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近
世
日
本
の
村
落
を
「
農
民
」
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
た
門
農
村
漏
と
し
て

見
る
一
面
的
な
理
解
は
、
歴
史
学
や
民
俗
学
、
そ
し
て
評
者
の
関
わ
る
歴
史

地
理
学
を
含
め
、
様
々
な
研
究
者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
今
で
は
過
去
の
も
の

と
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
八
○
年
代
以
降
、
そ
の
努
力
が
積
み
重

ね
ら
れ
た
背
景
に
、
「
非
農
業
民
」
に
目
を
向
け
る
網
野
善
彦
氏
の
影
響
力

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
網
野
氏
は
一
九
八
○
～
九
〇
年
代
に
か
け
て

日
本
常
民
文
化
研
究
所
（
神
奈
川
大
学
）
を
活
躍
の
場
と
さ
れ
て
い
た
が
、

本
書
の
著
者
は
ち
ょ
う
ど
時
期
的
に
重
な
る
形
で
こ
の
研
究
所
に
職
を
得
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
わ
ば
網
野
史
学
と
じ
か
に
接
す
る
な
か
で
研
究
を
展
開
し
て
こ
ら
れ
た
。

本
書
は
そ
の
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
が
一
九
九
〇
年
か

ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
た
論
考
を
所
収
し
て
い
る
。
そ
の
目
指

す
所
は
、
著
者
の
醤
葉
に
よ
れ
ば
、
海
村
と
山
村
の
「
百
姓
の
生
活
の
あ
り

様
を
、
生
業
・
諸
稼
ぎ
を
中
心
に
し
て
分
析
し
た
論
考
を
集
積
し
た
」
（
一

八
頁
）
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
網
野
氏
の
提
起
し
た
「
非

農
業
民
扁
と
い
う
切
り
口
を
日
本
近
世
史
に
お
い
て
展
開
し
た
試
み
と
し
て
、

読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
様
々
な
研
究
者
が
近
世
村
落
の
「
非
農
業
民
」
に
関
わ
る
研
究

を
積
み
重
ね
て
い
る
が
、
多
く
は
漁
業
、
林
業
、
木
工
、
交
易
、
そ
の
他

諸
々
の
職
人
や
稼
ぎ
と
い
っ
た
個
別
の
対
象
ご
と
に
研
究
が
分
化
し
、
個
々

の
文
脈
の
な
か
に
限
定
さ
れ
る
形
で
、
古
典
的
な
百
姓
像
や
村
落
像
に
異
議

申
し
立
て
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
評
者
も
ま
た
そ
の
｝
人
に
過
ぎ

ず
、
山
村
の
み
を
狭
い
守
備
範
囲
と
し
て
き
た
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
か

　
　
　
　
　
②

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
海
と
山
の
両
者
に
調
査
の
手
を
伸
ば
し

て
こ
ら
れ
た
著
者
の
お
仕
事
は
、
実
に
貴
重
で
あ
る
。
網
野
氏
に
お
い
て
さ

え
、
門
非
農
業
民
」
の
な
か
で
は
海
民
や
職
人
に
関
心
が
収
敏
し
、
山
民
に

対
し
て
は
実
質
的
な
論
及
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
海
村
と
山
村
の

研
究
が
ど
の
よ
う
に
交
差
す
る
の
か
、
本
書
の
書
名
は
様
々
な
可
能
性
を
期

待
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
左
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
序
章
と
三
部
か
ら
な
る
本
論
、
そ
し
て

「
終
章
に
か
え
て
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
章
　
本
書
の
課
題
と
構
成
、
そ
し
て
展
望

第
一
部
　
海
の
発
見

　
第
［
章
　
能
登
と
廻
船
交
易

　
第
二
章
　
書
舗
民
の
存
在
形
態

　
第
三
章
　
時
国
家
と
北
前
船
交
易

　
至
論
一
　
水
呑
像
再
考
の
視
点

　
付
論
二
　
北
か
ら
の
便
り

第
二
部
　
海
と
交
易

　
第
一
章
　
海
村
と
海
域

　
第
二
章
　
海
村
と
日
本
海
交
通

　
第
三
章
　
海
村
の
都
市
的
展
開

第
三
部
　
山
と
交
易
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第
一
章
　
山
村
と
林
産
物
交
易

