
る
史
料
に
乏
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
事
実
で
な
い
可
能
性
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
は
必
ず
し
も
批
判
的
な
検
討
を
重
ね
て
い
な
い
。
結
果
と
し
て
本
書
は
落
人
の
山
村
形
成
に
確
実
な
根
拠
を
求
め
る
立
場
か
ら
注
目
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

民
俗
学
の
宮
本
常
一
は
「
各
代
の
人
び
と
の
直
接
書
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
一
応
信
頼
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
判
断
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

地
理
学
に
お
い
て
も
藤
田
佳
久
が
最
も
古
い
山
村
を
示
す
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
し
か
し
従
来
の
『
熊
谷
家
伝
記
』
分
析
に
は
本
書
を
評
価
し
な
い
立
場
か
ら
の
言
及
は
少
な
い
。
柳
田
國
男
は
創
作
説
を
示
唆
し
、
「
内
容

に
は
存
外
新
た
な
附
加
え
が
な
い
」
と
し
つ
つ
も
「
こ
の
地
域
の
口
碑
類
を
、
年
代
順
に
排
列
し
て
、
歴
代
の
主
人
の
生
涯
に
割
当
て
た
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
⑦

と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
史
料
」
と
し
て
の
問
題
点
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
本
書
が
敬
遠
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
笹
本
正
治

は
近
年
、
本
書
に
お
け
る
伝
説
の
挿
入
、
地
名
の
由
来
説
明
や
花
押
の
不
自
然
さ
、
関
氏
と
南
郷
に
か
ん
す
る
叙
述
の
誤
り
、
さ
ら
に
編
纂
過

程
の
不
明
確
さ
を
指
摘
し
、
「
記
載
の
ほ
と
ん
ど
は
、
熊
谷
家
十
二
代
の
直
遽
が
作
り
上
げ
た
も
の
で
、
思
議
が
整
理
・
編
集
し
た
と
す
る
家

に
伝
わ
っ
た
伝
記
な
る
も
の
は
本
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
創
作
説
を
と
な
え
て
い
る
。
そ
し
て
編
纂
の
真
意
に
つ
い
て
、
熊
谷
家
の

よ
う
な
斜
陽
の
「
旧
来
の
家
は
自
分
の
家
の
由
緒
に
す
が
る
し
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
熊
谷
家
伝
記
』
は
近
世
社
会

全
体
の
中
で
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
」
と
言
う
。

　
こ
の
よ
う
に
創
作
説
が
一
方
で
止
ま
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
体
系
だ
っ
た
本
格
的
な
資
料
批
判
が
未
だ
不
十
分
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従

来
、
本
書
を
評
価
す
る
側
か
ら
の
資
料
批
判
は
柳
田
の
創
作
説
の
否
定
に
重
点
が
お
か
れ
、
口
頭
で
は
伝
承
困
難
な
詳
細
な
記
事
や
家
の
名
誉

に
な
ら
な
い
叙
述
、
ま
た
文
化
的
な
要
素
の
変
遷
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
書
か
れ
た
伝
記
記
録
が
無
け
れ
ば
編
纂
不
可
能
で
あ
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⑧

り
、
村
落
内
部
の
生
活
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
と
推
定
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
方
法
は
、
本
書
が
創
作
な
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
実

証
史
料
的
価
値
が
無
い
の
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
、
部
分
的
に
気
づ
か
れ
た
史
実
と
の
上
灘
に
つ
い
て
は
個
々
に
注
意
さ
れ
る
に
止

め
ら
れ
、
編
者
農
学
が
誤
っ
た
情
報
を
混
入
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
笹
本
の
よ
う
に
本
書
が
十
八
世
紀
に
完
成
さ
れ
た
こ
と

を
重
視
す
れ
ぼ
、
編
纂
の
性
格
そ
の
も
の
の
評
価
を
改
め
て
地
塁
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
2
　
由
緒
書
・
伝
説
と
「
落
人
開
村
伝
説
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
の
点
に
示
唆
的
な
の
が
、
近
世
期
作
成
の
由
緒
書
や
旧
記
を
め
ぐ
る
近
年
の
諸
研
究
で
あ
る
。
近
世
村
に
は
、
古
文
書
・
古
文
献
の
み
な

ら
ず
棟
札
・
鰐
口
・
石
仏
・
供
養
塔
等
の
金
石
文
を
も
調
査
・
学
習
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
由
緒
書
作
成
を
通
じ
て
自
前
の
村
落
史
像
を
作
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
げ
る
村
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
井
上
巧
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
岩
橋
清
美
が
述
べ
た
よ
う
に
、
「
村
の

歴
史
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
村
役
入
層
は
組
織
化
さ
れ
た
村
落
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
。
そ
れ
は
「
そ
れ
ま

で
文
字
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
村
の
歴
史
が
文
字
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
地

域
の
歴
史
が
作
成
者
の
人
文
学
的
教
養
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
壁
塗
と
し
て
確
定
さ
れ
た
歴
史

が
、
従
来
の
口
頭
で
伝
承
さ
れ
る
「
歴
史
」
を
塗
り
替
え
、
そ
れ
に
置
き
換
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
外
部
の
価
値
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
影
響
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
持
つ
。

　
右
の
指
摘
を
念
頭
に
お
け
ば
、
本
書
も
ま
た
一
山
村
民
に
よ
る
過
去
の
「
復
原
」
が
文
字
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
か
ら
撮
発
す
る

べ
き
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
本
書
の
開
発
定
住
の
く
だ
り
が
、
竹
内
の
分
析
結
果
に
み
る
よ
う
に
「
郷
」
の
「
分
営
」
と
い
う
空
間
占
有
の
成

立
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
点
は
、
本
書
の
主
題
の
一
つ
が
過
去
の
熊
谷
家
の
権
威
・
権
益
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
興
味
深

く
目
に
う
つ
る
。
こ
の
く
だ
り
に
関
し
て
は
本
書
を
評
価
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
、
根
拠
と
な
っ
た
文
字
記
録
は
少
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
う
と
す
れ
ば
村
内
外
の
限
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
編
者
が
え
た
．
歴
史
像
が
描
か
れ
た
も
の
と
扱
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
諸
点
に
近
い
議
論
が
民
俗
学
的
な
伝
説
研
究
に
お
い
て
も
展
開
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
伝
説
は
、
樹
木
・
石
な
ど
の
地
物
や
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『熊谷家伝記』にみる開発定住と空間占有（米家）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

記
念
物
に
即
し
て
過
去
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
「
落
人
開
村
伝
説
」
も
落
人
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
地
物
や
「
遺
品
」
に
即
し
て
村
落
の
起
源
を

う
ま
く
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
伝
説
も
ま
た
、
由
緒
書
の
編
纂
ほ
ど
意
図
的
・
操
作
的
で
な
い
と
し
て
も
、
一
般
に
知
ら
れ
た
歴
史

に
沿
う
よ
う
に
人
名
や
年
代
が
「
補
充
」
さ
れ
、
よ
り
信
じ
や
す
い
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
意
を
払
え
ば
、
「
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

人
」
の
末
蕎
が
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
形
成
と
変
容
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
浮
か
ん
で
く
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
本
書
編
纂
に
お
い
て
伝
説
の
変
容
に
類
似
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
可
能
性
に
留
意
し
、
近
世
の
由
緒
書
研
究
に
な
ら
っ
て

改
め
て
資
料
批
判
を
行
っ
た
上
で
、
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
内
容
自
体
の
読
み
解
き
に
移
り
た
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
編
者
直
遽
が
接
し
た
で

あ
ろ
う
資
料
あ
る
い
は
情
報
源
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
最
終
的
に
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
作
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
作
業
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
た
だ
し
な
に
ぶ
ん
「
年
代
記
」
を
除
く
本
体
全
体
で
お
よ
そ
三
十
万
字
の
量
が
あ
り
、
本
稿
は
「
落
人
開
村
伝
説
」
が
書
か
れ
た

部
分
に
か
か
わ
る
資
料
批
判
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
　
竹
内
利
美
『
「
熊
谷
家
伝
記
」
の
緩
々
i
村
落
社
会
史
研
究
i
』
御
茶
の

　
水
書
房
、
一
九
四
四
（
改
訂
版
一
九
七
八
）
。

②
　
中
世
史
学
の
鈴
木
国
弘
は
「
縁
者
」
の
視
点
か
ら
本
書
の
中
世
期
部
分
を
分
析

　
し
て
い
る
が
、
本
書
の
叙
述
す
る
「
歴
史
的
事
実
の
信
愚
度
を
と
く
に
問
題
に
し

　
て
い
る
わ
け
で
は
な
」
い
と
し
て
「
復
元
」
し
た
申
世
村
落
像
が
ど
の
よ
う
な
意

　
味
を
も
つ
の
か
は
、
竹
内
と
同
様
の
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
鈴
木
国
弘
「
東
国

　
山
間
村
落
の
開
発
と
「
縁
者
」
の
世
界
－
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
検
討
一
」
日

　
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
三
八
、
一
九
八
九
。
引
用
は
五
頁
。

③
一
章
⑤
a
、
一
二
四
頁
。
お
よ
び
宮
本
常
一
『
私
の
日
本
地
図
1
天
竜
川
に

　
沿
っ
て
』
同
友
館
、
一
九
六
七
、
一
〇
七
～
｝
二
〇
頁
。

④
　
藤
田
能
久
a
『
艮
本
の
山
村
』
地
人
書
房
、
一
九
八
一
、
六
九
～
九
六
頁
。
b

　
『
奥
三
河
山
村
の
形
成
と
林
野
』
名
著
出
版
、
｝
九
九
二
、
二
九
～
六
一
頁
。
ほ

　
か
に
安
藤
慶
一
郎
・
矢
守
一
彦
〃
『
国
境
い
の
村
』
学
生
社
、
　
一
九
七
二
、
二
四
～

　
三
七
頁
。
ま
た
次
の
文
献
が
近
世
の
被
官
調
度
の
起
源
を
落
人
の
開
村
に
求
め
て

　
い
る
。
関
島
久
雄
・
古
島
俊
雄
『
揺
役
労
働
制
の
崩
壊
過
程
i
併
那
被
官
の
研

　
究
一
1
』
育
成
社
、
一
九
三
八
、
五
七
～
＝
二
七
頁
（
関
島
執
筆
部
分
）
。
さ
ら

　
に
塞
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
宮
本
常
一
・
山
本

　
周
五
郎
・
揖
西
光
速
・
山
代
巴
監
修
『
日
本
残
酷
物
語
1
　
貧
し
き
人
々
の
む
れ
』

　
平
凡
社
、
一
九
五
九
（
文
庫
版
一
九
九
五
）
、
五
三
～
八
八
頁
（
竹
内
利
美
執
筆
）
。

　
お
よ
び
後
藤
総
一
郎
『
神
の
か
よ
い
路
i
天
竜
水
系
の
世
界
観
1
』
淡
交
社
、

　
一
九
九
〇
、
一
〇
七
～
｝
二
〇
頁
。
山
崎
一
司
『
熊
谷
家
伝
記
の
ふ
る
さ
と
』
（
愛

　
知
県
北
設
楽
郡
）
寓
山
村
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
。

⑤
　
柳
田
國
男
『
東
國
古
道
記
』
（
『
柳
田
國
男
全
集
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
）

　
三
二
四
頁
。
初
出
は
、
旅
、
一
九
四
九
。

⑥
「
歴
史
を
研
究
す
る
方
々
と
話
を
し
て
い
て
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
事
に
な
る
と
、

　
す
べ
て
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
皆
さ
ん
妙
な
顔
を
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
千
葉
徳
爾

　
の
言
葉
が
、
文
献
史
学
か
ら
み
た
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
印
象
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
千
葉
徳
爾
「
『
熊
谷
家
俵
記
』
を
み
な
お
す
－
桜
井
徳
太
郎
著
『
日
本
民
間
信
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仰
論
』
を
よ
ん
で
一
…
」
（
『
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
3
　
民
俗
の
地
域
的
展
開
』
東

　
京
賞
出
版
、
一
九
八
八
と
壬
三
～
一
一
…
三
二
頁
。
初
出
は
、
伊
那
三
六
四
、
一
九

　
五
八
。

⑦
　
笹
本
正
治
a
『
天
竜
川
の
淵
伝
説
一
「
熊
谷
家
伝
記
」
を
中
心
に
一
…
』
建

　
設
省
中
部
地
方
建
設
局
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
、
一
九
九
二
。
b
「
家
伝
記
の

　
世
界
厩
1
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
成
立
1
」
月
刊
街
科
三
六
八
・
三
七
一
、
一
九

　
九
三
、
一
六
～
二
〇
・
…
八
～
二
三
頁
。
引
用
は
こ
こ
か
ら
の
も
の
。
c
「
雪
祭

　
り
と
熊
谷
家
伝
記
の
村
々
」
（
網
野
善
彦
・
石
井
畦
編
『
中
世
の
風
最
を
読
む
3
』

　
新
人
物
往
来
祉
、
一
九
九
五
）
八
○
～
＝
○
頁
。

⑧
前
掲
①
、
七
～
こ
ご
貝
。
前
掲
⑥
。
後
掲
三
章
④
山
崎
刊
本
五
ノ
巻
に
寄
せ
た

　
竹
内
利
美
の
解
題
。
前
掲
④
山
崎
一
司
。

⑨
　
由
緒
書
研
究
に
つ
い
て
は
次
の
優
れ
た
展
望
論
文
が
参
考
に
な
っ
た
。
久
留
島

　
浩
「
村
が
「
虚
緒
」
を
語
る
と
き
一
「
村
の
歯
緒
」
に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト

　
一
」
（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
集
団
一
由
緒
と
言
説
1
』

　
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
）
三
～
三
八
頁
。

⑩
　
井
上
功
「
増
上
寺
領
村
々
の
由
緒
と
諸
役
免
除
闘
争
」
日
本
史
研
究
三
二
四
、

　
一
九
八
九
、
三
三
～
六
四
頁
。
同
「
由
緒
番
と
村
社
会
」
地
方
史
研
究
四
一
－
六
、

　
一
九
九
一
、
二
七
～
三
七
頁
。
同
「
村
社
会
の
正
当
性
と
権
威
－
二
人
の
名
主

　
弥
五
左
衛
門
を
め
ぐ
っ
て
一
」
湘
南
史
学
十
四
、
　
一
九
九
五
、
　
一
～
四
四
頁
。

⑪
　
a
岩
騎
清
美
「
近
世
多
摩
地
域
に
お
け
る
「
旧
記
」
と
「
郷
土
」
」
法
政
大
学

　
大
学
院
紀
要
二
九
、
　
一
九
九
一
一
、
二
四
三
～
二
六
〇
頁
。
b
「
近
世
後
期
に
お
け

　
る
歴
史
意
識
の
形
成
過
程
－
武
蔵
国
多
摩
郡
を
中
心
と
し
て
一
」
関
東
近
世

　
史
研
究
三
四
、
一
九
九
三
、
八
～
三
四
頁
。
c
「
近
世
村
落
に
お
け
る
名
主
の
文

　
欝
管
理
と
「
旧
記
」
の
作
成
－
武
蔵
国
多
摩
郡
野
津
田
村
を
中
心
と
し
て
i
」

　
法
政
史
学
四
六
、
一
九
九
四
、
…
一
八
～
一
三
九
頁
。
引
用
は
順
に
b
の
三
〇
頁
、

　
｝
五
頁
、
一
四
頁
。

⑫
　
こ
の
視
点
は
、
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
に
注
意
す
る
ボ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
コ
冨
語
に
よ

　
る
重
点
の
表
象
」
と
し
て
口
頭
伝
承
を
扱
う
川
田
順
造
、
ま
た
場
所
に
関
す
る
言

　
説
に
注
意
す
る
大
城
直
樹
の
視
野
に
拡
が
っ
て
い
く
。
E
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
「
序

　
論
一
芸
統
は
創
り
幽
さ
れ
る
」
（
E
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
　
T
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編

　
『
創
ら
れ
た
伝
統
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
　
一
九
九
二
）
九
～
二
八
頁
。
川
田
順
造

　
『
口
頭
伝
承
論
』
河
出
激
桝
房
新
社
、
一
九
九
二
。
大
城
直
樹
「
村
落
景
観
と
社
会

　
性
…
…
沖
縄
本
島
北
都
村
落
の
祭
紀
施
設
の
場
合
一
」
歴
史
地
理
学
一
五
九
、

　
一
九
九
二
、
二
～
二
〇
頁
。
同
「
墓
地
と
場
所
感
覚
」
地
理
学
評
論
六
七
A
I
三
、

　
一
九
九
四
、
一
六
九
～
一
八
二
頁
。

⑲
　
柳
田
㎝
幽
田
刀
a
『
伝
説
』
（
『
柳
田
國
田
刀
全
集
七
』
筑
摩
得
房
、
　
一
九
九
〇
）
ゴ
瓢
ハ

　
頁
。
初
版
は
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
。
b
『
木
筆
石
語
』
（
同
）
一
八
○
頁
。

