
江
　
南

の

民
　
屋
（
王
）

　トトの

縢

田

兀

春

昭
和
三
年
十
二
月
、
命
に
よ
り
専
門
教
育
親
察
團
の
一
行
に
伽
は
つ
て

長
江
浩
岸
に
向
ふ
。
上
海
か
ら
杭
州
蘇
贈
，
さ
て
に
新
ら
し
い
國
畏
黙

の
首
都
南
京
か
ら
、
一
二
、
玉
江
、
大
冶
、
三
口
、
す
べ
て
が
長
江
航
路

の
出
城
以
外
に
出
で
な
い
で
、
極
め
て
亭
凡
な
旋
程
で
あ
り
、
槻
光
の

族
定
し
て
も
別
段
西
白
味
ロ
な
い
が
、
兎
に
角
命
ぜ
ら
れ
実
丈
け
の
「

ケ
月
を
歴
遊
に
費
や
し
糞
こ
芝
で
あ
っ
六
〇
畦
拾
も
排
臼
の
聾
、
都
鄙

に
嘘
し
い
折
栢
で
あ
っ
索
か
ら
、
自
由
に
田
舎
廻
り
が
欝
來
な
か
り
た
．

け
れ
こ
も
、
上
記
都
市
為
覗
察
す
る
上
に
に
何
尊
の
支
障
も
無
く
、
朗

っ
て
臼
貨
挑
斥
の
眞
相
存
明
に
し
、
岱
ぜ
て
新
興
の
政
府
が
、
い
か
に

都
市
経
回
に
熱
中
し
て
ゐ
う
か
な
學
ん
だ
の
で
あ
っ
六
Q
復
っ
て
予
の

上
記
の
題
観
に
関
し
て
の
、
材
料
蒐
集
に
は
極
適
て
不
便
で
あ
り
、
不

都
合
で
あ
っ
六
か
ら
、
こ
ト
に
か
や
う
な
題
目
存
錫
げ
て
獲
表
す
ろ
の

に
、
い
か
穿
か
虐
考
へ
る
Q
け
れ
こ
も
田
獲
に
際
し
て
か
ら
、
既
に
か

う
し
六
趣
た
企
て
、
渡
嘱
し
カ
こ
定
で
あ
る
O
材
料
が
不
十
分
だ
か
ら

ミ
て
、
沈
魚
す
る
に
忍
び
検
。
い
つ
れ
ば
三
遊
四
遊
の
櫻
∵
曾
た
得
て
、

か
う
し
表
研
究
為
進
め
て
み
大
い
希
墓
が
あ
ろ
の
で
、
今
園
に
見
六
丈

け
な
報
告
し
て
備
忘
に
供
す
る
。
こ
の
黙
敢
て
談
者
の
諒
ビ
、
ゼ
ら
れ
ん

こ
ミ
為
所
ろ
の
で
あ
ろ
。

第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
斑
屋
（
上
）

　
　
　
　
　
哨
江
南
の
概
槻

　
さ
て
江
南
こ
い
へ
ば
此
緯
三
十
度
が
そ
の
大
膿
の
中
心

緯
度
で
あ
る
。
壷
口
ご
杭
州
の
位
澄
が
こ
れ
に
近
か
く
、

上
海
及
南
京
は
三
十
「
度
か
ら
二
度
の
間
に
位
す
る
。
從

っ
て
こ
れ
を
北
緯
四
十
度
に
あ
る
北
京
や
、
北
緯
三
十
六

度
に
位
す
る
濟
南
に
比
べ
て
遺
墨
南
に
な
る
。
換
回
す
れ

ば
江
南
の
李
野
は
こ
れ
を
河
北
山
東
の
大
町
原
、
…
過
去
の

中
原
に
比
し
て
蓬
か
に
暖
か
い
。
悠
々
π
る
聖
水
は
、
嘗

て
鳳
魏
文
皇
帝
　
を
し
て
、
天
の
南
北
を
限
る
所
以
也
ご

嘆
息
せ
し
め
酔
臥
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
軍
に
そ
の
江
水
の

渡
り
が
無
い
こ
い
ふ
自
然
的
の
障
害
を
述
べ
た
の
み
で
は

な
い
ご
考
へ
る
。
之
を
軍
賂
上
か
ら
見
れ
ば
長
江
は
決
し

て
安
全
な
四
境
で
は
な
い
。
國
境
は
寧
ろ
之
を
越
え
τ
黄

第
ご
號
　
　
三
五
　
（
　
扁
九
五
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
爾
の
艮
屋
（
上
）

