
は
「
地
主
と
小
作
労
働
者
と
の
巾
・
聞
に
立
つ
経
営
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
む

と
し
て
の
「
業
主
し
の
蔓
忍
に
注
目
す
る
の
に
反
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
り
　
　
も
　
　
じ
　
　
ロ
　
　
も

周
藤
先
生
は
そ
れ
が
支
配
的
で
な
い
と
主
張
す
る
。

両
方
と
も
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
立
場
の
相
違

と
い
う
べ
き
か
。

　
批
評
と
い
う
も
の
は
と
か
く
無
理
解
無
責
任
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。
私
も
こ
の
弊
に
陥
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
私
の
無
学
の
せ
い
で
あ
る
。
周

藤
先
生
に
存
在
す
る
問
題
は
ま
た
私
自
身
の
問
題
で

も
あ
る
。
更
に
棄
洋
史
学
全
体
の
問
題
で
も
あ
る
。

今
後
唐
宋
の
時
代
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
周
藤
先
生

の
業
績
な
し
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
よ
り
深
く
先
生
の
業
績
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
を
私
は
痛
感
し
て
い
る
。

（
七
二
山
ハ
百
八
　
　
一
四
〇
〇
m
門
咀
東
｛
只
工
人
堂
丁
山
川
版
ム
歌
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
勝
　
藤
　
　
猛
一

竹
内
理
三
西

日
本
封
建
制
成
立
の
研
究

　
戦
後
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
示
し
た
中
世
史
研
究

に
、
い
さ
さ
か
沈
滞
の
様
畑
…
が
見
ら
れ
る
時
、
竹
内

理
三
氏
を
は
じ
め
と
す
る
七
氏
の
研
究
論
集
が
上
梓

さ
れ
た
。
斯
学
の
泰
斗
と
し
て
令
名
高
い
竹
内
氏
は

さ
て
お
き
、
他
の
六
民
は
、
多
く
戦
後
の
中
世
史
研

究
の
申
で
、
自
ら
の
研
究
を
推
進
さ
れ
、
現
在
学
界

の
中
堅
と
し
て
夫
々
の
ユ
ニ
ー
ク
な
学
風
を
謳
わ
れ

て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
の
論
集
を
寒
く
に
あ
た
っ
て
、

申
世
史
研
究
の
最
高
壁
灯
を
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
期

待
を
抱
か
ぬ
人
は
な
か
ろ
う
。
以
下
各
研
究
の
概
要

を
紹
介
し
、
併
せ
て
所
見
の
｝
端
を
述
べ
よ
う
。

　
巻
頭
竹
内
理
三
氏
の
「
在
庁
宮
入
の
武
士
化
」
は

腹
稿
「
武
士
発
生
史
上
に
於
け
る
在
庁
と
留
守
所
の

関
係
」
懸
盤
に
、
在
国
司
職
の
性
格
を
明
か
に
さ

れ
る
等
の
増
訂
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一

昔
半
を
経
た
今
、
美
酒
の
風
味
は
失
わ
れ
て
い
な

い
。
古
代
後
期
に
お
け
る
不
在
国
司
の
増
撫
に
伴
な

い
、
国
衙
に
常
住
の
官
人
は
、
在
庁
（
宮
人
）
と
し

て
國
務
の
実
際
を
行
う
様
に
な
る
。
一
方
国
守
は
私

吏
（
目
代
）
を
派
遣
し
、
露
骨
を
炉
心
に
留
守
所
が

構
成
さ
れ
在
庁
を
指
揮
す
る
形
式
が
一
般
化
す
る
。

遷
代
は
国
守
の
私
蓄
で
あ
っ
て
国
守
の
野
南
に
伴
な

っ
て
燈
替
す
る
結
果
、
笑
力
を
蓄
積
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
在
庁
は
武
宮
を
兼
帯
し