　
第
二
章
　
塩
の
流
通
と
起
業

　
詳
論
一
　
飢
饅
と
遊
楽

　
付
予
習
　
猟
師
と
狩
猟

終
章
に
か
え
て
　
原
体
験
と
し
て
の
戦
後
史
学

　
本
論
の
う
ち
第
一
部
と
第
二
部
第
～
章
・
第
二
章
は
奥
能
登
の
海
辺
を
舞

台
と
し
て
い
る
。
第
一
部
は
B
本
常
民
文
化
研
究
所
の
「
奥
能
登
時
国
家
調

査
」
に
著
者
が
参
加
し
た
成
果
で
あ
り
、
第
二
部
も
そ
の
続
編
と
い
う
べ
き

内
容
で
あ
る
。
こ
の
調
査
か
ら
受
け
た
衝
撃
を
網
野
氏
は
様
々
な
場
で
繰
り

返
し
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
著
者
の
成
果
も
度
々
紹
介
さ
れ
て

　
③

お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
著
者
の
研
究
に
接
し
た
読
者
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
三
部
の
舞
台
は
山
村
に
移
り
、
山
梨
県
史
に
参
加
さ
れ
た

成
果
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
、
お
お
む
ね
四
分
の
三
が
海
に

当
て
ら
れ
、
残
る
四
分
の
～
が
山
に
関
わ
る
内
容
だ
と
い
え
る
。
以
下
、
本

書
の
構
成
に
従
っ
て
各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。

　
序
章
「
本
書
の
課
題
と
構
成
、
そ
し
て
展
望
」
は
、
～
般
的
な
研
究
史
の

整
理
を
伴
わ
な
い
門
自
分
史
め
い
た
も
の
」
（
一
頁
）
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
霞
を
引
く
。
著
者
の
最
初
の
師
で
あ
る
長
倉
覆
面
の
立
場
は
門
幕

藩
体
制
構
造
論
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
む
戦
後
歴
史
学
へ
の
問
い
直
し
と
し

て
一
九
八
○
年
代
に
は
社
会
史
へ
の
移
行
が
展
開
し
て
い
く
。
幕
藩
体
制
構

造
論
に
お
い
て
綾
小
化
さ
れ
が
ち
な
村
と
百
姓
の
再
評
価
を
意
識
し
て
い
た

著
者
に
と
っ
て
、
一
九
八
○
年
代
に
お
け
る
「
奥
能
．
登
時
国
家
調
査
」
と
網

野
史
学
と
の
遭
遇
は
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
「
家
父
長
島
隷
農
主
」
と

見
ら
れ
て
き
た
時
国
家
が
、
豊
か
な
海
の
世
界
を
隠
し
持
っ
て
い
た
こ
と
に

衝
撃
を
受
け
る
。
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
た
問
題
意
識
、
す
な
わ
ち
近
世
の
百

姓
が
も
っ
て
い
た
「
農
民
」
以
外
の
多
面
的
な
性
格
の
追
求
が
、
著
者
の
呂

指
す
所
で
あ
り
、
「
海
と
山
を
中
心
に
し
た
生
活
の
営
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
社
会
の
歴
史
の
な
か
で
正
確
に
捉
え
る
こ
と
」
（
一
〇
頁
）
が
本
書
の

目
的
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
開
け
る
展
望
と
し
て
著
者
は
、
日
本
の
近
世
を

い
わ
ゆ
る
社
会
構
成
体
的
な
時
代
区
分
に
お
け
る
「
封
建
社
会
」
と
す
る
こ

と
に
懐
疑
を
示
し
、
百
姓
の
世
界
に
「
資
本
主
義
扁
を
見
い
だ
せ
る
と
す
る
。

　
第
一
部
「
海
の
発
見
扁
に
は
、
著
者
が
百
姓
の
う
ち
に
「
非
農
業
民
」
を

発
見
し
た
時
期
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
は
そ
の
出
発
点
に
あ

