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南
比
園
村
落
の
繊
…
造

　
本
書
は
、
柴
田
教
授
の
下
に
「
近
畿
に
お
け
る
庄

園
村
落
の
構
造
し
な
る
テ
ー
マ
で
東
寺
領
庄
園
を
そ

の
対
．
象
に
選
ん
だ
、
宮
川
満
・
黒
閏
俊
雄
・
井
ヶ
田

爽
治
…
・
高
尾
一
彦
諸
氏
の
共
同
研
究
を
本
篇
と
し
、

竹
田
聴
洲
雲
の
民
俗
…
学
的
研
究
を
釧
篇
と
し
て
そ
れ

ら
諸
成
果
を
留
め
ら
れ
た
、
戦
後
始
め
て
と
も
言
え

る
個
別
庄
園
研
究
の
論
文
集
で
あ
る
。
最
近
些
か
停

沌
状
態
に
あ
る
と
も
見
え
る
中
世
史
…
特
に
豊
麗
の

研
究
史
上
、
本
工
は
大
き
な
存
在
意
義
を
持
つ
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ホ
篇
に
於
い
て
取
上
げ
ら
れ
た
庄
園
は
、
播
磨
国

矢
野
座
・
若
狭
国
太
激
論
・
備
申
国
新
見
庄
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
庄
園
に
濁
し
て
は
、
既
に
部
分
約
な
研
究

が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
無
数
と
も
云
え
る
関

係
輿
料
を
全
部
採
訪
し
て
、
こ
れ
を
編
霊
的
に
整
理

し
、
各
庄
ご
と
の
年
代
記
を
作
り
、
そ
れ
を
墓
礎
と

し
て
、
各
庄
の
問
題
を
広
く
考
察
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
現
在
の
庄
闘
研
究
の
行
き

詰
り
を
打
開
す
る
途
が
、
右
の
よ
う
な
労
の
多
い
仕

事
を
通
じ
て
し
か
な
い
事
を
愚
昧
す
る
。
事
実
本
轡

は
そ
の
難
か
な
成
果
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
に
解
け

な
か
っ
た
幾
多
の
問
題
を
解
明
し
て
い
る
。

　
先
ず
第
一
篇
は
矢
野
庄
の
成
立
か
ら
崩
壊
に
至
る

全
過
程
を
論
述
し
た
宮
川
氏
の
力
作
で
あ
る
。
本
文

は
五
章
に
分
れ
、
序
説
・
成
立
過
程
・
地
顕
領
主
剃

の
発
展
・
庄
園
制
…
の
再
編
と
停
滞
、
庄
園
制
の
崩
壊

と
封
建
的
進
化
の
章
名
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
赤
穂

郡
大
面
秦
二
連
の
私
領
久
冨
保
か
ら
繊
発
す
る
里
庄

が
、
平
安
時
代
宋
期
に
皇
室
御
領
と
な
っ
て
、
八
条

院
領
に
編
入
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
東
寺
と
南
禅

尊
に
分
領
さ
れ
た
こ
と
、
公
文
の
寺
田
法
念
が
想
出
冤

と
な
っ
て
、
そ
の
対
策
に
｛
果
寺
南
…
禅
寺
が
苦
慮
し
た

こ
と
は
、
清
水
三
男
氏
に
よ
っ
て
早
く
注
意
さ
れ
て

い
る
が
、
乙
川
氏
は
、
実
検
帳
な
ど
の
よ
う
な
彪
大

な
輿
料
を
棉
密
に
調
査
整
理
し
て
、
癒
し
い
事
実
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
景
域
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
、
・
鎌
倉
時
代
の
瀦
墾
造
成
の
主
体
が
名
主
に
在
っ