世
襲
化
し
て
武
士
と
な
り
、
更
に
鎌
倉
御
家
人
と
な

る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
様
な
場
合
、
在
庁
は
幕
府
に
、

饅
代
は
公
家
に
所
属
す
る
訳
で
あ
る
が
、
鄭
重
国
制

が
進
み
面
す
る
に
つ
れ
、
様
々
な
形
で
臼
代
と
在
庁

の
分
離
対
立
が
一
般
化
す
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
中
世
に
お
け
る
国
衙
に
つ
い
て
の
研
究
は
最
近
一

般
に
不
振
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
稿
あ
た
り
か
ら
考
え

直
す
必
要
が
あ
る
。
氏
が
目
代
及
び
留
守
所
の
機
能

の
強
さ
を
國
守
と
の
関
係
か
ら
三
つ
の
一
憩
型
（
大

和
・
丹
波
・
豊
後
讃
鮫
）
に
分
類
さ
れ
た
点
等
、
分

類
の
基
準
も
正
鵠
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
、
古
代
国

家
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
武
士
の
成
立
を
考
え
る

妊
箇
の
手
掛
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
類
型
を
更
に
展
開

し
で
各
地
の
在
庁
の
古
代
末
一
雲
雨
初
期
に
お
け
る

動
向
を
綜
合
的
に
究
萌
す
れ
ば
、
要
撃
あ
る
事
実
が

明
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
い
で
飯
田
久
雄
氏
は
「
武
門
の
練
梁
と
古
代
政

権
一
京
都
に
於
け
る
場
合
i
」
に
お
い
て
、
平
氏
の

全
盛
よ
り
鎌
倉
政
権
成
立
に
至
る
過
程
に
お
け
る
武

門
の
棟
梁
（
溝
盛
・
義
仲
・
頼
朝
）
に
対
す
る
貴
族

履
の
理
解
乃
至
批
灘
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
外
戚
関

係
、
宙
位
、
蜘
行
国
、
庄
園
等
す
べ
て
古
代
国
家
機

構
に
寄
生
し
て
い
た
｝
半
弓
は
、
福
原
燈
已
後
の
慌
し

い
社
会
情
勢
の
展
開
の
中
で
、
畿
内
近
国
に
お
け
る

軍
纂
行
政
権
、
寺
社
本
所
領
庄
園
の
管
理
権
を
掌
握

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
軍
閥
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
す

る
が
、
照
勢
力
の
反
抗
に
逢
っ
て
孤
立
す
る
。
そ
し

て
旧
勢
力
に
よ
つ
て
平
氏
打
倒
の
為
に
、
迎
え
い
れ
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ら
れ
た
嚢
仲
も
彼
自
身
の
素
朴
さ
の
故
に
、
貴
族
の