た
る
も
の
で
、
か
つ
て
「
家
父
長
的
隷
農
主
」
と
さ
れ
た
奥
能
登
の
時
国
家

な
ら
び
に
時
國
村
（
現
石
川
県
輪
島
市
）
を
、
廻
船
交
易
の
担
い
手
と
し
て

位
麗
づ
け
な
お
す
作
業
で
あ
る
。
著
者
は
、
主
に
械
（
擢
）
役
に
関
す
る
資

料
か
ら
、
廻
船
業
が
近
世
半
ば
の
停
滞
期
を
挟
み
つ
つ
も
、
活
発
に
営
ま
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
時
国
家
は
～
七
世
紀
に
お
け
る
そ
の
代
表
的

な
経
営
者
で
あ
り
、
同
時
に
、
農
業
経
営
や
製
塩
業
を
も
含
む
企
業
家
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
時
国
家
の
ほ
か
に
も
廻
船
主
や
商
入
が
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
農
地
を
も
た
な
い
無
高
百
姓
（
水
呑
）
で
あ
り
、

加
賀
藩
で
は
頭
振
（
あ
た
ま
ふ
り
）
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
頭
振
の
位
置
づ
け
を
再
考
す
る
作
業
が
、
第
二
章
「
無
高
民
の
存
在

形
態
」
で
あ
る
。
著
者
は
、
村
方
に
居
住
し
な
が
ら
石
高
を
持
た
な
い
頭
振

た
ち
が
、
諸
々
の
職
人
、
商
人
、
猟
師
と
い
っ
た
様
々
な
非
農
業
的
な
生
業

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
、
主
に
藩
政
史
料
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

頭
振
た
ち
は
藩
政
に
お
い
て
は
経
済
的
基
盤
の
脆
弱
な
人
々
と
し
て
認
識
さ

れ
、
そ
れ
が
後
世
の
研
究
者
た
ち
の
準
用
に
も
影
響
し
て
い
た
が
、
著
者
は

こ
の
頭
振
た
ち
が
能
登
に
お
い
て
は
海
辺
の
村
方
に
多
く
、
そ
の
よ
う
な
村
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評書

方
で
は
様
々
な
役
負
担
と
高
い
定
免
率
が
特
色
で
あ
り
、
む
し
ろ
廻
船
交
易

や
商
工
業
の
展
開
を
通
じ
て
都
市
的
な
場
を
発
展
さ
せ
た
人
々
と
し
て
捉
え

る
。　

第
三
章
「
時
国
家
と
北
前
船
交
易
」
は
、
第
一
章
の
時
点
で
は
未
発
見
で

あ
っ
た
襖
の
下
張
文
書
や
廃
棄
寸
前
の
史
料
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
、
近

世
後
期
の
時
国
家
の
北
前
船
交
易
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
積
荷
や
取
引
に
関

わ
る
断
簡
を
読
み
解
き
、
存
在
が
疑
わ
れ
て
い
た
北
前
船
を
見
い
だ
し
た
著

者
は
、
幕
末
の
時
国
家
に
お
い
て
農
業
経
営
よ
り
も
廻
船
業
の
比
重
が
高
か

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
史
料
が
通
常
の
伝
来
文
書

に
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
重
く
受
け
と
め
て
い
る
。
家
の
由
緒

や
村
落
の
運
営
に
関
わ
る
史
料
は
保
存
さ
れ
な
が
ら
、
経
済
的
に
は
重
要
で

あ
っ
た
廻
船
業
関
連
の
史
料
は
不
要
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
第
一
部
は
さ
ら
に
、
第
二
章
を
補
足
す
る
付
論
一
と
第
三
章

を
補
足
す
る
付
仁
心
を
も
っ
て
閉
じ
て
い
る
。

　
第
二
部
「
海
と
交
易
」
に
お
い
て
著
者
は
時
国
家
か
ら
離
れ
、
能
登
半
島

と
伊
豆
半
島
に
さ
ら
な
る
事
例
を
求
め
て
い
る
。
第
一
章
「
海
村
と
海
域
」

は
や
や
史
料
紹
介
的
な
色
合
い
が
強
い
が
、
能
登
半
島
の
先
端
、
珠
洲
岬
に

位
置
す
る
専
家
村
（
現
石
川
県
珠
洲
市
）
の
寺
院
（
専
念
寺
）
か
ら
再
発
見

さ
れ
た
史
料
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
港
と
寺
院
の
井
戸
の
修
築
を
め
ぐ
る
寄

