
申
世
の
頼
母
子
に
つ
い
て

三

浦

土土
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【
要
約
“
　
従
来
、
頼
母
子
は
中
世
近
世
を
通
じ
て
庶
斑
の
間
で
慣
行
さ
れ
て
き
た
梢
互
扶
助
酌
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
幾
多
の
史
料
を
こ

い
　
く
単
純
に
解
釈
し
、
ま
た
頼
母
子
の
語
源
に
関
す
る
諸
説
を
聴
く
と
糊
互
扶
助
的
な
奪
格
の
も
の
と
思
わ
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
中
世
の
頼
母
子

関
係
史
料
を
祇
会
的
経
済
的
な
構
造
の
あ
り
方
と
関
連
づ
け
な
が
ら
精
査
し
た
結
果
、
え
ら
れ
る
事
実
は
、
在
地
領
主
層
や
商
業
高
利
貸
商
人
に
利
潤
追
究

の
一
手
段
を
提
供
し
、
本
質
的
に
は
収
奪
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
中
世
を
通
じ
て
領
主
制
の
あ
り
方
の
構
造
的
な
移
行
過
程
に
あ
っ

て
、
や
は
り
基
本
的
な
課
題
は
、
商
品
流
通
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
給
灘
足
経
済
を
基
盤
に
し
た
封
建
的
小
農
罠
の
確
保
に
あ
っ
た
以
上
、
過
重
な
収
奪
に
よ

っ
て
疲
弊
し
て
ゆ
く
農
村
の
中
で
農
民
の
相
互
救
済
酌
な
経
済
組
織
と
し
て
結
ば
れ
る
頼
母
子
は
、
領
主
層
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
穣
極
的
に
保
護
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
右
心
に
お
け
る
頼
母
子
講
が
庄
園
収
入
の
漸
減
に
伴
な
う
庄
園
領
主
と
し
て
の
凋
落
を
補
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
頼
母
子
は
農
民
に
よ
る
経
済
活
動
の
展
閤
を
積
極
酌
に
推
し
進
め
反
封
建
体
制
的
な
場
を
直
ち
に
与
え
る
も
の
で
は
な
か

潔
嚢
舗
翻
鱗
羅
購
欝
欝
欝
ゲ
難
鶴
無
縫
灘
灘
㏄
鹸
ど
㍊
難
騰
額
銃
筋

憂
欝
商
艶
垂
ず
競
い
象
け
れ
ば
な
髪
そ
・
籟
學
筆
墨
毒
紀
中
期
に
拳
て
暴
常
に
営
利
的
講
∴

性
格
と
相
互
扶
助
的
性
格
と
を
構
造
的
に
分
ち
難
く
併
存
さ
せ
て
い
る
理
由
と
な
る
で
あ
ろ
、
）
。
中
世
に
お
け
る
、
あ
頼
母
子
の
複
難
構
叢
、
村
落
内
　

部
に
お
け
る
手
工
業
的
分
業
集
団
が
絶
え
ず
農
業
経
営
と
未
分
離
で
あ
る
と
い
う
特
需
を
、
ま
た
商
品
流
通
の
面
で
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

は
じ
め
に

　
頼
母
子
は
頼
子
・
懸
支
・
資
支
等
と
別
記
し
、
合
力
銭
・
助
成
銭

等
と
別
称
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
頼
母
子
は
奈
良
南
部
の
帯
解
に
お
い
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て
結
ば
れ
そ
の
頼
母
子
が
帯
解
頼
母
子
と
呼
ば
れ
た
如
く
地
名
を
冠

　
　
　
①

す
る
も
の
、
頼
母
子
親
の
名
を
附
し
た
奈
良
の
古
市
頼
母
子
の
如
き

も
％
寺
院
の
道
具
整
備
を
晶
に
し
た
具
足
頼
母
子
の
ご
と
く
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

舞
子
結
成
の
経
済
目
的
を
称
す
る
も
の
、
及
び
千
貫
頼
母
子
・
十
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

頼
母
子
・
力
石
頼
母
子
等
頼
母
子
総
額
の
大
い
さ
か
ら
来
た
も
の
等
、

緬
有
の
名
称
を
附
す
る
も
の
屯
多
い
。
頼
母
子
と
は
「
下
学
集
」
「
節

用
集
」
が
述
べ
る
如
く
、
　
「
置
本
俗
出
少
銭
取
多
銭
無
之
慧
子
也
」

「
田
添
俗
出
少
銭
取
多
事
也
、
又
云
合
力
」
と
少
銭
を
集
め
て
大
き

な
額
と
す
る
こ
と
を
い
う
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
頼
母
子
の
初
見
史
料
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）

十
二
月
の
高
野
由
［
領
紀
伊
国
猿
川
・
真
国
・
神
野
三
庄
の
庄
官
請
文

　
　
　
　
　
⑤

と
さ
れ
て
い
る
が
、
層
今
日
も
な
お
中
小
商
人
層
や
農
民
の
間
で
は
行

わ
れ
て
い
る
経
済
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
が
国
中
世
に
お
け
る
頼

母
子
を
考
察
す
る
に
当
り
、
先
学
の
諸
説
を
整
理
し
問
題
の
所
在
を

明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
歴
史
学
研
究
の
課
題
と
し
て
頼
母
子
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

三
浦
周
行
博
士
に
よ
る
上
述
初
見
史
料
の
解
説
の
発
表
を
み
た
明
治

三
十
三
年
か
ら
で
あ
り
、
以
後
大
正
年
闘
に
至
る
ま
で
の
研
究
期
を

そ
の
繁
一
期
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
三
浦
博
士
の
紹
介
の
の
ち
、

．
略
〃
治
＝
一
十
山
ハ
年
十
月
・
十
二
職
ガ
の
一
一
圓
に
わ
た
っ
て
、
保
田
次
郎
氏

は
頼
母
子
講
を
起
源
か
ら
説
き
起
し
、
そ
の
最
盛
期
を
江
二
戸
の
明
和

頃
と
み
、
講
の
結
成
目
的
及
び
利
用
面
で
の
得
失
を
、
近
代
以
後
の

産
業
組
合
・
信
用
組
合
・
貸
付
銀
行
と
の
対
比
に
お
い
て
追
究
さ
れ

⑦た
。
同
年
十
二
月
、
中
田
薫
氏
は
保
田
氏
の
所
論
に
対
し
、
頼
母
子

が
無
尽
と
同
一
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
議

は
な
い
が
、
史
料
を
あ
げ
て
そ
の
盛
期
を
南
北
朝
末
…
期
か
ら
室
町
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

期
の
至
徳
・
応
永
頃
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
明
治
四
十
三
年
か

ら
大
正
四
年
に
か
け
て
『
経
済
学
大
辞
典
』
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
大

正
三
年
七
月
に
発
行
さ
れ
た
第
六
巻
に
柴
謙
太
郎
氏
が
頼
母
子
講
を

　
　
　
　
　
　
　

執
筆
さ
れ
た
。
1
無
心
義
に
お
い
て
は
、
頼
母
子
の
語
源
が
タ
ノ
ム
ノ

　
　
　
　
　
　
（

ア
シ
（
頼
む
の
料
足
）
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
相
互
の
金
銭
融
通
を
主
と

す
る
一
種
の
信
用
組
合
と
さ
れ
て
い
る
。
亙
起
原
で
は
南
北
朝
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

ま
で
・
湖
る
が
そ
れ
以
前
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
、
三
浦
博
士
紹
介
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

も
の
は
参
考
に
さ
れ
て
い
な
い
。
皿
沿
草
で
は
、
頼
母
子
の
運
営
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

法
、
頼
母
子
を
江
戸
で
は
無
尽
と
い
う
こ
と
、
富
籔
に
近
い
懸
捨
無

尽
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
た
。
大
正
七
年
十
月
、
三
浦
博
士
は
註

⑤
に
掲
げ
た
論
文
を
発
表
さ
れ
て
、
建
治
一
7
5
年
の
前
述
せ
る
初
見
史

料
を
再
び
紹
介
さ
れ
、
中
田
・
柴
両
氏
が
頼
母
子
と
無
尽
が
同
一
な
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も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
と
・
も
に
無
尽
銭
土
倉
の
影

響
を
受
け
た
が
、
本
来
民
間
に
お
け
る
一
般
的
慣
習
で
あ
っ
て
、
救

済
的
な
も
の
で
、
無
尽
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
語

源
に
つ
い
て
も
、
タ
ノ
ム
↓
タ
ノ
モ
↓
タ
ノ
モ
十
シ
（
語
尾
）
で
あ
っ

て
、
柴
氏
説
の
ご
と
く
頼
む
の
料
足
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
以
上
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

第
一
期
に
お
け
る
主
要
な
頼
母
子
研
究
の
概
要
で
あ
る
が
、
問
題
点

は
次
の
薫
点
で
あ
る
。

e
「
タ
ノ
モ
シ
」
の
語
源
に
関
す
る
考
察
。

⇔
頼
母
子
の
最
盛
期
と
初
見
年
代
に
関
す
る
考
察
。

⇔
顧
母
子
と
無
尽
と
の
異
同
を
論
じ
て
、
中
田
博
士
は
両
者
同
一
と

　
し
、
心
事
は
頼
母
子
は
無
尽
銭
に
源
を
発
し
た
も
の
か
と
し
、
池

　
田
虫
は
無
尽
は
頼
母
子
に
無
尽
銭
土
倉
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る

　
と
し
、
三
浦
博
士
は
す
で
に
触
れ
た
如
く
本
来
別
で
あ
る
が
、
無

　
尽
土
倉
の
影
響
を
受
け
た
頼
母
子
が
発
生
し
、
無
尽
と
も
頼
母
子

　
と
も
称
せ
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
昭
和
期
に
入
る
と
頼
母
子
研
究
は
新
し
い
段
階
に
入
り
第
二
期
を

迎
え
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
六
年
二
月
小
葉
田
淳
教
授
は
、
奈
良
・
平

安
時
代
に
お
い
て
仏
会
の
一
形
式
と
し
て
、
講
説
と
祈
願
を
醤
的
と

し
純
粋
に
宗
教
活
動
に
終
始
し
て
い
た
講
が
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
に
い
た
っ
て
、
相
互
救
済
的
な
さ
ら
に
は
営
利
的
な
経
済
酌
目

的
を
も
つ
金
融
機
関
に
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
追
究
さ
れ
、
そ
の
原

因
を
武
家
政
権
の
形
成
に
よ
る
庄
園
制
の
衰
退
に
伴
な
っ
て
、
寺
院

財
政
の
窮
乏
化
が
顕
著
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
寺
院
側
の
対
応
に
求

　
　
　
⑩

め
ら
れ
た
。
，
昭
和
十
一
年
、
細
川
亀
市
氏
は
、
論
孜
「
中
世
に
於
け

る
頼
母
子
に
就
い
て
」
の
後
半
に
お
い
て
は
語
源
に
つ
い
て
ふ
れ
ら

れ
た
が
、
そ
の
前
半
に
お
い
て
頼
母
予
講
の
規
式
に
ふ
れ
、
頼
母
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

衆
中
の
規
制
を
問
題
に
さ
れ
た
。
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
、
　
『
世
界

歴
史
事
熱
ハ
』
（
第
六
巻
）
の
「
講
」
の
中
の
「
共
済
組
織
と
し
て
の
講
」

を
執
筆
さ
れ
た
原
田
伴
彦
山
は
、
頼
母
子
が
室
町
時
代
に
入
っ
て
庶

民
の
救
済
機
関
で
あ
る
よ
り
も
、
高
利
貸
な
ど
が
牛
耳
る
よ
う
に
な

っ
た
と
云
わ
れ
、
営
利
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
唆

さ
れ
た
。
昭
和
三
十
一
年
九
月
に
新
城
常
三
氏
は
、
中
世
に
お
い
て

主
と
し
て
畿
内
地
方
で
伊
勢
参
拝
を
目
的
と
し
た
伊
勢
頼
母
子
講
を

考
察
さ
れ
、
そ
の
初
期
的
形
態
に
お
い
て
は
地
侍
層
と
農
民
層
と
の

結
合
が
み
ら
れ
、
講
衆
農
民
か
ら
地
謡
が
講
銭
を
収
奪
す
る
性
格
が

強
く
、
そ
れ
は
村
落
内
部
の
共
同
祉
会
的
結
合
以
前
の
存
在
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
農
民
自
立
の
あ
る
発
展
段
階
一
中
小
名
主
の
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