陰
謀
に
よ
っ
て
同
じ
運
命
を
辿
り
、
貴
族
は
彼
に
代

え
て
頼
朝
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
然
し
頼
朝
は
そ
の

巧
な
政
策
に
よ
っ
て
貴
族
の
信
頼
を
博
す
る
一
方
、

次
第
に
強
硬
な
態
麗
を
と
っ
て
政
局
の
主
導
権
を
握

る
。
か
く
て
武
門
の
脳
梁
編
互
の
牽
制
、
孤
立
化
に

よ
っ
て
、
漁
夫
の
利
を
得
ん
と
し
た
囑
勢
力
の
伝
統

餉
政
策
は
、
遷
し
い
時
代
へ
の
認
識
を
欠
い
た
結

果
、
自
己
の
墓
穴
を
掘
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

と
述
べ
ら
れ
る
。

　
具
体
酌
な
政
治
過
程
を
詳
細
に
描
き
、
そ
の
申
で

焚
族
の
武
者
観
が
把
え
ら
れ
て
お
り
、
論
旨
に
異
論

は
な
い
が
、
　
す
で
に
こ
の
閥
の
政
治
過
程
に
つ
い

て
・
石
塁
正
氏
の
す
ぐ
れ
華
蕊
藤
甥
灘
愚

を
も
つ
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
斬
新

さ
の
稀
薄
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
使
用
さ
れ
た
輿
料
も
、

殆
ど
公
家
の
記
録
に
眼
ら
れ
て
い
る
結
果
、
内
乱
の

歴
愛
的
な
動
き
が
、
全
社
会
の
動
き
の
中
に
位
概
付

け
ら
れ
ず
、
政
治
輿
と
し
て
も
、
思
想
史
と
し
て
も

不
徹
践
な
も
の
に
な
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。

　
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
…
度
の
研
究
」
以
来
、
鎌
倉
幕

府
史
の
水
準
を
高
め
て
来
ら
れ
た
佐
藤
進
一
氏
は

「
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

感
作
以
来
懸
案
の
得
宗
専
領
の
聞
題
を
追
及
し
て
お

ら
れ
る
。
即
ち
氏
は
鎌
倉
幕
府
史
を
、
将
軍
独
裁

制
∵
執
権
政
治
。
得
宗
専
欄
の
三
期
に
区
分
さ
れ
る

が
、
得
宗
専
罰
成
立
の
拠
点
を
幕
府
機
構
の
面
か
ら

究
明
し
、
e
評
窟
衆
の
無
力
化
と
得
宗
の
私
的
な
寄

合
の
制
度
化
　
⇔
幕
府
申
福
へ
の
得
宗
被
宮
の
任
用

飼
二
方
機
関
へ
の
北
粂
一
門
麗
麗
及
び
そ
れ
ら
に
対

す
る
得
宗
の
一
元
的
統
剃
等
の
諸
現
象
を
掲
摘
さ
れ

た
。
更
に
こ
の
得
宗
専
一
強
化
の
契
機
を
主
と
し
て
御

家
人
問
題
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
粉
蝶
専
罰
進
展

と
共
に
得
宗
専
制
に
対
す
る
御
家
人
の
抵
抗
を
押
え

る
た
め
の
慰
籍
と
し
て
出
さ
れ
た
御
倉
人
所
領
保
護

立
法
に
つ
い
て
、
氏
は
、
本
来
幕
府
麦
配
の
二
大
支

柱
を
人
身
支
配
原
理
に
基
づ
く
御
家
人
制
と
土
地
麦

配
原
理
に
基
づ
く
地
頭
綱
と
し
て
把
え
ら
れ
る
立
場

か
ら
、
導
爆
「
支
配
を
通
じ
て
土
地
支
配
を
貫
徹
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
御
家
人
制
の
基
礎
の
鋤
…
揺
を
阻
止
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
礁
解
さ
れ
る
。
然
し
か