た
こ
と
を
実
証
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
一
三
で

は
あ
る
が
、
氏
の
そ
れ
に
払
わ
れ
た
努
力
は
大
い
に

多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
特
に
平
安
一

鎌
倉
期
に
強
い
関
心
を
も
つ
て
い
る
私
と
し
て
は
、

氏
の
高
見
に
い
さ
さ
か
疑
…
間
を
抱
く
点
も
あ
る
の

で
、
以
下
こ
の
時
期
を
中
心
と
し
て
蓑
虫
の
問
題
を

提
出
し
て
御
教
示
を
佛
ぎ
度
い
と
思
う
。

　
営
川
氏
に
よ
る
と
、
錨
庄
は
土
豪
秦
氏
の
私
領
上

策
保
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
、
平
安
時
代
の
中
期

ま
で
は
、
秦
氏
の
従
者
が
こ
れ
を
預
回
し
て
い
た
。

し
か
る
に
延
久
年
間
に
郡
の
大
橡
で
あ
っ
た
為
辰

は
、
延
久
～
承
保
に
か
け
て
大
規
模
な
黒
鍵
を
行
う

コ
開
発
領
主
」
に
転
身
す
る
。
こ
れ
は
「
預
作
経
営

の
矛
懸
」
を
根
本
と
し
、
延
久
の
庄
園
整
理
を
め
ぐ

る
「
政
治
的
関
係
一
国
司
が
庄
園
の
廃
立
纏
を
握
る

と
い
う
一
の
変
化
」
に
乗
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
、

い
う
。
従
っ
て
氏
は
上
奏
の
こ
の
開
発
領
主
化
を
、

い
わ
ば
意
図
的
な
「
反
動
化
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
私
領
の
開
発
は
当
然
預
作
経
営
の
拡
大
を
伴
な

う
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
氏
は
「
開

発
地
を
預
作
経
営
に
委
ね
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

も
　
　
も
　
　
ヤ

若
干
は
直
接
経
営
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
さ

れ
る
が
、
全
部
を
直
接
経
営
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
当
時
は
預
作
経
営
の
意
味
が
あ
り
得

た
段
階
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
、
預
作
経
営
の
矛
盾

を
内
包
し
な
が
ら
も
未
だ
行
き
詰
り
の
状
態
に
立
ち

至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
矛
盾
が
決

定
的
と
な
っ
た
の
は
、
寧
ろ
為
辰
が
私
領
を
開
発
一

拡
大
し
た
後
の
「
二
・
三
十
年
闇
」
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
為
辰
の
地
位
の
変
化
、
即
ち
私
領
を
播
磨
守
に

寄
進
し
て
そ
の
家
領
と
な
し
、
彼
自
身
は
庄
の
公
文

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
に
、
　
「
政
治
的
関
係
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の
変
化
」
に
巻
き
込
ま
れ
た
為
凝
の
姿
を
見
繊
す
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
事
と
閲
讃
す
る
が
、
「
立

庄
時
の
名
田
経
営
の
規
模
は
平
均
面
穣
二
町
飴
で
、

多
数
の
家
内
奴
隷
を
使
っ
た
大
規
模
な
名
闘
経
営
は

な
い
」
と
さ
れ
る
所
論
も
、
論
鍵
が
鎌
倉
末
期
の
史

料
で
あ
る
点
直
ち
に
承
服
し
難
い
し
、
平
安
宋
～
鎌

倉
初
期
の
名
輯
経
営
は
、
　
一
般
的
に
黒
丸
町
か
ら
数

十
町
の
粗
集
な
大
規
模
経
営
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き

で
、
預
作
経
営
の
矛
盾
も
そ
の
事
を
考
慮
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
さ
も
な
く
ぼ
氏
の
意
図

に
反
し
て
乱
作
経
営
が
非
常
に
進
ん
だ
内
容
を
持
つ

こ
と
に
な
る
し
、
開
発
領
主
か
ら
公
文
職
等
の
「
諸

職
所
有
者
」
へ
の
転
落
も
不
明
瞭
と
な
る
。
そ
し
て
何

よ
り
も
、
そ
の
後
南
北
朝
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
名

田
経
営
［
の
発
展
が
後
述
す
る
如
く
〃
結
果
約
に
は
”

一
向
に
見
ら
れ
な
い
事
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
窟
川
氏
が
第
三
章
に
お
い
て
、
鎌
倉
期
に
於
け
る

庄
園
内
部
の
土
豪
（
例
名
公
文
寺
田
氏
、
別
名
下
司
・

地
頭
海
老
名
氏
）
の
「
封
建
的
関
係
へ
の
発
展
、
即

ち
馳
頭
的
領
主
…
制
の
問
題
を
、
百
姓
名
の
経
営
の
動

態
と
の
関
係
に
於
い
て
蓄
え
」
よ
う
と
さ
れ
て
い
る

点
は
正
し
い
。
し
か
し
氏
の
論
考
申
こ
の
部
分
が
最

も
多
く
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
う
ち
で
愛
料
の
解
釈
及
び
操
作
に
基
づ
く
と
見
ら