汎
な
成
長
一
に
至
っ
て
相
互
平
等
な
講
が
結
ば
れ
る
と
さ
れ
る
。
昭
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和
三
十
二
年
四
月
、
百
瀬
今
朝
雄
氏
は
徳
政
禁
制
に
関
す
る
論
文
を

発
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
頼
母
子
類
似
の
合
銭
に
つ
い
て
詳
細
な
史
料

を
あ
げ
て
考
察
を
さ
れ
て
い
る
が
、
頼
母
子
と
徳
政
と
の
関
係
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
て
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
六
月
、
私
も

奈
良
に
お
け
る
極
め
て
営
利
的
な
頼
母
子
に
つ
い
て
拙
な
い
論
・
文
を

　
　
　
　
　
　
　
⑭

発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
以
上
が
第
二
期
に
お
け
る
頼
母
子
研
究
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
の

要
点
を
略
記
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

e
第
一
期
に
お
い
て
中
心
的
な
課
題
で
あ
っ
た
語
源
・
初
見
及
び
最

　
盛
期
・
頼
母
子
と
無
尽
と
の
異
同
に
つ
い
て
等
の
考
察
は
、
全
く

　
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

⇔
寺
院
に
お
け
る
講
の
性
格
的
変
化
を
全
社
会
体
制
の
移
行
過
程
に

　
位
燭
づ
け
る
こ
と
、
村
落
内
で
の
講
の
性
格
的
変
化
を
村
落
の
構

　
造
的
変
化
と
関
連
づ
け
て
追
究
す
る
方
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

㊨
頼
母
子
は
本
来
相
互
救
済
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
営
利
的

　
…
機
関
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
に
注
口
し
は
じ
め
た
こ
と
。

等
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
上
述
し
た
如
き
従
来
の
頼
母
子
研
究
の
成
果
に
立
っ
て
、
当
面
今

後
の
頽
母
子
研
究
の
課
題
は
ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
一
つ
は
、
頼
母
子
が
地
侍
層
の
収
奪
組
織
の
一
つ
で
あ
っ
た

の
が
農
民
が
平
等
に
参
加
す
る
共
済
扶
助
機
関
に
変
化
す
る
と
説
く

新
城
常
三
氏
（
私
の
前
掲
論
文
も
こ
の
説
を
と
る
）
と
、
相
互
救
済
的
な

も
の
か
ら
出
発
し
た
も
の
が
営
利
機
関
に
転
嫁
し
頼
母
子
と
し
て
の

性
格
を
失
な
っ
て
く
る
と
説
く
小
葉
田
淳
教
授
・
原
田
伴
彦
星
の
二

つ
の
主
張
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
頼
母
子
の
果
し
た
歴
史
的

役
割
に
つ
い
て
、
前
者
は
頼
母
子
は
庶
民
の
商
量
経
済
を
擁
護
し
進

展
さ
せ
、
こ
こ
に
救
済
的
頼
母
子
講
が
生
れ
る
屯
の
と
理
解
し
、
後

者
は
在
地
の
商
昂
経
済
を
領
主
的
経
済
の
中
に
吸
収
す
る
組
織
と
な

り
、
こ
の
而
で
頼
母
子
的
性
格
は
く
ず
れ
て
く
る
と
理
解
す
る
の
で

あ
っ
て
、
基
本
酌
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
頼
母
子
が
共
済
機
関

と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
営
利
機
関
と
し
て
衰
退
し
て

ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
考
察
は
、
す
く
な
く
と
も
十
三
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

後
半
に
村
落
内
部
に
お
い
て
頼
揖
子
と
い
う
経
済
行
為
そ
の
も
の
の

も
　
　
　
も

発
生
を
追
究
す
る
場
合
に
は
ま
ず
捨
象
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
十
三

世
紀
に
初
見
さ
れ
る
頼
母
子
史
料
は
、
満
足
が
米
・
銭
の
い
ず
れ
で

あ
る
か
、
或
い
は
ま
た
そ
の
内
容
が
救
済
的
か
営
利
的
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
た
だ
少
額
の
財
を
集
積
し
て
一
定
の
多
額
の
量
と
し
て
運

用
す
る
経
済
行
為
が
一
般
的
な
社
会
発
展
の
中
で
ど
の
様
に
位
置
づ
・
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け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
の
後
に
、
頼
母
子
の
相
互
救
済
的
組
織
で
あ
る
か
営
利
的
収
奪
組

織
で
あ
る
か
と
い
う
属
性
が
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
問
題
の
第
二
に
、
中
世
一
般
を
特
徴
づ
け
て
い
る
結
座
性
を
表
現

す
る
講
、
し
か
も
そ
れ
が
経
済
的
目
的
の
た
め
に
結
ば
れ
て
い
る
頼

母
子
講
に
つ
い
て
の
重
要
な
分
析
視
角
は
、
そ
の
構
成
員
の
歴
史
的

な
存
在
形
態
の
追
究
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弱
少
農
民
の
貢
納
未
進

を
あ
ら
か
じ
め
防
止
す
る
救
済
扶
助
策
に
出
で
た
と
し
て
亀
、
あ
く

ま
で
も
貢
納
に
目
的
が
あ
る
限
り
、
全
構
造
的
に
は
収
奪
機
闘
で
あ

る
し
、
は
じ
め
か
ら
営
利
の
目
的
で
結
ん
だ
と
し
て
も
、
弱
少
な
商

人
が
平
等
に
参
加
し
、
あ
る
い
は
徳
政
を
ま
ぬ
か
れ
ん
と
す
る
名
区

を
附
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、
内
容
的
に
は
共
済
扶

助
的
な
電
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
頼
母
子
を
救
済

的
・
営
利
的
と
類
型
化
す
る
こ
と
自
体
が
非
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
の

混
乱
を
招
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
頼
母
子
講
の
構
成
貫
の
歴
史
的
な

存
在
形
態
を
分
析
し
た
上
で
、
頼
母
子
の
鎌
倉
末
か
ら
室
町
期
に
至

る
時
期
の
特
殊
的
な
性
格
と
歴
史
的
意
義
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

④
　
　
「
経
覚
泓
要
紗
」
文
明
元
年
七
月
十
八
臼
条
、
同
年
八
月
十
八
同
条
、

②
　
拙
稿
「
室
町
期
に
お
け
る
特
権
商
人
の
動
向
…
1
楠
葉
新
衛
門
元
次
を
・

　
め
ぐ
っ
て
一
…
」
三
九
六
－
四
〇
〇
頁
参
照
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究

部
会
縮
欄
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）

③
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
文
明
十
三
年
十
二
月
五
臼
条

④
拙
稿
、
前
掲
論
文

　
「
勝
尾
寺
文
害
圏
」
応
永
八
年
十
一
月
骨
日
、
山
伏
衆
頼
母
子
注
文
（
『
大

　
日
本
史
料
』
第
七
編
一
第
五
巻
所
収
、
三
一
〇
～
一
頁
）

⑤
竃
浦
周
行
博
士
「
頼
母
子
の
起
源
と
其
語
源
」
（
『
法
制
史
の
研
究
』
所
収
）

⑥
三
浦
馬
行
博
士
が
明
治
三
十
三
年
九
月
発
行
の
『
法
学
協
会
雑
誌
』
第

　
十
八
巻
第
九
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
法
制
雑
致
（
寺
院
法
の
研
究
と
に
お
い

　
て
、
高
野
山
文
書
中
の
上
述
庄
官
請
文
に
み
え
る
葱
支
の
名
称
に
つ
い
て

　
説
明
を
加
え
ら
れ
た
も
の
。

⑦
保
田
次
郎
氏
「
社
会
制
度
よ
り
観
察
し
た
る
頼
偲
子
講
」
（
『
麟
家
学
会

　
雑
誌
』
十
七
i
二
〇
〇
・
二
〇
一
一
）
　
（
仁
治
三
六
年
十
月
・
十
二
月
）

⑧
　
中
田
薫
母
艦
「
頼
母
子
ノ
起
源
」
（
『
国
家
学
会
雑
誌
』
十
七
一
二
〇
二
）

　
（
『
法
湖
史
論
集
』
第
二
巻
所
収
）

⑨
こ
の
外
に
尾
佐
竹
猛
氏
「
無
尽
と
頼
母
子
偏
（
閑
、
郷
土
研
究
』
第
三
巻
）

　
池
田
龍
蔵
氏
「
稿
本
無
尽
の
実
際
と
学
説
」
等
が
あ
る
。

⑩
小
葉
隣
淳
博
士
「
中
世
に
於
け
る
祉
寺
の
講
に
就
い
て
　
社
寺
の
経

　
済
組
織
の
研
究
…
」
（
濁
歴
史
と
地
理
』
二
七
一
二
）

⑪
細
川
亀
市
氏
「
中
世
の
頼
母
子
に
就
て
」
（
『
社
会
政
策
時
報
』
第
　
八

　
四
号
）

⑫
新
城
常
三
氏
「
中
世
の
伊
勢
講
　
中
世
社
会
に
於
け
る
共
織
社
会
的

　
結
合
1
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
一
　
二
i
二
）
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⑬
　
百
瀬
今
朝
雄
氏
「
文
明
十
二
年
徳
政
禁
綱
に
関
す
る
一
考
察
」

　
幡
司
令
と
徳
政
禁
制
の
項
、
三
障
）
　
（
『
要
脚
ず
雑
誌
』
六
六
一
四
）

⑭
　
拙
稿
、
前
掲
論
文

閑

（
e
徳

　
頼
母
子
の
初
見
史
料
は
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
二
月
の
高
野

山
領
紀
伊
国
猿
川
・
真
国
・
神
野
王
庄
に
お
け
る
、

三
号
支
、
喜
劇
百
姓
銭
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
の
一
条
を
の
ぜ
る
庄
官
請
文
で
あ
っ
た
が
、
以
後
正
応
四
年
（
一

二
九
一
）
九
月
に
は
神
野
玉
総
追
捕
使
代
の
請
文
、
同
年
同
庄
公
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

請
交
猿
中
庄
公
文
請
文
、
乾
元
元
年
（
一
三
〇
二
）
神
野
庄
公
文
請
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

正
慶
元
（
；
一
三
二
）
年
七
月
の
荒
川
早
々
官
請
文
等
の
一
連
の
同
文

の
史
料
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
請
文
は
、

触
事
随
折
、
不
可
致
百
姓
煩
、
運
営
借
用
立
返
、
或
称
客
人
新
、
不
可
押
取

紙
候
料
、
累
差
愚
支
、
乍
取
百
姓
銭
、
自
身
不
懸
芸
事

で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
紀
伊
国
資
川
・
真
国
．
神
野
・
荒
川
等
の

各
庄
は
、
佐
女
木
銀
弥
氏
の
注
目
す
べ
き
労
作
に
従
え
ば
、
紀
伊
国

内
に
あ
る
高
野
山
領
庄
園
の
中
に
あ
っ
て
は
、
二
二
世
紀
後
半
す
で

に
村
落
内
で
の
商
業
が
広
汎
に
展
開
を
し
て
い
た
地
域
に
属
し
（
佐

々
木
氏
は
こ
れ
ら
の
庄
園
を
龍
川
中
流
域
庄
園
と
分
類
さ
れ
て
い
る
）
、
先
進

的
村
落
構
造
を
示
し
て
い
た
。
商
業
的
展
開
に
後
進
性
を
示
す
高
野

山
近
辺
の
山
中
の
諸
庄
園
に
お
い
て
は
頼
母
子
の
結
成
亀
室
町
期
を

　
　
　
　
　
　
　
　
④

迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
頼
母
子
の
発
生
は
商
業
の
発
展
と
極
め
て

密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
全
国
的
な
視
野
か
ら

み
れ
ば
紀
川
中
流
域
庄
園
と
い
え
ど
も
畿
内
地
方
に
較
べ
る
と
後
進

性
を
竜
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
畿
内
先
進
地
帯
に
は
、
さ
ら
に
古

く
頼
得
子
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
頼
母
子
発
生
の
一
般
的
前
提
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
頼
母
子
が
少
額
の
米
・
銭
を
定
期
的
に
あ
つ
め
て
比
較
的
多
額
な

量
と
し
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
性
格
で
あ
る
以
上
、
衆
中
と