か
る
政
策
を
質
微
す
る
鍵
は
、
本
某
幕
府
の
権
限
の

外
に
あ
る
為
、
当
然
公
家
塞
所
勢
力
と
の
対
決
が
生

れ
る
。
そ
の
結
果
、
幕
府
権
力
は
、
矛
盾
と
政
治
不
，

安
を
内
蔵
し
乍
ら
、
外
、
（
公
家
胃
軸
権
力
）
に
対
し

て
は
強
庄
的
な
形
を
執
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
　
　
・

　
久
し
く
温
め
ら
れ
た
主
題
だ
け
に
流
石
に
ソ
ッ
が

無
く
、
東
大
寺
文
轡
の
凝
然
自
筆
梵
網
戒
本
疏
嘗
珠

紗
巻
第
八
裏
文
書
や
弘
安
七
年
令
の
分
析
に
は
、

い
つ
も
な
が
ら
の
齎
笑
な
考
証
が
見
ら
れ
る
。
只
域

の
分
析
視
角
が
主
と
し
て
北
条
氏
を
二
心
と
し
て
い

る
結
果
、
氏
自
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
御
家
人
の
多

様
性
、
或
は
御
家
人
対
幕
府
（
北
条
氏
）
の
対
立
妥

協
の
関
係
が
鮮
萌
に
描
出
　
さ
れ
ず
、
幕
府
内
部
の
み

の
歴
史
と
し
て
駿
小
化
さ
れ
る
窩
険
が
あ
り
、
こ
れ

ら
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
御
家
人
所
領
保
護
立
法
に

つ
い
て
も
別
な
評
価
が
訂
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。　

次
い
で
渡
辺
澄
夫
氏
は
全
巻
を
逢
じ
て
最
も
野
心

的
な
雄
篇
「
畿
内
庄
園
に
お
け
る
均
等
名
円
の
歴
史
的

性
格
」
を
も
の
さ
れ
て
い
る
。
古
代
的
直
配
の
強
固

な
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
は
、
田
堵
名
主
暦

が
国
衙
の
雑
役
を
回
避
し
て
所
領
寄
進
を
行
う
場

合
、
庄
圏
領
主
へ
の
人
身
的
隷
属
を
前
提
と
す
る
は

か
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
事
笑
、
及
び
そ
の
事
か
ら

必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
公
事
勤
仕
こ
そ
、
畿
内
庄

園
一
均
等
餐
・
摂
関
家
大
番
名
∵
番
等
一
の
特
色
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
摂
開
家
大
番
名
で
は
、
舎
人
は
膚
力

名
主
の
み
に
留
ま
り
、
豪
た
そ
の
入
身
支
配
は
土
地

支
配
に
迄
発
展
せ
し
め
ら
れ
ず
、
摂
町
家
の
高
踏
的

一
本
家
的
所
領
形
態
の
反
映
が
見
ら
れ
る
。
豪
た
番
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は
多
く
の
零
細
名
［
童
と
他
方
多
く
の
大
名
田
堵
を
包

含
し
、
収
取
組
織
的
性
格
が
強
く
、
番
頭
も
庄
宮
的

で
、
領
主
支
配
の
比
較
的
不
徹
底
な
畿
内
周
辺
部
に

分
威
す
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
等
身
的
支
配
と
名

田
支
配
と
が
一
体
的
に
結
合
し
た
農
業
経
鴬
体
と
し

て
、
古
代
権
力
の
最
も
徹
底
し
た
形
を
示
す
の
が
均

等
名
で
あ
っ
て
、
零
紬
…
な
農
民
的
名
・
王
か
ら
構
成
さ

れ
、
庄
園
領
主
の
膝
下
た
る
畿
内
申
心
部
に
多
い
。

か
く
て
田
堵
名
主
層
と
庄
園
領
主
と
の
間
に
結
ば

れ
、
畿
内
庄
園
の
特
色
を
形
成
し
て
い
る
人
身
的
隷

属
関
係
は
、
一
は
律
令
制
か
ら
庄
園
湖
へ
の
進
化
の

過
程
に
於
い
て
、
古
代
権
力
に
よ
っ
て
発
展
的
対
応

が
行
わ
れ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

他
方
畿
内
名
主
腰
の
震
小
さ
の
所
産
で
あ
り
、
平
安

鎌
倉
期
に
お
け
る
畿
内
の
｛
般
的
停
滞
の
原
因
も
こ

の
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
・

　
「
畿
内
型
庄
園
の
名
構
造
に
関
す
る
一
試
論
」

懇
研
で
、
家
父
長
的
名
田
経
営
の
分
署
均
等
名
の

成
因
を
求
め
る
闇
説
を
批
判
さ
れ
て
以
来
、
氏
は
こ

の
｝
見
特
殊
な
主
題
を
地
道
に
追
求
さ
れ
、
若
槻

庄
・
鐵
雲
庄
等
の
実
例
を
提
承
さ
れ
て
き
た
。
い
ま

「
均
等
名
の
歴
史
的
性
格
」
な
る
謙
虚
な
題
名
を
付

ぜ
ら
れ
た
本
稿
は
、
番
及
び
大
番
名
と
の
対
比
に
於

い
て
、
畿
内
庄
園
の
特
質
を
綜
合
的
に
明
か
に
せ
ん

と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
庄
園
の
景
観
的
研
究
に
堕

し
が
ち
な
こ
の
問
題
も
、
こ
こ
で
は
在
地
の
変
質
に

即
応
す
る
よ
う
な
古
代
権
力
の
対
応
を
指
摘
し
、
所

謂
「
古
代
の
再
建
」
の
実
態
を
萌
か
に
さ
れ
る
等
、

政
治
史
研
究
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
迄
に
至
っ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
望
蜀
す
る
処
少
く
な
い
が
、