港
船
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
著
者
は
こ
の

作
業
を
、
「
海
か
ら
の
地
域
史
扁
と
い
う
意
味
で
、
「
海
域
史
」
と
呼
ん
で
い

る
。　

続
く
第
二
章
「
海
村
と
日
本
海
交
通
」
で
は
、
著
者
は
同
じ
く
能
登
半
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
な
ぎ

の
北
端
近
く
に
位
置
す
る
馬
齢
浦
（
現
石
川
県
珠
洲
市
）
を
例
と
し
て
選
び
、

有
力
な
百
姓
で
あ
っ
た
狩
野
家
に
伝
わ
る
近
世
後
期
の
船
客
帳
を
再
検
討
し

て
い
る
。
近
世
の
馬
面
を
避
難
港
と
み
る
従
来
の
理
解
に
対
し
て
、
著
者
は

他
の
史
料
を
援
用
し
つ
つ
、
塩
と
製
塩
の
副
産
物
で
あ
る
灰
の
積
み
出
し
で

栄
え
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
や
や
も
す
れ
ば
農
業
面
で

不
利
な
能
登
に
お
け
る
百
姓
の
貧
し
さ
の
象
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た
製

塩
を
通
じ
て
、
海
村
に
お
け
る
都
市
的
な
性
格
や
企
業
的
な
百
姓
の
あ
り
方

を
再
評
価
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
課
題
を
受
け
る
形
で
、
「
海
村
の
都
市
的
展
開
」
を
題
目
と
す
る
第

三
章
は
、
現
在
の
静
岡
県
伊
東
市
域
の
海
村
を
舞
台
と
し
て
、
無
田
（
水

呑
）
と
称
さ
れ
た
新
高
百
姓
が
海
村
に
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
確

認
す
る
。
こ
の
作
業
は
第
一
部
第
二
章
で
為
さ
れ
た
頭
振
の
検
討
と
問
題
意

識
が
共
通
す
る
点
が
多
い
が
、
無
燈
た
ち
の
生
業
を
直
接
示
す
史
料
に
は
乏

し
い
。
そ
の
た
め
著
者
は
、
主
だ
っ
た
海
村
に
お
け
る
明
治
初
年
の
築
港
計

画
な
ど
に
着
目
し
て
、
江
戸
（
東
京
）
に
廻
漕
さ
れ
た
魚
、
山
葵
、
茶
、
椎

茸
と
い
っ
た
山
海
の
巌
物
の
盛
ん
な
交
易
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
村
落
の
正
規
の
構
成
員
で
は
な
い
住
人
や
逗
留
者
の
生
業
に
も
言
及
し
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
村
の
「
周
縁
的
」
諸
相
と
し
て
捉
え
る
。

　
山
村
に
舞
台
を
移
し
た
第
三
部
で
は
、
ま
ず
第
～
章
で
甲
斐
国
の
東
部
、

都
留
郡
（
郡
内
）
に
お
け
る
林
産
物
交
易
が
論
じ
ら
れ
る
。
近
世
中
期
以
降
、

農
業
に
恵
ま
れ
ず
貧
困
な
山
村
と
い
う
理
解
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
著
者
は
奈
良
子
村
（
現
大
月
市
）
や
道
志
村
（
現
道
志

村
）
、
丹
波
山
村
（
現
丹
波
山
村
）
、
成
沢
村
（
現
鳴
沢
村
）
な
ら
び
に
林
産

物
の
集
散
地
で
あ
っ
た
新
田
村
（
現
上
野
原
市
）
の
史
料
を
渉
猟
し
つ
つ
、

実
際
に
は
材
木
の
生
産
と
移
出
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
貧

困
と
い
う
山
村
像
と
豊
か
な
実
態
と
の
齪
儲
に
関
し
て
、
著
者
は
前
者
が

「
農
本
主
義
」
な
志
向
と
装
い
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
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続
く
第
二
章
は
、
近
世
後
期
の
甲
斐
国
へ
の
塩
の
流
通
に
お
い
て
、
新
た

な
製
塩
地
と
の
繋
が
り
や
塩
田
造
成
に
よ
っ
て
、
既
存
の
特
権
的
な
流
通
機

構
の
な
か
に
新
規
参
入
を
試
み
た
人
々
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
こ
で
検
討
さ

れ
て
い
る
史
実
が
山
の
世
界
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
も
の
か
、
本
書
に
は
明