呼
ば
れ
る
頼
母
子
構
成
員
た
る
た
め
に
は
、
頼
母
子
が
満
に
な
る
ま

で
定
期
的
に
米
・
銭
を
懸
足
す
る
だ
け
の
蓄
積
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
い
わ
ば
余
剰
米
の
安
定
的
な
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
中
世
商
業

が
年
貢
米
の
売
買
の
み
・
で
は
な
く
、
　
一
方
に
農
民
の
余
剰
米
の
売
却

等
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
中
世
的
な
商
業

の
あ
り
方
と
し
て
頼
母
子
研
究
の
場
合
も
こ
の
こ
と
が
ま
た
一
般
的

前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
中
世
に
お
け

る
商
業
の
発
展
が
、
従
来
や
や
竜
す
れ
ば
貨
幣
流
通
の
展
開
と
等
置
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し
な
が
ら
追
究
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ
て
い
た
が
、
日
本
の
中
世
に
お

け
る
銭
貨
は
中
国
か
ら
の
留
浦
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
他

律
的
な
要
素
を
も
つ
て
い
る
と
同
時
に
、
村
落
内
に
お
い
て
現
物
経

済
が
貨
幣
経
済
に
全
く
反
比
例
し
て
減
少
す
る
も
の
で
は
な
く
、
強

固
に
そ
の
形
態
を
残
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
貨
幣
経
済
の
発

展
を
も
つ
て
無
媒
介
的
に
商
業
の
展
開
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
貨
幣
流
通
の
展
開
は
そ
れ
だ
け
商
業
の
展
開
を
表
示
す
る
こ

と
は
疑
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
土
地
売
券
を
整
理
し
た
結
論
か
ら
は
、
土
地
売
買
に
関
し
て
貨
幣

使
用
が
現
物
使
用
（
主
と
し
て
米
）
を
凌
篤
す
る
時
期
は
、
山
城
・
大

和
・
摂
津
・
伊
勢
等
に
お
い
て
は
十
三
世
紀
中
期
、
紀
伊
地
方
の
先

進
地
帯
に
お
い
て
は
十
三
世
紀
後
期
、
そ
の
後
進
地
帯
に
お
い
て
は

十
四
画
期
、
東
近
江
地
方
に
お
い
て
は
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

紀
前
半
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
正

月
十
一
日
、
陸
奥
国
望
郷
の
沙
汰
人
百
姓
等
が
妊
ん
で
銭
貨
を
貯
え
、

年
貢
納
入
を
さ
ま
た
げ
る
動
き
の
あ
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
以
後
、

白
河
開
以
東
は
銭
貨
流
通
を
禁
じ
、
同
地
方
へ
下
向
す
る
も
の
が
銭

貨
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
貞
応
弘
安
式
目
の
追
記
に
よ
る
と
、

同
地
方
か
ら
上
洛
す
る
も
の
が
銭
貨
を
所
持
す
る
こ
と
を
歓
迎
し
て

　
⑥い

る
。
こ
の
こ
と
は
陸
奥
地
方
の
有
力
農
民
暦
に
貨
幣
が
滲
透
し
定

着
し
て
ゆ
き
、
ふ
た
た
び
中
央
の
流
通
界
に
出
現
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
十
月
十

一
臼
、
鎌
倉
幕
府
は
幕
府
追
加
法
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
内
に
お
け
る
炭
・

薪
・
萱
木
・
藁
・
糠
等
の
売
買
価
格
を
銭
貨
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る

が
、
こ
れ
は
鎌
倉
で
の
売
買
が
銭
貨
使
用
を
一
般
化
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
⑧

を
示
す
。
ま
た
同
じ
く
追
加
法
に
よ
っ
て
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
一
）

七
月
一
日
、
河
手
（
関
料
）
徴
収
を
停
止
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
承
久

以
後
の
新
曲
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
二
世
紀
の
二
十

年
代
頃
か
ら
地
頭
・
庄
官
等
に
よ
っ
て
新
し
い
収
奪
形
態
と
し
て
一

般
化
し
た
こ
と
を
物
語
り
、
銭
貨
を
携
え
た
庶
民
の
往
反
が
頻
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
収
奪
で
あ
る
。

　
正
和
四
年
（
；
二
五
）
十
一
月
、
丹
波
国
大
骨
董
地
頭
の
息
中
沢

直
基
は
、
隣
庄
宮
田
庄
木
穴
部
村
住
人
加
治
大
夫
安
心
を
路
次
に
て

召
取
り
、
そ
の
身
代
と
し
て
銭
二
脊
貫
文
と
米
百
石
を
要
求
し
た
が
、

安
貞
は
即
座
に
銭
百
貫
文
を
渡
し
、
米
百
石
は
後
逸
手
交
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑩

を
約
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
農
民
で
は
な
く
商
業
に
携
わ
っ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
て
特
に
多
額
の
銭
貨
を
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
頃
一
般
農
民
が
か
な
り
多
額
の
銭
貨
を
貯
わ
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え
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
雷
え
よ
う
。

　
仏
会
を
勤
仕
す
る
僧
侶
が
商
人
的
な
活
動
を
示
す
こ
と
は
鎌
倉
中

期
こ
ろ
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
現
象
で
あ
る
。
延
応
元
年
（
一
一
一
三
九
）

九
月
十
七
日
、
幕
府
追
加
法
に
よ
っ
て
商
人
借
上
等
と
共
に
地
頭
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

官
と
し
て
山
僧
を
補
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
叡
山
の
僧
侶
が
商
業
活
動

の
爾
で
注
目
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
方
高
野
山
寺
僧
の
中
に
も
、
十

四
世
紀
末
か
ら
備
後
尾
道
津
を
中
心
に
活
動
し
た
和
泉
法
眼
討
議
が

あ
り
、
そ
の
勢
い
は
一
国
の
守
護
も
及
ば
ず
、
地
頭
御
家
人
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
問
題
に
な
ら
な
い
程
で
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
の
種
の
手
腕
を
も
つ

た
寺
僧
の
出
現
が
待
望
さ
れ
、
ま
た
そ
の
手
腕
に
支
え
ら
れ
た
の
が
、

鎌
倉
中
期
以
降
の
庄
園
支
配
の
実
情
で
あ
っ
た
。
延
慶
三
年
（
；
二

〇
）
一
二
月
、
法
隆
寺
の
惣
社
明
神
の
造
替
が
行
わ
れ
た
が
、
　
そ
の
費

用
の
出
所
に
つ
い
て
勧
進
以
外
に
愚
支
が
あ
っ
た
こ
と
を
林
屋
辰
三

　
　
　
　
　
　
　
⑰

郎
氏
が
注
目
さ
れ
た
。
　
「
寺
中
公
私
之
蔵
女
、
或
人
々
ヲ
勧
テ
、
極

楽
愚
支
ヲ
勧
集
テ
、
蕎
貫
文
　
取
テ
、
用
二
千
足
一
云
々
」
と
の
記
事
は
、

僧
侶
の
私
の
蔵
が
み
・
え
る
こ
と
か
ら
、
私
的
な
銭
貨
蓄
積
が
頼
母
子

結
成
の
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
商
業
の
発
展
を
基
盤
に
も
ち
、
寺

僧
の
経
済
活
動
に
お
け
る
個
人
的
な
商
才
の
重
視
は
、
寺
僧
の
私
的

な
致
窟
を
招
く
屯
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
寺
院
組
織
を
寺
僧
の
私
的

な
住
房
塔
頭
等
の
集
合
と
し
て
、
寺
院
の
本
来
統
一
体
と
し
て
の
形

態
を
分
裂
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
統
一
策
と
し
て

講
結
成
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
入
っ
て
寺
社
に
お
け

る
講
が
、
と
く
に
経
済
的
臼
的
を
も
つ
て
組
織
さ
れ
る
所
以
は
こ
こ

　
　
⑪

に
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
農
民
は
経
営
の
安
全
弁
を
商
業
的
展
開

に
求
め
、
村
落
生
活
に
5
驚
い
て
基
本
的
方
向
と
し
て
は
生
産
過
程
に

お
け
る
共
同
の
場
を
縮
少
さ
せ
、
古
い
支
配
関
係
を
維
持
し
よ
う
と

す
る
有
力
者
の
村
落
生
活
規
制
が
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

頼
母
子
の
発
生
す
る
い
ま
一
つ
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
．

　
で
は
、
頼
母
子
の
初
見
史
料
が
見
出
さ
れ
た
紀
伊
国
紀
川
中
流
域

地
方
の
庄
園
内
で
、
慣
行
化
さ
れ
て
い
た
頼
母
子
は
、
具
体
的
に
如

何
な
る
運
営
方
法
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
　
一
「
四
世
紀
初
頭
の
嘉
元
四
年
（
二
二
〇
六
）
頃
、
　
高
野
山
寺
僧

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
頼
母
子
が
そ
の
一
面
を
暗
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
入
寺
泰
助
は
聖
達
房
を
親
と
す
る
頼
母
子
の
衆
中
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
質
と
し
て
入
れ
概
い
て
い
た
水
田
の
公
験
が
焼
失
し
た
際
、

そ
の
水
国
が
泰
助
の
相
伝
私
領
で
あ
り
、
頼
母
子
の
質
地
で
あ
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
他
の
頼
母
子
衆
中
九
名
が
証
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
中
六
名
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中世の頼舞子；こついて（浦）

は
、
前
女
年
の
嘉
元
二
年
、
阿
亙
川
庄
に
お
い
て
浄
智
・
西
仏
座
が

地
頭
の
虚
名
を
も
つ
て
横
暴
を
し
た
際
、
寺
僧
に
し
て
こ
れ
に
阿
党

す
る
も
の
は
山
上
山
下
か
ら
追
放
す
る
と
衆
徒
一
味
歯
状
を
認
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

人
数
の
中
に
見
出
さ
れ
、
庄
園
内
部
に
お
け
る
武
士
団
の
動
向
に
高

野
山
衆
徒
は
極
め
て
動
揺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
和
泉
法
眼

淵
叢
が
尾
道
浦
を
申
心
に
武
士
団
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
高
野
山
膝
下
の
庄
園
に
お
い
て
竜
こ
の
契
…
機
を
は
ら
ん
で

い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
一
味
同
心
の
契
状
に
よ

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
云
え
る
。
ま
た
頼
母
子
研
究
上
、
極
め
て

注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
年
次
不
明
（
室
町
時
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）

の
法
隆
寺
五
十
貫
頼
母
子
規
式
に
お
い
て
は
、
頼
母
子
落
札
者
は
澱

三
五
貫
文
醸
出
の
義
務
を
も
ち
、
ま
た
こ
の
頼
母
子
結
成
の
臼
的
で

あ
る
寺
用
の
法
服
楽
器
を
修
理
調
進
す
る
場
合
に
は
、
講
衆
及
び
講

奉
行
人
に
起
請
文
を
呈
し
て
披
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
規
加
入

者
は
講
衆
集
会
の
席
上
で
、
こ
の
鼠
的
と
規
約
を
記
し
た
旧
式
に
加

判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
法
隆
寺
の
惣
社
明
神
造

替
の
た
め
の
頼
母
子
に
お
い
て
、
そ
の
名
に
「
極
楽
」
を
冠
し
て
、

こ
の
頼
母
子
存
続
強
制
の
た
め
に
極
楽
往
生
を
掲
げ
た
と
思
わ
れ
る

こ
と
は
、
寺
院
・
寺
僧
を
親
と
し
た
頼
母
子
規
準
の
一
嘗
を
特
徴
的

　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
表
わ
し
て
い
る
。

　
村
落
内
で
の
頼
母
子
講
は
ど
の
1
1
“
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

惣
的
結
合
の
強
い
近
江
国
劇
珍
保
内
今
堀
に
お
い
て
、
延
徳
元
年
（
一

四
八
九
）
地
下
掟
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に
「
す
玉
ろ
愚
心
取
次

不
可
事
歴
と
の
一
条
が
あ
る
。
す
す
ろ
頼
母
子
な
る
も
の
が
如
何
な

る
召
的
の
も
と
に
ど
の
様
な
方
法
で
運
営
さ
れ
て
い
た
か
不
明
で
あ

　
⑲

る
が
、
惣
と
し
て
の
掟
で
あ
る
以
上
、
惣
内
部
の
も
の
の
み
を
幅
出
象

と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
衆
中
以
外
（
今
堀
以
外
）
の
利
用
を
禁
止
し