　
該
当
部
分
の
初
出
は
、
旅
と
伝
説
、
【
九
二
八
。
　
c
「
伝
説
の
こ
と
」
（
同
）
五

　
九
七
頁
。
初
娼
は
日
本
放
送
協
会
編
『
日
本
伝
説
名
彙
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

　
一
九
五
〇
。

⑭
柳
田
國
男
は
「
平
家
谷
」
に
つ
い
て
、
「
今
ま
で
住
ん
で
い
る
人
々
と
、
類
を

　
別
に
し
た
や
や
気
晶
の
高
い
群
が
、
後
か
ら
入
っ
て
来
れ
ば
す
な
わ
ち
落
人
で
あ

　
る
。
そ
う
し
て
平
家
は
夙
に
最
も
有
名
な
落
人
だ
っ
た
か
ら
、
我
も
入
も
そ
う
ら

　
し
く
考
え
出
す
の
も
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
。
前
掲
⑬
a
五
九
～
六
〇
頁
。
ま
た

　
松
永
伍
一
は
、
流
入
し
た
落
人
が
先
住
の
山
間
民
を
支
配
し
、
そ
し
て
落
人
の
宋

　
喬
が
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
よ
っ
て
権
威
を
維
持
し
た
と
い
う
展
開
を
想
像
力
豊

　
か
に
描
い
て
い
る
。
松
永
伍
一
『
平
家
伝
説
』
申
央
公
論
社
、
一
九
七
三
、
四
一

　
～
一
一
七
頁
．
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三
　
『
熊
谷
家
伝
記
』
編
纂
作
業
の
性
格

『熊谷家伝記』にみる開発定佐と空間占有（米家）

　
1
　
編
者
に
よ
る
編
纂
作
業
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
書
に
は
宮
下
本
・
佐
藤
本
の
二
種
が
伝
存
す
る
。
両
本
の
構
成
内
容
は
異
な
り
、
宮
下
本
は
編
者
直
遽
の
父
・
十
一
代
直
昭
ま
で
の
家
伝

記
を
内
容
と
す
る
が
、
佐
藤
本
は
そ
の
内
容
を
明
和
五
年
（
［
七
六
八
）
に
修
正
し
た
も
の
（
　
～
六
ノ
巻
）
、
お
よ
び
明
和
八
年
（
一
七
七
｝
）
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

成
の
直
遽
自
身
の
家
伝
記
（
七
ノ
巻
）
、
さ
ら
に
「
年
代
記
」
と
題
さ
れ
た
年
表
か
ら
成
る
（
表
－
）
。
刊
本
と
し
て
は
な
が
ら
く
、
佐
藤
本
を
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
と
し
、
宮
下
本
と
の
異
同
を
注
記
し
た
市
村
威
人
の
翻
刻
（
以
下
「
市
村
刊
本
」
）
が
参
照
さ
れ
て
き
た
が
、
佐
藤
本
の
写
真
版
に
翻
刻
を
付
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
山
崎
一
司
に
よ
る
刊
本
が
近
年
完
成
さ
れ
た
。
両
刊
本
の
翻
刻
結
果
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
お
り
、
市
村
刊
本
の
精
度
が
改
め
て
確
認
さ
れ

る
。
以
下
引
用
箇
所
を
示
す
に
際
し
て
は
統
一
上
、
市
村
刊
本
の
通
箕
頁
を
〔
〕
に
示
す
が
、
句
読
点
は
筆
老
の
判
断
で
付
し
た
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
ず
最
初
に
、
本
書
編
纂
に
つ
い
て
の
直
遽
自
身
の
説
明
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
直
言
は
三
歳
の
時
に
父
に
死
な
れ
、
家

伝
記
の
存
在
を
知
ら
ず
に
成
長
し
た
が
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
十
七
歳
の
時
、
坂
部
村
内
の
大
角
家
に
お
い
て
初
め
て
「
先
祖
之
由
緒
、
井

守
郷
開
基
以
来
之
記
録
の
巻
物
〔
三
二
一
頁
〕
」
を
見
た
。
こ
れ
は
、
当
主
幼
少
の
た
め
家
来
が
代
筆
し
た
部
分
を
含
め
、
家
訓
に
よ
り
初
代
よ

り
七
代
ま
で
の
当
主
が
書
い
た
家
伝
記
が
、
正
保
三
年
目
一
六
四
六
）
に
質
と
し
て
預
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
便
宜
的
に
「
建
家
伝

記
」
1
と
す
る
。
1
の
存
在
に
触
発
さ
れ
た
直
遽
が
「
当
家
に
有
合
書
物
〔
三
二
一
頁
と
を
改
め
た
と
こ
ろ
、
八
代
よ
り
直
遽
の
父
・
十
一
代

直
昭
ま
で
の
家
伝
記
を
発
見
し
た
。
こ
れ
を
「
原
子
伝
記
」
∬
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
1
は
紛
失
さ
れ
、
後
年
に
な
っ
て
再
び
発
見
さ
れ
て

直
和
に
返
却
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
手
元
に
置
か
れ
た
一
と
H
の
二
つ
の
「
原
家
伝
記
」
を
「
方
書
」
し
た
の
が
宮
下
本
で
あ
り
、

さ
ら
に
直
遽
自
身
の
家
伝
記
と
「
年
代
記
」
を
付
け
加
え
た
も
の
が
佐
藤
本
だ
と
さ
れ
る
。
表
1
で
は
直
遽
の
説
明
に
従
っ
て
、
各
巻
の
由
来

を
一
。
H
．
遽
（
直
遽
執
筆
部
分
）
に
分
け
て
示
し
た
。
た
だ
し
一
…
n
と
し
た
の
は
由
緒
書
的
な
部
分
で
、
八
代
直
祐
が
一
に
加
え
た
と
注
記
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袈
1
　
　
『
能
…
谷
家
伝
記
駈
の
構
成

巻

頁

（
頁
数
）

一

一
～

五
～

：ti：／1；／

二
二
～
　
二
五
　
　
（
四
）

一一

ﾜ
～

二
七
～

二
八
～

三
二
～

三
四
～

天i西iコi天i天i天i毛i毛

£i塗i西io陰i三i2絵
VtWI　VX　；V［V／　L／　！V：　Vi

三
六
～
　
　
四
二
　
　
　
（
七
）

四
二
～
　
四
七
　
　
（
六
）

四
七
～
　
四
九
　
　
（
三
）

六

t

九
五

g
西

v

四
九
？

六

2
四
Ll

語
り
手

十
二
代
直
選

初
代
貞
直

初
代
貞
直

十
二
代
鍵
盤

十
二
代
直
遽

初
代
貞
直

初
代
貞
直

初
代
貞
直

初
代
貞
直

初
代
貞
直

二
代
直
常

三
代
直
吉

内

容

由
　
来

「
家
伝
記
網
…
之
瑛
（
宮
下
本
の
み
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遽

「
置
状
之
事
一
ノ
巻
序
」

桓
武
天
皇
か
ら
初
代
貞
直
に
至
る
熊
谷
本
家
の
物
語
と
定
住
以
前
の
初
代
貞
直
の
物
語
。
　
※
「
○
右
者
、
初
　
I
l
一

に
顕
ハ
す
夢
物
語
と
云
は
是
也
。
前
々
ハ
別
紙
な
れ
共
、
若
し
紛
失
有
ら
ん
事
を
厭
ひ
、
当
家
八
代
目
平
次
郎

直
祐
改
書
之
節
、
本
伝
記
二
塁
ル
（
二
二
頁
・
宮
下
本
の
み
）
」

「
吉
野
汐
義
貞
公
江
翼
下
御
真
筆
写
」
　
※
「
○
義
貞
公
山
門
と
牒
状
・
同
山
門
返
状
。
是
も
別
紙
な
れ
共
此
I
l
二

虫
払
思
置
者
也
。
（
中
略
）
吉
野
様
御
真
筆
是
二
軍
（
二
二
頁
・
宮
下
本
の
み
）
」

「
熊
谷
家
雲
気
の
伝
　
但
し
清
明
流
」

※
「
熊
谷
家
伝
籏
竿
寸
法
の
寮
。
是
は
旧
書
腐
リ
破
レ
委
細
不
知
故
、
此
度
改
書
に
除
之
候
」

「
同
家
債
火
防
之
大
盤
。
直
家
巳
来
電
黒
日
（
建
暦
元
年
（
＝
一
＝
）
）
」

※
「
訓
閲
集
の
抜
書
、
瓢
湖
旧
露
腐
リ
不
相
知
」

源
頼
朝
感
状
写
（
寿
永
三
年
（
｝
一
八
四
）
）

「
当
家
二
而
代
々
鳩
を
不
殺
不
食
詰
は
…
…
」
・
「
本
定
紋
」
・
「
幕
紋
」

「
越
前
国
金
田
庄
直
家
山
竜
円
寺
住
法
随
和
尚
ハ
我
貞
直
二
は
師
匠
に
て
…
…
」

「
直
家
舎
弟
金
田
権
次
郎
直
黒
江
譲
書
誌
自
筆
龍
円
寺
に
有
之
（
承
久
元
年
（
＝
一
一
九
）
）
」
・
「
金
田
次
郎
添

書
議
事
（
寛
喜
元
年
（
一
二
三
〇
）
）
」
　
※
「
右
は
前
条
の
夢
物
語
汐
是
迄
は
別
紙
に
て
、
伝
記
之
外
二
有
之

候
へ
共
、
直
祐
改
書
之
節
、
愛
に
雲
入
之
者
也
（
三
六
頁
）
」

「
年
代
記
之
事
（
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
～
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
）
」

「
当
左
閑
辺
由
来
老
母
物
語
之
事
（
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
）
」

「
年
代
記
之
事
（
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
～
康
暦
三
年
（
一
三
八
一
）
）
」

永
徳
元
年
（
＝
二
八
　
）
～
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
）

｝止

ｷ
一
兀
魔
†
（
一
四
ご
八
）
～
康
正
二
加
†
（
一
四
五
｛
ハ
）

li｝ili預i碍i｛
十i九i八｝七i六i五i四i三

1 1
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r熊谷家伝記』にみる開発定住と空間占有（米家）

二三四五論ノ、七年代記

九
五
～
　
九
九
　
　
（
五
）

一
〇
∩
）
～
一
〇
八
　
　
（
九
）

一
〇
九
～
一
七
五
　
　
（
六
七
）

一
七
七
～
二
〇
八
　
（
三
二
）

二
〇
九
～
ご
二
〇
　
（
一
二
）

二
二
一
二
～
二
山
ハ
〇

二
山
ハ
○
～
一
工
ハ
ニ

八
代
直
祐

四
代
直
勝

五
代
慣
光

六
代
蔵
定

家
来
船
本

「
別
紙
系
図
之
巻
之
趣
」
　
※
「
語
志
別
紙
二
て
有
之
処
、
当
家
八
代
目
直
祐
改
書
駒
節
、

書
二
有
文
言
二
重
の
様
な
れ
共
、
元
来
別
紙
た
る
故
也
（
九
九
頁
）
」

康
｝
止
二
年
（
一
四
【
五
山
ハ
）
～
・
氷
正
八
年
（
一
五
一
　
一
）

加
之
。
依
之
、
先

永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
～
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
～
天
正
　
三
年
（
一
五
八
五
）

天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
～
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）

（
三
八
）
　
七
代
直
隆
　
　
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
～
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

　
（
三
）
　
十
二
代
直
遽
　
　
「
右
是
迄
は
、
大
角
久
次
郎
孫
久
之
丞
方
に
有
之
け
る
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遽
書
添
（
宮
下
本
の
み
・
二
六
二
頁
）
」

二
六
三
～
二
八
六
　
（
二
四
）

二
八
六
～
二
八
七
　
　
（
二
）

二
入
八
～
三
〇
一
　
（
一
四
）

三
〇
一
～
三
一
九
（
一
九
）

三
二
一
～
三
入
二
　
（
六
二
）

　
一
～
　
　
二

　
二
～
　
　
三

三
～
　
一
五

一
五
～
　
六
〇

　
　
　
　
六
一

六
一
～
　
　
六
二

3i3il藷
八
代
直
祐

九
代
直
春

十
代
盧
古

十
一
代
直
昭

十
二
代
直
遽

i

…
…
」
※
「
右
添
書
ハ
＋
二
代
目
次
郎
太
夫
直

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
～
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
～
貞
享
元
年
（
｝
六
八
四
）

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
～
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
～
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）

寛ナ

ﾛ
一
六
年
（
一
七
一
二
一
）
～
明
和
八
年
（
一
七
七
｝
）

「
天
神
七
代
之
内
」

「
地
神
五
代
之
内
」

「
人
皇
第
一
始
り
也
」
神
武
天
皇
～
文
武
天
皇

大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
エ
明
和
五
年
（
｝
七
六
八
）

「
改
元
年
号
用
ル
字
之
集
」

「｛

D
」
・
「
定
（
寛
文
一
　
一
甜
干
（
　
｛
ハ
七
一
）
）
」

I
l
ご

11遽 1Hi　ll　lg∬遽遽i遽i遽i遽i遽

（
注
）
　
巻
は
佐
藤
本
、
頁
は
市
村
刊
本
に
よ
る
。
※
は
挿
入
・
追
記
に
か
か
わ
る
叙
述
で
あ
る
。
由
来
の
項
の
一
・
1
は
本
稿
で
「
原
論
伝
記
」
と
呼
ぶ
部
分
で
あ
る
。
1
は

　
　
七
代
ま
で
の
家
伝
記
で
、
大
角
家
に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
部
分
。
そ
の
内
1
一
一
～
十
一
は
、
八
代
高
祐
が
挿
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る
由
緒
書
的
な
部
分
。
∬
は
八

　
　
～
十
一
代
の
家
伝
記
。
一
方
「
退
」
は
編
者
直
遽
が
独
自
に
執
筆
し
た
部
分
で
あ
る
。
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ロ
ご
丁
三
六
頁
ほ
か
。
表
－
参
照
〕
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
直
遽
が
明
示
し
た
編
纂
作
業
で
あ
り
、
い
わ
ば
外
向
け
の
結
論
的
な
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
本
文
を
一
読
す
れ
ば
右
の
ほ
か
の
作

業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
次
に
明
示
的
に
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
資
料
あ
る
い
は
情
報
源
を
整
理
し
た
い
。

　
2
　
編
纂
の
資
料
と
悟
報
源

　
こ
の
点
に
つ
い
て
先
行
研
究
は
個
別
的
な
が
ら
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
れ
ば
、
①
本
稿
の
い
う
「
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

家
伝
記
」
は
時
代
を
遡
る
ほ
ど
量
的
に
少
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
②
一
般
の
遡
行
史
書
、
お
よ
び
坂
部
村
・
近
隣
村
の
文
字
記
録
・
口
頭
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

承
が
参
照
さ
れ
て
い
た
。
右
二
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
原
家
伝
記
」
以
外
の
情
報
源
が
積
極
的
．
意
図
的
に
収
集
さ
れ
た
可
能
性
に
十
分
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
る
。
編
者
直
遇
は
本
書
に
登
場
す
る
近
隣
諸
村
の
「
落
人
開
村
伝
説
偏
を
も
つ
旧
家
の
家
伝
記
・
系
図
の
作
成
に
関
与
し
て

　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

お
り
、
そ
の
な
か
で
他
家
の
文
字
記
録
・
旦
照
伝
承
を
知
る
機
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
「
平
家
伝
記
」

は
、
史
書
そ
の
他
の
文
字
資
料
や
口
頭
伝
承
な
ど
の
情
報
源
の
う
ち
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
在
地
の
様
々
の
惰
報
源
に
依
拠
し
て
い
た
点
で
、
本

書
は
近
世
の
由
緒
書
の
典
型
例
だ
と
さ
え
い
え
る
。

　
で
は
こ
れ
ら
の
情
報
源
の
そ
れ
ぞ
れ
が
本
書
編
纂
に
し
め
る
比
重
や
、
他
の
情
報
源
に
対
す
る
関
係
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
試
み

に
「
一
年
号
た
り
の
叙
述
に
ど
れ
ほ
ど
の
字
数
を
費
や
し
た
か
」
を
図
2
に
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
叙
述
密
度
は
時
代
が
新
し
く
な
れ
ぼ
高

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
凸
凹
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
「
母
家
伝
記
」
一
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
三
・
五
・
六
代
・
家
来
船
本
の
叙

述
密
度
が
、
よ
り
新
し
い
H
の
部
分
（
六
ノ
巻
）
よ
り
も
高
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
そ
れ
だ
け
多
く
の
情
報
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け

で
あ
り
、
果
た
し
て
口
頭
伝
承
か
ら
の
み
再
構
成
で
き
る
と
断
定
し
う
る
か
は
、
従
来
の
本
書
を
評
価
す
る
立
場
が
述
べ
る
よ
う
に
、
疑
問
で

あ
る
。
逆
に
最
も
密
度
の
低
い
四
代
直
勝
の
伝
記
は
、
少
数
の
村
民
の
生
没
を
除
け
ば
、
朝
廷
・
幕
府
の
人
事
や
天
災
な
ど
板
行
史
書
か
ら
作