囁
れ
る
も
の
を
、
一
二
指
摘
し
て
平
ぎ
た
い
。

　
氏
は
百
姓
名
の
経
営
風
面
の
変
化
を
示
す
史
料
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
、
顯
冤
名
に
書
す
る
正
中
竃
年
（
a
文
書
）
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

び
暦
応
二
年
（
b
文
書
）
の
こ
通
の
売
券
と
、
同
年

　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
「
冨
姓
職
（
仏
道
）
宛
行
状
し
（
c
文
書
）
を
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

介
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
よ
り
鎌
倉
末
期
～
爾
北
朝
初
期

に
か
け
て
当
意
で
は
、
ω
名
の
地
名
化
、
図
名
主
の
下

地
処
分
擢
の
摺
握
、
㈲
名
主
の
経
営
耕
作
…
確
と
得
分

灌
の
分
離
の
事
笑
が
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
紹
介
者
が
聞
題
と
し
た
い
の
は
こ
の
㈲
の
解
釈

で
あ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
、
「
経
営
耕
作
橿
は
実
際

耕
作
者
で
あ
る
仏
道
の
手
に
入
り
、
彼
は
そ
れ
を
百

カ
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

姓
職
（
氏
は
こ
れ
を
作
職
と
み
な
さ
れ
て
い
る
・
一

一
一
頁
正
誤
表
）
と
し
て
傾
主
よ
り
宛
行
わ
れ
、
叉

「
名
主
や
く
し
女
・
い
や
う
工
郎
大
夫
入
道
（
？
一

筆
老
）
は
完
全
に
寄
生
的
な
得
分
収
取
者
化
し
て
い

た
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
る
に
事
実
は
、
先
ず
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
に
就
い
て
言
へ
ば
。
文
書
と
同
年
同
趣
冒
の
宛
行

　
　
　
ヵ
　
で
　
う
　
　
　
　
く

状
に
「
名
主
職
仏
道
し
と
画
て
来
る
も
の
が
あ
る
か

ら
、
結
論
的
に
嘗
っ
て
、
百
姓
職
長
名
主
二
一
仏
道

と
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
氏
の
如
く
「
名
主
－
作

　
　
　
　
　
も
　
　
あ

人
」
と
い
う
階
隅
分
化
を
こ
れ
に
よ
っ
て
想
定
す
る

事
は
呂
来
な
い
（
七
一
頁
・
尚
五
三
頁
切
添
式
新
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
と
、
六
三
頁
②
の
名
主
の
二
重
性
参
照
）
。
　
c
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち

暑
が
a
、
b
交
書
と
共
に
「
鷹
岡
嶺
稲
伝
文
答
案
」

　
　
く
　
　
　
く

と
し
て
一
揺
さ
れ
て
い
る
事
（
胤
一
頁
註
）
も
膚
の

事
を
裏
付
け
る
も
の
ど
思
わ
れ
、
恐
ら
く
滋
藤
名

は
、
下
田
九
郎
（
典
調
書
真
）
↓
如
浄
房
↓
い
や
う

二
郎
大
夫
（
一
仏
道
）
と
相
伝
さ
れ
た
と
考
・
）
べ
き

で
あ
ろ
う
。
因
み
に
他
の
綱
所
で
は
締
い
ら
れ
て
い

る
「
名
・
王
百
姓
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
辺
り
に
だ

け
見
墨
ら
な
い
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
従
っ
て

　
b
文
書
に
噛
潰
し
て
い
る
「
や
く
し
女
」
と
「
さ
こ

く又
太
郎
入
道
」
も
、
署
名
者
と
名
主
（
売
主
）
が
喰

い
違
っ
て
い
る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
（
一

一
一
頁
）
、
　
こ
れ
も
名
主
如
浄
房
が
既
に
死
ん
で
い

た
か
何
か
の
理
由
で
薯
名
出
来
・
な
か
っ
た
事
か
ら
代

行
し
た
、
恐
ら
く
彼
の
子
供
、
従
っ
て
名
主
と
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
つ
　
　
セ

き
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
a
I
c
丈
書
は
、
こ
の
閤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
く