た
極
め
て
排
他
的
な
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
民
相
互
間
で

結
ば
れ
た
頼
母
子
謙
の
あ
り
方
を
示
す
典
型
的
な
史
料
は
次
に
掲
げ

る
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
講
捷
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
〔
キ
脱
〕

　
た
の
も
し
の
お
て
職
事
、

　
　
　
　
　
　
　
〔
つ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
質
〕

料
足
を
座
し
き
ゑ
も
ん
て
御
入
な
き
ガ
ハ
、
百
五
十
文
志
候
ハ
ん
す
る
し
ち

を
御
お
き
あ
る
へ
く
候
、
さ
や
う
二
な
く
候
ハ
x
、
座
し
き
衆
中
御
た
ち
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
座
敷
〕
　
　
〔
つ
〕

く
御
さ
い
ハ
ん
あ
る
へ
き
も
の
な
り
、
又
く
た
ん
を
さ
し
き
へ
も
ん
て
旧
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
サ
こ

り
無
方
ハ
、
衆
中
と
し
て
料
足
を
ま
い
ら
せ
ま
し
く
候
、
つ
き
二
た
の
も
し

の
衆
中
は
つ
れ
て
ハ
、
な
に
こ
と
も
合
力
あ
る
ま
し
く
候
も
の
な
り
、
侮
後

日
状
一
件

　
明
応
七
年
望
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
売
〕
　
　
　
　
⑲

た
の
も
し
の
衆
中
の
く
つ
ろ
き
な
く
候
て
ハ
、
く
た
ん
う
る
へ
か
ら
す
候
、
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百
五
十
文
の
懸
足
を
怠
る
も
の
は
そ
の
額
に
相
当
す
る
麗
質
を
求
め

ら
れ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
遵
濡
し
な
い
も
の
は
衆
中
の
謎
責
を
受
け
て

頼
母
子
の
落
札
利
用
は
勿
論
許
さ
れ
ず
、
か
く
し
て
頼
母
子
講
か
ら

脱
落
し
た
も
の
は
他
の
一
切
の
扶
助
合
力
も
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
逆
に
言
え
ば
、
村
落
冠
た
る
こ
と
が
頼
母
子
講
構

成
員
た
る
資
格
で
は
な
く
、
頼
母
子
講
構
成
員
た
る
こ
と
が
村
落
民

た
る
資
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
頼
母
子
が
成
立
す
る
た
め
の
一
般
的
前
提
に
つ
い
て
縷
述

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
え
ら
れ
た
頼
母
子
に
つ
い
て
の

一
つ
の
重
要
な
問
題
点
は
、
頼
母
子
講
維
持
策
と
し
て
絶
え
ず
田
地

を
質
と
し
て
要
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
た
だ
単
に
耕
作

し
て
い
る
田
地
を
保
有
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
は
な
く
、
懸
足
を

充
足
す
る
た
め
に
足
る
だ
け
の
得
分
を
確
保
し
え
る
田
地
を
保
有
す

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
頼
母
子
講
に
は
此
の
条
件
を
具
備
し
た

旧
暦
の
み
加
入
し
え
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
階
層
の

増
加
は
自
然
頼
母
子
講
の
発
展
の
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
一

方
、
頼
母
子
講
か
ら
の
衆
中
脱
落
は
、
田
地
の
得
分
権
の
一
部
が
絶

え
ず
講
の
保
有
に
帰
し
、
頼
母
子
講
田
、
村
落
を
一
つ
の
単
位
と
し

允
頼
母
子
の
場
合
は
惣
共
有
田
の
増
加
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
反
比
例
し
て
衆
中
の
漸
減
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
村
落
上
層
部

へ
の
得
分
の
集
中
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
向
を
も
つ

と
も
如
実
に
示
す
の
が
、
　
丹
波
国
山
国
庄
に
お
い
て
、
　
弘
治
元
年

（一

ﾜ
五
五
）
、
同
地
の
井
ノ
本
左
近
を
親
と
し
十
名
の
衆
中
を
擁
し

て
発
足
し
た
二
者
頼
母
子
が
、
九
年
間
に
歩
ん
だ
歴
史
で
あ
る
。
表

の
如
く
親
で
あ
る
井
ノ
本
左
近
を
除
き
、
次
肉
と
衆
中
の
も
の
が
先

　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

祖
相
伝
の
地
を
頼
母
子
衆
中
に
売
却
し
脱
落
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

結
局
、
親
井
ノ
本
家
に
田
地
は
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
頼

母
子
は
親
た
る
井
ノ
本
左
近
に
と
っ
て
は
田
地
兼
併
の
挺
子
と
な
り
、

他
の
衆
中
に
と
っ
て
は
先
祖
相
伝
の
地
を
密
な
う
契
機
と
な
っ
た
。

　
こ
の
頼
母
子
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
鳶
足
が
米
で
な
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
貨
幣
経
済
が
村
落
内
に
滲
透
し
て

も
現
物
経
済
が
反
比
例
し
て
減
少
す
る
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、

そ
の
事
実
と
し
て
一
つ
に
は
こ
の
頼
母
子
を
予
定
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
は
村
落
内
に
お
い
て
現
物
が
ま
だ
広
汎
に
売
買
に
使
用

さ
れ
て
い
た
証
左
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
残
存
の
意
義
に
つ
い
て
は

改
め
て
後
述
す
る
筈
で
あ
る
。

　
室
町
期
に
み
ら
れ
た
激
し
い
土
一
揆
を
支
え
た
村
落
構
造
の
歴
史

的
意
義
を
評
価
す
る
場
合
、
反
動
的
保
守
組
織
と
み
る
か
、
革
命
的
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　　　i

E 12石

と簾の糊1細 画工｝ g i2石

魑毒酒 1・・咽 i3石

穿剛㌦入｝ 1田20代1　｝

　　　陣咽

g e ｝2石

うめかすX1口
郎五郎　　　　加入

t
2石

西・左近｝ 睡・代t t ｝・石

夷醇姻1㌦入

髭之諺『㌦入 t 睡咽
ヂ
12石8斗

慶 春臨入1 1・25代｛・石・斗

母
胎
と
み
る
か
全
く
説
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
革
命
的
母

胎
と
み
る
一
つ
の
代
表
的
見
解
で
あ
る
石
田
善
人
氏
の
論
拠
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
も
の
は
、
　
一
つ
に
惣
共
有
地
の
存
在
が
あ
る
。
し
か
し
す
く
な
く

と
も
村
落
内
に
お
け
る
農
民
椙
互
の
救
済
扶
助
組
織
と
し
て
再
生
産

機
構
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
頼
母
子
講
が
、
全
村
的
規
模
で

結
ば
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
質
流
れ
地
は
惣
有
田
に
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
同
時
に
農
民
贋
の
分
化
と
没
落
を
招
く
の
で
あ
る
か
ら
、
少
数

有
力
農
民
へ
の
田
地
得
分
の
集
中
兼
併
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て

惣
有
田
の
増
減
の
み
に
よ
っ
て
は
惣
的
結
合
の
消
長
を
直
ち
に
反
映

は
し
な
い
。
室
町
期
に
お
け
る
惣
有
地
は
基
本
的
に
村
落
生
活
の
再

生
産
の
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
屯
の
で
は
な
く
、
有
力
農
民
と
弱
少
農

民
と
の
商
最
流
通
の
特
殊
な
形
態
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
室
町
期
に
お
け
る
商
品
流
通
の
領
主
的
性
格
の
も
の
と
農
民
的

性
格
の
も
の
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
、
当
然
土
一
揆
の
内

容
に
も
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
。
馬
借
一
揆
・
一
向
一
揆
等
を
主
導
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
の
は
運
送
業
者
や
行
商
人
、
あ
る
場
合
に
は
豪
商
も
い
た
・
ま
た
明

徳
四
年
（
二
二
九
三
）
か
ら
翌
応
永
元
年
に
か
け
て
播
磨
国
矢
野
庄
に

お
い
て
、
地
下
政
所
明
済
の
弾
劾
を
直
接
的
契
機
と
し
て
大
規
摸
な

百
姓
逃
散
が
行
わ
れ
た
時
、
こ
れ
に
同
心
し
な
い
こ
と
を
寺
家
に
起
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請
文
を
捧
げ
て
誓
う
数
人
の
名
主
が
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に
は
刑
部

大
夫
の
ご
と
ぐ
庄
内
居
住
の
商
人
に
し
て
年
貢
離
京
送
を
請
負
っ
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
商
人
は
一
揆
の
阻
止
三
分
裂
的
作
用

　
　
　
　
　
㊥

を
果
し
で
い
る
。
圭
揆
に
お
け
る
商
人
層
の
こ
の
動
向
は
、
商
品
流
、

通
の
復
雑
さ
の
反
映
で
あ
る
し
、
い
わ
ば
商
贔
流
通
の
基
本
的
構
造

追
究
が
土
一
揆
の
歴
史
的
評
価
を
考
え
る
一
助
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
石
田
氏
の
見
解
と
基
本
的
に
同
二
と
思
わ
れ
る
上
島
有
氏
の

一
連
の
労
作
は
旧
名
主
↓
本
名
主
↓
加
地
子
名
主
へ
の
分
解
と
再
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
シ
エ
1
マ
を
と
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
問
題
点
は
生
産
力
の
発

展
が
直
ち
に
家
父
長
的
な
家
内
奴
隷
制
の
崩
壊
と
小
農
民
の
独
立
自

営
化
、
更
に
そ
れ
が
加
地
子
名
主
と
小
作
的
隷
農
と
の
分
解
を
生
む

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鎌
壷
中
末
期
か
ら
村
落
内
で

広
汎
化
す
る
頼
母
子
発
生
が
意
味
し
た
も
の
は
、
有
力
農
民
に
よ
る

地
主
経
営
の
拡
大
の
方
向
と
、
は
じ
め
か
ら
弱
少
農
畏
を
商
晶
流
通

か
ら
疎
外
し
な
い
方
向
と
の
二
面
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ

ば
旧
名
の
解
体
は
、
直
ち
に
封
建
的
小
農
民
を
の
み
生
む
方
向
を
と

ら
ず
、
自
治
的
な
惣
が
有
力
農
民
の
主
導
に
ま
か
さ
れ
る
性
格
を
そ

な
え
て
い
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
加
地
子
名
主
・
当
名
主
を
生
む
方
向

を
も
単
列
的
に
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
三
浦
博
士
、
前
掲
「
頼
愚
子
の
起
源
と
其
語
源
」

②
新
城
氏
、
前
掲
論
文
、
二
章

③
「
高
野
肉
文
書
、
又
続
宝
簡
集
八
四
」
、
正
慶
元
年
七
月
十
工
呂
荒
河

　
一
比
々
官
等
請
文
　
（
所
収
番
㎝
写
一
一
血
四
山
ハ
㎝
写
文
漫
口
）

④
佐
々
木
銀
弥
氏
「
中
世
商
業
の
発
達
と
在
地
構
叢
一
高
跳
出
傾
紀
伊

　
国
損
庄
園
を
中
心
と
し
て
　
　
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
一
…
三
）

⑤
玉
泉
大
梁
氏
「
室
町
時
代
に
於
け
る
貨
幣
の
流
通
状
態
」
（
『
史
淵
』
一

　
i
一
）

　
豊
田
武
博
士
『
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
』
　
（
一
〇
五
～
六
頁
）

　
佐
々
木
銀
弥
氏
、
前
掲
論
文

　
熊
園
亨
氏
「
自
由
布
面
の
成
立
に
つ
い
て
1
中
世
末
期
東
近
江
の
農
村

　
構
造
一
」
（
『
史
学
雑
誌
』
五
九
i
｝
）

⑥
聯
．
．
図
説
日
本
文
化
史
大
系
』
（
第
六
巻
鎌
倉
時
代
）
（
＝
一
八
頁
参
照
）

⑦
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
両
氏
編
『
中
世
法
欄
史
料
集
』
第
一
巻
、
鎌
倉

　
幕
府
法
、
　
第
二
躍
即
追
加
法
、
　
二
九
六
㎝
万

⑧
『
同
右
史
料
』
、
第
二
部
、
四
一
七
丹
　
　
　
．

⑨
拙
稿
「
日
蓮
立
宗
に
関
す
る
三
エ
の
問
題
－
商
品
流
通
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
」
（
『
仏
教
史
学
』
八
一
三
、
予
定
）
で
主
と
し
て
鎌
倉
周
辺
の
審
実