成
可
能
と
思
わ
れ
る
記
事
が
大
部
分
を
占
め
、
「
原
家
伝
記
」
は
む
ろ
ん
伝
存
文
書
・
口
頭
伝
承
さ
え
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
み

　
　
⑩

ら
れ
る
。
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　　　　　　　　　　　　図2　『熊谷家伝記』における叙述密度
　図中の四角形の面積は，それぞれの代の頁数に比例している。ただし実際の叙述密度は事件

の多寡によって変動するものであり，本図はそれぞれの代を平均化して表現していることにな

る。なお頁数は市村刊本のものであり，1頁＝約800字となる。

　
し
た
が
っ
て
口
頭
伝
承
や
板
行
史
書
の
他
に
参
照
し
う
る
何
か
ら
の
文
字
記
録
が
存
在

し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
ど
れ
ほ
ど
が
直
遽
の
い
う
「
原
爆
伝
記
」

で
あ
っ
た
か
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
、
「
原
家
伝
記
」
を
含
め
た
文
字

資
料
に
は
代
ご
と
に
か
な
り
の
粗
密
が
あ
り
、
と
い
う
よ
り
直
遽
は
実
質
的
に
は
特
定
の

出
来
事
に
ま
つ
わ
る
文
書
群
の
み
を
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
想
定
し
て
お
け
ば
十
分

と
思
わ
れ
る
。
初
代
～
三
代
に
大
半
が
物
語
ら
れ
る
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
即
し
て
考
え

る
な
ら
ば
、
初
代
・
二
代
の
間
は
叙
述
密
度
の
低
さ
か
ら
も
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
口
頭

伝
承
に
せ
よ
文
字
資
料
に
せ
よ
、
ご
く
限
ら
れ
た
情
報
源
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
と
み

る
べ
き
だ
ろ
う
。
三
代
の
叙
述
密
度
は
高
い
が
、
こ
れ
は
戦
争
や
異
常
死
そ
の
他
の
事
件

に
か
な
り
の
頁
が
割
か
れ
た
た
め
で
あ
り
、
開
発
定
住
そ
の
も
の
は
簡
潔
に
描
写
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
本
書
の
開
発
定
住
の
叙
述
を
構
成
す
る
情
報
は
、
開
発
者
の
出
自
・
開

発
年
度
・
開
発
し
た
集
落
・
開
発
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
限
ら
れ
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
開
発
が
進
め
ら
れ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
叙
述
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
情
報
源
が
口
頭

伝
承
で
あ
ろ
う
と
文
字
資
料
で
あ
ろ
う
と
、
編
纂
作
業
に
は
余
り
大
き
な
違
い
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
に
み
る
よ
う
に
、
一
見
簡
潔
に
し
か
も
断
定
的
に

叙
述
さ
れ
る
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
言
葉
遣
い
の
な
か
に
編
者
の
判
断
が
潜
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
全
体
と
し
て
よ
く
統
御
さ
れ
て
い
る
点
が
本
書
の
大
き
な
特
徴
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
3
　
編
纂
あ
る
い
は
再
構
成
の
方
針

　
そ
の
点
を
率
直
に
示
す
の
が
、
「
下
家
伝
記
」
1
の
保
存
状
態
の
悪
さ
と
そ
の
対
処
法
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を
述
べ
た
次
の
叙
述
で
あ
る
。
「
所
々
腐
切
、
或
は
年
号
月
日
を
不
記
、
付
紙
等
営
所
茂
有
之
を
、
無
筆
文
豆
之
者
共
預
り
之
内
、
自
然
張
付

紙
魚
と
れ
た
る
を
、
其
順
々
之
無
差
別
二
張
付
置
、
前
後
之
訳
得
と
難
相
知
所
有
之
。
然
共
大
方
推
量
リ
前
置
候
得
は
、
左
様
之
所
に
て
少
女

は
間
違
た
る
事
茂
富
有
〔
一
頁
〕
」
「
本
紙
（
「
原
家
伝
記
」
1
）
殊
の
外
文
字
を
詰
メ
て
書
候
書
物
故
、
少
々
之
破
れ
茂
字
数
大
分
二
減
し
、
所
々

二
落
字
多
シ
。
然
共
大
方
訳
の
知
候
谷
戸
計
上
字
ヲ
認
置
候
〔
二
六
二
頁
〕
」
つ
ま
り
直
営
の
判
断
で
文
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
補
筆
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
・
そ
の
補
筆
は
必
ず
し
も
正
し
一
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
恥

　
筆
者
に
は
、
こ
の
「
補
筆
」
が
本
書
編
纂
作
業
の
性
格
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
「
旧
洋
弓
リ
破
レ
委

細
不
知
」
と
補
筆
不
可
能
の
表
明
に
至
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
が
（
例
え
ば
ー
ー
四
・
六
）
、
そ
う
で
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
補
筆
部
分
が
ど
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
か
は
文
面
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
判
断
が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
直
遽
が
補
筆
し
た
と
注
記
し
た
箇
所
の
み
を
補
筆
の
全
て
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
も
「
原
家
伝
記
」
で
欠
落
し
て
い
た
は
ず
の
「
年
号
月
日
」
を
補
筆
し
た
む
ね
が
明
示
さ
れ
た
箇
所
が
、
全
く
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ぼ
少
な
く
と
も
「
落
人
開
村
伝
説
」
を
含
む
一
に
お
け
る
年
代
表
記
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
推

　
　
　
⑬

定
の
産
物
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
本
書
の
ほ
と
ん
ど
の
出
来
事
に
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
逆
に
問
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
苗
代
の
当
主
の
自
記
を
そ
の
ま
ま
清
書
し
た
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
か
と
い
っ
て
板
行
史
書
や
在
地
の
文
字
資
料
・

口
頭
伝
承
を
単
に
集
成
し
た
も
の
で
も
な
い
以
上
は
、
直
遽
が
得
ら
れ
た
諸
情
報
を
自
ら
の
判
断
で
再
構
成
し
た
「
史
書
」
と
し
て
扱
う
べ
き

で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
再
構
成
」
は
、
何
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
関
し
て
従
来
の
研
究
が
共
通
し
て
指
摘
し
て
き
た
の
は
、
熊
谷
家
の
権
威
と
権
益
を
守
る
と
い
う
イ
エ
意
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

れ
は
、
イ
エ
の
権
威
・
権
益
を
で
き
る
だ
け
叙
述
す
べ
き
と
言
い
換
え
ら
れ
る
点
で
、
「
書
か
れ
る
べ
き
内
容
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

年
代
そ
の
他
に
不
備
・
欠
落
が
な
い
本
書
の
「
叙
述
ス
タ
イ
ル
」
に
つ
い
て
は
、
イ
エ
意
識
に
直
接
結
び
つ
け
て
考
え
る
よ
り
は
、
過
去
の
「
史

実
」
を
時
系
列
に
沿
っ
て
叙
述
す
る
「
通
史
と
し
て
の
統
合
し
と
い
う
基
本
方
針
を
想
定
す
れ
ぱ
理
解
し
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で

「
通
史
と
し
て
の
統
合
」
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
直
遽
が
様
六
の
情
報
を
集
積
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
補
筆
を
行
い
、
完
成
し
た
体
裁
の
家
伝
記
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を
編
纂
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
最
も
シ
ン
プ
ル
な
解
答
で
も
あ
る
。
も
し
も
直
会
の
手
に
し
た
「
聡
慧
伝
記
」
が
十
分
完
成
度
の

高
い
ク
ロ
ニ
ク
ル
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
板
行
の
史
書
や
他
家
の
伝
記
、
口
頭
伝
承
を
参
照
す
る
必
要
も
な
く
、
清
書
す
る
だ
け
で
目
的
は
果

た
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
他
に
情
報
源
を
求
め
て
参
照
し
な
け
れ
ば
補
筆
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
の
結
果
さ
ま
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
の
矛
盾
点
に
気
づ
き
つ
つ
も
、
本
書
内
部
の
整
合
性
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
補
足
や
挿
入
を
行
っ
た
結
果
、
幾
つ
か
の
系
統
の
情
報
源
に
依
拠

し
て
い
な
が
ら
、
「
と
り
た
て
て
矛
盾
の
な
い
」
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
年
代
の
誤
り
や
、
後

代
に
な
ら
な
い
と
分
か
ら
な
い
は
ず
の
記
事
は
、
直
遽
が
不
完
全
で
錯
綜
し
た
材
料
を
曖
昧
な
ま
ま
に
提
示
せ
ず
、
年
代
を
含
め
て
確
実
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
構
成
し
て
「
通
史
し
の
体
裁
を
整
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
す
れ
ば
「
落
人
開
村
伝
説
」
を
含
む
「
原
家
伝
記
」
1
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
部
分
は
、
史
料
的
価
値
が
高
い
故
に
と
り
た
て
て
矛
盾
が

無
い
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
矛
盾
を
摘
み
取
る
よ
う
な
形
で
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
矛
盾
の
無
い
の
は
か
え
っ
て
当
然
だ
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
以
上
、
次
章
で
扱
う
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
つ
い
て
、
本
稿
は
三
把
の
開
発
定
住
の
年

代
を
史
実
と
は
み
な
さ
な
い
。
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
集
落
開
発
の
年
代
が
記
さ
れ
な
い
の
は
わ
ず
か
二
例
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
某
年
頃
あ
る
い

は
以
前
と
し
て
暖
昧
に
記
さ
れ
る
の
も
三
例
で
あ
り
、
残
る
十
七
例
は
断
定
的
に
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
次
章
で
み
る
よ
う
に

誤
り
が
含
ま
れ
て
お
り
、
直
黒
の
年
代
考
定
が
誤
り
を
犯
し
て
い
る
可
能
性
は
無
視
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
「
通
史
と
し
て
の
統
合
」
を
果
た

す
上
で
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
集
落
の
位
置
比
定
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
、

直
写
の
生
き
た
十
八
世
紀
に
使
用
さ
れ
て
い
た
地
名
に
よ
っ
て
叙
述
し
、
集
落
の
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
。
表
2
の
う
ち
割
注
に
よ
っ
て
位
置
比
定
を
注
記
し
た
例
と
し
て
「
市
原
・
大
谷
」
と
「
弓
場
力
田
尾
」
の
二
例
が
み
ら
れ
る
。

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
直
濯
は
様
々
の
情
報
源
と
資
料
に
依
拠
し
て
、
時
間
的
・
空
間
的
に
出
来
事
の
位
置
を
画
定
し
つ
つ
、
「
通
史
」
と

し
て
本
書
を
編
纂
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
内
容
相
互
に
矛
盾
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
直
営
の
判
断
が
働
い
て
お
り
、
茶
壷
の
え
た
歴
史
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
表
れ
て
い
る
と
予
想
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
る
年
代
に
あ
る
集
落
が
開
か
れ
、
そ
の
周
囲
に
「
領
有
権
」
が
成
立
し
た
よ
う
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表
2
　
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
お
け
る
集
落
形
成

「
日
世
の
ス
テ
ー
ジ
」
一
三
三
七
年
～
…
三
九
一
年
頃

記
号

☆
1

☆
2

☆
3

☆
4

☆
5

☆
6

☆
X

集
落

河
内

市
原
・

大
谷

左
閑
辺

（
日
吉
・

出
世
）

二
曲

（
大
立
）

膝
島

和
知
野

（
猪
毛
）

角
谷

（
門
谷
）

成
立
年

延
元
二
年

（一

O
三
七
）

康
永
元
年

（
　
三
四
二
）
頃

文
和
元
年

（
一
三
五
二
）

元
中
元
年

（皿

O
八
四
）
以
前

元
中
元
年

（
一
三
八
四
）

元
中
元
年

（
一
三
八
四
）

開
発
定
住
の
事
情

叙
述
上
の
注
意
点

「
三
河
國
加
茂
郡
の
内
蘇
用
」
よ
り
多
田
氏
が
移
住
し
た
。

「
紀
州
室
郡
浪
人
」
田
辺
氏
が
多
田
氏
の
蝶
と
な
り
、

郷
を
開
護
」
ら
れ
た
。

コ

南
朝
の
皇
子
に
従
っ
て
い
た
熊
谷
氏
初
代
貞
由
鳳
が
遠
…
州
「
周

智
郡
奥
山
」
を
「
立
退
」
、
多
田
氏
の
響
と
な
り
左
此
辺
の
老

婆
に
「
一
村
を
開
」
く
よ
う
勧
め
ら
れ
て
移
住
し
た
。

「
但
馬
國
赤
松
左
平
太
家
臣
」
だ
っ
た
「
浪
士
」
村
松
源
太

左
衛
門
が
、
二
村
を
開
」
い
た
。

多
田
氏
の
錬
と
な
っ
た
熊
谷
直
秋
（
初
代
貞
直
の
三
男
）
が

「
大
楯
の
押
」
の
た
め
「
多
田
高
分
内
」
を
「
切
開
」
い
た
。

熊
谷
治
郎
右
衛
門
（
初
代
貞
直
の
四
田
刀
）
が
「
引
越
」
し
た
。

桃
井
氏
（
熊
谷
氏
の
初
代
貞
直
の
庶
子
）
が
開
い
た
。

「
…
…
と
の
物
語
り
也
」
と
し
て
多
田
氏
の
説
明
を
書
き
留

め
た
体
裁
を
と
る
。

定
住
年
は
「
…
…
年
之
頃
」
と
暖
昧
さ
を
残
し
、
ま
た
集
落

名
「
市
原
大
谷
」
は
「
｝
郷
」
へ
の
割
注
と
し
て
叙
述
さ
れ

て
い
る
。

先
住
者
「
山
人
」

の
み
。

の
子
孫
「
左
吉
」
は
存
在
が
示
唆
さ
れ
る

年
代
は
「
粛
軍
ず
」
と
暖
昧
に
叙
述
さ
れ
、
　
「
厳
島
」

発
以
前
で
あ
っ
た
と
し
か
分
か
ら
な
い
。

の
開

多
田
氏
は
の
ち
の
関
氏
の
減
亡
と
前
後
し
て
叙
述
が
途
絶
え
、

逆
に
　
六
五
頁
で
は
熊
谷
氏
が
直
秋
以
来
「
河
内
漆
工
之
守

護
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

定
住
地
は
「
涌
知
野
川
端
」
と
叙
述
さ
れ
る
の
み
。
な
お
『
関

伝
記
』
は
応
永
年
中
（
｝
三
九
四
～
一
四
二
八
）
と
す
る
。

成
立
年
は
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。

頁
四
〇

～
四
一

四四
〇

～
四
七

五
二

五
二

五
二

四
九

・
六
二

「
褐
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
　
一
三
九
一
年
頃
～
一
四
二
八
年
頃

圏
1

三
遠

（明
；徳

九牽
じ

以
rllj

「
勢
州
鈴
鹿
郡
久
我
腹
這
郷
地
士
」
村
松
氏
が
「
隠
住
」
し

た
。
　
※
「
大
楯
」
の
村
松
氏
と
関
係
あ
る
よ
う
に
は
叙
述

さ
れ
て
い
な
い
。

「
暫
ク
隠
住
」
し
た
と
こ
ろ
明
徳
二
年
に
熊
谷
氏
の
家
来
に

発
見
さ
れ
た
。
定
住
の
事
情
は
村
松
氏
か
ら
の
書
状
の
引
用

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

五
四

～
五
五

52　（52）



r熊谷家自記』にみる開発定住と空間占有（米家）

翻
2

圏
3

團
4

團隅
65

圏
7

圏
X

弓
場
力
、
明
徳
四
年

田
尾
　
　
（
＝
二
九
三
）

向
方

福
島

新
野
・

大
村

中
ノ
郷

大
谷

明
徳
四
年

（
　
三
九
三
）

応
永
二
年

（
　
三
九
五
）

応
永
二
年

（一

O
九
五
）

応
永
六
年

（
一
三
九
九
）

熊
谷
詩
編
（
二
代
）
が
「
左
閑
辺
（
☆
3
）
」
か
ら
移
っ
た
。

「
見
存
（
團
1
）
」
の
村
松
氏
が
「
引
移
」
つ
た
。

伊
勢
国
の
「
購
入
」
後
藤
疵
が
、
　
「
向
方
」
の
村
松
氏
を
通

じ
て
熊
谷
氏
に
「
三
佐
の
地
を
相
願
」
い
、
「
鵬
住
」
し
た
。

「
向
方
（
團
3
）
」
の
村
松
氏
の
二
男
・
三
男
が
、

ヲ
開
き
」
「
引
移
」
つ
た
。

「
新
田

「
駿
河
国
富
士
谷
」
か
ら
の
「
浪
士
」
鈴
木
三
郎
九
郎
正
氏

が
「
市
原
」
の
田
辺
氏
の
餐
と
な
り
、
「
差
置
」
か
れ
た
。

熊
谷
校
帽
（
二
画
面
常
の
二
男
）
が
「
市
原
」
の
田
辺
氏
の

蜂
と
な
り
、
田
辺
氏
の
「
分
内
」
を
譲
ら
れ
た
。

「
今
日
三
州
佐
太
山
也
。
則
得
バ
が
た
を
ト
云
」
と
の
割
注

で
位
地
比
定
さ
れ
て
い
る
。

定
住
の
事
情
は
村
松
氏
か
ら
の
書
状
の
引
用
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
。
な
お
『
関
伝
記
』
は
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
と