河
揚
子
江
の
「
大
李
野
に
統
「
さ
れ
る
地
形
で
あ
る
。
し

か
し
緯
度
で
そ
の
差
約
十
度
に
も
及
ぶ
以
上
は
、
太
陽
こ

の
距
離
も
ち
が
ふ
、
氣
候
の
上
か
ら
北
ご
南
ご
は
そ
の
趣

を
異
に
す
る
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
北
方
は
温
帯
の

中
で
も
冷
帯
に
近
い
が
、
南
は
蝕
程
温
い
暖
帯
で
あ
る
。

加
ふ
る
に
地
質
上
か
ら
み
る
ご
黄
河
の
李
野
に
は
所
謂
黄

土
層
の
被
覆
が
あ
る
。
否
黄
土
暦
を
流
し
だ
沖
積
地
の
原

野
で
あ
る
。
し
か
し
長
江
沿
岸
ま
で
く
る
ご
さ
う
し
た
風

積
の
黄
土
が
な
い
。
勿
論
黄
土
に
似
π
や
う
な
堆
積
履
を
，

所
々
の
由
ふ
ビ
こ
ろ
に
見
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

色
澤
が
ち
が
っ
て
、
北
の
や
う
に
黄
色
で
な
い
、
も
少
し

赤
昧
が
多
い
。
從
っ
て
揚
子
江
の
濁
流
は
、
黄
河
の
濁
流

ほ
ご
に
帯
黄
黒
色
に
な
ら
な
く
て
．
帯
黄
褐
色
で
あ
る
。

水
量
も
黄
河
は
一
年
忌
均
十
萬
入
千
立
方
吠
ご
穂
せ
ら
れ

て
る
る
の
に
比
べ
て
、
長
江
の
方
は
漢
口
で
年
李
均
五
四

〇
．
○
○
○
立
山
刀
駅
。
汀
ご
ロ
ノ
じ
山
門
四
〇
。
○
○
○
立
方
灰
に

達
す
る
（
長
江
要
覧
に
從
ふ
）
か
ら
、
ざ
つ
ご
六
倍
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
飽
が
二
野
酬
　
　
三
轟
ハ
　
へ
　
一
九
山
ハ
）

水
量
が
あ
る
。
そ
の
蓮
搬
す
る
泥
砂
で
、
高
さ
九
十
吹
面

積
一
興
方
哩
の
州
が
、
毎
年
一
つ
づ
つ
出
懸
る
ピ
さ
へ
繕

さ
れ
て
る
る
。

　
黄
河
の
方
は
砥
柱
の
瞼
を
出
て
か
ら
さ
き
、
渤
海
に
至

る
…
千
三
百
六
十
支
那
里
、
途
中
に
そ
の
水
勢
を
阻
む
瀦

涯
の
何
物
も
な
い
○
・
右
く
か
ら
千
里
一
曲
こ
ご
な
へ
る
、

｛
潟
千
里
、
豫
想
以
上
に
速
い
流
れ
で
（
流
速
五
哩
…
以
上
）

油
の
如
き
濁
流
が
穿
っ
て
ゆ
く
。
之
に
比
す
れ
ば
長
江
は

趣
が
ち
が
う
、
三
峡
の
瞼
を
寓
で
て
豊
海
に
達
す
る
水
滋

は
、
黄
河
の
如
く
直
線
的
で
な
い
。
宣
昌
か
ら
危
坐
ま
で

一
，
〇
九
七
浬
の
水
路
は
椀
艇
ε
し
て
大
き
い
蛇
行
を
な
・

す
の
み
で
な
く
、
所
々
に
右
い
岩
脈
が
之
に
斜
交
し
て
江

岸
に
迫
ま
る
の
で
、
天
成
の
峡
門
が
串
來
て
る
る
。
さ
う

し
た
關
門
の
一
つ
を
越
え
る
ご
、
そ
の
中
に
廣
大
な
照
浸

盆
地
が
あ
る
。
た
こ
へ
ば
宣
昌
か
ら
漢
陽
の
大
胴
山
下
の

筆
写
水
道
に
達
す
る
間
は
、
右
へ
の
霊
夢
の
大
澤
で
あ
り

中
に
今
も
猶
洞
庭
の
大
湖
を
包
替
す
る
。
次
に
こ
の
大
別



小
別
、
及
仁
山
の
丘
陵
は
東
南
に
走
っ
て
湖
廣
ご
江
西
ビ

の
境
に
な
る
が
、
や
が
て
そ
の
東
に
進
め
ば
都
陽
の
大
澤

を
抱
い
た
南
昌
の
大
宮
原
ε
な
り
、
更
ら
に
東
し
て
小
孤

山
か
ら
馬
蟷
の
瞼
要
を
す
ぐ
れ
ば
蕪
湖
の
肥
沃
な
嬉
野
に

な
る
。
こ
、
に
も
讐
湘
…
（
集
湖
）
ご
い
ふ
湖
水
が
あ
っ
て
安

徽
低
原
の
中
心
を
し
め
◎
つ
い
で
東
西
梁
山
か
ら
頚
回
磯

焦
山
島
等
の
重
要
を
す
ぎ
て
、
や
が
て
江
蘇
漸
江
の
沖
積

地
に
入
る
ご
、
こ
、
に
も
呉
の
大
湖
が
千
年
の
水
を
湛
へ

て
る
る
の
で
あ
る
。

　
蓋
し
揚
子
江
は
上
に
四
川
の
盆
地
が
あ
り
、
下
流
に
具

優
の
不
澤
が
あ
る
。
そ
の
中
間
に
於
て
猶
三
個
の
大
盆
地

が
あ
る
。
さ
う
し
た
潴
涯
領
掌
を
埋
め
て
、
而
し
て
流
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
水
流
自
か
ら
停
徊
し
て
速
か
な
る
を