例
え
ば
庄
園
領
主
の
字
配
を
考
え
る
場
合
、
単
に
地

域
的
分
布
を
問
題
に
す
る
と
共
に
、
各
庄
園
領
主
（
縛

に
大
寺
院
）
の
支
配
の
特
色
、
支
配
圏
等
を
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
畿
内
申
心
部
と
か

周
辺
と
か
の
常
識
的
な
説
明
で
は
、
氏
の
分
類
が
、
生

塵
力
発
展
の
視
角
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
庄
園

領
主
の
支
配
の
濃
度
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
判
然

と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
均
等
名
・
摂
関
家
大

番
名
・
番
等
の
諸
類
型
が
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て

多
く
の
畿
内
庄
園
の
事
か
ら
と
り
患
さ
れ
た
の
か
、

こ
う
い
つ
た
点
の
説
明
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
均
等
名

と
い
っ
た
形
で
畿
内
庄
園
の
特
質
を
考
え
る
こ
と
の

当
否
は
今
後
に
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
番
の
内
部

構
造
に
つ
い
て
は
、
今
後
均
等
名
同
様
の
深
い
分
析

を
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
所
論
の
妥
当

性
が
益
々
立
詑
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
次
に
松
岡
久
人
氏
の
「
着
姓
名
の
成
立
と
そ
の
性

格
一
郷
戸
及
び
領
主
的
嶺
と
の
関
係
面
を
挑
心
と
し

て
一
し
は
、
題
昌
の
示
す
よ
う
に
、
百
姓
餐
と
領
主

的
名
と
の
胃
泡
を
論
じ
て
、
百
姓
名
に
鎖
す
る
松
本

新
八
郎
、
石
母
田
正
、
安
良
城
盛
昭
民
等
の
所
説
を

批
判
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
先
ず
郷
綱
を
継
承

し
た
と
思
わ
れ
る
勉
で
、
一
方
に
多
数
の
小
規
模
百

姓
名
、
他
方
に
少
数
の
大
規
模
な
領
主
的
名
（
保
）
の

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
穿
れ
、
こ
れ
を
律
令
制
の
動

揺
に
伴
な
う
徴
税
体
系
の
変
化
と
関
遮
付
け
て
説
窮

さ
れ
る
。
即
ち
税
法
の
基
準
が
入
か
ら
土
地
へ
と
変

っ
て
行
く
傾
向
の
中
で
、
延
婁
年
間
に
は
、
中
央
の

為
政
者
は
籍
帳
を
糺
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
班
田
を

行
い
、
残
余
を
乗
田
と
し
て
賃
租
せ
し
め
、
憾
寝
の
増

収
を
は
か
っ
た
。
こ
う
し
て
読
散
の
貧
弊
の
民
は
、

常
に
律
令
国
家
権
力
に
よ
っ
て
編
戸
さ
れ
、
国
家
権

力
の
現
地
に
お
け
る
代
講
者
た
る
郷
司
の
麦
配
を
う

け
つ
つ
、
郷
内
の
公
田
を
用
益
し
た
。
他
方
彼
等
班

田
農
民
が
、
よ
し
小
規
模
な
墾
（
泡
）
田
を
開
発
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
私
黒
藻
は
不
安
定
で
、
終
に
は

四
二
的
膚
力
者
の
下
に
集
積
さ
れ
、
班
田
農
民
は
そ

の
預
作
者
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
膚
力
者
の
も
と
に

集
積
さ
れ
た
墾
田
は
、
雑
公
事
免
の
領
主
的
名
を
形

成
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
公
田
と
墾
田
の
峻
別
、
編
戸
の
理
屈
の
継
続
等
を

強
調
さ
れ
る
如
く
、
松
岡
氏
の
見
解
の
特
色
は
、
律
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評

