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こ
れ
は
近
雛
の
地
主
捌
に
関
す
る
精
密
な
研
究
で

あ
る
。
農
村
史
料
調
査
会
に
所
属
す
る
近
世
経
済
愛

研
究
者
た
ち
の
手
に
な
っ
た
本
書
は
、
現
在
の
長
野

県
水
内
郡
常
盤
村
内
の
二
つ
の
村
に
調
査
地
を
求

め
、
そ
こ
に
み
ら
れ
た
工
軒
の
地
主
の
生
成
過
程
お

よ
び
存
在
形
態
を
、
得
ら
れ
た
史
料
を
充
分
に
駆
使

し
て
考
究
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
。

　
こ
の
調
査
会
は
、
す
で
に
八
回
に
わ
た
っ
て
長
野

県
内
の
満
々
を
調
査
し
、
一
九
五
二
年
に
は
調
査
報

告
第
一
輯
「
近
世
農
村
の
構
造
扁
を
刊
行
し
て
い
る

が
、
本
書
は
そ
の
第
二
輯
で
あ
り
、
一
九
五
二
年
の

第
四
回
調
査
の
報
告
で
あ
る
。
同
調
査
に
は
一
六
名

げ
か
ム
夢
晶
川
し
、
　
本
汐
田
は
山
聯
名
に
［
よ
っ
て
△
刀
担
執
筆
さ
．
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
営
々
と
村
方
文
書
に
敢
組
ん

で
き
た
努
力
が
、
更
に
第
三
輯
以
下
に
も
結
実
す
る

こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

　
ま
た
、
近
世
経
済
更
の
研
究
は
、
と
く
に
戦
後
の

発
展
に
も
と
ず
く
研
究
法
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
そ
の

精
密
の
度
を
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
現
在
に
お
け
る
最
高
水
準

を
行
く
も
の
の
一
つ
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
。
今
迄
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
種
類
の
資
料
や
、
特

殊
な
あ
る
い
は
新
し
い
資
料
の
、
丹
念
な
分
析
や
活

用
か
ら
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
大
で
あ
る

　
本
書
は
な
に
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
重
要
な
意
義
を

持
っ
て
い
る
が
、
次
に
、
本
文
三
九
六
頁
に
お
よ
ぶ

内
容
と
論
旨
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、

大
き
く
第
｝
編
コ
戸
狩
新
国
に
お
け
る
佐
藤
家
の
桑

津
形
態
」
と
第
二
編
「
戸
隠
新
田
に
お
け
る
木
内
家

の
存
在
形
態
」
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
後
諏
君

は
三
二
〇
頁
を
つ
い
や
し
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い

る
が
、
最
初
に
佐
藤
権
左
衛
門
家
の
場
合
か
ら
紹
介

す
る
。
佐
藤
家
は
、
戦
国
浪
人
と
し
て
寛
永
初
年
に

土
着
し
開
発
を
行
っ
た
申
世
土
豪
的
地
主
と
し
て
の

系
譜
を
持
つ
が
、
近
世
村
落
の
成
立
過
程
の
申
で
、

領
主
側
の
検
地
・
回
合
・
租
率
の
均
等
化
・
年
貢
徴

収
権
の
…
剥
蓉
に
よ
る
給
人
や
申
越
土
豪
的
地
主
の
制

肘
・
排
除
策
、
お
よ
び
庄
屋
独
語
・
上
下
御
免
等
の

懐
柔
策
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
て
、
村
役
人
の
世
襲

的
地
位
と
多
量
の
隠
田
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

妥
協
し
な
が
ら
「
村
方
地
主
扁
と
し
て
近
世
的
支
配

の
下
に
組
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
後
の
佐
藤
家
は
、

村
役
人
。
用
水
の
氷
元
と
し
て
の
特
権
に
麦
え
ら
れ

て
土
地
を
集
積
し
小
作
経
営
を
行
い
、
精
米
。
酸
造

業
へ
進
出
す
る
。
以
上
が
大
よ
そ
の
論
旨
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
轡
で
最
も
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
追
求