確
な
説
明
は
な
い
が
、
序
章
の
展
望
と
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
百
姓
の
も
つ

資
本
主
義
的
な
営
み
に
光
り
を
当
て
る
試
み
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
「
農
本
主
義
」
を
理
想
と
す
る
幕
藩
体
制
に
お
い
て
、
否
定
的
に
捉
え

ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
村
方
の
商
業
資
本
家
を
、
積
極
的
に
評
価
す
る
作
業
だ

と
い
え
る
。
な
お
第
三
部
に
は
、
天
明
飢
鰹
に
お
け
る
甲
府
と
村
方
の
対
応
、

お
よ
び
甲
斐
国
の
猟
師
た
ち
の
特
権
的
な
由
緒
に
関
す
る
二
つ
の
書
論
を
も

っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
本
論
に
対
し
て
、
結
び
に
置
か
れ
た
「
終
章
に
か
え
て
」
は
、
本

論
の
総
括
と
い
う
よ
り
は
、
序
章
で
示
さ
れ
た
「
自
分
史
め
い
た
も
の
」
の

再
確
認
だ
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
著
者
に
強
い
影
響
を
与
え
た
八
入
の

師
、
長
倉
黒
氏
と
網
野
善
彦
氏
に
対
す
る
著
者
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
著
者
の
歴
史
学
者
と
し
て
の
出
発
点
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
携
成

体
の
発
展
と
し
て
歴
史
を
見
て
、
日
本
祉
会
の
民
主
化
を
求
め
た
戦
後
歴
史

学
に
あ
り
、
そ
れ
は
最
初
の
師
で
あ
る
長
倉
氏
の
立
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ

で
は
近
世
日
本
は
封
建
制
の
段
階
に
あ
る
と
さ
れ
、
封
建
的
土
地
所
有
の
鍵

で
あ
る
小
農
の
成
立
・
展
開
・
崩
壊
が
、
歴
史
の
「
進
歩
」
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。
し
か
し
網
野
氏
の
立
場
は
、
自
然
の
開
発
と
生
産
力
の
あ
く
な
き
向

上
を
「
進
歩
」
と
み
な
す
前
者
の
立
場
を
、
批
判
す
る
側
に
あ
た
る
。
網
野

氏
を
第
二
の
師
と
し
、
封
建
社
会
の
構
成
員
た
る
「
農
民
」
と
し
て
百
姓
を

見
る
の
で
な
く
、
そ
の
非
農
業
的
あ
る
い
は
資
本
主
義
的
な
面
を
探
る
道
に

進
ん
だ
著
者
は
、
「
身
を
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
な
思
い
」
（
三
八
一
頁
）
を
感

じ
た
と
い
う
。

　
以
上
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
近
世
の
百
姓
が
も
っ
て
い
た
非
農
業
的
な

性
格
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
意
図
は
明
確
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
非
農

業
民
」
概
念
を
近
世
史
研
究
に
展
開
し
た
著
者
の
作
業
は
積
極
的
に
評
価
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
村
落
の
門
百
姓
篇
の
な
か
に
、
農
業
や
農
地

か
ら
遠
く
離
れ
、
多
様
な
生
業
に
従
事
し
て
い
た
人
々
が
広
範
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
検
証
し
た
部
分
（
第
一
部
第
一
章
・
第
二
章
、
第
二
部
第
三

章
）
は
、
古
典
的
な
理
解
に
お
い
て
は
社
会
の
周
縁
的
存
在
で
し
が
な
か
っ

た
無
高
百
姓
（
水
呑
百
姓
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
鮮
や
か
に
逆
転
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

　
そ
の
際
、
著
者
の
着
眼
点
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
が
、
「
百
姓
」

身
分
の
再
検
証
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
は
一
方
で
、
海
辺
や
山
間
、
あ
る
い
は

港
湾
と
い
っ
た
地
域
ご
と
に
生
業
の
諸
相
を
示
す
作
業
も
含
ま
れ
て
い
る

（
第
一
部
第
三
章
や
第
二
部
第
一
章
・
第
二
章
、
第
三
登
第
一
章
）
。
こ
う

い
つ
た
作
業
に
お
い
て
は
、
特
定
の
地
域
環
境
に
お
い
て
特
定
の
典
農
業
的

な
生
業
が
形
成
さ
れ
、
い
わ
ば
空
問
的
な
分
業
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
生
業
は
、
よ
り
古
典
的
な
理
解
の
な
か

