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は
じ
め
に
　
本
霧
を
一
読
す
れ
ば
誰
で
も
、
佐
々
木
氏
の
更
料
操
作
の
多

彩
な
手
法
に
眩
惑
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
印
象

的
な
の
は
、
戦
前
以
来
の
経
済
史
の
諸
業
績
を
、
い
か
に
受
け
と
め
発
展
さ

せ
る
か
と
い
う
、
氏
の
ひ
た
む
き
な
姿
勢
で
あ
る
。
未
熟
な
が
ら
筆
者
も
、

氏
の
こ
の
姿
勢
を
能
う
か
ぎ
り
受
け
つ
ぐ
こ
と
で
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い

き
た
い
。

開
　
レ
　
ジ
　
ユ
　
メ

　
1
本
生
の
巨
的
　
本
書
の
目
的
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。
太
閤
検

地
に
関
す
る
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
説
を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
何
故
に
、

近
世
初
期
に
於
い
て
小
農
経
営
の
展
隠
が
未
熟
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問

題
を
鰐
決
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
、
佐
々
木
氏
の
主
要
な
昆
的
で
あ
る
。

　
通
説
的
な
理
解
に
よ
っ
て
も
、
小
農
経
営
の
い
わ
ゆ
る
“
満
面
開
花
”
が

確
認
で
き
る
の
は
、
寛
文
・
延
宝
期
で
あ
り
、
こ
の
事
実
は
、
安
良
城
説
批

判
と
し
て
の
門
役
屋
体
制
論
」
の
一
つ
の
よ
り
斯
で
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が

（、

ﾄ
、
こ
の
事
実
を
、
安
良
城
説
の
展
開
と
い
う
形
で
説
明
で
き
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
「
役
屋
体
制
憲
」
に
対
し
て
、
強
い
説
得
力
を
持
つ
こ
と
で
あ

ろ
う
。
右
の
目
的
設
定
の
意
義
の
一
つ
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。
意
義
の
笛
二

は
、
佐
々
木
氏
自
身
の
藩
制
史
へ
の
方
法
的
反
省
に
伴
な
う
も
の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
当
時
氏
は
、
①
藩
内
部
で
の
小
経
営
の
満
面
閥
花
、
及
び
⑧
藩

政
の
そ
れ
へ
の
全
面
的
依
拠
、
の
二
つ
が
藩
体
制
成
立
の
メ
ル
ク
マ
…
ル
で

あ
る
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
の
も
と
に
、
参
賀
藩
々
体
制
の
成
立
を
論
じ
た
。

当
時
の
研
究
水
準
に
於
い
て
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
が
、
「
開
作
法
」
と
「
切
高

仕
法
」
と
の
性
格
を
対
照
的
に
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
そ
れ
な
り
の
有
効
性

を
も
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
を
他
の
藩

に
適
用
し
て
い
っ
た
と
き
、
奇
妙
な
結
果
が
生
じ
た
。
例
え
ば
寛
政
の
頃
よ

う
や
く
藩
体
制
が
成
立
し
た
藩
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
解
決
は
、
藩
体
制
の
成
立
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
の
、
否
定
に
よ
っ
て

行
な
わ
れ
た
。
藩
は
、
搾
取
階
級
で
あ
る
武
士
の
、
金
国
的
な
組
織
の
一
環

と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
藩
制
な
る
も
の
は
、
藩
内
部
の
経

済
的
な
発
展
度
だ
け
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
藩
体
制
の
成
立
と
い
う
考
え
方
は
（
問
題
の

立
て
方
と
し
て
も
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
が
、
佐
々
木
氏
の
慮
己

批
判
に
い
た
る
過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
転
換
の
上
で
、
寛
文
・
延
宝
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
小
経

営
が
〃
満
面
開
花
”
す
る
と
い
う
事
実
を
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
説
題
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
安
良
城
説
を
受
け
入
れ
る
か
ぎ
り
、
体
制
は
す
で
に
小
経

営
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
も
と
で
何
故
に
〃
満
面
開
花
”
が