さ
れ
て
い
る
近
世
の
、
と
く
に
米
作
単
作
地
帯
の
地

主
制
の
成
立
・
発
展
過
程
に
は
、
　
「
村
方
地
主
制
」

の
理
論
が
ぎ
つ
ち
り
と
適
用
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
れ

は
、
　
「
寄
生
地
主
制
と
し
て
展
開
し
て
い
く
前
提
条

件
と
し
て
の
…
…
…
村
方
地
主
の
蔓
立
過
程
は
、
一

方
の
手
作
に
よ
る
経
営
の
残
存
と
、
他
方
本
百
姓
所

持
権
の
分
裂
と
し
て
の
質
地
関
係
一
質
地
直
小
作

を
基
礎
と
す
る
小
作
経
営
の
展
開
と
を
そ
の
経
済
的

基
盤
と
し
、
漁
村
の
形
で
、
村
落
共
同
依
　
の
最
高
位

に
立
っ
て
、
村
役
入
と
し
て
の
機
能
を
行
う
所
の
地

主
の
成
立
過
程
」
　
（
あ
と
が
き
・
三
八
七
頁
）
で
あ

り
、
　
「
村
落
共
同
体
を
不
可
欠
の
媒
介
と
し
て
成
立

し
、
　
封
建
権
力
の
末
端
に
お
け
る
支
柱
を
な
す
も

の
」
　
（
ま
え
が
ぎ
・
六
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
一
編
の
佐
藤
家
は
用
水
支
配
が
動
転
の
契
．

機
で
あ
る
点
で
一
般
的
形
態
で
は
な
く
、
第
二
編
の

木
内
家
が
典
型
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、
本
内
政

右
衛
門
家
の
場
合
を
紹
介
し
よ
う
。
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第
二
編
は
三
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
．
第
一
章

「
地
主
制
展
開
の
前
提
」
は
、
慶
安
検
地
以
降
の
村

落
構
造
の
接
骨
を
追
い
な
が
ら
、
と
く
に
、
寛
延
二

年
に
分
家
し
た
政
右
衛
門
家
が
安
永
期
前
後
を
転
機

と
す
る
村
落
構
造
の
再
編
成
一
鶴
艮
閣
の
分
化
・

共
同
体
的
用
益
の
所
持
権
の
明
確
化
の
申
で
、
高
利

貸
付
活
動
を
積
粁
と
し
て
土
地
集
積
を
行
い
村
方
地

主
と
し
て
の
姿
を
あ
ら
わ
し
、
次
第
に
村
の
政
治
的

経
済
的
権
力
を
掌
握
す
る
に
至
る
事
情
が
・
王
と
し
て

考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
小
作
経
営
の
展
開
」
で
は
、
安
永
以
降

展
開
す
る
木
内
家
の
小
作
経
営
の
実
態
に
つ
い
て
、

最
初
村
外
に
比
率
の
重
か
っ
た
小
作
地
を
交
政
－
天

保
期
か
ら
村
内
ヘ
ゲ
モ
ユ
ー
掌
握
に
よ
っ
て
村
内
に

重
く
し
、
　
天
保
末
年
に
は
村
内
の
四
分
の
一
の
土

地
・
七
割
の
農
畏
を
小
作
経
営
の
下
に
組
入
れ
て
い

く
事
情
や
、
「
内
蓋
」
　
「
坪
入
」
聚
農
民
町
田
の
手

に
よ
る
田
地
の
査
定
を
行
い
領
主
的
土
地
所
有
を
有

名
無
実
な
も
の
に
し
て
い
る
事
情
な
ど
が
考
証
さ
れ

る
。

　
第
三
章
「
副
業
経
営
の
性
饗
し
で
は
、
化
政
期
以

降
展
開
す
る
中
小
農
罠
の
農
聞
余
業
を
主
に
高
利
貸

資
本
の
機
能
を
通
じ
て
吸
収
し
、
丈
政
宋
年
か
ら
自

ら
も
酒
造
・
搾
油
・
醤
漉
醸
造
等
の
「
翻
業
経
営
扁

を
開
始
し
、
そ
れ
と
共
に
爾
業
活
動
の
範
囲
を
拡
げ

て
安
政
開
港
以
降
は
江
戸
・
横
島
迄
進
出
す
る
が
結

局
失
敗
す
る
様
絹
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
注
目
す
べ
き
事
実
・
着
想
を
一
々
紹
介
す