す
る
。

定
住
の
事
清
は
後
藤
氏
か
ら
の
書
状
の
内
容
を
要
約
す
る
形

で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

新
野
は
こ
の
年
代
以
前
か
ら
開
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
村
松
氏
が
「
新
田
」
と
名
付
け

た
と
こ
ろ
熊
谷
乗
の
異
議
に
よ
っ
て
「
新
野
」
と
な
っ
た
と

の
叙
述
は
付
会
と
読
め
る
。

鈴
木
氏
の
前
身
は

る
。

「
物
語
に
日
ク
」
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い

熊
谷
氏
の
分
家
鯖
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
代
が
叙
述
さ
れ
て

い
な
い
。

五
六

五
六

～
五
八

五
八

～
五
九

五
九

　
e

六
〇

五
九

六
二
・

二
六
四

「
坂
部
の
ス
テ
ー
ジ
」
　
一
四
二
八
年
頃
～
一
五
九
五
年

働
1

鯵
2

左
墨
描

（
現
坂

　
部
）

伯
道

（
先
途
）

北
平

正
長
元
年

（一

l
一
一
八
）

永
享
三
年

（
一
四
　
一
＝
）

永
享
三
年

（
一
四
三
一
）

熊
谷
直
吉
（
三
代
）
が
「
弓
場
か
田
尾
（
圃
2
）
」
か
ら
「
住

所
を
替
」
え
た
。

高
谷
段
（
市
原
の
田
辺
氏
「
家
臣
扁
）
が
風
越
山
の
戦
い
の
戦

功
と
し
て
熊
谷
氏
の
「
地
之
内
仙
頭
を
宛
行
」
わ
れ
た
。

足
利
義
持
に
仕
え
て
い
た
「
田
富
」
伊
吹
氏
が
、
能
描
谷
氏
の

も
と
で
の
「
永
住
」
を
願
う
の
で
、
　
「
当
分
の
内
北
平
を
関

か
せ
、
閣
之
」
。

「
無
二
惣
名
」
た
る
「
左
顧
辺
」
を
集
落
名
と
し
、
従
来
の

左
閑
辺
（
☆
3
）
を
「
三
吉
」
と
改
名
し
た
と
こ
ろ
、
　
「
日

吉
」
と
「
唱
へ
違
」
え
た
の
だ
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
付

会
と
も
読
め
る
。

「
北
平
」
は
「
後
簗
翻
し
と
云
」
と
の
割
注
で
位
地
比
定
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
図
中
の
表
示
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。

六
三

七
三

七
三

～
七
四
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爵
3

鋳
4

麟
5

翻
6

噛
7

長
沼

松
島

三
分
渡

（
佐
太
）

初
沢

（
塩
沢
）

三
無

嘉
吉
二
年

（
一
四
四
二
）

文
安
五
年

（一

l
四
八
）

享
禄
元
年

（一

ﾜ
一
天
）

天
文
六
年

初一

ﾜ
三
七
）

文
禄
四
年

（一

ﾜ
九
五
）

天
竜
川
東
岸
よ
り
遠
山
氏
に
「
改
」
め
ら
れ
て
移
動
し
て
き

た
「
浪
人
」
村
沢
氏
が
、
「
開
き
住
居
」
し
た
。

「
長
沼
（
＠
3
）
」
に
住
み
着
い
た
村
沢
氏
が
「
切
開
」
し
た
。

田
辺
佐
太
郎
（
「
市
原
（
☆
2
）
」
の
田
辺
氏
の
弟
）
と
、
さ

ら
に
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
よ
ウ
は
熊
谷
氏
の
「
御
譜
代

同
前
」
の
「
浪
人
」
鎌
倉
氏
が
、
「
諸
共
切
開
き
住
」
ん
だ
。

鈴
木
九
郎
治
（
「
中
ノ
郷
（
團
7
）
」

き
、
永
住
之
地
と
定
」
め
た
。

の
鈴
木
氏
の
弟
）
が
「
㎜
囲

没
落
し
た
武
士
・
知
久
氏
の
子
と
そ
の
従
者
が
、
熊
谷
氏
の

仲
介
で
、
「
角
谷
（
☆
x
）
」
の
桃
井
疑
の
「
山
先
山
内
」
を

切
開
き
引
越
」
し
た
。

直
遽
は
「
村
沢
之
系
図
」
に
天
文
元
年
（
一
五
三
一
…
）
に
初

発
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
補
足

し
て
い
る
。

直
穿
は
「
村
沢
之
系
図
」
に
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
に
開

発
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
補
足

し
て
い
る
。

天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
に
田
辺
氏
支
配
・
三
河
国
所
属
と

な
っ
た
た
め
コ
ユ
分
派
」
と
名
付
け
た
と
さ
れ
る
が
、
付
会

と
も
読
め
る
。
ま
た
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
「
佐
太
村
」

に
改
名
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

天
龍
川
に
お
け
る
遠
江
国
の
最
初
の
沢
で
あ
る
か
ら
「
初
沢
」

と
名
付
け
た
と
の
「
物
語
」
と
叙
述
さ
れ
、
　
「
初
沢
」
に
は

「
し
お
沢
の
事
也
」
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
付
会
と

も
読
め
る
。

四
月
に
焼
畑
を
行
っ
た
た
め
「
夏
焼
村
」
と
名
付
け
た
と
叙

述
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
直
還
は
「
夏
の
厩
に
木
草
枯
る
」
ゆ

え
の
命
名
と
の
伝
承
を
聞
き
取
り
し
た
こ
と
を
補
足
し
て
い

る
。

八
九

～
九
〇

？

九
〇

八
九一

四
八

一
五
三

一
二
九

二
二
四

二
二
七
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（
注
）
　
市
村
刊
本
よ
り
集
落
の
開
発
定
住
に
か
か
わ
る
叙
述
と
そ
の
注
意
点
を
要
約
し
た
。
集
落
の
記
号
は
後
掲
の
図
3
～
5
に
共
通
し
て
い
る
。

に
描
く
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
成
果
が
十
分
反
映
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
問
題
の
「
落
人
開

村
伝
説
」
に
お
け
る
編
者
の
判
断
あ
る
い
は
歴
史
像
を
う
ま
く
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
内
容

を
み
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
筆
者
が
注
目
し
た
の
は
、
本
書
の
叙
述
に
繰
り
返
し
表
れ
る
い
く
つ
か
の
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
構
図
は
、
一
つ

に
は
あ
ま
り
に
も
整
然
と
叙
述
さ
れ
た
た
め
に
目
に
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
本
書
に
は
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
別
の
史
料
と
の
齪
鯖
か
ら
導

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
純
粋
に
編
者
直
一
個
人
の
認
識
で
は
な
く
、
直
黒
が
依
拠
し
た
文
字
記
録
や
口
頭
伝
承
に
も
あ
る
程



度
潜
ん
で
い
た
た
め
に
、
直
遽
の
叙
述
に
影
響
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
た
い
。

『熊谷家伝記2にみる開発定住と空間占有（米家）

①
宮
下
本
は
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
和
合
の
宮
下
家
所
蔵
。
佐
藤
本
は
愛
知
県

　
北
設
楽
郡
県
山
村
所
蔵
。
両
本
が
熊
谷
家
を
離
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
後
掲
③

　
市
村
刊
本
第
四
篇
「
熊
谷
家
世
代
略
記
」
三
～
四
頁
。

②
　
作
成
年
代
は
奥
書
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
な
お
「
年
代
記
」
は
明
和
五
年
で
終
っ

　
て
い
る
の
で
宮
下
本
と
同
時
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
注
③
市
村
刊
本
第

　
一
篇
「
熊
谷
家
伝
記
に
つ
い
て
」
三
～
四
頁
。

③
　
市
村
威
人
校
訂
『
熊
谷
家
伝
記
』
山
村
書
院
、
一
九
三
三
～
一
九
三
四
。

④
　
山
崎
一
司
校
訂
『
熊
谷
家
伝
記
』
（
愛
知
県
北
設
楽
郡
）
富
山
村
教
育
委
員
会
、

　
一
九
八
○
～
一
九
八
七
。

⑤
　
後
述
の
一
と
呼
ぶ
部
分
の
後
尾
（
佐
藤
本
で
は
五
ノ
巻
末
尾
）
〔
二
六
〇
～
二

　
六
二
頁
〕
、
宮
下
本
の
一
ノ
巻
冒
頭
の
「
家
伝
記
謂
之
事
」
〔
｛
～
二
頁
〕
、
お
よ

　
び
佐
藤
本
七
ノ
巻
直
運
記
の
冒
頭
〔
三
一
＝
頁
〕
に
記
さ
れ
た
叙
述
で
あ
る
。

⑥
　
市
村
威
人
の
印
象
で
は
、
　
「
伝
家
の
文
字
記
録
の
類
は
（
中
略
）
室
町
特
代
以

　
前
の
分
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
家
の
系
図
、
二
三
の
感
状
類
に
過

　
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
　
（
中
略
）
し
か
し
室
町
時
代
の
中
ご
ろ
過

　
ぎ
に
な
る
と
、
家
伝
書
も
文
書
の
類
も
可
な
り
確
か
な
も
の
に
拠
っ
た
こ
と
が
わ

　
か
る
。
」
前
掲
③
市
村
刊
本
第
四
編
「
後
記
」
二
～
ヨ
頁
。

⑦
例
え
ば
表
1
の
I
I
～
・
二
に
お
け
る
『
源
平
盛
衰
記
』
・
『
太
平
記
』
の
利
用

　
や
地
方
史
書
の
年
代
考
定
の
誤
り
の
引
き
写
し
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ニ
ノ

　
巻
に
は
一
般
の
「
承
良
親
王
伝
説
」
の
内
容
に
矛
盾
す
る
叙
述
が
あ
り
、
独
自
の

　
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
章
①
、
九
～
一
一
頁
。
そ
の
ほ
か
近
隣
諸
村

　
に
伝
わ
る
伝
説
が
幾
つ
か
見
て
と
れ
る
。
千
葉
徳
爾
「
田
仕
事
と
河
童
」
信
濃
十

　
1
…
、
　
｝
九
五
八
、
二
三
～
三
五
頁
。
二
コ
口
山
崎
｝
司
、
　
「
二
三
～
｝
三
…
・

　
一
七
三
～
一
入
六
頁
。
お
よ
び
二
章
⑦
。

⑧
　
二
章
①
、
　
　
三
頁
。
後
掲
四
章
③
『
関
伝
記
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

⑨
　
直
遇
は
自
身
の
家
伝
記
を
記
す
た
め
に
「
或
は
他
家
之
記
録
等
を
所
望
し
て
、

　
或
は
膝
当
村
之
内
古
老
髄
成
も
の
玉
湯
す
処
を
聞
て
〔
三
一
コ
頁
〕
」
と
述
べ
て

　
い
る
が
、
そ
の
悔
報
収
集
成
果
は
本
書
全
体
に
反
映
さ
れ
た
と
み
な
く
て
は
な
ら

　
な
い
だ
ろ
う
。

⑩
竹
内
利
美
「
「
熊
谷
家
伝
記
」
五
ノ
巻
解
題
」
（
前
掲
④
山
崎
刊
本
五
ノ
巻
）
。

　
本
書
の
創
作
説
を
と
な
え
る
柳
田
國
男
や
笹
本
正
治
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
解
な

　
説
明
を
述
べ
て
い
な
い
。

⑪
　
加
え
て
、
「
藁
家
伝
記
」
王
に
は
八
代
直
祐
の
挿
入
部
分
が
散
見
さ
れ
（
表
1
）
、

　
ま
た
直
遽
の
み
た
一
が
「
巻
物
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
王
は

　
各
地
の
当
主
の
自
筆
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
八
代
直
祐
に
よ
る
編
纂
を
経
た
も
の
と

　
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
わ
ず
か
な
が
ら
五
代
直
光
・
六
代
置
旧
に
よ
る
挿
入
も
、

　
例
え
ば
九
〇
～
九
一
頁
、
一
二
〇
頁
に
み
ら
れ
る
。

⑫
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
佐
藤
本
の
一
～
六
ノ
巻
（
宮
下
本
に
椙
当
）
は
宮
下
本
に

　
比
し
て
二
〇
％
程
度
紙
数
が
増
え
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
直
遽
の
判
断
に
よ
っ
て
補

　
足
・
注
釈
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
③
市
村
刊
本
第
一
冊
「
「
熊
谷

　
家
伝
記
」
に
つ
い
て
」
。
ま
た
市
村
刊
本
が
示
す
宮
下
・
佐
藤
両
本
の
異
同
を
み

　
る
か
ぎ
り
、
直
還
は
用
宇
や
文
体
の
変
更
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

⑫
　
「
長
沼
」
と
「
松
島
」
の
開
発
年
代
に
つ
い
て
、
直
土
は
当
該
村
に
伝
わ
る
系

　
図
の
年
代
を
「
大
成
間
違
也
〔
九
一
頁
〕
」
と
し
て
退
け
た
こ
と
を
明
記
し
て
い

　
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
年
代
考
定
作
業
が
お
も
て
に
あ
ら
わ
れ
た
例
と
位
醗
づ
け
る

　
こ
と
が
で
き
よ
う
（
表
2
）
。

⑭
鷹
遽
は
序
文
で
、
「
若
又
外
々
之
板
行
物
玉
目
他
家
之
伝
記
等
に
引
合
せ
、
間

　
違
た
る
所
も
有
之
ば
、
…
…
2
頁
〕
」
と
し
て
、
他
の
文
字
資
料
と
合
致
し
な
い

　
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
彼
が
集
積
し
た
諸
資
料
間
の
矛
盾
と
齪

　
酷
に
気
づ
い
て
い
た
証
左
と
み
ら
れ
る
。
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⑮
　
興
味
深
い
の
は
別
冊
「
年
代
記
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
年
表
仕
立
て
の
書

　
式
を
と
り
、
天
皇
と
将
軍
の
即
位
・
改
元
・
閏
月
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
家

　
伝
記
本
文
に
叙
述
さ
れ
た
主
要
人
物
の
生
没
や
集
落
の
朋
発
な
ど
の
重
要
な
購
件

　
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
「
年
代
記
」
は
、
家
伝
記
本
文
と
は
無
関
係
の

　
は
ず
の
創
世
神
話
の
記
載
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
熊
谷
家
本
家
の
動
向
を
掘
賊
す
る

　
た
め
か
年
表
は
八
世
紀
か
ら
始
ま
る
（
表
1
）
。
つ
ま
り
こ
れ
は
本
文
か
ら
派
生
し

　
た
嫁
き
書
ぎ
で
は
な
く
、
直
選
自
身
が
さ
ま
ざ
ま
の
出
来
事
を
蒔
間
軸
の
な
か
に

　
位
置
づ
け
る
た
め
に
用
意
し
た
時
間
の
参
照
枠
で
あ
っ
て
、
一
頁
に
二
四
年
つ
つ

　
記
す
そ
の
書
式
は
、
絶
対
的
な
時
間
軸
を
本
書
に
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
衰
微

　
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑯
ま
た
集
落
の
呼
称
の
説
明
に
つ
い
て
、
付
会
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
例
が
幾

　
つ
か
認
め
ら
れ
る
（
表
2
）
。
地
名
の
付
会
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
笹
本
正
治
が
さ

　
ら
に
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
二
章
⑦
。

⑰
　
し
か
し
な
ぜ
直
遇
が
「
通
史
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
選
ん
だ
の
か
は
、
興
味
深

　
い
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
単
に
破
損
し
て
い
た
「
原
家
徴
記
」
を
復
原
し
た
と

　
い
う
よ
り
は
、
　
「
通
史
」
と
し
て
完
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
一
定
の
価
値
と
権
威

　
が
備
わ
る
こ
と
を
見
越
し
て
い
た
と
も
思
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

　
て
は
、
創
作
説
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
の
、
二
章
⑦
笹
本
正
治
b
が
示
唆
に
富

　
む
。
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四
　
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
お
け
る
「
落
人
開
村
伝
説
」
叙
述
の
構
造

　
1
　
開
発
定
佳
と
空
悶
占
有
の
概
要

　
本
書
が
開
村
の
事
情
を
叙
述
し
た
の
は
、
前
掲
の
表
2
の
工
十
数
ヵ
所
の
集
落
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
を
追
え
ば
、
本
書
が
諸
村
の
成
立
を
ど

の
よ
う
に
描
い
た
か
一
ど
の
よ
う
な
順
序
で
、
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
集
落
を
開
村
し
た
か
一
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
集

落
形
成
の
前
後
関
係
を
み
る
べ
く
、
熊
谷
氏
の
居
住
地
の
変
遷
に
即
し
て
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
（
時
期
）
を
便
宜
的
に
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ

ー
ジ
に
存
在
し
て
い
た
と
叙
述
さ
れ
る
集
落
を
図
示
し
た
も
の
が
図
3
～
5
で
あ
る
。

　
図
3
「
騰
馬
の
ス
テ
ー
ジ
」
は
、
多
田
氏
が
延
元
二
年
（
；
一
三
七
）
に
当
山
域
最
初
の
集
落
「
河
内
（
☆
－
）
」
を
開
い
た
こ
と
に
始
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
よ

次
い
で
多
田
民
の
も
と
に
落
ち
て
き
た
田
辺
・
熊
谷
両
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
市
原
・
大
谷
（
☆
2
）
」
・
「
日
世
（
☆
3
）
」
を
開
発
定
住
し
た
時
期

に
当
た
る
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
お
よ
そ
六
十
年
の
間
に
七
つ
の
集
落
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
図
中
の
境
界
線
に
表
れ
た
よ
う
に
、
「
河

内
」
の
多
田
氏
と
「
日
世
」
の
熊
谷
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
領
域
と
そ
の
境
界
の
確
保
を
意
制
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
（
後
述
）
。

　
図
4
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
は
、
明
徳
年
間
～
応
永
年
間
の
初
期
に
か
け
て
の
短
い
期
間
（
　
三
九
〇
年
代
）
に
、
図
の
北
部
に
流
入



r熊谷家伝記』にみる開発定住と空間占有（米家）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　1　2　3　4　5krn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mu
　　　　　　　　　　図3　日世のステージ（1337～1391頃）

　等高線は100m間隔，ハッチは標高800m以上を示す。照覧の記号は次のとおり。☆
1河内，☆2市原，☆3日世（左閑辺），☆4大難（大立），☆5漆島，☆6和知野．（野

毛），☆x角谷（門谷）。矢印はある集落から別の集蕩の派生を示す。☆4・☆5間の

線は両集落の分水ma　＝「境界」の位置を，また☆6のすぐ北の線は和知野川に当たる熊

谷氏の領域の北限を，それぞれ想定したものである。なお集落の記号は表2および図
4～6と共通している。ベースマップは明治41年測図五万分の一地形國「出田（満島）」
「水窪（佐久間）」「本郷（田口）」「根羽」である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　e　1　2　3　4　5ksn
　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　図4　弓場力田尾のステージ（1391頃～1428頃）
　図中の記号は次のとおり。es　1見遠，　ge　2弓場力田尾，囲3向方，團4福島，圏5

新野，團6火村，翻7中ノ郷（中野甲），團x大谷。他の点は図3に同じ。
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『熊谷家伝記』にみる開発定住と空問占有（米家）

O　1　2　34　5km
　　　　　　　　　図5　坂部のステージ（1428頃：～1595）
　図中の記号は次のとおり。幽1坂部（左通辺），幽2仙道（先途），曾3長沼，鱒4

松島，働5三分渡（佐太），働6初沢（塩沢），麟7夏焼。＊は「風越山の戦い」の位

置を，その周辺の線はその後画定された「境界」の位概を，おおよそ想定したもので

ある。他の点は図3・4に同じ。
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し
た
村
松
氏
・
後
藤
氏
が
五
つ
の
集
落
（
圏
－
・
3
～
6
）
を
形
成
し
、
ま
た
熊
谷
幾
が
「
弓
場
力
田
羅
（
闘
2
）
」
に
移
住
し
た
時
期
に
当
た
る
。

　
図
5
「
坂
部
の
ス
テ
ー
ジ
」
は
、
熊
谷
氏
が
現
在
の
「
坂
部
（
騨
－
）
」
に
移
住
し
て
か
ら
、
近
世
初
期
に
最
後
の
新
集
落
「
夏
焼
（
㊧
7
）
」

が
開
か
れ
る
ま
で
の
時
期
に
以
た
る
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
ま
ず
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
～
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
の
二
十
年
間
に
⑲
1
～
4

の
集
落
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
間
に
二
つ
の
重
要
な
出
来
事
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
の
「
風
越
山
の
戦
い
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
向
方
（
露
3
）
の
村
松
氏
の
関
係
者
が
熊
谷
氏
に
無
断
で
劇
中
寧
地
点
の
観
照
を
試
み
、
熊
谷
氏
側
と
こ
ぜ
り
あ
い
を
引
き
起
こ

し
た
も
の
で
、
こ
の
結
果
図
中
の
境
界
線
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
後
述
）
。
今
一
つ
は
関
氏
が
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
に
新
野
（
閣
5
）

に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
関
氏
は
た
だ
ち
に
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
で
現
れ
た
村
松
氏
・
後
藤
氏
に
よ
っ
て
「
大
守
」
と
し
て
仰
が

れ
、
そ
の
後
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
に
滅
亡
す
る
ま
で
、
支
配
下
の
集
落
を
拡
大
し
つ
づ
け
、
「
関
野
」
を
形
成
し
て
ゆ
く
（
図
－
参
照
）
。

「
日
世
の
ス
テ
…
ジ
」
に
開
発
定
住
し
て
い
た
多
田
・
田
辺
・
熊
谷
氏
も
最
終
的
に
は
関
氏
の
家
臣
と
な
り
、
「
関
郷
」
に
属
す
る
よ
う
に
叙
述

さ
れ
る
。
し
か
し
関
氏
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
か
な
り
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
後
述
す
る
よ
う
に
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」

の
構
図
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
な
お
十
六
世
紀
に
は
散
発
的
に
三
つ
の
集
落
が
作
ら
れ
る
に
止
り
、
近
世
に
入
っ
た
後
の
新
集
落
は
本
書

で
は
全
く
叙
述
さ
れ
な
い
。

　
以
上
に
み
た
本
書
の
描
く
開
発
定
住
の
展
開
は
、
集
落
形
成
の
前
後
関
係
や
親
村
・
子
村
関
係
に
つ
い
て
矛
盾
な
く
整
合
的
に
叙
述
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
限
り
で
は
二
章
で
紹
介
し
た
竹
内
利
美
の
分
析
も
問
題
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
以
下
、
空
間
占
有
を
め
ぐ
る
構
図
に
注
目

し
、
様
々
な
聞
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
2
　
「
無
人
の
山
野
」
の
開
発
定
住

　
本
書
の
開
発
定
住
の
叙
述
に
お
い
て
ま
ず
限
に
つ
く
の
は
、
図
4
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
ま
で
の
初
期
の
開
発
に
お
い
て
、
開
発
地

付
近
に
先
住
老
が
無
く
、
「
人
倫
」
の
絶
え
た
空
白
地
帯
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
も
閏
示
的
な
例
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
ん
べ

　
「
河
内
（
☆
1
）
」
の
多
田
氏
の
も
と
に
身
を
よ
せ
て
い
た
熊
谷
氏
の
初
代
貞
直
が
、
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
に
定
住
地
「
日
野
二
丁
洗
面
（
☆
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3
）
」
を
見
い
だ
し
た
く
だ
り
〔
四
二
～
四
六
頁
〕
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ノ
カ

　
貞
直
が
開
発
適
地
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
或
向
山
怪
敷
煙
り
髪
髭
に
立
見
ゆ
る
。
不
思
議
に
思
ふ
に
付
、
谷
を
下
り
洞
を
越
し
分
ケ
登

り
見
れ
ば
、
藤
豆
芝
の
奄
の
内
に
、
齢
ひ
の
六
拾
有
余
と
見
へ
て
白
髪
の
老
母
唯
独
リ
住
居
せ
り
。
貞
直
間
ふ
て
云
、
其
方
女
島
の
身
と
し
て
、

人
倫
絶
へ
し
懸
ル
山
内
に
は
如
何
成
故
に
住
け
る
そ
や
。
（
中
略
）
老
女
答
へ
て
、
愛
は
直
参
両
国
の
境
に
て
伊
奈
郡
の
片
端
、
左
閑
辺
と
申
所

（
中
略
）
。
其
昔
の
伝
へ
を
尋
ね
き
く
に
、
治
承
の
昔
シ
丁
酉
（
＝
七
七
）
の
秋
の
頃
、
（
中
略
）
信
三
の
境
と
覚
し
き
所
に
山
人
の
庵
著
て
、
（
源
）

義
仲
立
空
玉
ひ
て
、
愛
は
何
国
の
蕩
心
ぞ
と
と
は
せ
玉
へ
ば
、
山
人
か
日
ク
、
此
所
ハ
信
濃
国
宝
奈
郡
の
分
に
て
候
へ
共
、
下
へ
四
五
里
上
へ

四
里
程
の
内
に
は
民
家
茂
な
け
れ
ば
、
信
濃
共
三
河
衆
更
に
難
知
、
又
何
の
郷
と
仁
義
も
な
し
と
申
上
る
」
。
そ
し
て
義
仲
が
、
「
山
人
」
夫
婦

（
左
膳
・
阿
閑
）
の
名
を
も
っ
て
、
土
地
の
名
（
幽
閑
辺
）
と
す
る
よ
う
に
告
げ
た
と
言
い
、
「
山
人
」
の
子
孫
「
左
吉
」
が
今
も
居
る
と
い
う
。

そ
し
て
「
此
所
に
御
身
を
留
手
、
末
代
迄
之
住
所
と
定
メ
、
此
近
辺
の
亭
シ
と
也
、
一
村
を
開
き
、
末
世
迄
郷
主
共
曇
れ
給
ふ
ベ
シ
」
と
老
女

が
勧
め
る
の
を
受
け
て
、
貞
直
は
家
来
と
と
も
に
焼
畑
を
開
き
、
日
世
1
1
左
閑
辺
に
定
住
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
「
下
へ
四
五
里
上
へ
四
里
程
の
内
に
は
民
家
も
な
」
く
、
「
人
倫
絶
へ
し
」
山
内
と
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
の
描
く
山
窟
は
も

と
も
と
先
住
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
無
人
空
間
と
し
て
叙
述
さ
れ
、
熊
谷
氏
も
、
ま
た
熊
谷
氏
に
先
行
す
る
多
田
氏
や
田
辺
氏
も
、
そ
し
て
や

や
遅
れ
て
来
た
村
松
氏
や
後
藤
氏
も
、
先
住
者
の
い
な
い
空
間
を
拓
い
て
村
を
形
成
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
竹
内
利
美
は
こ
の
よ
う
な

構
図
を
捉
え
て
「
未
開
の
山
野
を
自
在
に
開
発
専
領
」
と
表
現
し
た
が
、
筆
者
は
、
本
書
が
多
く
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
と
同
様
に
も
と
も
と

誰
も
居
な
か
っ
た
空
間
に
移
住
し
、
そ
こ
を
領
域
的
に
確
保
す
る
と
い
う
構
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
構
図

は
次
の
二
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
つ
は
平
安
末
期
以
来
、
無
人
の
「
荒
野
」
と
認
定
し
て
開
発
す
る
こ
と
が
新
た
な
領
有
権
確
立
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
一
般
的
な
慣
行
の

　
　
　
　
①

存
在
で
あ
る
。
こ
の
慣
行
か
ら
み
れ
ば
、
「
郷
」
と
い
う
形
で
領
域
的
支
配
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
こ
に
既
存
の
領
有
権
は
も
ち
ろ
ん
、
先
住

者
も
居
住
し
て
い
な
い
こ
と
が
重
要
な
前
提
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
と
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
右
の
構
図
は
、
事
実
の
当
否
は
別
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と
し
て
、
「
倉
主
」
が
「
郷
」
を
支
配
す
る
こ
と
を
合
理
化
・
正
当
化
す
る
方
向
に
向
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
編
者
直
遽
が
依
拠
し
た
情
報
と

彼
の
判
断
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
第
二
に
、
右
の
引
用
部
分
の
「
老
女
」
や
「
左
吉
」
の
よ
う
に
、
先
住
老
が
全
く
居
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
興
味
深
い
こ
と
に
本
書
は
、

熊
谷
氏
の
最
初
の
定
住
地
「
日
記
」
に
先
住
者
が
お
り
、
そ
の
後
も
彼
ら
が
世
代
を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
あ
ま
り
お
も
て
に
出
そ
う
と
し
な
い
。

さ
き
の
引
用
部
分
で
は
「
老
女
」
一
人
が
現
れ
て
、
地
主
神
の
如
く
土
地
を
譲
り
渡
し
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
こ
の
老
婆
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

ま
た
も
と
も
と
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
「
山
人
」
の
子
孫
「
左
吉
」
は
、
そ
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
の
み
で
、
新
参
の
熊
谷
氏
に
ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
か
は
、
全
く
叙
述
さ
れ
な
い
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
左
吉
」
の
子
孫
ら
し
き
も
の
が
次
に
記
述
さ
れ
る
の
は
近
世

初
期
に
入
っ
た
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
検
地
の
際
で
あ
り
、
「
日
吉
（
日
世
）
弐
人
之
老
」
が
「
日
吉
ハ
茎
長
之
馨
り
」
で
あ
り
「
枝
郷
と

成
候
さ
へ
残
念
成
」
と
述
べ
て
い
る
〔
二
…
五
～
二
一
六
頁
〕
。
し
か
し
以
上
の
経
過
を
先
住
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
熊
谷
氏
は
彼
ら
の
居
場
所
を

い
わ
ば
乗
っ
取
る
形
で
移
住
し
、
し
か
る
後
に
先
住
老
の
集
落
を
「
広
郷
」
と
し
て
扱
っ
て
き
た
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
む
か
が
た

　
ま
た
直
遽
の
著
作
と
さ
れ
る
『
関
伝
記
』
は
、
「
向
方
（
閣
3
）
」
の
山
中
で
「
黄
金
の
鍬
か
た
」
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
『
熊
谷
家
伝
記
』

が
初
代
貞
直
定
住
以
前
に
は
老
女
の
他
に
「
人
倫
の
類
な
し
」
と
す
る
叙
述
に
疑
閥
を
差
し
挾
み
、
「
人
倫
な
く
て
は
右
兜
の
鍬
形
あ
る
べ
き
様

な
し
。
僑
鑑
み
る
に
、
文
和
よ
り
遙
か
以
前
に
名
あ
る
武
士
の
居
城
し
た
る
旧
跡
に
て
も
可
有
之
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
先
住
者
に
注
意
し
て
本
書
を
読
み
な
お
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
流
入
し
て
き
た
田
辺
・
熊
谷
両
氏
を
受
け
入
れ
た
多
田
氏
も
ま
た
、

先
住
者
と
し
て
扱
う
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
両
氏
以
前
か
ら
住
ん
で
い
た
と
い
う
字
義
ど
お
り
の
意
味
で
は
な
く
、
田
辺
氏
・
熊
谷

氏
の
流
入
と
こ
の
両
家
に
よ
る
霊
域
的
な
支
配
を
許
し
た
と
い
う
点
で
「
左
吉
」
と
同
様
に
結
果
的
に
は
「
乗
っ
取
ら
れ
た
」
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
多
田
氏
は
、
奥
三
河
山
城
の
「
追
川
」
に
「
五
代
、
年
数
凡
百
六
十
年
」
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
「
河
内

（
☆
－
）
」
に
移
住
し
た
と
「
物
語
」
る
〔
四
｝
頁
〕
よ
う
に
、
「
落
人
」
で
は
な
く
、
当
山
域
内
に
お
け
る
移
住
者
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
田
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
キ

氏
に
対
し
て
は
「
河
内
」
か
ら
眼
と
鼻
の
先
の
「
市
原
・
大
谷
（
☆
2
）
」
を
「
譲
」
り
、
ま
た
熊
谷
氏
に
対
し
て
は
初
代
貞
直
の
三
男
直
秋
を
、
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「
多
田
士
分
内
〔
五
二
頁
〕
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
「
漆
島
（
☆
5
）
」
に
定
着
さ
せ
て
し
ま
う
。
竹
内
利
美
は
「
多
田
氏
は
ま
ず
だ
い
た
い
今
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

愛
知
県
富
山
村
全
般
の
領
域
に
わ
た
っ
て
、
開
発
領
主
的
な
地
位
を
占
め
た
と
見
ら
れ
よ
う
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
本
書
か
ら

は
多
田
氏
が
そ
の
後
「
領
主
」
と
し
て
振
る
舞
っ
た
形
跡
は
読
み
と
り
が
た
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
関
氏
の
滅
亡
に
前
後
し
て
多
田
氏
に
つ
い
て

の
言
及
さ
え
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
逆
に
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
に
は
そ
の
後
の
「
河
内
」
の
多
田
氏
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
ま
ま
に
、

「（

F
谷
）
直
秋
♂
今
之
忠
宗
ま
で
五
代
、
河
内
・
藤
島
之
守
護
た
る
処
（
一
六
五
頁
ご
と
叙
述
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
代
々
の
多
田
氏
に
は
温
厚
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
田
辺
氏
に
対
し
て
は
「
河
内
の
奥
山
に
廉
し
を
、

此
多
田
氏
象
に
誘
ひ
来
ー
ー
・
聾
と
し
て
一
面
を
閾
譲
」
り
〔
四
一
頁
〕
、
熊
谷
氏
が
定
住
地
心
世
を
見
つ
け
る
と
「
舅
多
田
氏
悦
び
て
山
作
方
に
物

馴
れ
た
る
家
来
を
差
添
え
」
え
西
六
頁
〕
、
「
風
越
山
の
戦
い
」
に
際
し
て
は
「
多
田
は
親
河
内
♂
伝
へ
て
慈
悲
心
深
く
、
人
を
損
ソ
す
る
事