　
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
い
た
。

⑩
　
田
中
黒
氏
「
丹
波
團
君
田
庄
の
研
究
」
　
（
『
史
林
』
三
九
－
四
）

⑪
前
掲
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
部
、
＝
一
〇
号

⑫
　
河
合
正
治
氏
「
繭
圏
に
於
け
る
領
主
制
の
進
展
一
1
備
後
麟
大
田
庄
を

　
中
心
に
一
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
一
）

⑬
　
林
屋
辰
三
郎
氏
「
南
北
朝
時
代
の
法
隆
寺
と
東
西
両
郷
」
（
『
中
型
文
化
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罰群’提：の綾籔｛馨子錠二つし、て　（三浦）

　
の
蓋
調
』
所
双
）

⑭
　
小
葉
田
教
授
、
前
掲
論
文

⑮
　
　
「
轡
両
野
山
点
又
堂
目
、
　
又
上
宝
簡
留
山
ハ
・
八
」
、
柵
搬
一
計
四
年
十
・
一
R
月
二
十
山
ハ
ロ
H
、

　
入
寺
泰
助
紛
失
状
（
所
取
番
丹
七
七
〇
号
文
書
）

⑯
「
岡
右
文
雲
、
続
窯
簡
集
七
〇
」
、
嘉
元
二
年
七
月
、
金
剛
峯
寺
衆
徒

　
…
味
契
状
（
所
収
番
馨
八
二
〇
号
文
欝
）

⑰
　
中
団
博
士
・
林
二
二
、
前
掲
論
文

⑬
新
城
氏
、
前
掲
論
文

⑲
「
二
一
王
子
神
社
文
書
」
頼
慨
子
講
掟
書
（
『
旧
高
野
領
内
文
書
』
所

　
収
）
　
（
所
収
番
号
二
四
｛
号
）

⑳
「
井
本
家
交
書
」
（
野
田
只
夫
氏
編
『
丹
波
躍
山
国
庄
史
料
』
所
収
）

　
（
所
収
番
号
、
二
八
一
・
二
八
三
・
二
八
七
・
二
八
九
・
二
九
〇
・
二
九

　
二
・
二
九
三
・
二
九
四
・
二
九
六
・
二
九
八
号
文
書
）
講
親
は
初
回
に
落

　
札
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
か
ら
、
井
ノ
本
左
近
は
弘
治
元
年
に
落
札
し
た

　
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
磯
二
郎
左
衛
門
及
び
西
ノ
左
近
は
、
二
石
頼
母
子

　
結
成
時
に
そ
の
式
昌
に
名
を
連
ね
て
お
ら
ず
、
以
後
加
入
し
た
も
の
か
、

　
衆
外
で
あ
り
な
が
ら
頼
母
子
を
落
札
し
利
用
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

⑳
　
石
田
善
人
氏
「
惣
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
三
八
i
六
）

⑳
　
石
田
善
人
氏
「
畿
内
の
一
向
一
揆
に
つ
い
て
；
－
そ
の
構
造
論
を
中
心

　
と
し
て
一
偏
（
『
日
本
史
研
究
』
二
三
）

⑳
　
宮
期
満
氏
門
播
磨
国
矢
野
庄
稀
　
（
柴
田
実
氏
著
『
三
二
村
落
の
構
造
』

　
所
…
収
）
　
（
一
六
四
～
～
七
六
百
ハ
）

⑳
　
上
島
重
氏
「
畿
内
荘
園
の
｝
存
在
形
態
一
山
城
辺
上
久
世
庄
の
二
毛

　
i
」
（
『
日
太
・
歴
史
』
　
一
一
一
）
　
・
「
庄
園
鋼
解
体
期
の
山
城
瞬
上
久
世

庄
」
（
『
史
林
』
四
一
i
二
）
・
由
城
国
上
久
世
庄
に
お
け
る
百
姓
名
の
解

体
一
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
－
一
一
）
　
・
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
畿
内
の
名

主
扁
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
批
社
会
の
基
本
構
造
し
所
収
）

二

　
前
章
で
は
頼
母
子
の
初
見
史
料
を
あ
げ
て
、
頼
母
子
慣
行
の
面
か

ら
そ
の
歴
史
的
前
提
と
一
般
的
な
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
頼
母
子
の
他
の
一
性
格
に
つ
い
て
追
究
を
試
み

る
。
頼
母
子
は
村
落
内
で
農
民
相
互
間
に
慣
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

階
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
庄
官
層
の
銭
貨
収
奮
の
一
形

態
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
庄
園
領
主
高

野
山
は
頼
母
子
の
結
成
そ
の
も
の
を
禁
止
し
た
の
で
は
な
く
、
頼
母

子
と
称
し
な
が
ら
庄
官
が
男
殺
を
出
さ
ず
に
収
奪
す
る
こ
と
、
い
わ

ば
庄
官
た
る
権
威
、
在
地
土
豪
た
る
地
位
を
利
し
た
私
感
な
賦
課
非

法
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
庄
宮
層
が
農
罠
所
持

の
銭
貨
を
吸
収
す
る
の
に
種
女
な
口
実
を
設
け
て
い
た
こ
と
の
事
実

を
示
す
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
庄
官
が
自
か
ら
懸
足
を
醸
出
し
頼
母

子
営
用
の
一
式
に
従
う
か
ぎ
り
、
庄
官
層
が
親
と
し
て
講
を
主
導
し
、

頼
母
子
金
を
庄
官
個
人
の
利
潤
追
究
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
庄
園
領
主
側
と
し
て
は
何
等
干
渉
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
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は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
◎
し
た
が
っ
て
農
民
相
互
間
の

慣
行
を
示
す
頼
母
子
と
そ
れ
を
私
的
収
奪
の
挺
子
と
し
ょ
う
と
す
る

庄
官
と
の
対
抗
関
係
を
示
す
こ
の
僅
か
な
史
料
は
、
十
三
世
紀
後
半

以
降
の
紀
川
中
流
域
地
方
に
お
け
る
在
地
領
主
制
形
成
の
一
つ
の
方

向
と
、
ひ
い
て
は
、
十
三
世
紀
中
期
以
降
顕
著
と
な
っ
て
く
る
地
頭

等
に
代
表
さ
れ
る
銭
貨
の
収
奪
を
一
つ
の
特
徴
と
し
た
領
主
綱
形
成

の
一
般
的
な
動
向
に
暗
示
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
正
和
四
年
（
＝
一
九
一
）
紀
川
中
流
域
庄
園
に
属
す
る
荒
川
・
名
手
・

査
仲
（
法
成
寺
領
）
の
三
庄
で
は
、
庄
官
・
土
豪
等
が
結
托
し
て
い
わ

ゆ
る
大
悪
党
事
件
を
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
非
法
が
、
路
次
に
お
け

る
商
贔
の
強
奪
と
、
市
場
に
お
け
る
押
買
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
磐
屋

　
　
　
　
　
①

す
べ
き
で
あ
る
。
照
中
鷺
氏
の
研
究
を
ひ
い
て
前
述
し
た
丹
波
国
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

山
庄
地
頭
中
沢
氏
の
横
暴
に
屯
、
或
は
ま
た
、
文
永
五
年
（
＝
一
六
八
）

駿
河
国
賀
嶋
庄
実
相
寺
衆
徒
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
院
主
代
の
非
法

の
中
に
も
、
百
姓
か
ら
銭
貨
を
徴
し
て
同
寺
供
僧
田
の
耕
作
者
た
ら

し
め
る
こ
と
や
、
寺
前
の
池
を
埋
め
立
て
て
猫
額
の
地
を
水
田
化
し

て
利
潤
を
専
ら
に
す
る
等
の
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
上
掲
の
諸
例
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

軌
を
一
に
す
る
竜
の
で
あ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
十
三
世
紀
初

頭
か
ら
地
頭
が
山
僧
・
借
上
等
を
地
頭
代
に
補
し
、
あ
る
い
は
交
通

の
要
衝
に
関
を
設
け
関
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
続
発
し
、
鎌
倉
幕
府
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

は
し
ば
し
ば
追
加
法
を
発
し
て
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

は
、
十
三
世
紀
以
降
に
お
け
る
地
頭
領
主
綱
形
成
の
よ
り
重
要
な
一

般
的
課
題
が
、
在
地
で
広
汎
に
展
開
す
る
商
品
流
通
に
よ
っ
て
農
民

相
互
間
に
吸
着
さ
れ
て
ゆ
く
貨
幣
を
如
何
に
吸
収
し
て
領
主
的
流
通
．

の
中
に
還
流
さ
せ
て
い
く
か
と
い
ヶ
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
、

と
同
時
に
、
彼
等
地
頭
は
、
幕
府
の
威
令
を
無
視
し
て
ま
で
も
こ
の

課
題
を
敢
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
前
提

と
な
る
も
の
は
地
頭
に
代
表
さ
れ
る
在
地
領
主
層
の
存
在
形
態
と
し

て
、
村
落
内
に
お
い
て
一
般
農
民
経
営
を
圧
倒
す
る
直
営
地
経
営
を

も
ち
商
談
の
市
場
投
下
に
お
い
て
農
畏
に
優
位
を
占
め
る
段
階
か
ら
、

農
民
の
預
作
経
営
の
一
般
化
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
寺
家
佃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

や
地
頭
佃
の
名
へ
の
割
付
け
等
は
そ
の
重
要
な
論
拠
と
な
ろ
う
。
し

か
竜
こ
れ
を
決
定
づ
け
る
一
つ
の
条
件
は
、
地
域
的
な
乃
至
は
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
な
分
業
形
態
の
優
位
か
ら
、
村
落
内
の
分
業
が
広
汎
に
展
開
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
予
想
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

竜
ち
う
ん
直
営
地
経
営
も
存
続
し
、
中
央
都
市
に
お
け
る
分
業
組
織

が
地
方
の
そ
れ
を
優
越
す
る
こ
と
も
特
殊
な
翠
雲
品
等
の
部
面
に
お

い
て
は
存
続
す
る
が
、
そ
れ
が
在
地
領
主
制
を
形
成
す
る
移
行
過
程
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に
お
い
て
、
す
く
な
く
と
も
鎌
倉
中
期
以
降
は
基
本
的
条
件
に
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
そ
の
決
定
的
時
期
を
十
一
二
世
紀
後
半

か
ら
発
生
す
る
悪
党
と
そ
の
敗
退
の
中
に
み
る
の
で
あ
る
。
紀
伊
国

猿
州
庄
等
で
み
ら
れ
た
頼
母
子
初
見
史
料
は
如
上
の
論
述
に
よ
っ
て

一
応
歴
史
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
、
庄
官
等
の
…
銭
貨
獲
得
は
急

務
で
あ
り
、
し
か
屯
庄
園
領
主
の
支
配
が
強
く
請
文
等
で
規
制
さ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
暴
挙
に
訴
え
て
悪
党
化
す
る
以
外
に
方
策
は
な

か
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
頼
母
子
に
つ
い
て
本
章
で
述
べ
よ
う
ど
す
る
領
主
に
よ
る
収
奪
組

織
た
る
性
格
に
関
し
て
の
主
題
は
一
応
述
べ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
室

町
時
代
に
入
っ
て
如
何
に
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
二
三
重
要
な
指
摘

を
し
て
お
き
た
い
。

　
大
乗
院
門
跡
尋
尊
の
日
記
で
あ
る
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
に
次

の
如
き
記
載
が
あ
る
。

伝
聞
、
越
智
計
謹
上
外
也
、
山
城
国
人
非
分
四
百
五
六
十
貫
之
内
、
旧
冬
二

　
　
　
　
　
　
　
八
十
貫
云
肉

百
貫
於
所
々
、
宗
観
借
用
渡
之
、
　
二
百
余
ハ
未
下
也
、
　
給
分
不
及
半
分
之

間
、
腹
立
云
々
、
奈
良
申
葱
悪
事
、
肖
越
智
、
　
申
之
、
　
古
市
不
可
叶
旨
、

申
了
云
々
、
越
智
郷
寺
庵
・
道
場
・
垂
物
・
飛
騨
悉
書
写
之
、
坊
之
倉
空
弾

　
　
　
　
　
　
　
〔
翫
力
〕

悉
以
召
取
之
、
迷
惑
之
之
由
歎
申
之
、
返
事
、
兵
型
物
二
僚
官
之
間
、
無
力

　
〔
搏
〕
　
・

　
転
之
、
涯
分
勘
忍
当
然
、
不
前
者
鑑
識
修
行
由
、
申
付
之
云
々
、
此
辺
衆
帥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
公
以
下
給
分
一
向
不
能
下
行
云
々