得
な
い
。
夏
時
洪
水
の
時
に
は
、
　
一
時
間
の
流
速
四
浬
に

達
す
る
江
水
も
、
冬
期
の
、
減
水
期
に
は
僅
か
に
平
均
二

哩
に
し
か
な
ら
沁
。
か
う
し
だ
水
路
の
形
勢
は
、
黄
河
の

そ
れ
ご
全
く
違
っ
た
要
黙
で
あ
る
。
姦
に
於
て
か
河
北
の

　
　
　
第
十
四
雀
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）

や
う
な
黄
河
氾
濫
の
、
孚
ば
砂
漠
性
を
し
め
し
た
痴
言
に

比
し
て
、
長
江
の
方
は
見
た
目
に
も
差
が
あ
る
、
山
が
近

く
て
雲
漠
々
、
江
岸
の
楊
柳
自
か
ら
姻
霞
の
裡
に
入
り
、

天
邊
の
麟
帆
際
涯
を
し
ら
澱
や
う
に
あ
っ
て
も
、
河
北
ほ

こ
に
廣
い
景
色
に
は
な
ら
澱
○
し
か
も
そ
の
軍
冠
た
る
や

元
來
が
陥
没
地
で
あ
っ
て
、
湖
成
李
地
で
あ
る
か
ら
、
灌

概
の
便
が
多
い
Q
河
北
の
李
原
で
は
黄
河
の
水
を
引
く
こ

ご
な
ざ
は
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
こ
ご
で
、
す
べ
て
が
井
面
ノ
水
で