を
嫌
ふ
生
得
に
て
欲
心
な
け
れ
は
、
我
分
内
を
も
他
入
に
分
チ
与
へ
、
近
辺
の
賑
々
敷
を
好
む
仁
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
〔
六
六
頁
〕
。
こ
れ
ら

の
描
写
は
、
「
領
主
」
に
は
本
来
ふ
さ
わ
し
く
な
い
流
入
者
へ
の
好
意
が
、
多
田
氏
に
固
有
の
特
別
な
性
格
で
あ
っ
た
よ
う
に
表
現
し
た
も
の

と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
も
と
も
と
多
田
氏
が
「
領
主
」
で
は
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
性
格
か
ら
説
明
さ
れ
る
必
要
も
な
い
。
多
田

氏
が
起
爆
の
「
老
女
」
と
同
様
「
領
主
」
と
し
て
行
動
し
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
後
か
ら
現
れ
た
「
落
人
」
を
寛
容
に
受
け
入
れ
、
結
局
「
落

人
」
が
「
郷
主
」
と
し
て
支
配
的
な
地
位
を
も
つ
社
会
の
形
成
を
許
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
十
四
世
紀
の
当
山
域
を
「
人
倫
」
無
き
空
間
と
し
て
描
写
す
る
『
熊
谷
家
伝
記
』
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
に
は
お
さ
ま
ら

な
い
箇
所
を
抱
え
て
お
り
、
「
無
人
の
山
野
」
故
に
「
落
人
」
が
自
由
に
「
切
り
取
り
分
領
」
し
た
と
簡
単
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お

そ
ら
く
実
態
は
、
こ
の
地
方
の
史
書
と
し
て
名
高
い
『
下
条
記
』
が
冒
頭
で
叙
述
す
る
と
こ
ろ
が
、
よ
り
当
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
往
古
ハ
宵
山
之
隠
所
ニ
テ
、
自
然
場
席
能
八
二
民
家
一
二
軒
宛
有
之
分
、
侍
ハ
不
住
、
（
中
略
）
依
去
サ
ノ
ミ
村
之
名
モ
不
定
、
只
家
有
所
之

小
名
単
調
テ
相
中
ス
隠
所
タ
リ
。
然
所
二
大
平
記
大
乱
之
半
、
貞
和
年
中
（
＝
一
叢
五
1
一
三
五
〇
）
三
里
♂
国
々
之
牢
人
、
士
民
、
男
女
、
僧

俗
ヲ
不
為
分
、
方
丈
ず
襲
来
リ
、
本
名
杯
引
替
へ
令
隠
住
。
其
時
代
ハ
頭
無
之
、
郷
村
ハ
安
居
難
成
二
付
、
（
中
略
）
能
牢
人
之
来
ル
事
何
方
二
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⑤

テ
モ
悦
、
（
中
略
）
一
騎
立
ノ
侍
所
女
二
相
住
」
こ
の
描
写
は
ま
さ
に
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
世
界
に
お
い
て
田
辺
・
熊
谷
両
氏
が
現
れ
た
状
況
に

う
ま
く
当
て
は
ま
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
南
北
朝
期
以
前
に
お
け
る
こ
の
山
砲
の
人
口
密
度
が
極
め
て
低
か

っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
居
住
者
の
存
在
を
考
え
て
よ
い
こ
と
、
し
か
し
中
世
後
期
の
流
入
者
を
契
機
と
し
て
祉
会
の
あ
り
方
が
画
期
的

に
「
変
化
」
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
先
住
者
が
好
意
に
あ
ふ
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
ま
さ
に
そ
の
「
変
化
」
の
時
期
を
対
象
と
し
て
、
流
入
し
た
側
の
目
線
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
3
　
閉
じ
た
小
世
界

　
こ
の
「
変
化
」
の
時
期
の
物
語
と
し
て
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
を
続
け
て
み
て
ゆ
き
た
い
。
前
節
で
指
摘
し
た
構
図
を
、
開
発
定
住
「
以

前
」
に
対
し
て
閉
じ
た
構
造
と
み
る
な
ら
、
「
外
部
」
に
対
す
る
締
め
出
し
が
一
方
で
み
ら
れ
る
。
本
書
は
そ
も
そ
も
平
氏
の
祖
・
桓
武
天
皇

か
ら
始
ま
り
、
熊
谷
氏
本
家
一
族
の
活
躍
を
追
い
、
そ
し
て
坂
部
の
熊
谷
氏
の
初
代
貞
直
が
、
新
田
義
真
に
従
軍
し
、
さ
ら
に
敗
残
の
身
で
南

朝
方
に
付
き
、
と
い
う
よ
う
に
広
い
時
空
間
の
な
か
で
叙
述
さ
れ
な
が
ら
、
初
代
貞
直
が
河
内
の
多
田
氏
の
も
と
に
た
ど
り
着
い
た
時
点
か
ら
、

物
語
の
世
界
が
急
に
十
キ
ロ
四
方
に
縮
小
し
、
そ
の
ま
ま
閉
じ
て
し
ま
う
。
正
確
に
は
、
改
元
や
天
皇
・
将
軍
の
代
替
わ
り
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
山
間
の
小
地
点
と
政
治
的
中
心
の
み
が
語
ら
れ
る
構
造
を
と
る
。

　
図
3
～
5
は
、
集
落
成
立
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
本
書
が
語
る
範
囲
も
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

図
3
「
日
世
の
ス
テ
ー
ジ
」
に
お
い
て
熊
谷
・
田
辺
・
多
田
の
三
家
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
物
語
の
世
界
は
、
図
4
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ

ー
ジ
」
に
お
い
て
さ
ら
な
る
流
入
者
を
迎
え
て
主
に
北
方
に
展
開
す
る
。
そ
し
て
図
5
「
坂
部
の
ス
テ
ー
ジ
」
以
後
は
、
熊
谷
氏
が
戦
国
小
名
・

関
氏
に
服
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
氏
の
対
戦
地
域
下
条
に
ま
で
物
語
が
拡
大
し
、
以
後
武
田
結
瘤
の
制
圧
、
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
に
よ
る

支
配
を
経
て
、
物
語
は
再
び
一
村
落
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
時
点
の
そ
れ
は
幕
藩
体
制
の
中
に
包
ま
れ
た

一
近
世
村
と
し
て
で
あ
り
、
近
隣
の
諸
村
や
役
人
と
の
対
応
が
頻
繁
に
物
語
ら
れ
る
。
一
見
、
以
上
の
構
図
は
、
熊
谷
氏
に
関
わ
る
事
件
が
、

村
落
問
関
係
の
展
開
に
伴
っ
て
拡
大
し
、
そ
し
て
縮
小
し
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
開
発
定
住
の
初
期
に
お
い
て
本
書
の
世
界
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が
小
さ
く
閉
じ
て
い
る
の
も
、
も
っ
と
も
と
思
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
い
の

　
し
か
し
図
5
「
坂
部
の
ス
テ
ー
ジ
」
に
お
け
る
関
氏
の
新
野
（
國
5
）
へ
の
流
入
年
代
が
、
本
書
な
ら
び
に
『
関
伝
記
』
の
い
う
文
安
五
年

（一

l
四
八
）
よ
り
も
実
際
に
は
早
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
幾
つ
か
の
理
由
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
信
濃
守
護
小
笠
原
民
が
中
心
と
な
っ
た

合
戦
（
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
・
永
享
十
二
年
（
｛
四
四
〇
）
・
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
）
に
関
わ
る
史
料
に
関
氏
の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

時
潮
氏
が
小
笠
原
氏
の
被
官
と
し
て
伊
那
郡
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
関
郷
の
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

緒
は
信
用
で
き
ず
、
関
氏
は
十
四
世
紀
末
ま
で
に
こ
の
地
方
に
大
き
な
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
」
ま
た
新
野
の
二
善
寺
の

応
永
十
九
年
（
…
四
一
二
）
の
「
伊
那
郡
伊
賀
良
庄
奥
新
野
」
の
文
言
を
含
む
棟
札
や
平
安
槌
音
の
出
土
が
、
こ
の
蒸
す
で
に
寺
院
の
修
築
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
ほ
ど
新
野
の
開
発
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
に
新
野
と
大
村
が
村
松
氏
に
よ
っ
て
開
か

れ
た
と
す
る
本
書
の
叙
述
も
か
な
り
信
毒
性
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
熊
谷
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
坂
部
の
八
王
子
社
に
現
存
す
る
銅
製

鰐
口
に
「
信
州
関
郷
左
閏
部
若
宮
八
王
子
鰐
口
／
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
月
廿
五
日
　
旦
那
衛
門
大
夫
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
同
郷
の
文
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
す
で
に
こ
の
地
域
が
「
関
郷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
、
直
営
は
こ
の
鰐
口
に
つ
い
て
問
題
の
あ
る
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
は
当
該
年
の
八
王
子
社
建
立
を

記
載
し
て
い
な
が
ら
鰐
口
の
存
在
に
つ
い
て
何
も
述
べ
ず
〔
八
○
～
八
二
頁
〕
、
『
関
伝
記
』
に
は
「
永
享
十
一
未
十
二
月
左
閑
適
村
旦
那
高
谷
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

衛
門
太
夫
」
と
し
て
鰐
口
の
文
言
を
記
載
し
な
が
ら
も
「
関
郷
」
の
二
字
を
落
と
し
て
い
る
。
直
遽
は
お
そ
ら
く
、
関
氏
が
文
安
五
年
（
一
四

四
八
）
に
初
め
て
登
場
し
た
と
信
ず
る
に
た
る
資
料
1
i
そ
れ
が
「
離
家
伝
記
」
な
の
か
他
の
情
報
源
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
一
を
信
頼

し
た
か
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
重
氏
の
登
場
を
遅
い
時
期
に
配
置
し
た
い
と
考
え
た
た
め
に
、
関
氏
登
揚
以
前
に
「
関
郷
」
が
存
在
し
た
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
村
の
鰐
口
の
銘
を
無
視
し
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
か
く
し
て
本
書
は
、
西
接
す
る
関
氏
と
「
還
郷
」
と
い
う
地
域
の
存
在
に
つ
い
て
は
口
を
つ
ぐ
み
、
あ
た
か
も
関
氏
が
こ
の
小
世
界
に
加
わ

っ
て
初
め
て
物
語
の
世
界
が
拡
が
っ
た
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
氏
に
臣
従
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
村
松
氏
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守

の
書
通
に
対
し
て
、
三
代
直
吉
が
「
近
辺
先
方
之
我
等
方
へ
無
其
届
、
貴
辺
一
心
之
思
慮
ヲ
以
型
置
事
、
我
又
不
得
意
意
候
〔
八
五
頁
〕
」
と
返

答
し
、
ま
た
田
辺
氏
が
「
関
家
は
近
代
二
流
来
者
、
村
松
之
執
成
ヲ
以
近
辺
を
押
領
ル
〔
一
三
二
頁
〕
」
と
非
難
し
た
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
「
落
人
開
村
伝
説
」
全
体
を
整
合
的
に
描
く
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
外
部
世
界
に
対
す
る
閉
鎖
は
、
前
節
に
み
た
先
住
者
に
対
す
る
閉
鎖
と
実
は
同
じ
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
こ

れ
ま
で
み
た
限
り
で
は
、
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
は
、
無
住
の
空
論
に
お
い
て
、
ま
ず
主
役
と
な
る
多
田
・
鶏
辺
・
熊
谷
の
三
家
に
そ
の

中
心
を
占
有
す
る
地
位
を
与
え
、
そ
の
後
追
っ
て
周
囲
に
定
住
者
が
増
え
る
、
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
世
界
が
図
3
～
5
に
か
け
て
も
っ
ぱ
ら
北
方
に
の
み
拡
大
す
る
こ
と
も
、
同
じ
構
造
の
中
に
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
天
竜
川
東
岸
に
お
い
て
は
、
信
濃
の
江
望
遠
山
荘
と
遠
江
の
山
香
荘
領
家
方
が
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

西
岸
に
お
い
て
も
三
河
の
足
助
荘
や
信
濃
の
伊
賀
妻
事
が
同
時
期
に
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
に
お
い
て
は

遠
山
氏
を
除
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
さ
き
に
見
た
新
野
の
二
二
寺
棟
札
は
、
新
野
が
伊
賀
良
荘
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
属
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
本
書
が
こ
れ
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
さ
き
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
興
味
深
い
の
は
遠
山
氏
が
初
め
て
叙
述
さ
れ
る
く
だ
り
で
、
の
ち
に
「
長
沼
（
⑭
3
）
」
を
開
い
た
村
沢
氏
が
「
咄
」
す
と
こ
ろ
で
は
、
も
と

も
と
村
沢
氏
は
「
後
藤
未
タ
福
島
（
團
4
）
を
開
か
ざ
る
以
前
（
従
っ
て
一
三
九
五
年
以
前
）
、
初
川
東
（
天
竜
川
左
岸
）
江
落
懸
ル
所
に
、
其
所
に
、

先
方
遠
山
左
京
亮
ト
云
も
の
有
て
山
内
を
改
ム
。
依
之
、
其
所
之
住
居
難
渋
之
間
、
川
西
へ
移
り
」
長
沼
を
開
発
し
た
の
だ
と
い
う
〔
九
〇
頁
〕
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
既
存
の
領
域
に
侵
入
す
れ
ば
退
去
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
の

「
落
人
開
村
伝
説
」
の
世
界
が
、
十
㎞
四
方
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
東
部
・
南
部
・
西
部
に
ほ
と
ん
ど
広
が
り
を
見
せ
な
い
理
由
の
一
つ
は
こ

こ
に
あ
り
、
実
際
の
開
発
定
住
に
お
い
て
は
先
行
す
る
諸
領
域
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
レ
か
し
な
が
ら
本
書

が
こ
の
こ
と
を
転
倒
さ
せ
て
描
い
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
ら
を
「
先
方
」
で
あ
り
遅
れ
て
参
入
し
た
の
が
関
氏
で
あ
る
と
す
る
構
図
を
選
ん

だ
こ
と
は
、
先
行
す
る
諸
領
域
の
潜
在
的
な
圧
迫
ま
た
は
介
入
を
物
語
ら
な
い
点
で
、
先
住
者
を
叙
述
に
組
み
込
も
う
と
し
な
い
こ
と
と
同
じ
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判
断
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
作
為
的
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
「
伝
説
」
の
主
人
公
た
ち
こ
そ
が
正
統

な
先
住
者
で
あ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
氏
の
「
郷
」
あ
る
い
は
「
分
内
」
の
領
域
的
支
配
が
誰
の
妨
げ
も
受
け
る
べ
き
で
な
い
こ

と
や
、
開
発
の
功
労
者
た
る
「
馬
主
」
が
郷
支
配
を
世
襲
す
る
こ
と
を
、
理
由
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
4
　
潜
在
的
な
境
界
…
一
初
め
に
境
あ
り
き
…
一

　
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
は
、
開
発
定
住
だ
け
で
な
く
、
竹
内
の
分
析
に
表
れ
た
よ
う
に
領
域
的
支
配
の
形
成
を
重
要
な
焦
点
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
関
わ
る
意
識
が
最
も
明
確
に
表
れ
る
の
が
「
郷
の
境
界
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
「
郷
」
境
が
開
発
定
住
の
初

め
か
ら
「
用
意
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
明
確
な
例
は
図
3
「
日
世
の
ス
テ
ー
ジ
」
の
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
多
田
氏
の
「
河
内
（
☆
－
）
」

の
西
側
の
人
物
が
、
図
3
に
示
し
た
分
水
嶺
を
乗
り
越
え
て
伐
採
を
行
い
、
そ
れ
を
多
田
氏
に
餐
め
ら
れ
て
退
去
し
、
以
後
問
題
の
分
水
嶺
が

「
境
界
」
と
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
叙
述
さ
れ
る
。
「
多
田
利
大
夫
が
分
内
の
西
表
二
、
去
頃
♂
村
松
源
太
左
衛
門
と
云
浪
士
落
来
て
一
村
を
開
、

大
聖
（
☆
4
）
と
号
、
住
之
、
桑
の
田
尾
の
峠
を
伐
越
、
多
田
氏
の
分
内
を
切
荒
ス
。
依
て
多
田
氏
改
之
処
二
、
源
太
左
衛
門
申
は
（
中
略
）
先
方

有
寸
分
内
を
存
而
切
餅
ス
ニ
而
は
無
之
候
。
向
後
ハ
当
方
へ
水
落
限
之
外
、
其
方
江
一
切
切
越
間
敷
演
、
証
文
ヲ
出
歯
断
〔
五
二
頁
〕
」
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
は
、
分
水
嶺
の
よ
う
な
地
形
的
境
界
が
、
一
方
の
側
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
領
域
（
「
分
内
」
）
の
境
界
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
誤
っ
て
」
境
界
が
侵
犯
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
領
域
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
土
地
利
用
や
マ
ー
ク
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
侵
犯
し
た
側
は
抗
議
を
素
塵
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
関
心
は
登
場
し