べ
き
紙
数
の
余
裕
を
持
た
な
い
の
は
残
念
で
あ
る

が
、
大
体
の
内
容
と
論
旨
は
右
に
の
べ
た
如
く
で
あ

る
と
考
え
る
。
誤
解
や
本
意
の
と
り
ち
が
え
が
あ
れ

ば
お
許
し
願
い
た
い
。

　
さ
て
、
最
初
に
述
べ
た
ご
と
く
優
れ
た
著
作
と
し

て
推
賞
す
べ
き
本
書
で
あ
る
が
、
卑
見
と
し
て
異
論

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
　
例
え
ば
政
宿
纈
…
門
の
酒

造
経
営
の
雇
傭
労
働
ヵ
に
つ
い
て
次
の
様
な
文
が
あ

る
。
只
弘
化
四
年
と
万
延
元
年
の
聞
に
労
働
者
の
顔

ぶ
れ
が
一
変
し
て
い
る
と
い
う
1
引
用
者
）
構
成

人
員
の
変
化
は
、
政
右
衛
門
が
常
に
優
利
な
労
働
力

を
得
ん
と
し
、
又
、
使
役
労
働
力
は
純
粋
に
分
解
に

よ
り
析
出
さ
れ
た
賃
労
働
で
は
な
く
、
一
方
に
お
い

て
小
作
関
係
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
賃
労

働
即
渚
と
し
て
の
契
約
を
結
ん
で
い
な
い
こ
と
に
起
因

す
る
と
思
わ
れ
る
。
」
（
竃
五
九
頁
）
こ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
自
己
の
小
作
人
を
雇
傭
し
て
い
る
例
が

あ
る
か
ら
賃
労
働
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う

論
理
で
あ
る
。
ま
た
、
給
金
に
つ
い
て
差
料
の
高
望

は
な
い
の
だ
が
、
　
「
彼
の
従
属
的
結
合
関
係
に
あ
る

農
昆
が
低
賃
金
で
酒
造
に
思
慕
し
て
い
る
扁
　
云
々

（
三
六
〇
頁
）
と
も
言
う
。
と
も
あ
れ
、
小
作
人
で

あ
る
こ
と
や
賃
金
が
低
い
こ
と
は
、
賃
労
働
の
具
体

的
特
殊
的
性
格
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
あ
れ
、
何
故

に
賃
労
働
関
係
そ
の
も
の
ま
で
否
定
す
る
理
由
に
な

る
の
か
了
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
説
萌
の
仕
方
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
孫
末
の
木
内
家
が
商
業
活

動
自
体
に
江
戸
・
横
浜
等
の
所
領
外
の
交
易
に
た
ず

さ
わ
る
ご
と
き
「
開
明
性
」
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
特
権
商
入
と
結
び
、
為
替
金
を
利
用
す

る
と
い
う
よ
う
に
「
高
利
貸
資
本
、
封
建
権
力
に
依

存
す
る
地
主
と
し
て
の
立
場
を
、
あ
く
ま
で
守
り
通

そ
う
と
す
る
時
、
　
そ
れ
は
結
局
彼
の
商
業
資
本
と

し
て
の
発
展
の
道
を
閉
す
以
外
の
何
物
で
も
な
」
く

（
三
二
四
頁
）
、
　
そ
の
故
に
元
治
以
降
の
商
業
活
動

の
失
敗
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
場
合
、
彼
の

門
開
明
性
」
そ
の
も
の
ま
で
が
本
来
な
ん
ら
開
明
的

で
な
い
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
結
果
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、
彼
は
商
人
。
高
利
貸
資
本
で
あ
る

と
共
に
「
彼
の
酒
造
・
醤
油
醸
造
を
中
心
と
し
た
小

商
贔
生
産
及
び
販
売
」
　
（
三
六
八
頁
）
を
行
う
ま
ぎ

れ
も
な
い
小
商
晶
生
産
者
で
あ
る
が
、
右
の
論
理
を

還
せ
ば
こ
れ
も
叉
、
佐
藤
家
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
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評一es

て
い
る
「
特
権
酌
な
経
営
」
　
（
六
〇
頁
）
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
そ
の
封
建
的
側
面
を
重

視
し
、
そ
こ
か
ら
す
る
発
想
で
は
、
折
角
の
四
白
的

成
果
も
充
分
説
開
し
き
れ
な
い
場
合
が
生
ず
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
．
寛
政
－
文
政
中
期
に

な
ぜ
代
金
納
で
は
な
く
、
金
納
の
小
作
料
一
「
最
初

の
小
作
契
約
の
際
か
ら
何
反
歩
の
土
地
、
金
何
両
定

と
い
う
形
式
で
小
作
関
係
が
結
ば
れ
る
例
」
　
（
一
九

八
頁
）
が
た
と
へ
他
村
や
劣
悪
地
で
も
多
く
み
ら
れ

る
の
か
説
明
さ
れ
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
　
「
坪
入
」
「
内
歩
」
の
ご
と
き
、
領