文
明
十
四
・
五
年
当
時
の
大
和
国
内
に
お
け
る
土
豪
麟
の
動
向
は
、

応
仁
大
乱
の
余
波
を
受
け
て
土
豪
層
の
連
合
と
対
立
に
明
け
暮
れ
て

い
た
が
、
畠
山
義
就
の
山
城
・
大
和
で
の
優
勢
さ
は
決
定
的
と
な
り
、

畠
山
義
就
配
下
の
大
和
土
豪
層
の
優
位
さ
に
も
直
ち
に
反
映
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
の
中
に
は
越
智
・
古
市
等
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
越
智

と
古
市
の
動
向
を
伝
え
る
の
が
こ
の
史
料
で
あ
る
。
越
智
は
配
下
た

る
山
城
国
人
へ
の
給
分
に
事
闘
き
、
所
々
か
ら
の
借
用
に
よ
っ
て
こ

れ
に
当
て
た
が
半
分
に
足
ら
ず
、
爾
余
の
二
百
貫
文
余
を
捻
出
す
る

策
と
し
て
奈
良
中
に
頼
母
子
を
慣
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
奈
良
に
お

け
る
頼
母
子
親
は
古
市
氏
の
権
限
に
属
し
て
古
市
の
反
対
に
あ
っ
て

挫
折
し
、
自
己
の
本
拠
越
智
郷
内
の
群
小
な
寺
社
を
対
象
に
し
た
破

壊
的
な
強
奪
の
挙
に
出
た
の
で
あ
り
、
大
和
に
抄
け
る
有
力
な
土
豪

越
智
氏
に
し
て
な
お
当
座
の
家
臣
罰
へ
の
給
付
に
用
意
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
尋
尊
が
日
寵
に
此
の
記
事
を
記
し
た
の
は
、
越
智
氏
の

破
壊
的
行
為
の
事
実
と
そ
の
原
因
を
伝
聞
し
、
そ
の
対
策
を
求
め
ら

れ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
膝
下
の
奈
良
で
頼
母
子
が
如
何
に
成
立
し

よ
う
と
も
、
庄
園
領
主
側
と
し
て
は
何
等
関
知
す
る
も
の
で
は
な
か
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つ
た
の
で
あ
る
。
越
智
が
頼
母
子
に
目
を
つ
け
、
古
市
が
そ
れ
を
拒
絶

し
た
こ
と
は
、
頼
母
子
が
土
豪
層
の
一
つ
の
重
要
な
財
源
、
し
か
も

庄
園
領
主
支
配
の
閥
隙
に
残
さ
れ
た
収
奪
の
一
つ
の
形
態
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
古
市
は
か
つ
て
奈
良
に
千
貫
頼
母
子
を
結
ん
で
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
り
強
制
的
に
奈
良
住
民
に
懸
足
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
興
福
寺

六
方
衆
の
反
対
は
あ
っ
た
が
、
次
々
と
毎
年
落
札
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
れ
ば
、
こ
の
干
貫
．
頼
母
子
は
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
越
智
氏
が
二
百
貫
丈
余
に
及
ぶ
給
分
未
支
払
部
分
を
補
わ
ん
と
し

て
企
図
し
た
頼
母
子
の
規
模
は
、
二
百
貫
文
余
が
そ
の
金
額
で
は
な

い
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
市
千
貫
頼
母
子
は
経
蔵
修
理
用
途
費
捻

出
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
千
貫
頼
母
子
が
安
養
寺
・
万
才

氏
・
知
足
坊
・
東
大
寺
戒
亥
郎
等
に
落
札
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、

そ
の
利
分
が
経
蔵
修
理
用
途
、
及
び
古
市
氏
・
落
札
者
間
で
分
配
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
越
智
氏
が
奈
良

に
興
行
し
よ
う
と
し
た
頼
母
子
も
古
市
千
貫
頼
母
子
と
同
様
か
な
り

大
規
模
な
額
に
達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
大
和
の
土
豪
で
あ
る
古
市
∴
越
智
両
氏
等
は
他
の
土
豪
層
・

寺
社
等
の
領
主
層
、
さ
ら
に
は
商
業
高
利
貸
資
本
と
分
ち
難
く
結
合

し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
、
奈
良
地
方
一
円
を
包
含
す
る
頼
母
子

は
細
帯
等
の
、
庄
園
領
主
の
支
配
権
の
間
隙
を
ぬ
っ
た
、
巧
み
に
し

て
合
法
的
な
一
収
奪
組
織
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
商
業
　
渦
利
貸
資
本
の

成
立
す
る
基
盤
を
構
成
す
る
一
つ
の
組
織
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
越
智
氏
が
自
己
の
本
拠
で
あ
る
越

智
郷
に
頼
母
子
を
興
さ
ず
、
奈
良
地
域
に
求
め
た
こ
と
は
、
大
規
模

な
頼
母
子
に
あ
っ
て
は
大
和
地
方
に
お
け
る
商
業
的
展
開
の
中
核
を

占
め
る
商
業
都
市
と
し
て
の
奈
良
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
自
愛
に
お
い
て
は
腹
立
ち
と
い
う

暴
発
的
原
因
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
寺
社
の
什
物
・
貯
蔵
吾
等
を

略
奪
し
た
こ
と
は
、
越
智
郷
に
お
け
る
市
場
圏
が
奈
良
に
吸
収
さ
れ

て
狭
隆
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
同
時
に
、
庄
園
領
主
の
膝
下
で

⑩は
、
越
智
氏
等
が
武
士
団
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
が
、
益
々
商
業
高
利
貸
資
本
と
彼
等
と
の
結
合
を
積
極
的

な
ら
し
め
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
在
地
領
主
層
の
家
臣
団
の
中
に
披
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

商
人
が
増
加
す
る
の
は
そ
の
一
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
鎌
倉
以
降
の
市
場
商
人
の
保
護
統
綱
を
み
る
と
、

庄
園
領
主
が
自
己
の
庄
園
内
に
市
を
開
設
・
保
護
す
る
の
に
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
っ
た
事
例
は
枚
挙
に
露
な
く
、
ま
た
鎌
倉
幕
府
竜
鎌
倉
の
町
場
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

諸
国
の
地
頭
も
村
落
内
で
の
市
場
の
保
護
真
夏
に
意
を
注
ぎ
、
安
芸
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閣
三
入
曽
地
頭
熊
谷
氏
の
如
く
、
嫡
庶
相
論
に
際
し
て
わ
ず
か
な
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

場
在
家
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
あ
っ
て
、
室
町
期
に
特
微

的
な
現
象
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
奈
良
の
経
済
力
支
配
を
め
ぐ
っ
て

の
古
市
・
越
智
民
の
対
抗
は
、
大
名
領
国
を
形
成
す
る
場
合
、
焦
眉

の
急
と
念
頭
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
天
正

十
三
年
（
一
五
八
五
）
豊
臣
秀
吉
の
舎
弟
群
長
が
大
和
に
封
ぜ
ら
れ
て
、

筒
井
氏
の
居
城
を
破
っ
て
郡
山
城
を
築
城
す
る
に
当
っ
て
、
奈
良
中

の
商
業
・
金
融
業
を
禁
止
し
郡
山
に
吸
収
し
、
城
下
町
建
設
に
急
で

　
　
　
　
　
⑯

あ
っ
た
こ
と
は
、
幕
藩
体
制
に
つ
な
が
る
領
国
経
済
の
確
立
の
た
め

に
は
、
奈
良
の
商
業
都
市
を
吸
収
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
音
“

味
す
る
。
近
世
に
入
る
と
藩
主
を
親
と
す
る
頼
母
子
講
の
結
成
が
各

　
　
　
　
　
　
⑯

地
に
見
ら
れ
る
が
、
応
仁
の
乱
後
奈
良
で
検
出
さ
れ
る
土
豪
古
市
を

親
と
す
る
干
貫
頼
母
子
は
そ
の
原
型
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
三
浦
周
行
博
士
は
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
九
月
二
十
九
日
、
室
町

幕
府
が
発
し
た
「
徳
政
禁
制
条
々
し
で
、
徳
政
か
ら
除
外
さ
れ
た
も

の
の
中
に
合
力
請
取
が
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
、
合
力
と
は
頼
母
子
で

あ
っ
て
、
そ
の
籔
に
当
っ
て
懸
銭
を
す
で
に
収
得
し
た
も
の
が
合
力

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

請
取
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
百
瀬
今
朝
雄
氏
が
錯
簡
を
是
正
し
て
復
原

さ
れ
た
「
賦
引
付
」
中
の
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
八
月
十
五
日
付
の
「
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

清
水
八
幡
宮
安
居
倉
役
神
人
申
状
」
に
よ
れ
ば
、
淀
懸
垂
住
人
六
人

が
衆
中
と
し
て
少
銭
を
執
り
集
め
、
百
貫
の
額
に
し
て
利
を
え
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
云
わ
れ
て
い
る
「
合
銭
」
は
頼
母
子
講
の

形
態
と
同
一
で
あ
り
、
三
浦
博
士
の
前
説
及
び
百
瀬
氏
の
「
同
坐
と

は
少
銭
を
集
め
た
金
が
高
利
貸
業
者
に
投
資
さ
れ
て
利
殖
を
生
む
も

の
を
云
う
」
と
い
う
性
格
か
ら
考
え
て
、
合
銭
は
頼
母
子
の
別
称
で

あ
る
合
力
銭
・
合
力
助
成
銭
の
略
称
に
外
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
合
舞
も
頼
母
子
研
究
の
素
材
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
上
述
享
徳
三
年
九
月
工
十
九
日
の
徳
政
禁
制
に
お
い
て
は
、
合
銭

は
徳
政
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
よ
り

一
ヶ
月
後
の
十
月
二
十
九
日
及
び
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
十
二
月
五

日
の
徳
政
令
に
お
い
て
は
、
徳
政
の
適
用
を
う
け
借
銭
の
十
分
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
納
入
し
た
場
合
に
限
り
破
棄
を
令
し
て
い
る
。
徳
政
一
般
が
い
わ

ゆ
る
徳
政
一
揆
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
よ
う
に
、
高

利
貸
商
人
に
と
っ
て
は
債
権
の
一
方
的
破
棄
で
あ
り
そ
の
被
害
は
甚

大
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
合
…
銭
破
棄
は
高
利
貸
筆
入
の
債
務
破
棄
を
意

味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
高
利
貸
商
人
保
護
の
意
味
を
屯
つ
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
利
貸
商
人
が
頼
母
子
講
の
親
と
な
っ
て
こ

れ
を
落
札
し
、
ま
た
各
地
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
合
剤
を
預
か
つ
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て
利
潤
追
究
の
分
与
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
、
全
く
他
律
的
な
徳
政
を

予
想
し
そ
の
危
険
な
廻
避
す
る
意
味
で
、
積
極
的
に
利
用
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
利
潤
を
羅
的
と
す
る
合
銭
頼
母
子
が

結
成
さ
れ
、
そ
の
要
求
に
応
え
て
高
利
貸
商
人
が
預
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
合
銭
・
頼
母
子
の
広
汎
な
存
在
は
か
え
っ
て
高
利
貸

商
人
を
し
て
徳
政
を
要
求
す
る
契
機
を
も
は
ら
ん
で
い
た
と
云
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
屯
合
銭
・
頼
母
子
が
徳
政
の
適
用
を
う
け
る
こ
と

は
、
頼
母
子
が
利
潤
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

天
女
十
五
年
（
一
五
四
六
）
十
月
三
十
撮
に
発
し
た
徳
政
令
の
中
に
、

一
、
頼
弄
あ
っ
か
り
装
鰍
諮
㍊
継

　
　
⑳

と
あ
り
、
そ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
幕
府
の
こ
の
態
度
は
各
地

に
お
け
る
頼
母
子
落
札
老
の
頼
母
子
破
棄
の
動
き
を
招
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
天
文
一
九
年
四
月
に
は
興
福
寺
学
侶
円
識
房
得
業
と
賢

良
が
取
過
頼
母
子
帯
皮
を
企
て
、
学
侶
の
評
議
を
経
て
罪
科
に
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
さ
ら
に
住
屋
が
検
封
か
破
却
を
受
け
た
ら
し
い
。
こ
の
場
合
頼
母

子
雪
颪
は
衆
中
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
学
侶
等
の
反
対
に
あ
っ
て
実
現