灌
瀧
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
霞
か
ら
陸
田
の
卒
地

無
丁
丁
に
連
な
る
が
、
江
南
は
之
に
反
し
て
纒
徐
溝
灘
が

縦
横
に
通
じ
誠
に
豊
沃
な
水
田
に
な
っ
て
み
る
。
氣
温
も

高
い
か
ら
米
作
に
適
し
棉
や
茶
も
し
く
は
桑
漆
の
利
が
多

い
。
之
を
言
論
罵
言
を
圭
ご
す
る
河
北
に
比
し
て
、
そ
の

農
業
地
こ
し
て
の
環
境
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。

　
か
う
し
た
自
然
地
理
の
差
は
、
自
か
ら
農
村
こ
し
て
の

江
南
の
特
色
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
Q

　
　
　
　
二
　
河
北
の
村
落
ご
江
南
の
村
落

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
七
　
（
　
一
九
七
）



　
　
　
第
十
囚
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）

　
濾
杭
南
鐵
路
に
の
っ
て
．
杭
州
や
蘇
州
へ
魏
光
に
行
く

人
は
、
誰
し
も
こ
の
地
方
の
井
野
水
田
の
様
子
が
、
我
國

の
そ
れ
に
一
致
す
る
こ
ご
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
南
京
か

ら
鎭
江
ま
で
の
江
岸
の
水
田
も
、
亦
全
く
同
機
で
あ
っ
て

そ
の
草
除
溝
血
が
、
正
し
く
南
牝
及
束
髪
の
條
里
に
從
っ

て
み
る
こ
ご
を
知
り
う
る
で
あ
ら
う
、
さ
う
し
た
江
南
の

水
田
地
の
中
に
散
居
し
て
み
る
農
家
の
た
い
す
ま
ひ
が
、

こ
れ
又
水
田
を
主
こ
す
る
我
國
ε
そ
の
類
似
を
見
出
　
し
う

る
の
も
驚
く
に
足
ら
な
い
こ
ざ
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
こ

れ
は
北
支
那
の
黄
土
の
李
野
で
は
見
う
べ
か
ら
ざ
る
情
趣

で
あ
る
。
あ
ち
ら
で
は
時
に
風
が
ふ
き
ま
く
っ
て
、
所
謂

紅
塵
萬
丈
天
日
爲
に
暗
澹
た
る
こ
と
も
あ
る
が
、
山
東
の

徳
州
か
ら
豊
原
あ
た
り
の
、
ざ
こ
ま
で
も
長
く
く
つ
い

い
た
畠
地
の
畦
ご
、
そ
の
廣
大
な
地
租
の
上
に
三
頭
立
て

の
牛
馬
の
黎
を
う
ご
か
し
て
み
る
農
夫
の
姿
ご
に
見
慣
れ

た
眼
に
は
、
同
じ
支
那
で
も
南
北
の
差
が
い
か
に
も
著
し

か
こ
ご
に
氣
が
つ
く
で
あ
ら
う
。
北
方
で
は
雨
量
も
南
方

　
　
　
　
　
　
策
二
號
　
　
三
八
　
（
　
一
九
入
）

ほ
こ
に
多
く
な
い
。
河
の
水
量
も
少
い
か
ら
、
灌
概
の
た

め
に
は
、
是
非
こ
も
井
戸
を
必
要
ご
す
る
が
、
そ
の
井
戸

さ
へ
稀
に
見
う
け
る
程
の
廣
さ
で
あ
る
。
乾
燥
し
や
す
い

土
地
で
あ
る
か
ら
、
自
か
ら
飲
料
に
供
せ
ら
る
、
清
泉
こ

か
井
月
水
が
、
か
う
し
π
～
望
無
涯
の
李
野
に
於
け
る
村

落
の
位
遣
を
決
定
．
す
る
場
合
が
多
い
。
且
土
匪
や
馬
賊
の

襲
來
に
備
へ
る
た
め
に
、
叫
つ
の
村
落
に
密
集
し
て
、
夙

郷
こ
し
て
の
集
團
を
つ
し
る
必
要
が
あ
る
。
叢
に
隔
て
か

河
北
で
は
要
る
所
で
、
土
城
ε
か
石
壁
を
も
つ
た
村
落
を

見
る
の
で
あ
る
Q
鱒
浦
山
東
の
洛
線
に
は
、
石
膠
岩
の
切

り
石
で
間
ん
だ
村
が
あ
る
が
、
洛
陽
の
南
の
望
城
山
岡
や
二

郎
廟
な
ご
ご
い
ふ
二
つ
の
村
落
の
如
き
は
、
予
の
通
っ
た

際
、
二
村
共
立
派
な
確
壁
の
高
い
城
壁
を
有
し
て
み
て
、

閣
門
が
存
在
し
て
み
た
。

　
こ
の
閾
門
を
つ
く
る
ご
い
ふ
こ
ε
は
、
支
那
で
は
籐
程

古
い
御
隠
で
あ
っ
て
、
「
七
子
」
全
盤
の
章
に
も

　
儒
家
爲
蟹
什
、
五
家
爲
ド
伍
、
伝
導
皆
有
ゲ
長
焉
、
築
障
塞
匿
『
道



　
　
モ
ジ
パ
ラ
ユ
シ

　
路
一
、
博
昌
出
入
幽
、
審
鴇
闘
閏
鱒
、
愼
海
完
鍵
暗
莞
藏
轟
里
肉
置
＝
闘
有
司
一
、

　
以
レ
時
開
閉
。
閣
有
司
槻
昂
出
入
者
一
、
以
復
昌
干
翠
霞
一
曲
出
入
不
敗
時
、

　
衣
服
不
号
泣
屡
群
発
、
不
レ
順
＝
於
常
一
者
。
閥
有
司
見
レ
之
、
復
昌
無
レ
時
。

ビ
か
い
て
あ
る
。
果
し
て
か
う
し
淀
行
政
が
あ
っ
た
ご
す

れ
ば
、
西
紀
前
七
世
紀
に
、
既
に
か
や
う
な
県
門
が
、
（
今

日
修
士
山
岡
に
み
る
や
う
な
も
の
が
）
あ
っ
淀
の
で
は
な
か

っ
元
か
。
蓋
し
河
北
や
山
東
、
河
南
の
村
落
こ
い
ふ
も
の

が
、
什
伍
の
制
に
從
ひ
、
組
織
的
に
な
っ
て
み
た
こ
ご
は

「
國
語
」
「
管
子
」
な
ご
に
記
さ
れ
、
「
周
禮
」
の
小
司
徒
や
、

族
師
の
章
に
は
そ
の
組
織
を
明
記
し
、
閲
得
ご
い
ふ
村
長

名
ま
で
出
て
み
る
。
（
注
、
閥
建
匡
廿
五
家
で
あ
る
）
。
故
に
少
く
こ
も
一
村

二
十
五
戸
乃
至
三
十
戸
内
外
ま
で
の
密
集
部
落
が
嶺
來
て

る
て
、
行
政
、
兵
事
、
徴
貌
、
教
育
其
他
要
田
の
基
礎
に

な
っ
て
ゐ
π
ご
み
え
る
。

　
予
は
か
う
し
た
古
典
に
あ
る
や
う
な
村
落
の
型
式
を
、

嚢
に
河
北
の
各
地
で
實
遅
し
π
。
李
原
の
南
の
黄
河
涯
ご

い
ふ
村
の
如
き
は
、
　
一
村
数
十
戸
で
、
障
築
は
牢
ば
破
れ

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）

て
る
た
け
れ
ざ
も
、
村
の
中
央
に
大
殻
を
も
つ
π
望
棲
が

あ
っ
た
Q
要
心
に
見
張
り
番
を
置
く
や
う
に
も
見
え
π
。

蓋
し
河
北
で
は
村
落
ご
し
て
の
機
能
又
は
統
制
こ
い
ひ
、

村
落
型
式
ご
し
て
の
集
團
こ
い
ふ
形
が
い
ち
じ
る
し
く
眼

に
入
る
の
で
あ
る
が
、
今
江
南
に
來
っ
て
之
を
見
る
ご
、

さ
う
し
た
村
全
禮
を
包
ん
だ
築
障
が
な
い
。
予
は
前
後
二

回
、
同
じ
土
地
を
見
て
歩
い
把
が
、
村
に
は
殆
ご
さ
う
し

た
閥
門
こ
い
っ
た
り
、
望
楼
ビ
い
ふ
べ
き
も
の
や
、
土
城
。

ご
い
ふ
も
の
を
見
だ
こ
ご
が
な
い
。

　
勿
論
江
南
で
も
松
江
府
、
嘉
節
縣
の
如
き
縣
城
や
、
古

い
彰
澤
縣
こ
い
っ
た
や
う
な
所
、
所
謂
江
岸
の
通
邑
大
都

は
、
い
つ
れ
も
北
方
ご
同
様
な
城
壁
を
も
つ
て
み
る
、
し

か
し
…
歩
村
落
に
懸
る
ご
、
全
く
さ
う
し
た
も
の
が
な
い

村
こ
し
て
の
シ
マ
リ
が
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し

よ
く
之
を
見
る
ご
面
戸
に
は
戸
毎
に
築
端
を
有
し
、
或
は
、

強
熱
或
は
石
垣
を
邊
ぐ
ら
す
も
の
も
あ
る
が
藩
そ
れ
も
特

に
地
蜂
の
高
く
て
、
富
者
の
居
溶
す
る
、
西
湖
々
眸
葛
嶺

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
九
　
（
　
一
九
九
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
雀
　
　
減
欝
の
畏
醗
ハ
上
）