て
お
ら
ず
、
右
の
例
で
は
多
田
氏
が
自
ら
の
判
断
で
境
界
を
設
定
し
て
い
た
と
受
け
取
れ
る
が
、
こ
の
境
界
は
侵
犯
さ
れ
て
初
め
て
立
ち
現
れ

る
境
界
で
あ
る
以
上
、
暗
に
境
界
と
し
て
見
立
て
ら
れ
て
い
た
目
印
以
上
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
事
件
に
触
発
さ
れ
た
熊
谷
氏
二
代
直
覧
は
、
三
男
を
漆
島
（
☆
5
）
に
配
置
し
た
だ
け
で
な
く
、
「
直
常
分
内

の
北
境
面
里
方
へ
近
き
魚
田
レ
ば
無
心
元
思
ひ
、
同
八
月
迄
に
和
知
野
州
端
を
切
開
小
屋
掛
し
て
、
弟
治
郎
右
衛
門
を
為
引
越
、
和
知
野
型
押

と
し
て
令
守
此
所
事
也
〔
五
二
頁
ご
と
、
八
㎞
ほ
ど
離
れ
た
☆
6
に
枝
村
を
設
置
し
、
和
知
野
川
を
境
界
と
し
て
こ
こ
よ
り
南
を
自
ら
の
領
域
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と
見
立
て
る
行
動
に
出
て
い
る
。
図
4
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
に
お
い
て
は
こ
の
磨
墨
に
團
1
・
3
～
6
が
次
様
と
形
成
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
最
初
の
「
見
遠
」
の
ケ
ー
ス
で
は
、
村
松
幾
が
熊
谷
民
の
「
分
内
之
山
に
隠
住
之
処
、
当
家
の
家
来
大
角
山
廻
り
に
出
、
見
出
之
、

相
改
」
め
ら
れ
、
村
松
氏
は
熊
谷
氏
に
「
当
山
は
貴
館
御
分
内
之
由
、
山
稼
思
議
に
承
り
驚
入
申
候
。
是
迄
御
断
不
申
上
は
、
前
後
左
右
之
訳

不
奉
存
、
殊
に
近
辺
に
民
家
茂
劇
甚
善
男
（
中
略
）
衷
レ
永
住
之
御
赦
免
候
は
Σ
、
難
有
義
可
章
魚
候
」
と
書
状
を
送
っ
て
居
住
の
容
認
を
求
め

て
い
る
〔
五
四
頁
〕
。
こ
こ
で
も
「
民
家
」
の
無
い
状
態
で
あ
る
の
に
先
住
の
側
が
領
域
（
「
分
内
」
）
を
主
張
し
、
そ
し
て
そ
の
主
張
そ
の
も
の
に

は
何
ら
問
題
が
無
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
闘
3
～
6
の
集
落
形
成
の
た
び
に
熊
谷
氏
に
書
状
が
送
ら
れ
、
熊

谷
氏
が
そ
の
つ
ど
許
容
す
る
と
い
う
構
図
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
し
か
し
な
が
ら
☆
6
の
開
発
を
応
永
年
中
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
年
）
と
す
る
『
関
伝
記
』
に
従
え
ば
、
少
な
く
と
も
爾
1
・
3
に
遅
れ
て

☆
6
が
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
稲
知
野
川
以
南
を
熊
谷
氏
の
領
域
と
す
る
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
叙
述
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
は
前
章
で
触
れ
た
本
書
に
お
け
る
年
代
記
載
の
坐
上
性
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
各
集
落
の
開
発
年
代
が
領
域
形
成
の
説
明

と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
で
は
、
本
書
が
☆
6
の
開
発
年
代
を
團
1
以
前
に
置
く
こ
と
自
体
が
、
熊
谷
氏

の
領
域
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
こ
に
編
者
の
推
定
あ
る
い
は
歴
史
像
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
図
5
「
坂
部
の
ス
テ
ー
ジ
」
で
は
、
潜
在
的
な
領
域
の
構
図
は
初
め
て
変
容
す
る
。
す
な
わ
ち
＊
地
点
の
「
風
越
山
の
戦
い
」
に
お
い

て
、
「
分
内
」
の
無
断
關
発
と
す
る
熊
谷
磯
側
の
非
難
に
対
し
て
、
侵
犯
者
側
が
「
い
か
に
も
当
山
の
主
た
る
方
へ
御
開
な
く
住
居
を
構
へ
候

〔
六
五
頁
〕
」
と
応
答
す
る
確
信
犯
と
し
て
描
か
れ
、
結
局
彼
に
「
分
内
を
分
ち
可
宛
行
」
と
約
束
し
た
結
果
、
図
5
中
の
境
界
を
確
定
し
た
「
起

　
⑭

請
文
」
が
作
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
初
め
て
、
先
住
す
る
側
の
一
方
的
な
境
界
設
定
が
変
更
さ
れ
、
境
界
の
双
方
が
合
意
し
た
境
界
が
画

定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
問
題
の
確
信
犯
は
「
元
来
生
得
悪
心
」
で
「
親
さ
へ
見
限
る
悪
ル
も
の
〔
六
七
頁
〕
」
と
し
て
、
既
存
の
領

域
を
尊
重
し
な
い
無
法
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
生
じ
た
特
殊
な
事
件
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
例
か
ら
考
え
て
、
図
5
以
前
の
本
書
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
集
落
か
ら
数
㎞
四
方
は
、
そ
の
「
郷
」
の
「
分

68　（68）



r熊谷家伝記』にみる開発定住と空間占有（米家）

内
」
あ
る
い
は
領
域
で
あ
り
、
し
か
も
境
界
が
潜
在
的
に
引
か
れ
て
い
る
構
図
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
中
世
的
土
地
制
度
と

し
て
こ
の
構
図
を
み
た
場
合
、
土
地
所
有
を
保
障
す
る
権
威
者
の
不
在
と
い
う
点
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
領
域
的
支
配
と
い
う
形
態
自
体
は
奇
異

で
な
く
、
実
際
に
あ
り
え
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
分
村
派
生
の
パ
タ
ー
ン
を
み
れ
ば
、
図
4
「
弓
場
力
田
尾
の
ス
テ
ー
ジ
」
ま
で
は
、

親
村
か
ら
数
㎞
の
距
離
を
お
い
て
分
村
が
成
立
し
、
そ
の
一
部
は
☆
2
（
市
原
）
・
圏
2
（
坂
部
）
・
國
x
（
大
谷
）
の
よ
う
に
枝
村
で
な
く
「
郷
」

と
し
て
独
立
も
し
て
い
る
の
に
対
し
、
図
5
の
「
風
越
山
の
戦
い
」
以
降
の
分
村
は
出
村
に
近
接
し
、
決
し
て
「
郷
」
境
界
を
越
え
て
飛
び
出

す
こ
と
が
な
い
の
が
、
印
象
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
領
域
の
占
有
が
可
能
な
内
に
大
き
な
空
間
を
布
石
風
に
確
保
し
、
そ
の
内
部
の

充
填
的
開
発
を
後
回
し
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
中
世
の
山
地
に
お
け
る
実
際
の
境
界
画
定
は
、
上
級
の
権
威
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
当
該
の
場
所
ご
と
に

成
熟
す
る
も
の
と
み
る
の
が
よ
り
自
然
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
境
界
侵
犯
が
非
難
さ
れ
な
い
場
合
や
、
境
界
が
入
り
混
じ
る
場
合
の
叙
述
に
つ

い
て
も
見
て
み
た
い
。
例
え
ば
「
三
分
渡
一
佐
太
（
麟
5
）
」
は
天
文
十
年
（
一
五
四
…
）
ま
で
「
入
会
出
郷
」
あ
る
い
は
「
入
り
混
じ
り
村
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

呼
ば
れ
る
形
態
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に
叙
述
さ
れ
、
熊
谷
氏
・
田
辺
氏
・
多
田
氏
の
相
互
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
焼
畑
の
出
入
作
を
規
制
す
る

よ
う
な
「
郷
」
の
境
界
は
、
中
世
の
か
な
り
後
期
に
な
る
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
も
こ
こ
で
互
い
に
入
り
会

う
こ
と
を
停
止
し
た
の
は
、
自
発
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
上
級
の
関
氏
の
介
入
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
『
関
伝
記
』

に
は
、
向
方
の
「
（
金
田
）
但
馬
、
山
作
り
広
く
し
て
向
方
山
を
切
尽
し
、
荒
所
な
き
故
に
三
州
河
内
山
を
押
切
し
て
山
作
り
た
る
事
あ
り
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

後
を
今
に
侭
馬
作
り
と
て
河
内
分
の
内
に
あ
り
」
と
、
「
河
内
」
と
「
煮
方
」
間
の
境
界
の
暖
昧
さ
を
示
唆
す
る
記
事
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
を
み
れ
ば
、
「
先
住
の
開
発
者
が
境
界
を
設
定
す
る
」
構
図
は
、
外
部
か
ら
の
開
発
を
拒
否
し
た
い
場
合
に
特
に
持
ち
出
さ
れ

る
議
論
の
仕
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
必
要
が
無
い
場
合
に
は
境
界
が
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
曖
昧
な
入
り
混
じ
り
状
態
が
続
い
て
い
た
と
考
え

た
ほ
う
が
、
よ
り
事
実
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ぼ
開
発
定
住
の
直
後
に
「
郷
」
の
「
分
内
」
あ
る
い
は
領
域

の
境
界
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
叙
述
を
事
実
と
受
け
取
．
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
そ
の
一
部
に
は
編
者
直
遽
の
判
断
と
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
情
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報
の
も
た
ら
し
た
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
な
ぜ
開
発
定
住
と
領
域
的
支
配
の
存
在
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
叙
述
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
領
域
的
支
配
の
要
点
で
あ
る

範
域
内
の
土
地
と
人
の
支
配
は
、
範
域
内
の
開
発
地
の
拡
大
と
居
住
者
の
増
加
が
な
け
れ
ば
意
味
が
無
く
、
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
叙
述
に
沿
っ

て
考
え
た
と
し
て
も
、
開
発
余
地
が
欠
乏
し
て
き
た
図
5
以
降
に
な
っ
て
本
来
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
が
編
纂
さ
れ
た
近
世
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
右
に
見
て
き
た
「
潜
在
的
境
界
」
に
は
、
近
世
期
の
よ
り
明
確
な
村
落
領
域
と
村
境
と

が
過
去
に
投
影
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
領
域
と
境
界
を
セ
ッ
ト
と
み
な
し
、
そ
れ
が
過
去
か
ら
続
い
て
き
た
も
の
だ

と
い
う
想
像
が
働
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
当
地
方
に
顕
著
で
あ
っ
た
近
世
の
被
官
制
度
に
お
い
て
は
「
御
家
（
一
人
百
姓
）
」
が
山
野
を
独
占
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
所
持
し
て
い
た
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
境
界
は
「
御
家
」
の
領
域
的
支
配
を
構
成
す
る
装
置
で
あ
り
、
境
界
が
過
去
に
遡
及

さ
れ
る
ほ
ど
、
「
御
家
」
の
領
域
的
支
配
も
ま
た
過
去
に
遡
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
な
か
に
は
本
書
を
中
世
の
山
地
開
発
の
根
拠
と
し
て
読
む
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
念

頭
に
お
い
て
、
中
世
に
実
際
に
領
域
的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
に
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
み
た
先
住
者
や
周
辺
の
諸
領
域
の
存

在
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
筆
老
は
多
田
氏
が
先
住
者
の
一
人
で
あ
り
、
「
落
人
」
に
よ
る
領
域
的
支
配
に
取
り
込
ま
れ
た
側
で
は
な

い
か
と
述
べ
た
が
、
こ
の
推
定
が
当
た
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
領
域
と
い
う
支
配
様
式
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
「
落
人
」
で
あ
っ
て
、
領
域
と
そ
の

境
界
は
外
部
か
ら
の
開
発
や
流
入
者
に
対
す
る
「
落
人
」
の
対
応
を
通
じ
て
徐
々
に
展
開
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
に
読
み
と
っ
た
「
無
人
の
山
野
」
「
閉
じ
た
小
世
界
」
「
潜
在
的
な
境
界
」
の
三
つ
の
構
図
は
、
「
落
人
」
の
開
発
定
住
が
単
な

る
定
着
で
な
く
空
間
占
有
あ
る
い
は
領
域
的
支
配
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
指
し
し
め
す
点
で
互
い
に
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
全
体
と
し
て
一

つ
の
構
造
を
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
以
上
の
指
摘
は
『
熊
谷
家
伝
記
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
示
し
て
い
る
と

し
て
も
、
史
実
が
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
る
こ
と
は
個
別
に
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
従
来
の
山
村
研
究
が
本
書
を
「
落
人
の
山
村
形
成
」
の
「
史
料
」
と
し
て
読
む
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
事
実
そ
の
も
の
を
復

70　（70）



『熊谷家伝記』にみる開発定住と空間占有（米家）

原
で
き
な
い
ま
で
も
、
「
落
人
の
山
村
形
成
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
に
以
上
の
解
読
か
ら
導
か
れ
る
注
意
点
・
問
題
点
を
最
後
に
整
理
し
て

お
き
た
い
。

①
黒
田
日
出
男
「
「
荒
野
」
と
「
黒
山
」
一
中
世
の
開
発
と
自
然
i
」
（
一
章

　
③
a
）
三
～
三
五
頁
。

②
　
竹
内
利
美
も
こ
の
点
を
全
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
章
①
、
三
六

　
～
三
七
頁
。

③
伊
那
史
料
刊
行
会
編
嘲
新
編
伊
那
史
料
叢
書
4
』
歴
史
図
轡
社
、
一
九
七
五
、

　
一
一
二
頁
。
た
だ
し
『
関
伝
記
』
も
「
往
古
も
人
倫
の
住
居
有
之
、
又
中
絶
の
深

　
山
と
荒
れ
た
る
を
、
元
弘
以
後
の
大
乱
に
所
々
へ
浪
人
落
込
み
、
再
び
切
開
き
た

　
る
事
な
る
べ
し
」
と
す
る
点
で
『
熊
谷
家
伝
記
』
と
同
様
の
構
図
を
も
っ
て
い
る
。

　
な
お
翻
刻
さ
れ
た
『
関
伝
記
』
に
は
成
立
年
・
お
よ
び
甘
遇
の
署
名
は
な
い
が
、
従

　
来
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
の
直
遽
の
著
作
と
さ
れ
て
き
た
。
『
熊
谷
家
伝
記
』

　
へ
の
依
拠
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
「
委
ク
は
関
伝
記

　
二
書
入
レ
、
略
取
也
〔
…
二
〇
頁
〕
」
と
あ
る
の
で
、
直
遽
が
『
熊
谷
家
伝
記
』

　
と
並
行
し
て
編
纂
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

④
　
二
章
①
、
四
二
頁
。

⑤
　
佐
々
木
喜
庵
『
下
条
記
』
（
前
掲
③
）
二
六
五
頁
。
元
禄
か
ら
宝
永
こ
ろ
に
成

　
号
し
た
と
さ
れ
る
。

⑥
　
こ
の
昌
線
は
本
書
全
体
に
散
見
さ
れ
、
例
え
ば
七
代
直
隆
は
近
世
初
期
検
地
時

　
に
、
無
人
の
山
野
を
開
い
た
功
が
熊
谷
家
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
「
往
古
は

　
人
倫
な
き
空
成
山
成
を
、
先
祖
出
漁
ヲ
以
当
地
ヲ
開
き
、
人
倫
之
住
家
と
成
。
今

　
御
年
貢
幽
幽
上
段
、
軽
微
た
る
と
い
へ
共
、
乍
恐
も
私
先
祖
之
功
之
程
御
推
量
被

　
下
、
子
孫
永
ク
立
夏
相
伝
へ
候
様
に
御
取
捌
被
書
置
候
ハ
・
難
玉
藍
存
候
〔
二
一

　
五
頁
〕
」
。

⑦
　
市
村
威
人
「
関
氏
史
蹟
」
（
市
村
二
人
全
集
刊
行
会
『
市
村
麗
人
全
集
　
十
』

　
下
伊
那
教
育
会
、
一
九
八
一
）
八
一
～
＝
二
頁
。
た
だ
し
初
出
は
、
長
野
県
史

　
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
8
、
一
九
二
七
。
お
よ
び
下
伊
那
教
育
会
編
『
下

　
伊
那
郡
史
6
』
下
伊
那
誌
編
纂
会
、
一
九
七
〇
、
三
二
六
～
三
六
〇
頁
。

⑧
　
二
章
⑦
c
、
九
六
頁
。

⑨
　
前
掲
⑦
。

⑩
　
市
村
威
人
「
遠
山
地
方
文
化
の
特
異
相
」
お
よ
び
「
鰐
口
よ
り
見
た
る
遠
山
文

　
化
」
（
第
一
次
）
信
濃
一
、
　
一
九
三
二
、
一
一
九
～
一
二
〇
頁
・
三
三
五
頁
・
四

　
〇
二
頁
。
お
よ
び
信
濃
史
料
刊
行
会
津
『
信
濃
史
料
8
』
信
濃
史
料
刊
行
会
、
｝

　
九
五
七
、
一
三
二
頁
。

⑪
　
前
掲
③
、
一
〇
五
頁
。
な
お
竹
内
利
美
は
こ
の
鰐
口
の
問
題
に
気
づ
い
て
い
た

　
が
、
「
当
時
の
情
勢
か
ら
す
れ
ば
い
ち
じ
る
し
く
矛
盾
し
た
存
在
（
入
二
頁
）
」
と

　
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
関
氏
を
含
め
た
「
外
的
な
政
治
力
の