に
於
け
る
名
田
経
営
の
変
化
を
認
め
る
こ
と
は
鐵
来

ず
、
㈲
の
聞
題
は
再
考
（
正
誤
表
の
所
論
を
含
め
て
）

を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
些
細
の

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
事
は
当
時
の
名

田
経
営
の
実
態
を
撚
る
上
で
の
蕪
本
的
問
題
で
あ

り
、
そ
れ
は
闘
時
に
地
頭
的
領
主
綱
の
評
価
と
も
直

接
関
係
す
る
。

　
富
川
氏
は
、
　
［
、
寺
田
氏
や
海
老
名
氏
が
成
長
す
る

基
盤
は
、
名
本
位
の
庄
…
園
組
織
と
現
実
の
入
組
ん
だ
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欝

経
営
関
係
の
喰
い
違
い
、
換
言
す
れ
ば
庄
園
領
主
の

支
配
力
が
在
地
か
ら
遊
離
す
る
そ
の
雲
叢
と
、
名
主

百
姓
の
封
建
的
な
経
営
形
態
へ
の
移
行
に
あ
り
、
永

仁
駕
年
に
於
け
る
例
名
の
下
地
中
分
も
、
根
本
的
に

は
こ
の
点
に
原
因
が
あ
っ
た
」
と
し
、
地
頭
分
・
領

象
分
に
分
割
せ
ら
れ
た
汁
八
ル
唱
・
背
二
名
の
名
主
百

姓
の
経
営
規
模
を
比
較
さ
れ
（
八
四
頁
十
四
表
）
、
地

頭
側
は
「
進
歩
的
な
名
主
百
姓
」
を
、
庄
園
領
主
側

は
「
保
守
的
な
名
主
百
姓
」
を
基
盤
と
し
て
い
た
と

さ
れ
る
。
所
で
、
こ
の
中
分
が
撞
雑
な
入
組
み
状
態

を
整
理
す
る
事
が
目
的
で
あ
っ
た
と
窩
川
氏
は
云
わ

れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
結
果
六
三
名
の
多
数

が
双
方
に
分
割
さ
れ
て
い
る
事
は
納
得
出
来
な
い
。

又
双
方
の
基
盤
の
洋
画
の
論
拠
と
さ
れ
る
階
閣
関
係

表
（
同
前
）
に
、
そ
の
六
三
名
の
名
主
百
姓
が
除
か

れ
て
い
る
点
に
も
異
議
が
あ
る
。
地
頭
海
老
名
氏
と

同
様
、
地
頭
的
領
主
化
を
は
か
っ
た
寺
田
氏
の
摂
鍵

露
藤
名
も
、
こ
の
中
分
の
結
果
双
方
に
分
割
さ
れ
て

お
り
、
彼
等
に
よ
る
在
地
の
一
円
的
支
配
が
貫
徹
し

て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
申
分
後
地
頭
は
村

落
を
基
準
に
把
握
し
た
と
さ
れ
る
点
も
事
実
に
反
す

る
。
寺
田
氏
の
悪
党
化
も
、
そ
の
後
の
東
寺
に
よ
る

庄
園
［
制
再
編
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
盤
を
単
純
に
進
歩

納
叉
は
保
守
約
と
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
事
を

劃
し
て
い
る
。

　
以
上
主
と
し
て
鎌
倉
期
の
問
題
に
限
定
し
て
疑
聞

を
述
べ
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
第
四
章
庄
圏
制
の
再

編…

ﾆ
停
滞
、
第
五
章
庄
園
欄
の
崩
壊
と
封
建
約
進
化

に
就
い
て
触
れ
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
た
だ
細

鱗
年
聞
に
於
け
る
名
主
職
に
就
い
て
は
「
貞
和
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
わ
　
　
も
　
　
ヤ

（
従
っ
て
前
述
の
暦
応
以
後
で
あ
る
）
の
下
地
知
行

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

で
は
な
く
な
っ
て
、
得
分
的
支
配
一
所
当
知
行
を
内

容
と
す
る
も
の
に
面
争
し
、
そ
の
下
に
下
地
を
知
行

　
　
り
　
　
い
　
　
　
　
　
や
　
　
む
　
　
む

す
る
作
人
が
生
じ
た
」
　
（
一
〇
九
頁
）
と
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
氏
が
前
に
注
意
し
た