令
嗣
繭
制
乃
至
は
律
令
國
家
の
政
策
を
極
め
て
大
き
く

評
価
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
而
も
律
令
国
家
の
政
策

も
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
発
展
的
な
対
癒
と
し
て
で

は
な
く
、
非
常
に
復
古
的
、
反
鋤
的
な
も
の
と
し
て

把
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
此
等
の
政
策
が
在

地
に
川
於
い
て
果
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
た

、
か
に
つ
い
て
は
、
自
と
別
個
の
問
題
に
な
る
わ
け
で

あ
っ
て
、
類
聚
三
代
格
等
に
見
え
る
政
治
的
施
策
を

過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
点
も
少
く
な

い
。
班
田
が
形
を
変
え
て
で
も
行
わ
れ
て
行
く
場

合
、
電
要
な
の
は
寧
ろ
そ
の
変
り
方
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
さ
て
一
昨
年
「
下
地
中
分
論
」
煉
蝉
嘘
嚇
に
お
い
て
、

荘
宮
の
封
建
領
主
化
の
問
題
を
提
出
ざ
れ
た
安
田
元

久
氏
は
、
東
寺
領
若
狭
太
良
庄
に
つ
い
て
、
そ
の
具

体
的
立
証
を
試
み
て
・
お
ら
れ
る
。
即
ち
「
荘
富
的
領

主
制
の
形
成
；
太
良
庄
預
所
楚
宴
に
つ
い
て
一
」
が

そ
れ
で
あ
る
。
太
良
庄
で
活
躍
し
た
真
行
量
定
宴

は
、
事
務
に
練
達
し
た
公
丈
と
し
て
、
特
に
菩
提
同

行
遜
等
の
私
的
な
信
任
を
得
て
、
こ
の
地
に
派
遣
さ

れ
た
。
彼
は
自
ら
在
庄
し
、
或
は
自
已
の
女
子
・
下

人
を
在
地
に
遣
し
た
り
し
て
、
名
爵
の
確
保
を
望
む

名
主
閥
を
把
握
し
、
領
家
預
所
の
利
益
を
擁
護
し
て

勉
頭
と
抗
争
し
つ
つ
、
領
主
化
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
然
し
同
じ
く
彼
が
関
与
し
た
弓
糊
島
庄
で
は
、

一
は
庄
園
支
配
岩
の
上
部
機
構
が
複
雑
で
、
定
宴
に

対
す
る
上
級
僧
侶
の
憩
室
な
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
為
、
ま
た
低
い
農
業
生
産
に
阻
ま
れ
て
、
彼
が
太

良
庄
で
自
己
の
陣
営
に
招
い
た
様
な
名
主
層
が
未
成

熟
で
あ
っ
た
為
に
、
そ
の
経
営
方
式
が
失
敗
に
帰
し

た
の
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。

　
太
良
庄
の
歴
史
の
豊
か
な
内
容
、
そ
れ
に
応
ず
る

豊
か
な
史
料
は
、
本
庄
に
論
及
し
た
汗
牛
充
棟
の
諸

論
稿
を
生
ん
だ
が
、
定
宴
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
ま

た
弓
昏
鐘
庄
等
他
の
寅
証
守
供
僧
料
地
と
の
関
係
か
ら

問
題
を
究
明
し
た
卓
見
は
、
安
田
氏
に
帰
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
だ
け
に
太
良
庄
の
全
歴
史
過
程
で
の
窟
宴