一
七
世
紀
後
半
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
以
上
が
、
本
書
の
問
題
設
定
と
、
そ
の
研
究
史
的
な
意
義
で
あ
る
。

　
2
　
本
盤
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
実
態
認
識
の
特
徴
　
右
の
問
題
設
定
の
基
礎
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と
な
る
、
一
七
世
紀
前
半
の
深
礎
構
造
に
つ
い
て
の
、
佐
々
木
氏
の
実
態
認

識
は
、
次
の
よ
う
な
特
微
を
も
っ
て
い
る
。

　
イ
先
進
地
・
後
進
地
と
い
う
地
域
的
発
展
段
階
差
の
存
在
が
、
積
極
的

に
否
定
さ
れ
、
全
国
的
に
「
小
農
」
は
〃
生
産
力
的
に
未
熟
”
で
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
口
　
〃
未
熟
”
と
い
う
意
味
は
、
「
小
農
」
が
く
被
官
ま
た
は
下
人
専
「
小

農
」
〉
と
い
う
循
環
的
な
存
在
形
態
に
あ
っ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
小
農
扁
は
、

い
ま
だ
自
立
へ
の
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
（
二
〇
九
貰
）
。

　
ハ
　
〃
太
閤
検
地
の
成
果
と
し
て
の
村
落
の
状
況
は
、
　
「
小
農
」
が
、
そ

の
生
産
力
的
未
熟
の
故
に
、
未
だ
取
り
結
ん
で
い
る
農
民
間
の
従
属
関
係
が

支
配
的
（
二
一
二
買
）
”
で
あ
っ
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
空
要
な
ウ
ク
ラ
ー
ド

は
、
　
「
蒙
父
長
制
的
地
主
経
営
」
で
あ
っ
た
。

　
二
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
小
農
」
が
、
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
を
圧

倒
し
て
展
附
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
生
産
力
的
動
向
が
存
在
し
た
こ
と
。

　
3
佐
々
木
氏
の
太
閤
検
地
評
価
霜
の
実
態
認
識
に
照
応
的
に
、
氏
の
太

閤
検
地
評
価
は
、
次
の
よ
う
な
特
微
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
太
閤
検
地
は
、
家

父
長
制
的
地
主
経
営
の
も
と
で
〃
継
嗣
し
つ
つ
あ
る
”
「
小
農
」
を
把
握
し

た
。
、
こ
こ
で
「
小
農
」
を
把
握
し
た
と
い
う
意
味
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
イ
　
太
閤
検
地
が
、
　
「
小
農
」
を
め
ぐ
る
旧
来
の
権
力
構
成
を
破
砕
し
た
。

　
口
．
2
の
二
の
動
向
に
規
制
さ
れ
て
、
生
産
物
地
代
搾
取
の
面
で
は
、
権

力
は
、
　
「
小
農
」
白
立
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
。
石
高
制
を

採
用
し
た
太
閤
検
地
は
、
そ
の
意
味
で
、
　
「
小
農
」
の
生
産
力
的
動
向
を
把

握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
4
「
構
造
論
」
展
開
の
方
法
論
的
前
提
本
書
の
問
題
設
定
が
2
、
3
で
要
約

し
た
諸
点
か
ら
鵠
発
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
解
決
は
、
幕
藩
体
制
の
構
造
論
の
闇
題
と
し
て
、
　
は
か
ら
れ
る
。
氏
の

「
構
造
論
」
の
特
微
は
、
金
剰
余
労
働
の
搾
取
と
い
う
前
提
の
も
と
で
、
経

済
構
造
と
し
て
の
構
造
論
と
、
土
地
所
有
体
系
の
構
造
（
皿
軍
役
体
系
）
と
し

て
の
構
造
論
と
が
、
等
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
的

根
拠
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
経
済
構
造
分
析
の
鵬
発
点
と
し
て
、
氏
は
正
巌
に
も
、
幕
藩
体
制
を

構
成
し
て
い
る
種
々
の
ウ
ク
ラ
…
ド
の
経
済
的
再
生
産
の
問
題
、
及
び
、
そ

れ
を
墓
本
的
に
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
地
代
の
運
動
形
態
の
追
求
、
と
か