（
右
の
事
自
体
は
正
し
い
と
思
う
が
）
、
　
暦
応
工
年

の
仏
道
の
場
合
と
相
違
が
な
く
、
総
じ
て
氏
の
強
調

さ
れ
る
程
に
は
「
動
態
」
が
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
次
に
第
二
編
落
狭
国
太
良
庄
は
、
南
北
朝
以
前
を

黒
田
氏
、
そ
れ
以
後
を
井
ヶ
田
氏
が
分
担
さ
れ
て
い

る
。
黒
田
疑
の
論
文
は
、
ま
ず
丁
重
庄
の
成
立
に
続

い
て
、
預
所
・
地
頭
・
得
管
領
と
章
を
立
て
て
い
．
る

が
、
そ
れ
は
そ
の
儘
順
を
追
っ
て
生
起
し
た
問
題
で

も
あ
り
、
最
後
に
悪
賞
一
乱
入
よ
り
動
乱
へ
と
持
ち
込

ま
れ
て
い
る
。
最
初
の
部
分
に
於
け
る
、
．
鎌
倉
前
中

　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
う

期
一
承
久
乱
後
の
・
甲
小
御
家
人
層
の
没
落
と
そ
の
歴

史
的
意
義
付
け
ば
、
従
来
見
落
さ
れ
て
い
た
点
の
指

摘
で
あ
り
、
秀
れ
た
見
解
で
あ
る
、
．
我
々
は
普
蓮
御

家
人
制
を
地
頭
に
代
表
さ
せ
て
考
え
、
瑳
の
、
て
、
繊

家
入
制
の
鋤
揺
を
地
頭
的
領
室
制
の
行
き
づ
ま
り
と

見
、
そ
の
縛
期
を
一
兀
毯
以
〃
傑
と
す
ろ
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
御
家
人
の
階
層
的
差

異
が
問
題
に
さ
れ
、
叉
幕
府
体
…
制
動
，
化
の
契
磯
、
を
な

し
た
承
久
の
乱
の
持
つ
他
面
の
意
義
が
明
確
化
さ
れ

て
い
る
。
中
小
御
家
人
層
の
漉
蝿
洛
の
原
因
は
、
　
「
胃

姓
名
⊥
狽
所
と
地
頭
（
惣
領
）
と
の
板
鋏
み
し
に
あ

り
、
そ
の
結
果
政
治
…
的
に
は
両
者
の
磁
心
開
田
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
し

っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
に
中
期
以
降
に
於
け
ろ
預
所

の
存
在
意
義
が
あ
る
。

　
所
で
、
そ
の
預
所
設
観
の
根
本
約
理
由
と
し
て
、

「
在
地
土
豪
的
庄
宮
の
起
用
は
危
険
で
あ
り
、
さ
り

と
て
都
か
ら
下
る
官
僚
的
庄
官
…
で
も
頼
り
な
い
、
結

局
当
時
在
地
に
根
を
下
し
た
直
接
支
配
機
構
た
る
預

所
が
設
澄
さ
れ
た
」
、
と
雷
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
在

地
土
豪
的
庄
官
」
と
「
在
地
に
摂
を
下
し
た
預
所

（
一
汁
富
…
筆
者
）
」
と
ど
う
い
う
意
昧
の
違
い
が
あ

る
の
か
不
明
で
あ
る
。
太
良
庄
が
東
専
領
と
な
る
以

前
既
に
預
所
代
で
あ
っ
た
定
事
を
、
東
寺
は
轟
轟
に

掘
観
し
た
か
が
、
右
の
点
と
濡
歌
し
て
問
題
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
落
石
宴
は
極
め
て
患

麗
な
寺
家
の
預
所
で
あ
り
、
　
「
壷
飾
勧
農
を
は
か
つ
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て
在
地
性
を
強
化
し
て
行
っ
た
」
と
し
て
も
、
地
頭

的
領
主
湖
研
究
の
反
省
と
し
て
叢
近
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
来
た
「
庄
暴
説
領
主
劇
」
の
問
題
を
解
明