の
位
置
付
け
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
氏
の
論
点
で
な

か
っ
た
に
せ
よ
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
定

宴
の
う
ち
た
て
た
庄
宮
約
領
主
具
な
る
も
の
の
具
体

的
内
容
、
案
質
的
性
格
が
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た

そ
の
説
明
に
用
い
ら
れ
た
実
例
も
、
預
所
世
墾
化
の

問
題
を
は
じ
め
、
窟
宴
死
後
の
二
、
三
に
留
っ
て
お

り
、
定
宴
と
後
に
当
庄
で
活
躍
す
る
建
議
、
尚
慶
等

と
の
差
異
、
従
っ
て
庄
官
領
主
化
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

と
し
て
定
宴
を
も
ち
出
さ
れ
た
必
然
性
が
開
か
で
な

い
。

　
最
後
に
永
原
下
部
氏
は
「
『
在
家
』
の
歴
史
的
性

絡
と
そ
の
進
化
に
つ
い
て
一
農
奴
剃
形
成
史
上
の
一

問
題
i
」
で
、
主
に
九
州
の
蘭
（
在
家
）
の
史
料
に
基

づ
き
、
奴
隷
剃
か
ら
農
奴
…
制
へ
の
進
化
の
課
題
に
対

決
さ
れ
る
。
入
身
支
配
の
原
理
に
た
つ
律
令
体
…
制
の

解
体
が
進
む
と
、
そ
の
収
取
体
系
の
中
で
最
も
重
要

で
あ
っ
た
重
役
労
働
の
収
取
が
麻
痺
せ
し
め
ら
れ
る

こ
の
直
な
事
態
に
お
い
て
、
嘗
て
は
人
身
別
賦
課
の

調
庸
及
び
篠
…
役
労
力
の
再
生
産
源
と
し
て
し
か
把
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
畠
地
を
も
、
検
注
丈
無
し
て
地

積
別
賦
課
の
対
象
た
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る

が
、
そ
の
企
と
て
多
く
の
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
か
か
る
条
件
の
申
で
、
畠
地
生
産
物
及
び
徳
役

の
収
取
単
位
と
し
て
成
立
す
る
の
が
在
家
で
あ
る
。

辺
境
庄
園
に
於
い
て
は
、
在
家
は
根
本
領
主
（
名
主
）

の
私
的
隷
属
罠
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
庄
園
領

主
や
露
量
の
惣
地
頭
に
よ
る
追
求
の
対
象
と
も
な

り
、
在
家
掌
握
を
め
ぐ
る
支
配
座
間
の
争
い
が
随
所

に
展
開
さ
れ
る
。
　
こ
の
聞
在
家
農
民
は
、
夫
役
忌

避
・
薗
付
水
田
の
造
成
・
近
影
開
拓
等
に
よ
っ
て
、

自
象
の
解
放
を
す
す
め
、
嘗
て
強
欄
的
に
耕
作
せ
し

め
ら
れ
て
い
た
用
益
地
で
も
、
彼
等
が
年
貢
担
当
　
者

と
し
て
直
接
把
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
納
な
保

証
を
得
る
。
然
し
在
家
の
進
化
は
、
そ
の
階
層
分
化

に
よ
っ
て
、
一
部
の
上
層
在
家
が
他
を
戸
毎
さ
せ
る
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形
で
し
か
実
現
さ
れ
ず
、
従
っ
て
直
に
襲
古
制
の
一

般
約
形
成
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え

在
家
の
進
化
に
伴
な
っ
て
成
立
し
た
二
次
的
な
（
上

層
の
）
．
在
家
は
、
従
来
の
名
主
と
は
異
り
、
隷
属
的

な
生
産
者
と
共
に
、
支
配
層
と
戦
う
可
能
性
を
も
有

っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
律
令
制
以
来
の
畠
地
の
特
殊
性
に
着
目
さ
れ
、
そ

の
点
か
ら
所
論
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
在
家
の

進
化
の
過
程
を
具
体
的
に
跡
付
け
農
奴
制
形
成
史
の

中
に
位
羅
付
け
さ
れ
た
こ
と
等
、
本
稿
に
は
注
目
す

べ
き
見
解
が
少
か
ら
ず
見
繊
さ
れ
る
。
唯
氏
は
年
貢

担
当
者
と
し
て
の
容
認
と
い
っ
た
庄
園
領
主
側
の
対

応
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
た
が
、
在
家
を
直
綾
掘
回

し
て
い
た
名
主
は
、
在
家
の
進
化
に
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
・
）
か
。
勿
論
氏
は
東
国
の