の
麓
こ
か
、
藤
野
一
帯
の
避
暑
地
な
ご
に
見
る
特
溺
例
で

あ
る
。
田
含
の
田
嗣
の
中
の
民
家
ご
か
、
溝
岸
の
門
柳
の

か
げ
な
ざ
に
あ
る
民
家
は
、
多
く
は
樹
木
を
疎
ら
に
栽
え

た
所
の
所
謂
生
矯
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
竹
枷
や

己
れ
に
石
垣
の
壁
を
立
て
、
み
る
の
が
あ
る
○
大
さ
も
二

三
十
歩
準
方
位
が
普
、
通
で
、
中
に
は
狡
い
小
さ
い
の
も
あ

る
Q
さ
う
し
た
小
さ
い
民
家
が
多
く
は
廣
い
田
野
の
中
に

ボ
ッ
ジ
ー
孤
立
し
散
在
す
る
。
稀
に
は
江
腿
の
路
傍
に

並
び
立
っ
て
る
て
、
街
村
式
の
並
列
を
み
る
こ
ご
も
あ
る

が
、
江
南
…
帯
の
村
落
は
、
之
を
大
槻
す
れ
ば
散
村
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
散
居
し
空
戸
々
々
に
森
が
あ
る
、
藪

が
あ
る
こ
い
つ
た
盤
梅
で
あ
る
。
孟
子
の
所
謂
、

　
五
西
之
宅
樹
曝
露
桑
五
十
者
可
以
衣
編
夷

こ
い
つ
だ
、
そ
の
五
感
の
宅
、
襟
下
に
桑
を
栽
え
た
そ
の

古
い
形
が
今
も
か
や
う
に
残
っ
た
か
ご
考
へ
し
め
る
に
過

ぎ
な
い
。

　
我
國
の
緯
度
は
北
緯
三
十
ア
度
が
中
心
で
あ
っ
て
、
長

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
〇
　
（
　
二
〇
〇
）

江
よ
う
も
北
に
あ
る
け
れ
ご
も
、
暖
流
の
影
響
で
そ
の
氣

温
は
暖
帯
性
の
所
が
多
い
。
雨
量
も
多
い
た
め
に
、
自
か

ら
水
田
の
國
で
あ
る
。
我
々
が
江
南
の
風
景
を
見
て
、
氣

持
ち
が
よ
い
ご
思
ふ
の
も
、
全
く
同
標
な
自
然
環
境
に
存

す
る
類
…
似
の
村
落
景
が
あ
る
爲
め
で
は
な
い
か
。

　
拙
著
賦
本
民
家
史
に
於
τ
、
予
は
か
う
し
た
…
戸
々
々

の
周
垣
的
生
垣
の
内
を
、
「
ヵ
イ
ト
」
垣
内
式
住
居
ご
呼
ん

だ
。
越
中
の
カ
イ
ニ
ヨ
、
江
州
の
カ
ヶ
ト
。
丹
波
の
カ
イ

チ
、
四
國
の
ヤ
ガ
コ
ヒ
、
九
州
の
ぞ
矛
ギ
、
志
摩
下
府
の

ク
ダ
ガ
キ
、
駿
遠
地
方
の
マ
キ
じ
出
雲
今
市
附
近
の
生
藩

命
へ
き
π
れ
ば
驚
日
本
の
村
落
景
の
核
子
を
な
す
も
の
は

す
べ
て
こ
れ
垣
内
で
あ
る
。
從
っ
て
支
那
の
河
北
の
村
落

景
に
見
ら
る
、
、
土
城
式
の
村
落
は
少
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
形
式
に
似
π
密
集
部
落
の
之
迄
が
、
森
の
中
に
包
ま

れ
て
る
る
形
が
全
く
無
い
ビ
い
ふ
の
で
は
な
い
。
例
倉
へ

ば
近
畿
、
申
國
の
村
落
の
中
に
は
、
周
回
に
浮
管
を
め
ぐ

ら
す
ば
か
）
の
密
集
部
落
が
あ
っ
て
、
往
々
に
し
て
土
・
・
璽



環
垂
込
は
竹
の
藪
を
も
つ
の
が
あ
る
が
、
さ
う
し
だ
「
密

集
の
部
落
で
さ
へ
も
、
そ
の
中
の
各
戸
は
、
戸
毎
に
矯
を

も
ち
樹
を
栽
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
歩
纒
ん
で

町
家
建
に
な
る
ご
、
さ
う
し
た
築
垣
は
な
く
な
る
の
例
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
京
都
の
加
茂
又
は
奈
良
の
説
家
町
こ
い

っ
た
所
に
は
、
猶
古
い
形
を
の
こ
し
て
み
る
の
が
多
い
。

換
言
す
れ
ば
日
本
の
村
落
で
は
、
河
北
の
型
式
に
似
た
築

講
式
村
落
ご
江
南
の
型
式
に
似
た
散
居
式
垣
内
の
村
落
こ

の
中
、
江
南
式
の
も
の
が
比
較
的
多
く
分
布
し
て
み
る
の

で
あ
る
。

　
予
は
さ
う
し
た
考
で
、
支
那
江
南
の
民
家
を
見
て
．
も

し
も
こ
の
楊
椰
の
森
が
厚
く
茂
つ
セ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
燧

か
に
越
中
富
山
邊
の
李
野
の
、
散
村
に
似
淀
村
落
景
に
な

る
で
あ
ら
う
こ
ご
を
、
面
全
く
槻
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
を
同
様
の
氣
候
、
地
昧
ご
い
つ
π
自
然
環
境
の
類
似
が

類
似
の
居
住
形
式
を
画
く
む
だ
ご
見
る
か
、
も
し
く
は
回

目
文
化
の
東
漸
し
た
結
果
ご
見
る
か
は
、
そ
の
人
々
の
考

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
穂
の
斑
屋
（
ヒ
）

に
よ
っ
て
墾
は
る
こ
ご
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
予
は
こ
の
江