で
は
、
あ
た
か
も
副
次
的
あ
る
い
は
個
別
的
な
事
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受

け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
海
村
や
山
村
が
二
次
的
あ
る
い
は

周
縁
的
な
紫
黒
だ
と
見
ら
れ
る
限
り
、
農
村
を
構
成
す
る
農
民
が
本
来
的
な

「
百
姓
」
の
あ
り
方
だ
と
す
る
理
解
は
容
易
に
は
崩
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
と
く
に
第
一
部
第
二
章
と
第
二
部
第
三
章
で
著
者
が
示
し

た
無
言
百
姓
（
頭
振
・
無
害
）
の
分
布
は
、
海
村
に
多
い
傾
向
が
あ
る
と
は

い
え
、
海
岸
か
ら
離
れ
た
平
野
部
や
山
問
部
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
農
業
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評ill：

蹴

だ
け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
諸
々
の
生
業
が
百
姓
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
雄
弁

に
物
語
っ
て
い
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
「
江
戸
時
代
に
生
き
た
人
々
の
姿
を
、
制
度
的
な
身
分
呼

称
に
よ
っ
て
お
し
は
か
る
こ
と
の
危
険
性
」
（
＝
～
二
頁
）
を
再
確
認
さ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
村
落
の
立
地
分
類
に
対
し
て
も
当
て
は

ま
る
。
第
一
部
の
黒
風
一
「
水
呑
像
再
考
の
視
点
」
で
著
者
が
示
唆
す
る
よ

う
に
、
地
方
の
小
さ
な
中
心
地
や
宿
場
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
都
市
的
な
性

格
を
帯
び
た
場
で
あ
っ
て
も
、
近
世
の
行
政
に
お
い
て
は
「
町
」
で
は
な
く

「
村
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
住
民
は
石
高
つ
ま
り
農
地
を
所
持

し
て
い
な
け
れ
ば
名
目
上
は
「
水
呑
」
と
な
る
が
、
そ
の
「
村
」
の
農
業
以

外
の
経
済
が
豊
か
で
あ
る
ほ
ど
、
本
百
姓
が
富
裕
で
水
呑
は
貧
困
と
い
う
先

入
観
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
著
者
の
視
点
は
、
社
会
的
に
も
空
間
的
に

も
周
縁
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
非
農
業
的
な
生
業
が
、
実
際
の
近
世
日

本
に
お
い
て
は
広
範
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
本
書
が
論
じ
た
問
題
が
、
海
村
と
山
村
に
限
定
さ
れ
た
事
象
で
は

な
い
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

　
右
の
視
点
を
得
る
た
め
に
、
著
者
が
史
料
の
発
見
と
博
捜
に
苦
心
を
さ
れ

た
こ
と
に
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
高
百
姓
の
職
種
を
示

す
た
め
に
、
著
者
は
村
落
単
位
で
幾
つ
か
の
史
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
有
意
な
推
測
を
導
き
、
個
々
の
家
文
書
に
お
い
て
は
襖
の
下
張
り
に

至
る
ま
で
丹
念
に
読
み
解
く
と
い
っ
た
作
業
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
労
力
を
強
い
ら
れ
る
原
因
に
つ
い
て
、
著
者
は
随
所
で
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
「
公
的
あ
る
い
は
制
度
的
な
文
書
は
、
農
本
主
義
の
装
い
を
ま
と

っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
」
（
三
〇
〇
頁
）
た
め
で
あ
り
、
ま
た
家
文
書
に
お
い

て
も
、
永
続
的
な
価
値
を
も
つ
不
動
産
（
農
地
）
に
関
す
る
も
の
は
別
と
し

て
、
該
当
の
生
業
が
休
止
す
れ
ば
関
連
史
料
も
廃
棄
さ
れ
や
す
い
た
め
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
の
偏
り
は
、
後
世
の
研
究
者
た
ち
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
き
た
。
著
者
は
、
農
業
を
良
し
と
し
て
無
涯
百
姓
を
否
定
的
に
捉
え

る
施
政
者
側
の
視
線
が
、
研
究
上
の
古
典
的
な
水
呑
百
姓
像
や
山
村
像
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
社
会
に
お
い
て