す
る
上
か
ら
も
、
よ
り
具
体
的
に
下
血
特
に
尚
慶
の

存
在
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
地

頭
の
敗
北
も
こ
の
事
と
の
関
係
に
於
い
て
よ
り
理
解

さ
れ
る
と
思
う
。

　
最
後
に
、
氏
は
地
頭
の
問
題
と
共
に
守
護
（
北
条

氏
）
～
幕
府
と
の
関
係
こ
そ
当
庄
の
場
合
決
定
的
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
「
北
条
氏
の

実
配
は
、
勿
論
天
下
り
的
で
あ
っ
た
と
い
え
、
少
く

と
も
太
良
庄
に
関
す
る
限
り
在
地
領
主
の
成
果
を
摘

み
眼
る
形
で
拡
張
さ
れ
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ
り
、
守
護
の
在
地
支
配
と
、
そ
れ
自
身
の
存

在
構
造
が
も
っ
と
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
鎌
倉
前
・
中
・
後
期
そ
れ
ぞ
れ
に
於
け
る
氏

の
所
論
に
希
望
を
述
べ
た
が
、
か
か
る
事
情
の
下
に

若
狭
の
悪
党
が
八
つ
当
り
的
侵
陥
と
暴
力
を
行
う
に

至
る
Y
南
北
瑚
内
乱
へ
の
過
程
の
説
厨
は
極
め
て
生

彩
あ
る
叙
述
を
以
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
文
書

が
多
い
と
い
う
史
料
的
事
情
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
庄
園
の
研
究
論
文
に
、
こ
れ
程
人
物
が
ヴ
ィ
ヴ

ィ
ッ
ド
に
描
き
顔
さ
れ
た
も
の
も
珍
ら
し
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
井
ヶ
田
氏
は
窟
の
後
を
承
け
て
、
先
ず
南
北
朝
期