南
地
方
の
散
村
を
以
て
、
薩
ち
に
そ
れ
が
日
本
の
他
の
多

く
の
地
方
に
見
る
垣
内
式
村
落
の
登
鮮
地
だ
こ
、
　
「
足
飛

び
に
論
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
際
古
，
い
時

代
か
ら
の
日
支
交
通
、
特
に
呉
の
地
方
こ
の
頻
繁
な
変
渉

を
想
ひ
幽
す
時
に
、
か
う
し
た
類
似
を
軍
に
自
然
環
境
が

等
し
い
か
ら
だ
ご
の
み
に
は
解
繹
し
得
な
い
め
で
あ
る
。

雨
樋
天
皇
叉
は
雄
略
天
皇
の
朝
に
、
呉
國
こ
の
交
際
が
誠

に
益
し
く
登
塾
し
だ
こ
ご
が
書
紀
に
出
て
み
る
が
、
日
支

の
交
渉
は
そ
れ
よ
り
も
猶
古
い
時
代
か
ら
引
つ
い
い
て
行

は
れ
て
る
π
の
で
あ
る
か
ら
、
或
は
江
南
の
村
落
の
中
に

我
國
村
落
の
原
流
を
見
出
し
得
な
い
わ
け
で
も
な
さ
、
う

で
あ
る
ご
同
時
に
、
日
本
の
民
家
又
は
村
落
の
形
の
上
に
、

古
い
支
那
を
反
映
し
て
み
る
も
の
が
あ
る
ご
考
へ
て
差
支

へ
な
い
ご
思
ふ
。

　
　
　
　
三
　
江
南
の
散
村

　
支
那
の
や
う
な
普
い
大
陸
へ
行
く
ご
、
和
語
ご
い
ふ
も

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
四
一
（
二
〇
一
）
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江
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（
上
）

の
が
、
罪
常
に
疎
ら
に
位
綴
す
る
。
假
令
ば
漢
口
、
上
海

六
百
浬
の
間
に
、
、
こ
れ
は
ε
思
は
れ
る
都
邑
は
衛
京
、
安

慶
、
九
江
位
の
も
の
で
挙
均
百
五
十
浬
を
へ
だ
て
る
。
長

江
通
ひ
の
汽
船
で
こ
の
間
凡
そ
一
日
が
か
り
で
あ
る
。
さ

う
し
た
通
邑
大
都
が
こ
、
に
出
藍
た
の
は
、
い
か
に
も
自

然
地
理
的
事
情
が
永
い
世
紀
を
へ
て
、
欝
か
ら
か
や
う
に

し
た
も
の
で
、
大
抵
の
慮
に
そ
の
地
の
古
文
明
を
表
象
す

る
魏
然
た
る
古
塔
佛
寺
を
も
つ
て
み
る
。
さ
う
し
た
古
塔

の
遇
去
を
背
景
ε
し
て
の
下
町
は
、
大
極
高
楼
軒
を
並
べ

麗
を
接
し
、
そ
の
狡
い
一
問
孚
内
外
の
街
路
に
、
三
歎
の

苦
力
が
肩
摩
雷
撃
の
熟
關
ぶ
り
を
し
め
す
の
で
、
い
か
に

も
人
口
の
多
い
國
だ
ご
思
は
せ
る
の
例
で
あ
る
が
、
さ
て

一
歩
町
を
離
れ
て
次
の
港
に
ゆ
く
迄
の
二
十
四
時
間
、
そ

れ
は
何
こ
い
ふ
静
け
さ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
北
支
那
で
の

通
邑
大
都
相
互
の
陸
路
の
問
に
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
陸

路
に
は
十
里
廉
あ
り
、
三
十
里
宿
あ
り
で
、
遜
過
の
経
路

に
密
集
村
落
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
江
南
の
江
岸
で
は
、

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
購
　
、
｝
　
（
　
二
〇
一
、
一
）

さ
う
し
た
密
集
村
落
さ
へ
も
稀
に
な
る
。
あ
ち
ら
に
一
戸

こ
ち
ら
に
二
戸
、
楊
柳
の
古
堤
の
中
に
孤
立
し
た
ア
バ
ラ

ヤ
が
多
く
、
村
童
が
水
牛
の
背
に
の
っ
だ
ま
、
、
草
原
の

中
を
動
い
て
み
だ
り
、
烏
が
さ
う
し
た
牛
の
背
に
ご
ま
つ

て
る
回
り
す
る
外
に
、
　
　
望
果
の
な
い
無
人
の
天
地
が
つ

や
く
の
で
あ
る
。

　
由
來
支
那
で
人
ロ
の
最
も
稠
密
だ
ご
爾
せ
ら
る
～
江
蘇

漸
江
の
二
野
、
涯
杭
甫
鐵
路
の
洛
線
で
さ
へ
も
、
・
ご
て
も

淋
し
い
停
車
場
が
多
い
Q
松
江
や
器
量
な
ご
い
ふ
縣
城
に

近
づ
く
ビ
、
著
し
い
古
墳
群
が
眼
に
つ
き
、
さ
う
し
た
古

墳
の
附
近
、
運
河
の
堤
、
小
さ
い
塔
の
あ
る
小
山
の
陰
な

ご
に
貧
民
の
密
集
し
た
部
落
が
目
に
入
る
け
れ
ご
も
、
こ

れ
を
写
る
、
に
從
っ
て
民
家
は
稀
薄
に
な
っ
て
、
蓮
く
に

疎
ら
な
森
が
あ
動
、
そ
の
中
に
二
三
．
復
位
の
孤
立
村
落
を

見
出
す
に
止
ま
る
で
あ
ら
う
。

　
か
や
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
支
那
の
都
會
ご
村
落
ご

は
、
そ
の
開
明
の
度
が
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
日
本
歴
史
で