せ
ず
、
幕
府
の
徳
政
令
も
適
用
を
う
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
決
し
て
幕
府
の
威
令
が
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な

く
、
頼
緯
子
が
徳
政
の
除
外
例
と
さ
れ
る
に
は
こ
の
頼
母
子
が
利
潤

追
究
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
何
か
他
に
原
因
が
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
述
石
清
水
八
幡
宮
神
人
で
淀
郷
に
居
佐
す
る
六
人
に
よ
っ
て
結

ば
れ
て
い
た
合
銭
は
、
神
簸
た
る
の
理
由
で
徳
政
か
ら
除
外
さ
れ
て

い
る
し
、
ま
た
文
明
五
年
（
一
三
七
三
）
、
　
松
太
・
大
興
寺
雑
掌
が
土
倉

と
思
わ
れ
る
洞
女
倉
七
里
に
預
け
お
い
た
合
銭
百
貫
文
も
、
ま
た
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

政
令
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
禅
寺
の
経
営
す
る
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
子
と
い
う
低
利
の
七
堂
銭
や
、
神
明
講
・
熊
野
講
要
…
脚
が
ま
た
そ

　
　
　
　
　
　
⑳

う
で
あ
っ
た
如
く
、
装
用
仏
用
を
名
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
頼
碍
子
が
徳
政
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
法
隆
寺
五
十
貫
頼
母
子
の
塩
瀬
に
お
い
て
、

　
一
、
縦
難
レ
有
昌
天
下
一
同
徳
政
↓
此
岸
支
懸
銭
不
レ
可
レ
有
漏
改
動
之
儀
一
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
の
一
条
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
そ
の
代
表
的
例
で
あ
り
、
前
述
越

智
氏
が
奈
良
に
興
行
し
よ
う
と
し
た
急
場
し
の
ぎ
の
頼
母
子
は
さ
て

お
き
、
か
な
り
恒
久
的
な
性
格
を
も
ち
他
に
融
資
し
て
い
た
古
市
干

貫
頼
母
子
の
場
合
、
正
願
院
の
経
蔵
修
理
用
途
に
あ
て
る
と
公
言
す

る
こ
と
は
、
万
一
の
場
合
の
徳
政
の
除
外
を
意
図
し
た
、
き
わ
め
て

政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
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に｛コ世の頼母子について（銀浦）

　
こ
こ
で
は
収
奪
組
織
の
一
形
態
と
し
て
の
頼
母
子
を
一
ご
く
概

括
的
に
言
え
ば
、
農
民
の
間
に
滲
透
し
定
着
し
て
次
第
に
現
物
経
済

を
排
除
し
て
ゆ
く
銭
貨
を
、
再
び
領
主
的
流
通
の
中
に
還
元
さ
せ
る

た
め
の
音
ゆ
義
を
も
つ
面
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
度
重
な
る
徳
政
は
貨

幣
の
領
主
的
流
通
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
主
層
の
決
定
的
な

貨
幣
不
足
は
一
方
で
積
極
的
な
対
外
交
易
に
よ
る
銭
賞
流
入
策
と
な

り
、
銭
貨
に
よ
る
収
奪
が
広
汎
な
部
面
で
一
般
化
す
る
の
で
あ
る
。
中

世
に
お
い
て
為
替
は
十
貫
文
が
一
つ
の
単
位
と
し
て
コ
」
と
呼
ば
れ

　
　
　
⑭

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
銭
貨
が
流
通
す
る
一
般
的
形
態
と
し
て
は
十

貫
交
程
度
が
一
つ
の
基
準
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
こ

と
は
銭
貨
が
領
主
的
な
流
通
機
構
の
場
に
入
る
時
は
比
較
的
多
量
の

集
積
を
要
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
国
内
で
銭
貨
が
鋳

造
さ
れ
な
い
と
い
う
制
限
さ
れ
た
貨
幣
の
流
通
機
構
の
性
格
を
考
え

れ
ば
、
頼
母
子
・
は
構
造
的
に
銭
貨
の
領
主
経
済
へ
の
放
出
を
面
心
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
か
く
し
て
農
村
内
部
に
お
い
て
は

相
変
ら
ず
一
方
で
根
強
い
現
物
経
済
を
源
存
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

①
佐
々
木
氏
、
前
掲
掌
上

②
　
田
中
氏
、
前
掲
論
文

③
「
北
山
本
門
寺
文
書
」
文
永
五
年
八
月
、
実
楊
寺
衆
徒
劇
薬
（
『
静
澗
県
史

　
料
』
第
二
輯
所
堰
）
。
高
木
豊
氏
　
「
熱
原
法
難
に
就
い
て
i
初
期
受
難

　
虐
爪
教
醐
史
の
　
一
晶
糊
」
　
（
q
、
史
学
雑
誌
』
　
山
ハ
一
i
…
○
）
　
参
照
。

④
　
水
上
　
久
氏
「
荘
園
に
於
け
る
佃
に
就
い
て
」
（
『
歴
史
学
硯
究
』
七
－

　
五
）
。
　
渡
辺
澄
夫
氏
は
『
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
に
お
い
て
癩
の
名
へ

　
の
配
分
を
均
弊
名
成
立
の
重
要
な
論
拠
と
さ
れ
た
。
泓
も
地
頭
佃
の
名
へ

　
の
堅
作
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
備
中
国
新
見
庄
の
商
業
i
鎌
倉
時

　
車
中
・
末
期
の
地
頭
分
を
中
心
と
し
て
…
」
（
湘
日
本
史
研
究
』
二
九
）

⑤
越
中
瞬
野
市
金
麓
の
燈
炉
鋳
物
師
等
は
鎌
倉
時
代
、
蔵
人
所
の
牒
に
よ
．

　
つ
て
、
諸
圏
諸
庄
園
の
守
護
・
地
頭
・
預
所
・
沙
汰
二
等
が
市
場
・
津
渡
に

　
お
い
て
課
す
る
山
河
率
分
・
津
料
等
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
同
地
の
鋳
物

　
師
は
古
く
は
鉄
の
産
地
礪
波
郡
・
射
水
郡
を
ひ
か
え
た
鍛
冶
集
団
と
し
て

　
同
地
方
の
農
耕
用
具
等
の
生
産
面
で
毒
筆
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な

　
ら
ず
、
そ
の
一
部
の
優
れ
た
技
徳
が
鎌
倉
初
．
頭
に
お
い
て
は
燈
炉
鋳
造
と

　
い
う
特
殊
技
衛
を
も
つ
集
団
と
し
て
転
身
し
、
全
国
的
に
麗
名
を
馳
せ
た

　
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
蔵
人
所
の
牒
に
よ
っ
て
集
隅
の
保
護
が
与
え

　
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圏
家
的
な
分
業
の
一
環
を
保
っ
て
い
た
と
考
え

　
て
よ
か
ろ
う
。
（
門
東
寺
百
合
文
ゑ
ご
建
暦
三
年
十
｝
月
、
蔵
入
所
牒
案
。

　
斗
帳
元
年
五
月
、
蔵
入
所
牒
案
。
永
和
二
年
五
月
十
四
β
、
玉
堂
殿
義
将

　
書
状
。
永
暦
二
年
七
月
十
一
日
、
左
犠
門
尉
宗
直
書
状
等
、
い
ず
れ
も
瞬

　
文
害
、
　
ゐ
一
三
十
ニ
ー
四
十
所
双
）
。
こ
の
史
料
は
畏
友
大
山
喬
平
氏
の

　
御
教
示
を
え
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
す
る
。

⑥
　
石
母
沼
疋
氏
は
建
長
四
年
の
安
芸
臨
の
領
主
小
早
川
家
の
所
領
の
検
注

　
臼
録
に
、
手
工
業
潔
が
領
空
か
ら
給
細
・
給
名
の
形
で
土
地
を
給
与
さ
れ
　

ハ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
9

　
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
こ
の
こ
と
は
彼
等
が
自
己
の
所
有
す
る
労
働
用
　
（

　
具
で
、
自
己
の
計
箕
に
お
い
て
労
働
し
う
る
独
5
1
性
を
獲
得
し
た
結
果
だ
　
1
9



　
と
さ
れ
、
こ
こ
に
労
働
と
所
有
の
　
致
し
た
手
工
業
者
の
中
世
的
形
態
の

　
特
徴
を
論
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
一
般
的
展
關
の
時
期
を
平
安
末
か
ら

　
鎌
倉
初
期
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
（
同
氏
『
古
代
末
期
致
治
史
序
説
（
下
）
』

　
補
論
「
二
三
の
理
論
的
問
題
に
つ
い
て
」
）

⑦
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
交
明
十
五
年
正
月
廿
二
日
差

⑧
　
熱
田
公
氏
「
筒
井
順
永
と
そ
の
時
代
」
　
（
臼
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部

　
会
編
『
中
撮
社
会
の
基
本
構
造
』
所
蔵
）

⑨
　
拙
稿
「
室
町
期
に
お
け
る
特
権
商
人
の
動
議
t
捕
葉
新
衛
門
元
次
を

　
め
ぐ
っ
て
」
　
（
前
掲
）

⑩
「
大
乗
院
寺
社
雑
泰
記
」
明
応
関
年
二
月
十
八
日
粂
に
は
、
「
下
田
ノ

　
鋳
物
師
ノ
披
官
共
任
雅
意
鏑
売
之
云
々
、
以
外
次
第
欝
欝
之
、
随
而
下
田

　
　
〔
鍛
〕

　
方
へ
仮
治
炭
ヲ
不
可
入
、
可
租
支
出
長
谷
寺
以
下
方
々
ユ
成
奉
書
了
漏
と

　
新
儀
鋳
物
師
に
対
し
、
鍛
冶
炭
の
入
手
路
を
慧
等
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

　
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

＠
　
「
大
乗
院
寺
社
雑
尊
顔
」
延
徳
四
年
六
月
三
十
日
条
奈
良
中
略
法
の
「

　
条
に
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

　
諸
商
人
就
売
買
諸
座
公
事
有
之
、
社
家
・
両
院
家
・
諸
坊
以
先
規
、
令
成

　
敗
之
処
、
衆
徒
・
国
民
等
令
扶
持
商
人
、
動
及
違
乱
難
渋
云
々
、
自
今
以

　
後
、
不
可
口
入
沙
汰
事
、
名
主
可
霞
專
窺

⑫
　
永
島
福
太
郎
氏
「
中
世
奈
良
の
市
場
i
沿
革
篇
－
」
（
『
日
本
歴
史
』
一

　
〇
一
）
は
奈
良
の
北
・
南
・
高
天
盛
市
の
沿
革
に
つ
い
て
詳
し
い
。

⑬
今
井
林
太
郎
氏
「
安
芸
国
沼
田
庄
に
お
け
る
市
場
禁
制
」
（
『
歴
史
教
育
』
　

　
…
i
九
）
同
氏
「
沼
田
庄
の
市
場
補
考
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
一
三
）

⑧
　
　
「
熊
谷
家
文
書
」
文
永
元
年
五
月
二
十
七
日
、
関
東
下
知
状
に
は
、
助

　
直
と
総
総
と
の
係
争
地
に
山
q
原
町
屋
在
家
三
筆
の
こ
と
が
み
え
る
。

　
（
『
大
日
本
古
文
書
』
、
家
わ
け
文
書
、
所
収
番
丹
一
九
号
）

⑮
「
多
聞
院
転
記
」
天
正
十
三
年
十
月
十
五
日
条

⑯
　
た
と
え
ば
畏
友
朝
尾
藏
弘
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
水
口
藩
に
お
い
て
行