　
規
綱
を
ほ
と
ん
ど
直
接
に
は
う
け
る
こ
と
な
く
し
て
（
三
九
頁
）
」
諸
村
が
開
発

　
さ
れ
た
と
す
る
竹
内
の
分
析
結
果
と
無
関
係
で
は
な
い
。
二
章
①
。

⑫
大
谷
（
國
x
）
の
竜
谷
寺
の
永
正
十
二
年
二
五
一
五
）
の
鐘
銘
に
「
三
河
国

　
賀
茂
郡
足
助
庄
名
倉
郷
於
大
谷
」
と
あ
り
、
大
谷
は
「
足
助
荘
」
の
範
域
に
属
し

　
て
い
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
本
書
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に

　
『
北
設
楽
郡
史
』
は
、
佐
太
（
幽
5
）
・
大
谷
・
市
原
（
☆
2
）
・
河
内
（
☆
1
）

　
が
足
助
荘
に
属
す
と
す
る
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）
の
史
料
を
紹
介
し
て
い
る

　
が
、
　
『
熊
谷
家
伝
記
』
は
佐
太
の
開
発
定
住
を
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
に
置
い

　
て
お
り
、
両
者
は
矛
盾
し
て
い
る
。
北
設
楽
郡
史
編
纂
委
員
会
編
『
北
設
楽
旧
史

　
　
原
始
～
中
世
』
青
陵
書
房
、
一
九
八
二
、
三
五
八
～
三
五
九
頁
。

⑬
　
前
掲
③
、
七
三
頁
。

⑭
諸
善
の
境
界
線
は
次
の
「
起
譲
文
」
の
文
颪
に
従
っ
た
。
「
此
根
通
り
（
戦
場

　
と
な
っ
た
＊
の
尾
根
）
、
西
の
二
軍
三
州
境
江
押
廻
し
、
水
下
東
は
天
龍
川
之
端
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ま
で
、
南
東
向
水
落
限
り
に
左
閑
寸
分
内
へ
、
三
方
・
福
島
よ
り
山
稼
講
者
一
切

　
不
可
入
定
。
同
所
汐
北
方
ハ
和
知
野
へ
出
ル
川
端
切
、
土
方
之
村
松
・
金
田
、
福

　
島
ノ
後
藤
・
金
田
、
此
法
家
二
て
他
汐
入
込
山
賊
を
防
、
永
客
土
保
山
登
。
尤
村

　
松
二
金
砥
但
馬
は
、
此
所
（
＊
）
汐
北
に
向
て
見
通
し
、
川
上
を
向
方
分
と
し
て
、

　
川
下
東
は
福
島
分
と
す
べ
き
者
也
〔
六
九
頁
〕
」
。

⑮
「
三
分
渡
」
は
本
来
熊
谷
氏
の
領
域
下
に
あ
っ
て
「
漆
島
・
河
内
・
市
原
・
大

　
谷
は
往
古
汐
（
三
分
渡
に
）
所
々
入
会
有
之
候
得
共
」
、
関
氏
の
提
案
で
「
由
共

　
に
」
田
辺
氏
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
単
解
四
ケ
村
之
入
会
無
之
、
三

　
分
前
汐
茂
四
ケ
村
へ
不
入
会
（
宮
下
本
の
み
）
」
よ
う
に
な
っ
た
と
叙
述
さ
れ
る

　
〔
一
五
ご
～
一
五
三
頁
〕
。
な
お
『
入
会
懐
郷
」
の
語
は
二
章
④
藤
田
佳
久
b
に

　
よ
る
。

⑯
　
前
掲
③
、
一
一
四
頁
。

⑰
　
平
沢
漕
人
『
近
世
入
会
慣
行
の
成
立
と
展
開
一
濃
州
下
伊
那
郡
地
方
を
中
心

　
に
し
て
一
』
御
茶
の
水
無
蓋
、
一
九
六
七
。
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五
　
お
　
わ
　
り
　
に
i
「
落
人
開
村
伝
説
」
と
事
実
の
あ
い
だ
ー
ー

　
本
稿
は
、
従
来
「
落
人
の
山
村
形
成
」
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
『
熊
谷
家
伝
記
』
が
、
編
者
の
判
断
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
「
通

史
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
そ
の
開
発
定
住
の
く
だ
り
に
潜
む
構
造
の
抽
出
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
本
書
が
「
開
発
定
住
」

と
「
特
定
の
イ
エ
が
支
配
的
な
空
間
占
有
」
が
同
時
に
形
成
さ
れ
た
よ
う
な
構
図
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
構
図
に
ず
れ
る
叙
述
や
誤
り
が

残
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
事
実
は
こ
の
両
者
が
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
流
入
し
た
「
落
人
」
に
よ
る
既
存
社
会
へ
の
介
入
あ
る

い
は
編
成
が
あ
っ
た
可
能
性
に
行
き
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
筆
者
は
「
特
定
の
イ
エ
が
支
配
的
な
空
間
占
有
」
が
無
か
っ
た
と
述
べ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
官
制
度
が
近
世
に
当
地
方
に
み
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
特
定
の
イ
エ
が
支
配
的
な
空
間
占
有
」
が
中
世
後

期
に
お
い
て
展
開
し
た
こ
と
は
十
分
想
定
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
「
落
人
に
よ
る
開
村
」
が
近
世
の
被
官
制
度
に
つ
な
が
る
空
間
占
有
を
補
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
と
、
「
落
人
開
村
伝
説
」
か
ら
理
解
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
領
域
的
支
配
を
「
落
人
に
よ
る
開
村
」
を
起
源
と
し
て
説
明
す
る
に

は
、
前
章
で
み
た
よ
う
な
構
造
を
も
つ
伝
説
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
「
支
配
的
と
な
っ
た
特

定
の
イ
エ
」
が
先
住
者
と
遅
れ
て
流
入
し
た
人
肉
を
領
域
的
支
配
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
揚
舎
に
、
先
住
者
や
先
行
す
る
諸
領
域
を
排

除
し
た
「
落
人
開
村
伝
説
」
自
体
を
も
編
成
し
た
可
能
性
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
分
営
」
・
「
開
発
私
領
」
・
「
領
有

権
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
分
析
し
た
竹
内
利
美
の
把
握
は
、
本
書
の
構
図
を
む
し
ろ
ス
ト
レ
ー
ト
に
一
般
化
し
た
結
果
と
し
て
読
み
直
さ
れ
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る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
指
摘
は
、
伝
承
の
変
容
が
跡
づ
け
難
い
一
般
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
が
、
「
落
人
開
村
伝
説
」

に
沿
う
形
で
中
世
の
落
人
集
落
の
「
開
発
定
住
」
を
想
定
す
る
こ
と
の
危
険
に
注
意
を
う
な
が
す
意
味
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
「
落
人

開
村
伝
説
」
は
、
本
書
ほ
ど
明
示
的
な
骨
格
を
も
っ
て
い
な
く
と
も
、
落
人
に
よ
っ
て
無
人
の
山
野
が
開
か
れ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
点

で
、
結
果
的
に
空
間
占
有
を
合
理
化
し
、
そ
れ
以
前
の
山
地
空
間
を
無
人
の
空
間
と
し
て
印
象
づ
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

～
中
世
の
山
地
居
住
を
示
す
考
古
学
の
成
果
が
一
部
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
中
世
後
期
の
空
間
占
有
に
先
行
す
る
山
地
居
住
が
十
分
旧
り
え
た

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
事
実
を
読
む
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
村
落
の
中
世
期
に
お
い
て
、
特
定
の

イ
エ
に
よ
っ
て
社
会
編
成
と
領
域
的
支
配
が
追
求
さ
れ
、
あ
る
程
度
そ
れ
が
成
功
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
落
人
の
村
」
と
は
、
支
配
的
な
イ
エ
を
核
と
し
た
領
域
的
支
配
が
伝
説
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
た
集
落
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
見
方
に
と
っ
て
、
二
章
で
み
た
民
俗
学
的
な
伝
説
研
究
は
先
駆
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。
た

だ
し
『
熊
谷
組
伝
記
』
は
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
が
た
め
に
右
の
諸
点
が
分
か
り
や
す
い
数
少
な
い
例
で
あ
り
、
一
般
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
が

同
じ
よ
う
に
分
析
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
編
纂
ー
テ
ク
ス
ト
化
を
経
な
か
っ
た
一
般
の
「
落
人
開
村
伝
説
」
に
お
い
て
も
、
近
世
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

期
の
「
由
緒
」
ブ
ー
ム
が
影
響
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
際
に
は
、
示
唆
的
な
事
例
と
な
る
だ
ろ
う
。

①
　
古
島
俊
雄
は
、
本
書
を
資
料
の
一
つ
と
し
て
当
地
方
の
近
世
の
被
官
制
度
を
検

　
罪
し
た
結
果
、
こ
の
制
度
は
「
隠
遁
武
士
起
源
の
も
の
で
な
く
、
中
世
に
お
い
て

　
は
一
般
的
な
農
業
制
度
だ
っ
た
も
の
に
、
隠
遁
武
士
に
よ
っ
て
被
宮
の
名
称
が
導

　
入
さ
れ
、
そ
れ
が
天
正
以
後
の
新
し
い
村
落
制
度
の
採
用
と
と
も
に
固
定
さ
れ
た

　
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
」
と
示
唆
し
て
い
る
。
古
島
俊
雄

　
『
近
世
日
本
襲
業
の
構
造
』
（
『
古
島
俊
雄
著
作
集
3
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
七
四
）
四
一
七
頁
。
初
出
は
一
九
四
三
年
。

②
　
市
村
勝
美
・
山
本
清
司
編
『
熊
倉
遺
跡
一
山
凄
み
集
落
の
探
求
－
』
群
馬

　
県
六
合
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
四
。
能
登
健
・
洞
口
正
史
・
小
嶋
敦
子
「
山
田

　
み
集
落
の
出
現
と
そ
の
背
景
－
二
つ
の
「
ヤ
マ
」
に
関
す
る
考
古
学
的
分
析
」

　
信
濃
三
七
一
四
、
一
九
八
五
、
二
七
五
～
二
九
二
頁
。

③
　
従
来
の
伝
説
研
究
は
「
落
人
開
村
伝
説
」
の
形
成
を
考
え
る
際
に
、
中
世
の
漂

　
泊
者
の
影
響
に
強
い
関
心
を
注
い
で
き
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
福
田
晃

　
編
『
日
本
伝
説
体
系
十
二
』
み
ず
う
み
書
房
、
一
九
八
二
、
三
六
七
～
三
六
八
頁
。

　
谷
口
廣
之
「
平
家
落
人
伝
説
と
物
語
」
（
山
下
宏
明
編
『
平
家
物
語
　
受
容
と
変

　
容
』
有
精
堂
、
一
九
九
三
）
一
五
一
～
一
七
四
頁
。
し
か
し
伝
説
が
よ
り
信
じ
や
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す
い
よ
う
に
デ
テ
ー
ル
を
変
容
し
て
ゆ
く
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
、
近
世
期
も
問

題
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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　　ReexaminatiOn　of’　a　Family　Histo’rY　in　’，the

　　　　－Mountainous　Area・of　l　Central　JaPan

Settling　Dewn　i’and，　Tertltoriali2ing　／　ln　／1　a’　Reconstituted　Past

・by

KoMEiE　Taisaku

　　Some　mountain　villages　in’Japan　have’．　’handed　down　similar　legends，

narrating　“　ochiudo　”，　a　defeated　warrior　who　had　fled　his　enemies，　first

settled　down　there　，　in／・／the　．・medieval　period；．This　stOry　had’．．　becoMe　．ian

inter，est・．，for，／folklorists・，and’geographers　．and／led　theM，・to　an，　understanding

on　the・・reclarnation　in，　the．mountainous　l，　area／by，refugees　frOm’，　the　．low

Iahd・＝．in　the　medieval　period．塗．Can．／we．itreat　l3uc虹a＝folklorε．　as．so血ething

reflecting　，　a　fact　？・，　lt／　／is・／no，　wQnder　・that　・an　／oral’　，history，／　／once　writtert・　or

edited，　tends．・to　change，，to　be．more　coherent・and　・acc’eptable　to　villagers；

　　The・／author　．，likes　，to　reexamine　the．Kumagai・　family　／history　written　in

1771，describ圭ng．variouS　eVentsl：in・；．a血ountainous；．：area．　of．．　central：Japan

（Figure・1），／from　the，fourteenth’century　thrQugh，to．tlie／eighteenth　cen－

tury，　which　became　the　most・important・・evidence・・of　the　origin　，of　the

village　by　“　ochiudo，”i，because　，　Q．　f－ihe　rarity　as　historical　materials．　’，　’lxi

this　paper，　一　the　．author　／　pays　・　an　・／attention’，to　・・its．editing　process，　While　’the

editor　・of　／text／wrote　・that’he　made’　／／only，a　Copy　．of　the　recOrds　written　by

the　’successive　heads’・　of　the　Kumagais．　・　Did　’he’luse　．no・’other　source’maL

terials　and　・make　，　no　intervention　・to　the　text’　？．…What・’narrative　sttucture

did・　the／．・editor　give　to　・the　．story　？　・What　was　・obscured　？

　，The・’findings・・obtained　are’summarized　as　follows　i：　・first，　uneven　volume

of．’　description’s　for　each　period　in’・the　text　，（Figure　2　and　Tabie　1）　sugL

gests　that　it　was　based　On・various　sources　such　as，local　folklores，　other

family　histories　and　populat　written－hiStories　collected　by　himself．　There－

fore’　we　can　suPpose，that’the・story　shown　in’・the　text　iS’a　reconstituted

narrative　whlch　atranges’manY・occutrences　both・in’time　and　’space　at

the　editor’s　discretion；　second，　we　can　find　several　patterns　of　the　story－

telling　in　the　development　of　villages　explaining　in　the　text　as　shown

Figure　3　to　5　and　Table　2；　（i）　while　the’　story　tells　that　an　uninhabited

land　was　originally　cultivated　in　the　fourteenth　century　（Figure　3），
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and　also　refers　a　little　to　a　few　preceding　dwellers，　it　is　thought　that

“ochiudo”　came　later　and　took　over　・preceding　dwellers’　land；　（ii）　’al－

though　the　text　describes　as　if　neighboring　occupants　and　their　territ6ries

had　appeared　after　the　Kumagais　had　settled　down　（Figure．4），　it　can

be　said　that　the　text　stands　inside　o’f　the　Ki・tmagai　family　aRcl　shuts　out

the　preceding　and　outside　events　；　（iii）　while　the　tex　t　tells　that　no　sooner

the　family　settled　dcwn　than　they　fixed　a　territory　which　was　followed

by　latEr　settlers　（Fjgure　3），　it　is　bettcr，　in　fact，　to　consider　that　tke

early－modern　boundary　dated　back　to　the　medievai　one，　the　latter　had

been　more　ambiguous　befere　similar　demarcations　were　repeated　as

shown　in　the　Figure　5．

　　IB　conclusion，　the　foll〈lore　of　“ochiudo”　in　the　text　was　reconstituted

to　have　a　heavy　stress　on　the　first　settling－down　by　particular　families

and　on　the　territoriality　to　hide　the　preceding　dwellers　and　their　ter－

ritories．　Such　a　legend　had　a　considerable　effect　to　rationalize　a　society

Ied　by　a　particular　family　through　a　narrative　as　if　the　family　had　been

the　pioneer　in　the　mountainous　area．

The　Development　of　the　U．　S．　Labor　Party　Movement

　　　　　　　A　Social　Reform　Movement　in　Post　WWI　America

’by

NAKANo　Kotaro

　　The　recent　iachievements　in　U．　S．　labOr　history　prove　that　the・’labor

movement　in　the　era　of　World　War　1　and　immediately　after　the　war

developed　・beyond’・the　framewotk’・of　eonventional　trade　unionism　to

becOme　the　industrial　Unions・　br　the　city　wide　grass　roots’　organizations

of　rank　＆　file　workers．　However，　the characteristic　politieal　activities

derived　from　such　new　style　labor　organizations　are　apt　’to’be’　tieglectedL・

　　This／　article　takes　up　the・　movement’of　the　Labor’・Party　of　the　United

States　（1918＝／1923）　and　reekamines’　the’　significance　of　the’politiCal　action

of　labor　movements：’・　The・一Labor　Party　movement　that’　developed　in　p6st

war　America　had’itS’origins　in・　tke　i　’ci・ty－wide　’labor　organization　’called

central　labor　councils．・　Originally，’the／Labor　Patty　movement　had　a’clbs’e
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