奈
良
朝
や
、
李
安
朝
の
華
麗
を
學
ん
で
も
、
事
實
に
於
て
當

時
の
庶
民
階
級
の
文
化
は
格
段
の
差
が
あ
っ
た
や
う
に
、

支
那
の
文
化
は
都
塵
文
化
で
あ
る
。
都
市
居
住
者
の
み
が

エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
み
る
文
化
で
あ
る
。
，

一
歩
郊
外
に
出
る
ご
太
古
の
趣
の
あ
る
．

無
學
の
農
村
で
あ
る
。
三
千
年
以
前
の
．

稼
橋
の
方
法
が
、
そ
の
ま
、
に
遵
守
さ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
る
る
國
で
あ
る
Q
魏
の
馬
煙
が
紀
…

元
前
三
世
紀
に
登
園
し
た
ご
薦
せ
ら
漁

、
龍
車
、
宋
の
外
転
が
見
た
同
じ
龍
車
・

が
今
も
猶
江
南
唯
一
の
灌
概
要
具
で
あ
・

り
、
中
に
は
足
踏
み
の
水
車
で
水
を
灌
・

い
で
る
る
の
が
あ
る
。
コ
尚
士
傳
．
」
に
は
　
．

子
貢
が
楚
に
行
っ
た
時
、
漢
陰
の
丈
人
一

が
猜
甕
を
抱
い
て
畑
に
灌
い
で
る
π
の
」

を
見
て
、

る
が
、

噸磯噸繍鰯鰯

　
驚
い
て
桿
を
用
ひ
よ
ビ
告
げ
た
ご
、
書
い
て
あ

今
日
猶
漢
土
の
郊
外
の
疏
楽
園
に
於
て
さ
へ
、
桿

第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）

の
あ
る
の
が
稀
で
あ
る
の
で
あ
る
。
溢
路
な
ざ
も
上
海
や

珍
事
の
市
鞍
部
で
つ
く
っ
て
み
る
、
近
世
の
コ
．
ン
ク
フ
」

ト
道
や
、
ア
ス
ハ
ル
ト
は
、
い
か
に
も
堂
々
た
る
も
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
が
、
し
か
し
郊
外
は
昔
の
ま
、
で
、
諸
葛

　
　
　
　
　
　
　
孔
明
の
登
明
し
だ
一
輪
車
が
通
じ
う
る

　
　
　
　
　
響
に
止
ま
っ
て
ゐ
・
。
薙
に
於
て
か
、
が

　
　
　
　
　
　
一
う
し
た
農
村
を
仔
細
に
研
究
す
る
こ
ご

　
　
　
　
　
捧
…
圖
に
よ
っ
て
、
我
等
は
古
い
時
代
を
目
前

　
　
　
　
　
　
　
に
學
び
う
る
の
で
は
な
い
か
ご
考
へ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
予
は
以
上
を
以
て
江
南
地
方
の
散
村

　
　
　
　
弊
龍
更
め
て
予
の
見
た
民
家
そ
の
も
の
に
就

　
　
　
　
　
．
…
車
て
語
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ア
ン
ペ
ラ
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
江
南
で
予
の
見
た
民
家
の
最
も
粗
末

な
も
の
は
、
方
丈
（
九
尺
内
外
も
あ
ら
う
か
）
ご
で
も
い
ふ

べ
き
、
簡
輩
な
フ
レ
ー
ム
の
上
に
盧
で
つ
く
っ
た
（
編
薦
）

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
三
　
（
　
二
〇
三
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）

ア
ン
ペ
ラ
を
か
ぶ
せ
た
民
屋
で
あ
る
。
昔
は
支
那
に
も
木

材
が
多
か
っ
た
こ
ご
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
が
、
現
在
で
は
支

那
の
大
岸
原
ほ
ご
材
木
の
少
い
所
は
な
門
1
．
．
婁
総

掛
魏
鐙
靱
酬
鯵
◎
鯵
｝
…
難

い
で
土
を
塗
る
、
屋
根
も
同
様
に
高
梁
．

を
並
べ
て
、
そ
れ
に
泥
を
の
せ
た
水
李

に
近
い
大
陸
屋
根
を
も
つ
。
片
流
も
あ

る
が
、
往
々
に
し
て
波
歌
に
し
た
高
梁

轄
薄
舞
搬
解
義
て
の
　
犠
…

貧
弱
な
材
で
あ
る
。
先
年
北
京
午
門
の

歴
史
博
物
館
で
見
た
釦
鹿
の
襲
掘
物
そ

れ
は
宋
時
黄
河
の
氾
濫
で
土
砂
の
中
に

埋
れ
π
民
家
の
、
そ
の
道
呉
で
あ
る
が
、

は
、 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
椅
子
卓
子
な
ざ

　
　
細
い
丸
太
に
粗
い
板
が
は
っ
て
あ
る
こ
ご
今
日
ご
攣

ら
ぬ
。
恐
ち
く
唐
宋
以
前
か
ら
民
家
の
木
材
は
貧
溺
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
四
　
（
　
二
〇
四
）