支
配
的
で
あ
っ
た
表
象
の
あ
り
方
に
後
世
の
史
観
も
否
応
な
く
影
響
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
史
料
に
立
脚
し
た
実
証
主
義
が
か
つ
て
の
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
追
認
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
著
者
は
右
の
問
題
を
調
査
の
な
か
で
何
度
も
繰
り
返
し
実
感
し
、
残
さ
れ

た
課
題
の
深
刻
さ
を
噛
み
し
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
改
め
て
本
書
全
体
の

構
成
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
「
通
常
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
純
粋
な
形
で
の

研
究
史
整
理
は
困
難
し
（
一
頁
）
と
さ
れ
た
特
異
な
序
章
と
、
こ
れ
と
対
に

な
る
「
終
章
に
か
え
て
」
に
お
い
て
著
者
が
意
図
し
て
い
た
も
の
は
、
農
本

主
義
的
な
史
観
か
ら
の
決
別
と
い
う
重
い
作
業
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
戦
後
歴
史
学
に
対
し
て
吐
露
さ
れ
た
著
者
の
記
憶
と
批

評
は
、
歴
史
学
研
究
者
と
し
て
の
存
在
を
か
け
た
重
み
が
あ
り
、
か
つ
著
者

が
根
底
で
抱
い
て
お
ら
れ
る
問
題
意
識
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
評
者
の
率
直
な
感
想
と
し
て
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
大
局

的
な
問
題
意
識
に
併
せ
て
、
や
は
り
著
者
に
よ
る
研
究
史
整
理
と
、
よ
り
具

体
的
な
課
題
や
方
法
論
の
議
論
を
拝
読
し
た
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
も
ま
た

後
進
に
と
っ
て
は
有
益
で
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
序
章
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
世
の
百
姓
が
広
範
に
展

開
し
て
い
た
非
農
業
的
な
稼
ぎ
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
か
ら
は
深
谷
克
己
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

川
鍋
定
男
両
氏
の
研
究
を
、
歴
史
地
理
学
か
ら
は
溝
口
常
俊
氏
の
成
果
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
と
も
に
、
農
業
か
ら
遠
く
離
れ
た
百
姓
の
姿
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と
い
う
よ
り
は
、
個
々
の
百
姓
家
の
な
か
に
農
業
／
非
農
業
に
ま
た
が
る
生

業
の
複
合
性
を
見
い
だ
す
も
の
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
林
産
物
の
生
産
を

強
調
す
る
著
者
と
は
対
照
的
に
、
溝
口
の
論
著
に
含
ま
れ
る
焼
畑
論
は
、
た

と
え
石
高
が
僅
少
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
近
世
山
村
に
お
い
て
焼
畑
が
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
山
嵐
の
生
業
と
し
て
農
業
（
焼
畑
）
を
軽

視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
深
谷
氏
は
、

近
世
の
非
農
業
的
な
生
業
を
後
景
に
追
い
や
る
施
政
者
側
の
視
線
が
、
様
々

な
稼
ぎ
を
抱
え
る
百
姓
た
ち
を
「
農
民
」
の
範
疇
に
　
括
し
て
い
た
と
論
じ

　
　
⑦

て
い
る
。

　
右
の
深
谷
氏
の
議
論
は
、
近
世
は
「
農
本
主
義
を
国
是
と
し
た
よ
う
な
時

代
」
（
二
九
九
頁
）
だ
っ
た
と
す
る
著
者
の
視
点
と
軌
を
～
に
し
て
い
る
。

こ
の
「
農
本
主
義
」
に
よ
っ
て
近
世
の
百
姓
と
村
落
は
政
治
的
に
編
成
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
評
者
も
ま
た
そ
う
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
非
農
業
民
の
み
を
掬
い
取
る
作
業
は
「
農
本
主
義
」
へ
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
は
膚
効
で
あ
り
、
本
書
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
し
、
「
農
」
と
「
三
農
」
が
ど
れ
ほ
ど
分
別
で
き

る
も
の
か
、
こ
の
両
者
の
問
で
百
姓
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
融
合
や
交
雑
、
競

合
を
果
た
し
た
の
か
、
そ
こ
ま
で
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
非