国
人
層
の
動
き
に
つ
い
て
、
「
東
回
に
お
け
る
惣
領
制

の
解
体
過
醤
馨
繋
の
中
で
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

こ
の
点
を
今
後
明
か
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
。
井

ケ
田
良
治
氏
が
「
南
九
州
に
お
け
る
爾
北
朝
内
乱
の

性
格
」
鞍
螺
で
提
韻
さ
れ
た
伝
統
的
墾
（
名
主
）

と
地
頭
と
の
対
立
は
、
重
要
な
問
題
点
の
一
つ
で
あ

る
が
、
九
州
の
「
在
家
」
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
此

様
な
複
雑
な
支
配
関
係
と
関
連
付
け
る
事
が
、
必
要

で
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
最
後
に
氏
が
単
な
る
見
通
し

と
し
て
畠
さ
れ
た
が
漕
甚
し
得
な
い
の
は
、
新
し
い

在
家
と
し
て
の
二
次
的
名
主
の
成
立
を
、
上
級
領
主

に
対
す
る
戦
線
の
拡
大
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
氏
は

そ
の
黒
滝
を
「
荘
園
解
体
期
に
お
け
る
蟹
走
層
の
分

解
…
と
農
民
闘
争
の
形
態
」
醗
鷺
蘭
磁
で
畿
内
に
つ
い

て
試
み
ら
れ
た
処
で
あ
り
、
ま
た
氏
の
所
論
に
対
す

る
替
〔
否
は
暫
く
お
く
が
、
辺
境
め
在
家
の
進
化
が
、

土
一
揆
を
説
明
す
る
理
論
に
簡
単
に
楼
合
さ
れ
て
い

る
様
で
あ
る
。
よ
り
必
要
な
の
は
、
辺
境
は
辺
擁
と

し
て
の
一
貫
し
た
見
通
し
を
う
ち
た
て
る
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。

以
上
筆
に
任
せ
て
、
蕪
雑
な
紹
介
と
非
礼
な
感
想

を
連
ね
た
が
、
．
各
論
潜
が
久
し
く
追
求
さ
れ
た
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
極
め
て
精
力
的
に
、
且
真
雛
に
、
考

察
を
深
め
ら
れ
た
事
は
、
筆
者
の
潔
い
敬
意
を
払
う

処
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
言
葉
を
知
ら
な
い
。
今

後
の
中
世
史
研
究
に
あ
た
り
、
研
究
者
が
必
ず
出
発

点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
携
書
を
見
出
し
た
菖
び

が
、
こ
の
非
礼
な
蕪
辞
を
記
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、

ひ
た
す
ら
に
御
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
然
し
佐
藤

氏
の
得
宗
、
渡
辺
氏
の
均
等
名
、
安
田
氏
の
庄
｛
冨
的

領
主
制
、
永
原
氏
の
在
家
と
い
う
極
め
付
の
配
列
を

見
る
時
、
こ
れ
ら
の
先
学
に
は
一
層
夫
々
の
聞
題
を

深
め
、
中
世
史
の
大
き
な
潮
流
の
申
に
統
合
さ
れ
ん

こ
と
を
望
む
と
共
に
、
薪
し
い
分
析
視
角
の
発
見
が

ひ
ろ
く
申
世
史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
こ
そ
、
今

後
の
中
世
史
を
発
展
せ
し
め
る
一
つ
の
方
途
で
あ
る

と
考
え
る
。
今
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
律
令
体
制

の
崩
壊
と
の
関
連
の
中
で
中
世
史
を
究
萌
す
る
蘂
で

あ
る
。
本
書
中
の
多
く
の
論
者
が
異
旦
同
音
に
述
べ

ら
れ
る
「
入
か
ら
土
地
へ
」
　
「
人
身
的
賦
課
」
な
ど

の
概
念
が
、
内
包
を
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
ぬ
ま
ま

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
満
は
あ
る
。
然
し
申

世
後
期
の
研
究
が
近
世
農
村
史
と
の
緊
密
な
連
絡
に

よ
っ
て
、
著
し
く
推
進
さ
れ
て
い
る
事
と
思
い
合
、

せ
、
律
令
体
制
の
崩
壌
と
関
連
付
け
て
中
蝕
史
を
研

究
し
よ
う
と
す
る
方
陶
は
、
当
然
の
事
乍
ら
、
宴
ぶ

べ
き
現
象
で
あ
る
。
（
A
5
三
四
八
頁
、
五
八
○
円
、

吉
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と
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し
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立
場
（
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