つ
た
こ
ご
で
あ
ら
う
。

江
南
に
く
る
ご
か
う
し
た
高
梁
の
輩
幹
が
な
い
。
し
か

　
　
　
　
　
　
し
そ
の
か
は
り
に
江
岸
デ
ル
タ
に
密
生

霧；

圖二書家のラペンアロ

る
。
さ
う
し
た
薄
片
を
、

に
織
り
込
む
ご
、

ソ
ペ
ラ
は
船
の
苫
に
も
な
れ
ば
往
々
に
し
て
帆
に
な
る
。

す
る
盧
が
あ
る
。
水
田
か
ら
稻
草
が
ご

れ
る
。
蕪
に
於
て
か
盧
や
稻
藁
が
屋
根

の
葺
草
に
な
る
の
で
あ
る
。
江
岸
か
ら

薦
を
苅
っ
て
、
こ
れ
を
四
方
に
楡
途
す

る
爲
め
に
、
江
中
無
数
・
の
ジ
ャ
ン
ク
が

利
用
さ
れ
る
。
苅
っ
て
揃
へ
て
束
．
に
し

て
積
み
だ
す
。
長
さ
三
尺
か
ら
五
六
尺

に
切
り
そ
ろ
へ
、
こ
れ
を
庭
前
の
大
地

に
一
列
に
並
べ
、
石
の
ロ
ー
ー
ラ
ー
で
何

回
ご
な
く
引
く
ご
、
薦
は
自
か
ら
薄
く

一
寸
五
分
か
ら
二
寸
内
外
の
薄
片
に
な

　
　
　
暇
に
任
せ
て
井
字
形
や
網
代
形

一
枚
の
ア
ン
ペ
ラ
が
出
撃
る
。
こ
の
ア



民
家
の
屋
根
ざ
な
り
、
壁
こ
な
る
。
江
南
は
暖
か
い
か
ら

さ
う
し
た
壁
に
土
は
用
ひ
な
い
○
側
壁
に
は
二
枚
位
を
重

ね
る
。
屋
根
は
一
年
冬
一
枚
つ
つ
、
」
、
一
三
重
で
上
へ
上
へ

こ
重
ね
る
。
多
く
は
切
妻
の
屋
根
に
な
る
。
家
の
高
さ
は

六
七
尺
で
、
戸
口
に
も
ア
ン
ペ
ラ
が
あ
る
。
前
面
妻
入
左

方
に
入
口
が
あ
る
丈
で
、
四
方
に
窓
が
な
い
。
そ
の
申
は

土
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
規
整
二
つ
位
、
竹
製
の
擬
壷
一
つ
二

つ
、
卓
子
「
脚
椅
子
二
三
、
そ
れ
如
け
で
も
ご
戸
の
風
爾
が

し
の
げ
る
。
鰐
口
の
町
は
つ
れ
に
こ
の
種
の
民
家
が
多
い
。

食
事
時
に
な
る
と
多
く
は
芦
外
に
出
で
て
、
椀
ご
は
し
ビ

を
持
て
、
立
ち
な
が
ら
食
っ
て
み
る
の
を
見
受
け
る
。
往

々
之
を
竿
入
に
し
て
工
場
衆
店
頭
に
し
た
の
さ
へ
あ
る
。

　
　
　
　
五
舟
　
　
　
居

　
南
船
北
馬
ご
い
ふ
國
で
あ
る
、
江
蘇
漸
江
に
は
い
か
に

も
溝
渠
が
多
い
。
自
か
ら
我
國
の
瀬
戸
内
ご
同
様
に
水
上

生
活
者
が
出
罹
る
。
一
生
を
舟
の
上
で
過
乙
す
の
で
あ
る
。

先
年
上
海
徐
家
涯
の
溝
で
さ
う
し
た
一
群
を
見
た
が
、
今

　
　
　
第
十
四
雀
　
　
研
究
　
　
江
南
の
民
屋
（
上
）
．

度
は
蘇
州
で
の
水
屑
を
見
た
、
立
者
は
船
を
そ
の
ま
、
陸

上
に
引
揚
げ
で
、
、
生
活
し
’
、
み
る
。
長
さ
三
間
幅
五
尺
位

の
造
船
で
あ
る
。
簾
の
ア
ン
ペ
ラ
葺
で
あ
る
。
船
を
三
分

し
て
左
端
の
一
鞭
は
厨
房
で
あ
る
、
竈
が
ご
っ
、
鍋
三
枚
、
．

中
央
は
客
室
で
、
小
隊
が
ね
て
み
る
。
蒲
團
を
し
い
て
み

る
。
右
端
は
老
人
の
寝
室
で
あ
る
。
萬
年
床
ら
し
い
。
三
涯

分
の
縫
目
に
は
、
屋
根
が
な
く
遷
に
な
っ
て
み
る
。
雨
が
ふ

れ
ば
ア
ン
ペ
ラ
を
か
け
る
か
ら
、
都
合
五
枚
で
隠
く
れ
て

し
ま
ふ
。
擢
は
前
後
に
つ
い
て
み
て
、
中
年
の
女
が
こ
い
で

み
る
場
合
が
多
い
。
海
東
あ
た
り
に
は
ま
だ
く
大
き
い

舟
居
が
あ
っ
て
、
鶏
や
豚
な
ざ
を
飼
っ
て
み
る
の
さ
へ
あ

る
こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
が
、
ま
だ
見
な
い
か
ら
わ
か
ら
澱
。

　
か
う
し
た
舟
居
の
狭
い
の
に
も
、
厨
房
の
外
に
猶
二
室

を
も
つ
こ
ご
は
注
意
す
べ
き
こ
ε
で
あ
る
ご
思
ふ
。
何
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
マ

な
れ
ば
普
通
の
民
家
で
も
李
入
力
問
で
あ
る
の
が
常
法
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
後
節
に
激
て
の
べ
る
で
あ

ら
う
。

第
ご
號
　
　
旧
慣
　
（
　
二
〇
五
）