農
業
へ
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
も
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
評
者
が
考

え
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
海
村
に
比
重
の
大
き
い
著
者
に
対
し
て
、

評
者
の
起
点
が
山
村
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
林
産
物
の
生
産
や
管
理
も
、
植
生

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
意
味
で
は
農
業
や
半
栽
培
の
延
長
な
い
し
拡
大
と

い
う
性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。
少
な
く
と
も
山
村
で
は
、
農
業

と
非
農
業
は
分
離
で
き
な
い
営
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
本
書
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
研
究
を
著
者
が
展
開
さ
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
同
じ
時
期
に
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
近
世
海
村
論
、
近
世

　
　
⑨

山
村
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
残
念
な
が
ら
本
書
の
序
論
に
お
い

て
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
紹
介
や
本
書
と
の
比
較
は
こ
の
書
評

の
役
割
を
越
え
て
い
る
。
し
か
し
著
者
が
「
海
・
山
の
視
点
に
立
っ
た
研
究

は
乏
し
い
」
（
二
六
八
頁
）
と
嘆
息
す
る
状
況
は
、
少
し
ず
つ
改
善
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。

①
著
者
が
網
野
氏
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
本
書
の
「
終
章
に
か
え
て
漏

　
の
ほ
か
に
、
泉
　
雅
博
「
時
国
家
調
査
で
得
た
も
の
」
（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民

　
文
化
研
究
所
編
『
海
と
非
農
業
民
一
網
野
善
彦
の
学
問
的
軌
跡
を
た
ど
る

　
一
㎏
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
一
一
～
一
二
四
頁
。

②
拙
著
『
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
輪
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
拙
稿

　
詞
山
村
」
概
念
の
歴
史
性
一
そ
の
視
点
と
表
象
を
め
ぐ
っ
て
…
一
二
、
民
衆
史

　
研
閉
究
六
九
、
二
〇
〇
五
年
、
｝
二
～
二
〇
百
ハ
。

③
例
え
ば
、
網
野
善
彦
『
日
本
社
会
再
考
－
藁
葺
と
列
島
文
化
1
』
、
小
学

　
館
、
～
九
九
四
年
、
～
二
～
～
六
頁
。
同
「
日
本
」
と
は
何
か
』
講
談
社
、
二

　
〇
〇
〇
年
、
二
五
五
～
二
七
四
頁
。

④
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
白
水
智
『
知
ら
れ
ざ
る
日
本
一
山
村
の
語
る
歴

　
史
世
界
』
、
日
本
放
送
娼
版
協
会
、
二
〇
〇
五
年
、
が
示
唆
的
で
あ
る
。
拙
稿

　
「
書
評
　
白
水
智
著
『
知
ら
れ
ざ
る
日
本
蝋
」
、
歴
史
地
理
学
四
七
（
五
）
、
二
〇

　
〇
五
年
、
二
九
～
三
二
頁
。

⑤
深
谷
克
己
・
川
鍋
定
男
『
江
戸
時
代
の
諸
稼
ぎ
暁
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一

　
九
八
八
年
。

⑥
溝
口
常
俊
㎎
日
本
近
世
・
近
代
の
畑
作
地
域
史
研
究
㎞
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

　
二
〇
〇
二
年
。

⑦
深
谷
克
己
噸
百
姓
成
立
㎞
、
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
。
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⑧
例
え
ば
、
山
口
徹
㎎
近
世
海
村
の
構
造
㎞
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。

⑨
例
え
ば
、
前
掲
④
白
水
著
書
の
ほ
か
、
笹
本
正
治
㎎
山
に
生
き
る
1
山
村
史

　
の
多
様
性
を
求
め
て
一
謡
、
岩
田
香
院
、
二
〇
〇
一
年
。
大
賀
郁
夫
『
近
世
山

　
村
社
会
構
造
の
研
究
㎞
、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。
加
藤
衛
拡
『
近
世
山
村
史

の
研
究
…
江
戸
地
廻
り
山
村
の
成
立
と
展
開
－
触
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七

年
。　

　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
三
九
二
頁

二
〇
一
〇
年
二
月
　
吉
塀
弘
文
館

　
　
　
　
　
税
別
～
七
〇
〇
〇
円
）

　
　
（
京
都
大
学
文
学
研
究
科
准
教
授
）
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