の
在
地
の
情
勢
を
分
黒
し
、
在
地
農
畏
層
の
変
質
と

そ
れ
に
対
応
す
る
庄
官
的
名
主
i
国
入
層
の
動
向
を

追
究
し
、
更
に
国
人
魍
を
弾
圧
す
る
守
護
勢
ヵ
に
よ

っ
て
庄
園
翻
に
一
時
的
安
定
が
齎
さ
れ
る
こ
と
を
説

暁
し
、
最
後
に
守
護
領
國
制
脚
の
発
展
に
よ
る
庄
園
髭

剃
の
崩
壊
に
迄
言
及
さ
れ
る
。
そ
の
所
論
は
極
め
て

明
解
で
あ
る
。
た
だ
現
在
、
中
世
史
学
の
焦
点
と
な

っ
て
い
る
庄
園
欄
憂
欝
め
問
題
が
素
描
に
終
っ
て
い

る
事
は
極
め
て
残
念
で
あ
り
、
守
護
領
園
制
の
発
展

と
の
関
連
に
於
い
て
詳
述
し
て
欲
し
か
っ
た
。
叉
繰

り
返
し
説
窮
は
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
庄
官
的

名
主
層
と
圏
人
層
の
階
…
履
的
立
場
の
縮
異
が
曖
昧
に

感
じ
ら
れ
る
点
が
あ
っ
た
事
を
附
け
加
え
て
お
き
た

い
。
因
み
に
、
こ
れ
は
無
黒
氏
と
の
分
担
に
よ
る
連

絡
の
不
充
分
に
基
く
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
井
ヶ

田
氏
の
「
庄
官
附
名
主
層
」
は
、
黒
田
氏
の
言
う

「
本
蕎
姓
」
　
（
地
主
的
要
素
と
村
役
人
的
要
素
を
も

つ
名
主
層
）
に
相
妾
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
驚
語
の

統
一
が
望
ま
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
両
氏
の

聞
の
事
だ
け
で
な
く
、
高
論
氏
の
論
文
で
は
「
代
宮

的
名
主
」
、
　
宮
川
氏
で
は
特
別
の
用
語
は
な
く
、
強

い
て
言
え
ば
「
土
豚
」
で
あ
ろ
う
か
、
何
れ
に
せ
よ

飯
岡
研
究
の
盲
点
と
な
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。

　
次
に
第
三
編
高
尾
氏
の
論
文
は
、
前
二
篇
と
異
り

薪
見
庄
の
全
期
を
坂
扱
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
謙
り

で
は
昏
庄
の
年
代
記
を
作
る
と
い
う
本
書
の
趣
旨
か

ら
も
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
的
に
は
こ
の
論
文

は
、
覧
正
二
年
の
代
宮
俳
斥
事
件
に
焦
点
を
し
ぼ
り

乍
ら
、
十
四
～
五
世
紀
に
於
け
る
磁
器
庄
を
め
ぐ
る

内
外
．
の
情
勢
を
可
成
り
整
然
と
し
た
体
系
の
下
に
繍
…

ぎ
出
し
て
い
る
。
特
に
農
民
の
内
部
構
造
を
三
類
型

賜
段
階
に
分
株
し
た
辺
り
の
記
述
は
、
凡
ゆ
る
意
昧

に
於
い
て
氏
の
面
目
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い

る
部
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
見
庄
に
於
い
て
最
も

興
昧
あ
り
、
且
つ
朋
ら
か
に
す
る
事
を
要
す
る
閥
題

は
「
三
巴
」
を
廻
る
在
地
の
動
向
、
三
職
を
通
じ
て

の
東
寺
一
庄
園
領
主
の
庄
園
支
配
の
在
り
方
で
あ
る

が
、
短
見
庄
崩
壊
期
に
於
け
る
こ
の
間
題
が
蒐
透
し

と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

　
別
篇
「
丹
波
臨
聯
智
者
に
お
け
る
馳
頭
家
と
そ
の

氏
神
祭
の
変
遷
」
は
、
承
久
の
乱
以
後
薪
補
地
頭
と

し
て
当
庄
に
累
代
馬
蹄
し
た
片
山
家
の
氏
神
祭
（
株

講
）
の
性
格
を
、
現
存
す
る
文
献
実
料
と
現
急
行
と

に
よ
り
論
考
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
序
論
に
よ
れ

ば
そ
の
意
図
す
る
所
は
、
　
「
文
献
史
料
は
欝
欝
学

の
、
伝
承
資
料
は
民
俗
…
学
の
専
門
領
域
だ
と
す
る
考

え
」
を
止
揚
す
る
に
あ
り
、
又
そ
れ
を
行
う
に
詣
り
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評欝

「
宗
教
と
社
会
を
歴
史
的
に
構
成
す
る
基
底
」
た
る

氏
神
祭
を
通
じ
て
、
農
村
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か

に
す
る
に
あ
っ
た
と
い
う
。
氏
神
祭
は
、
同
族
結
含

更
に
は
村
落
結
合
の
紐
帯
と
も
云
う
べ
き
機
能
を
果

す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
村
落
の
具
体
的
実
態
を

知
る
上
で
の
い
わ
ば
要
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
氏
自
身
が
災
俗
学
者
で
あ
る
事
に
由
来
し
て
、

叉
テ
ー
マ
か
ち
も
当
然
の
事
乍
ら
氏
神
祭
自
体
に
就

い
て
の
究
畷
が
主
と
な
り
、
そ
の
社
会
的
背
景
に
蓬

…
冨
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
歴
史
研
究
者
の
末
端
に

連
な
る
我
々
と
し
て
は
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
た

歴
輿
掌
と
民
総
掌
の
結
舎
も
、
民
俗
学
内
部
で
の
歴

史
派
と
機
能
派
と
の
止
揚
の
段
階
に
止
ま
っ
た
感
を

受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
承
を
「
歴
史
的
系

列
」
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
と
い
“
り
点
だ
け
で

も
、
従
来
の
民
俗
学
研
究
に
は
数
少
な
い
業
績
の
一

つ
と
言
い
得
よ
う
。

　
以
上
甚
だ
主
観
的
な
感
想
と
疑
問
点
を
述
べ
て
来

た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
申
世
史
研
究
不
振
の
中
に
あ

っ
て
占
め
る
本
書
の
意
義
と
価
値
を
些
か
も
傷
つ
け

る
も
の
で
は
な
い
。
叉
常
野
漆
御
指
導
を
頂
い
て
い

る
こ
れ
ら
諸
先
輩
に
対
し
て
敢
え
て
し
た
数
々
の
非

礼
は
、
そ
の
懸
れ
た
成
果
を
既
に
身
開
の
こ
と
と
し

て
認
め
た
上
で
の
、
そ
し
て
同
じ
道
に
従
う
一
後
学

の
、
未
熟
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
事
え
に
お

赦
し
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
相
当
な
頁
数
に
上
る
附
録
、
即
ち
二
丈