主
的
土
地
所
有
を
形
骸
化
す
る
「
彼
膚
身
の
事
実
上

の
土
地
所
右
は
は
、
た
し
か
に
「
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
」
（
三
九
エ
頁
）
で
あ
ろ
う
が
、
「
村
方
地
主
扁

た
る
「
彼
自
身
」
の
「
封
建
権
・
刀
の
末
端
に
お
け
る

支
柱
を
な
す
」
性
絡
の
ゆ
え
に
、
重
要
さ
の
理
由
と

意
味
が
納
得
で
き
な
い
よ
う
に
愚
わ
れ
る
。

　
以
上
の
数
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ

る
「
村
方
地
主
」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
側
面
が
つ
ね
に

そ
の
封
建
的
側
面
の
強
調
に
よ
っ
て
蔽
い
か
く
さ

れ
、
時
に
は
論
理
の
上
で
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
化
政
期
以
降
の
木
内
家
を
「
寄

生
的
村
方
地
主
」
と
彩
容
詞
を
つ
け
て
も
、
こ
の
問

題
は
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
疑
問
は
木
内
家
や

佐
藤
家
ば
果
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
様
な
「
村
方
地

主
」
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
「
村
方
地
主
扁
は
そ

れ
ほ
ど
封
建
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
村
民
の
商
品
経
済
へ

の
接
触
、
木
内
家
の
高
利
貸
活
動
の
経
済
的
根
源
に

つ
い
て
は
史
料
的
に
知
り
え
な
い
と
の
事
で
、
そ
の

よ
う
な
糊
約
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
質
取
り
、
買
取
り

に
よ
っ
て
い
ず
れ
は
木
内
家
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
運

命
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
　
「
政
右
衛
…
門
の
発
展
が
…

…
…
農
民
の
経
済
的
発
展
を
完
全
に
抑
止
す
る
程
度

に
迄
及
ん
で
い
な
い
」
化
政
期
に
中
小
農
民
の
下
で

展
開
さ
れ
た
加
工
業
経
営
が
確
認
さ
れ
、
そ
こ
に
商

品
経
済
1
1
商
品
生
産
が
予
想
さ
れ
る
以
上
、
か
か
る

一
般
的
状
勢
を
ふ
ま
え
木
内
家
の
「
副
業
経
営
」
に

も
そ
れ
を
前
提
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
き
論
理

の
破
綻
を
解
決
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
以
上
、
紙
数
の
制
限
も
あ
っ
て
疑
問
の
主
要
点
を

ご
く
き
り
つ
め
て
の
べ
た
が
、
そ
の
た
め
、
本
書
の

講
図
そ
の
も
の
に
敢
え
て
異
諭
を
提
起
し
な
が
ら
か

な
り
雪
足
ら
ず
の
ま
ま
で
終
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
最
後
に
、
浅
学
の
身
を
か
え
り
み
ず
非
礼
を

重
ね
た
こ
と
を
御
魂
び
す
る
と
共
に
、
執
筆
者
た
ち

に
対
し
て
感
謝
す
べ
ぎ
こ
と
は
、
共
同
体
規
綱
や
農

業
・
加
工
業
経
営
の
黒
ハ
体
的
存
在
形
態
等
に
つ
い
て

非
常
に
多
く
の
事
柄
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
に
す
ぐ
れ
て
綿
密
な
実
証
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
知
識
と
さ
れ
、
道
標
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
地
主
髄
の
研
究
に
と
っ
て

米
作
単
作
地
帯
の
検
討
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る

際
、
本
書
の
も
た
ら
す
意
義
は
甚
だ
大
き
い
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
山
川
出
版
社
刊
、
A
5
三
九
六

頁
一
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
高
沢
裕
一
…

小
沼
　
勇
敢

日
本
漁
村
の
構
造
類
型

　
本
書
は
近
藤
康
男
氏
監
修
の
漁
業
問
題
叢
書
の
第

二
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
著
者
が
さ
き
に
故
清

水
弘
と
の
共
著
の
形
で
出
し
た
「
日
本
漁
…
業
経
済
発

達
史
序
説
」
の
旦
物
体
本
心
鮒
と
し
て
そ
の
第
工
部
に

当
る
も
の
で
あ
る
。
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば
、
当
初
こ

の
第
工
部
は
漁
業
発
展
の
地
域
性
と
漁
村
の
類
型
の

二
つ
を
ま
と
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
種
々
の
纂
情
か
ら
漁
村
の
類
型
だ
け
が
先

77　（429）