　
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

⑰
三
浦
周
行
博
士
「
足
利
時
代
の
徳
政
」
（
『
続
法
制
史
の
研
究
』
所
収
）

⑲
　
頁
瀬
今
朝
雄
氏
「
文
明
＝
～
年
徳
政
禁
鋼
に
関
す
る
「
考
察
」
　
（
e
徳

　
砿
双
ム
下
と
徳
政
躰
矯
劇
の
出
単
に
捌
面
す
る
註
㈹
）
　
（
『
史
学
難
一
網
嚇
』
六
六
－
四
）

⑲
佐
藤
進
丁
池
内
義
資
両
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
・
室
町

　
幕
府
法
（
第
二
部
、
追
加
…
法
二
三
九
・
二
五
七
両
考
）
。
　
百
瀬
氏
の
前
掲

　
論
文
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

⑳
「
同
右
書
」
（
第
二
部
、
追
加
法
、
四
九
八
暑
）

⑳
　
　
「
多
聞
院
日
記
」
天
文
十
九
年
四
月
二
十
二
日
町
。
な
お
、
こ
の
一
節

　
に
、
「
頼
支
興
行
之
時
ハ
不
簡
縁
無
縁
、
不
云
親
疎
、
種
々
二
勧
之
、
利

　
潤
為
本
、
成
満
之
時
剋
、
為
遁
難
儀
悪
逆
深
意
、
且
神
慮
冥
外
聞
導
電
不

　
可
然
、
別
而
馬
借
之
基
也
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

⑳
　
百
瀬
氏
、
前
掲
論
文
参
照

⑳
　
小
葉
田
淳
博
士
「
中
世
に
於
け
る
澗
堂
銭
に
就
い
て
」
（
門
歴
史
と
地
理
』

　
二
九
一
一
）

⑳
新
城
氏
、
前
掲
論
文

⑳
　
中
倒
氏
、
前
掲
論
文
に
所
収
し
て
あ
る
。

⑳
　
…
口
中
凸
糊
新
見
庄
か
ら
応
仁
元
年
十
二
【
月
｛
尽
肥
し
た
為
替
十
貫
山
導
の
こ
と

　
を
、
翌
二
年
二
月
の
書
状
で
ほ
割
符
｝
つ
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
例

　
証
で
あ
る
。
「
東
上
菖
合
文
書
」
応
仁
元
年
十
二
月
三
日
、
互
譲
案
及
び
、
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慮
仁
二
年
二
月
十
二
日
、
新
見
庄
三
職
注
進
状
等
（
瀬
戸
内
海
総
合
研
究

会
編
『
備
中
国
新
見
庄
史
料
』
三
一
九
・
三
二
四
丹
交
書
）

む
　
す
　
び

　
私
は
新
城
常
三
氏
が
論
述
さ
れ
、
ま
た
従
来
の
頼
母
子
研
究
の
成

果
が
え
た
、
す
ぐ
れ
て
相
互
扶
助
的
な
頼
母
子
組
織
と
し
て
の
伊
勢

識
∵
天
神
講
・
琴
平
講
・
無
情
講
な
ど
の
存
在
を
決
し
て
疑
う
亀
の

で
は
な
い
。
た
ゲ
と
え
ば
高
野
山
領
紀
伊
国
靹
淵
庄
に
お
い
て
応
永
三

十
一
年
（
一
四
二
四
）
、
爪
冠
の
農
民
は
下
司
靹
淵
次
郎
範
景
の
非
法

を
あ
げ
て
下
司
職
か
ら
追
罪
し
、
そ
の
息
干
楠
丸
を
百
姓
容
認
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
お
い
て
そ
の
跡
に
任
じ
た
の
で
あ
る
が
、
同
庄
の
鎮
守
で
あ
る
靹

淵
八
幡
宮
が
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に
勧
講
さ
れ
て
い
る
に
拘
わ
ら

②ず
、
こ
の
百
姓
に
迎
え
ら
れ
た
干
楠
丸
に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
後
世
附
会
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
応
永
三
一
年
の
農
民
の

団
結
に
よ
る
下
司
追
却
事
件
を
も
つ
て
、
靹
淵
の
農
民
生
活
の
出
発

点
で
あ
る
と
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
頃
背
骨
で
結
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
て
い
た
頼
母
子
を
下
司
範
景
の
利
用
に
ゆ
だ
ね
な
か
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
頼
母
子
が
農
民
相
互
の
自
治
的
相
互
扶
助
組
織
で
あ
っ
た
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
中
世
の
頼
母
子
関
係
史
料
を
経
済
講
造
と
関
聯
づ
け
な

が
ら
考
察
し
た
結
果
え
ら
れ
た
も
の
は
、
在
地
領
主
層
や
商
業
高
利

貸
商
人
の
財
源
追
究
の
一
手
段
を
提
供
し
本
質
的
に
は
収
奪
組
織
で

あ
っ
た
頼
母
子
の
存
在
が
、
問
題
と
し
て
事
實
検
出
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
更
に
は
、
こ
れ
と
、
相
互
扶
助
的
な
頼
母
子
と
の
絹
互
関
連
の

追
究
が
、
中
世
に
お
け
る
頼
母
子
研
究
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
・
以
降
、
寺
社
の
勢
力
拡
張
が
講
と

い
う
組
織
を
と
り
、
ま
た
頼
母
子
講
と
よ
ば
れ
る
金
融
組
織
が
そ
れ

に
附
随
し
て
発
生
し
て
く
る
こ
と
な
ど
は
、
当
時
に
お
け
る
商
品
流

通
の
性
格
に
つ
い
て
の
追
究
か
ら
考
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
頼
母
子
の
本
質
が
、
相
互
扶
助
的
な
・
も
の
と
、

営
利
的
な
も
の
と
の
工
つ
の
面
を
も
つ
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
頼
母
子
の
成
立
は
、
在
地
領
主
層
が
村
落
内
に
お
い
て
、

他
の
一
般
的
な
農
民
の
経
営
規
模
に
対
し
て
量
的
に
優
越
す
る
直
営

地
経
営
を
行
な
い
、
村
落
内
で
の
商
晶
流
通
に
お
い
て
優
位
を
占
め

る
段
階
、
さ
ら
に
云
え
ば
在
地
領
主
層
の
こ
の
優
位
は
一
方
で
は
あ

く
ま
で
も
量
的
相
異
に
あ
っ
て
商
晶
の
市
場
投
下
に
お
い
て
他
の
有

力
農
民
と
質
的
に
異
な
っ
た
経
済
構
造
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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ま
た
一
方
で
は
生
産
用
具
に
お
け
る
優
位
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
村

落
内
の
分
業
を
排
除
し
て
地
域
的
な
分
業
を
主
導
し
、
国
家
的
な
分

業
形
態
の
一
翼
に
つ
ら
な
ろ
う
と
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
様
な
段
階
で
は
頼
母
子
が
発
生
す
る
必
然
性
は
な
か
っ

た
と
云
え
る
。
し
か
し
平
安
時
代
末
か
ら
畿
内
地
方
を
中
心
に
村
落

内
で
の
分
業
形
態
が
進
展
す
る
と
、
領
主
層
は
直
営
経
営
地
を
農
民

の
預
作
に
ゆ
だ
ね
る
経
営
が
一
般
化
し
、
こ
こ
に
名
主
層
さ
ら
に
は

小
百
姓
と
呼
ば
れ
る
農
民
を
基
盤
と
し
た
村
落
内
で
の
広
汎
な
商
品

流
通
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
在
地
領
主
層
は
一
方
自
か
ら
所
当
一
等

を
市
場
で
売
却
し
、
商
晶
流
通
の
有
力
な
担
い
手
で
あ
る
傍
ら
、
関

銭
・
市
座
銭
等
の
徴
収
や
山
僧
・
借
上
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
商

チ
業
高
利
貸
商
人
と
結
托
し
て
、
商
学
流
通
の
外
部
に
あ
っ
て
収
奪
す

る
性
格
を
附
加
し
、
こ
れ
が
鎌
倉
中
期
以
降
の
在
地
領
主
層
に
お
け

る
基
本
的
な
方
向
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
頼
母
子
の
成
立
は
こ
の

様
な
時
点
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
頼
母
子
は
農
民
・

寺
僧
相
互
闘
の
相
互
救
済
的
な
性
格
と
、
在
地
領
主
層
・
庄
園
領
主

層
の
み
な
ら
ず
有
力
名
主
層
を
ふ
く
め
た
収
奪
組
織
た
る
性
格
と
め

二
面
性
が
は
じ
め
か
ら
区
別
さ
れ
え
て
、
し
か
も
鎌
倉
中
期
以
降
の

歴
史
的
発
展
段
階
に
応
じ
て
継
母
的
に
発
生
し
変
遷
す
る
も
の
で
は

な
く
、
爾
者
の
全
く
矛
盾
す
る
頼
母
子
が
互
い
に
密
接
な
関
係
を
も

ち
な
が
ら
全
体
的
な
展
開
を
と
げ
両
極
に
分
解
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る
。
頼
母
子
は
結
局
幕
藩
体
制
を
生
み
だ
す
間
接
的
な
挺

子
と
な
り
、
商
業
高
利
貸
商
人
を
温
存
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
村
落
内
部
で
の
社
会
的
分
業
集
強
が
農
業
経

営
か
ら
未
分
離
で
あ
っ
た
と
い
う
商
品
流
通
の
限
界
が
暗
示
す
る
よ

う
に
、
頼
母
子
の
規
制
と
し
て
絶
え
ず
田
地
を
担
保
と
し
て
要
求
し

た
と
い
う
土
地
付
の
保
証
に
よ
る
安
全
性
を
用
意
す
る
構
造
を
も
つ

限
り
、
貨
幣
流
通
を
領
主
的
流
下
に
絶
え
ず
還
流
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
領
主
側
の
要
求
と
あ
い
ま
っ
て
、
領
主
経
済
の
担
い
手
た

る
構
造
を
脱
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
熱
田
公
氏
門
中
世
末
期
の
高
野
山
領
靹
淵
庄
に
つ
い
て
」
（
『
冒
本
史
研

　
究
』
二
八
）

②
　
『
潤
本
社
寺
大
観
i
神
社
篇
』
同
条
八
幡
宮
の
項
（
賜
三
二
頁
）

③
「
紀
伊
国
名
所
麟
会
」
中
巻
、
三
編
三
巻
伊
都
郡
、
友
淵
八
幡
宮
の
項

④
「
高
野
出
文
書
、
又
三
宝
箇
集
一
閥
」
（
二
二
三
十
　
年
）
十
一
月
二
十

　
閃
囲
肖
口
、
靹
下
庄
｝
日
姓
r
然
腎
二
…
爵
上
書
案
（
所
収
番
鷹
万
山
ハ
八
風
’
7
文
漁
口
）
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On．　Tanomoshi（頼母子）in　th　Middle．’Ages

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Keiichi　Miura

　　Since　the　thirteenth　century　in　Japan　there　was　opbrating　an　organi－

zatiQ且一痂・m・三顧母・子）一in　which，　a　c。mparatively・large・quantity

of　rice　and　nioney．．　ac　ggragated　by　many　people　with　little　sum　each

was　to　be　WOrked；and　it　has　been　theught　of　mtttual　aid，　having

nothing　to　do　with　lts　naembership，　common　people　or　lords．

　　According　to　our　elosest　invesifLgation　of　，　resources　on　Tanomoshi

（頼母子）ln　Middle　Ages’Japan，　it　is　found　in　many　cases　that　Iords．

and　usury－merchants　usurped　rice　and　rnoney　・of　the　common　people．

This　means　that　lords　in　the　Middie　Ages　were　not　founded　upon

£he　deraesne－rnanagement　by　serfs，　and　theref6re　they　did　not　’com－

pletely　grasped　circulation　ef　comrnoditles　in　v111ages．

　　Then，　as工ords　had　to　rnake　the　usurp段tion　in　the　commodity－

circttlation　among　common　people　their　important　financial　foundation．

theyとoUld　not　set　Tano？moshi（頼母子）of　mutuaねid　left，　which　meant

to　promote　free　growth　of　peasants．　：Tanomoshi（頼母子）in　t短s　sense

certainly　existed　of　mutua；　ald，　but　in　ottr　study　of　this．，　Tanomoshi

（頼母子）in・　the　Middle　Ages，　it　is　a　problem　for　us　to　tr．ace　the　two

above－mentioned　Tanomoshi（頼母子）of　quite　different　and　oPPosite

sides　operating　and　remaining．

　　ln　60nclusion，　Tanomo5hi（頼母子）in　the　Middle　Ages　may　be．　said

to　ftc　ccornplish　the　Sormation　of　the　modern　Shigunate　system　and　t．he

reservation　pf　usury－merchantss　playing　a　conservative　part’in　historY．’

The　Nature　of　Magna　Carta　and　the

　　　　　　　Then　Rank’　Construction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　Mitsusuke　Kaneko

’　Motives　ln　attthorizftc　tion　of　Mac　gna　Carta　were　relations　of　King　Jolm

with　F・rance，　pope，　and　barons．　lts　nature　was　to　secognlze　the　liberty

since　Henry　the　First　（11eO－18），　to　be　the　agreement　between　king

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　936　）