の
文
書
目
録
・
年
表
・
系
図
及
び
種
々
の
統
計
表
を

附
け
ら
れ
た
事
は
今
後
の
研
究
者
に
と
っ
て
非
常
に

麿
益
で
あ
り
本
書
の
価
値
を
更
に
高
め
た
も
の
と
い

え
よ
う
。
各
研
究
者
の
労
を
多
と
し
た
い
。

　
　
（
本
か
人
一
二
志
ハ
ニ
百
八
、
　
一
二
〇
〇
m
目
、
創
単
一
｝
ル
祉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
村
井
康
彦
…

尾
留
川
正
平
編

経
済
地
理
（
新
地
理
学
講
座
第
6
巻
）

　
経
済
地
理
と
い
う
分
野
は
地
理
学
の
ブ
ラ
ン
チ
の

一
つ
と
し
て
非
常
に
大
寒
な
部
分
を
占
め
る
に
も
拘

ら
ず
、
そ
の
内
容
が
広
範
醗
に
亘
っ
て
お
り
、
更
に

敢
え
て
言
え
ば
、
掌
と
し
て
の
経
済
地
理
掌
の
対
象

が
漠
然
と
さ
え
し
て
い
て
、
現
段
階
に
於
い
て
は
余

り
に
広
く
な
り
過
ぎ
た
聞
口
に
比
べ
て
、
奥
行
の
方

は
充
分
に
深
め
ら
れ
て
い
な
い
穗
み
が
あ
る
。
加
え

て
隣
接
諸
科
学
と
の
間
に
も
到
底
は
つ
ぎ
り
し
た
境

界
線
を
引
き
切
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
こ
れ
ま
た
謂

わ
ば
建
築
途
上
の
家
の
中
が
雑
然
と
足
の
踏
み
場
も

な
い
状
態
の
時
に
早
く
も
近
所
と
の
交
際
が
姶
ま
っ

て
い
る
の
に
も
例
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
経
済
地
理

学
の
現
状
に
於
い
て
　
冊
の
指
針
書
が
三
選
買
た
ら

ず
の
程
度
で
、
こ
の
内
容
を
能
く
ま
と
め
上
げ
る
と

こ
ろ
で
な
い
こ
と
は
言
う
蓬
も
な
い
。
添
書
も
当
然

そ
の
間
の
事
糟
を
知
り
つ
つ
敢
え
て
講
座
の
叢
隔
と

し
て
こ
の
苦
難
に
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

事
を
思
う
と
、
編
者
以
下
親
密
｝
渚
の
努
力
に
は
敬
意

を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
内
容
は
総
論
と
し
て
佐
藤
弘
氏
が
経
済
地
理
学
の

憲
義
・
研
究
対
象
・
方
法
論
・
領
域
と
い
う
最
も
困

難
な
問
題
提
起
を
担
当
し
、
以
下
、
農
業
を
尾
留
川

正
平
等
、
牧
畜
業
を
田
辺
健
一
、
林
業
を
金
事
川
正

平
、
土
地
利
用
を
小
笠
原
義
勝
、
水
産
業
を
青
野
寿

郎
、
鉱
業
を
彪
原
信
彦
、
工
業
を
幸
田
漕
喜
等
、
商
業

を
国
松
久
弥
、
交
通
を
看
宋
武
夫
の
諸
氏
が
分
榿
し

て
計
十
章
四
十
四
節
に
分
け
て
い
る
。
心
臓
渚
の
中

で
農
業
経
営
の
節
を
担
当
　
す
る
三
沢
煙
毒
、
鉱
業
の

尾
原
信
彦
、
工
業
の
和
韻
篤
夫
の
各
氏
は
そ
れ
ぞ
れ

隣
接
科
学
の
人
々
で
あ
り
、
地
理
学
の
扱
い
方
は
側

面
的
で
あ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
し
、
叱
る
煮
昧

で
は
地
理
学
の
側
に
こ
れ
等
の
問
題
と
正
面
か
ら
取

組
む
こ
と
の
出
来
る
人
々
が
少
い
こ
と
、
又
は
経
済

地
理
の
中
で
殊
に
如
上
の
部
門
が
臼
本
で
は
栄
開
拓

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
こ

の
章
別
、
項
聞
別
の
担
当
者
名
を
並
べ
た
§
次
が
既
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