ら
幽
発
す
る
。
次
に
、
　
「
構
造
論
」
的
観
点
か
ら
の
追
求
に
値
す
る
の
は
、

地
代
の
う
ち
で
は
、
役
儀
・
奉
公
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
部
分
だ
け
で
あ
る

こ
と
が
、
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
役
儀
・
奉
公
は
領
主
の
将
軍
へ
の
軍
役

に
他
な
ら
ず
、
軍
役
と
は
、
領
主
階
級
内
部
で
の
権
力
編
成
の
原
理
に
他
な

ら
な
い
。

　
5
　
佐
々
木
氏
の
軍
役
論
　
喉
の
よ
う
に
し
て
、
氏
の
分
析
は
、
い
わ
ば
土

地
所
有
の
構
造
論
と
し
て
の
軍
役
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
そ
の
際
の
基
準
は
、
次

の
よ
う
な
命
題
で
あ
る
。

　
イ
　
地
代
原
器
と
し
て
の
聾
心
制
と
、
領
有
原
則
と
し
て
の
石
高
制
と
の

「
乖
離
」
は
、
央
役
圓
労
働
地
代
の
搾
取
を
前
提
と
す
る
。

　
　
こ
こ
で
、
地
代
原
則
と
し
て
の
石
高
制
と
は
、
地
代
が
、
米
を
中
心
と

　
　
す
る
現
物
形
態
で
搾
取
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
領

　
　
有
原
則
と
し
て
の
石
高
綱
と
は
、
知
行
制
が
石
高
に
よ
っ
て
い
る
、
と

　
　
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
「
乖
離
」
に
つ
い
て
は
、
一
一
通
り
の
解
釈
が

　
　
可
能
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
は
、
軍
役
が
夫
役
徴
収
に
よ
っ
て
実
現
さ

　
　
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
質
的
な
「
乖
離
漏
と
呼

　
　
ぶ
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
の
意
味
は
、
軍
役
の
体
系
内
部
で
の
不
均
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慣
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
量
的
な
「
乖
離
」
と
い
う
べ
ぎ
か
。
さ
て
本

　
　
書
で
は
、
こ
の
こ
つ
の
意
味
が
充
分
に
区
別
さ
れ
イ
、
お
ら
ず
（
例
．
π
ば

　
　
一
九
一
買
）
、
し
た
が
っ
て
両
老
の
関
連
も
充
分
に
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
　
し
か
し
、
蟹
的
な
「
垂
離
」
が
、
軍
役
実
現
の
過
程
で
質
的
な
「
乖
離
」

　
　
を
必
要
と
し
た
の
だ
、
と
さ
し
あ
た
っ
て
著
者
の
意
を
性
度
し
て
お
け

　
　
ば
、
こ
れ
は
、
イ
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
命
題

　
　
は
、
次
の
よ
う
に
云
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
燃
的
な
「
垂
離
」
は
、

　
　
質
的
な
「
乖
離
」
を
必
然
化
す
る
。

　
口
　
質
的
な
「
乖
難
」
は
、
役
量
制
度
の
設
定
を
必
然
化
す
る
。

　
ハ
　
虎
屋
制
度
に
ふ
さ
わ
し
い
経
営
は
、
　
「
家
父
長
制
的
地
空
経
営
」
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
乖
離
」
は
「
小
農
一
の
乗
熟
さ
の
表
現
で
あ
り
、
「
小

農
」
の
未
熟
さ
を
前
提
と
す
る
。

　
二
　
役
屋
制
度
は
、
　
「
小
農
」
の
懲
立
・
発
展
に
と
っ
て
、
阻
止
的
に
作

用
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
乖
離
」
は
「
小
農
漏
の
未
熟
さ
を
存
続
さ
せ
る
要

園
で
あ
る
。

　
ホ
　
以
上
に
よ
っ
て
、
　
「
乖
離
」
と
「
小
農
」
の
未
熟
さ
と
は
、
縮
互
に

他
を
前
提
し
合
う
関
係
に
あ
る
。

　
6
　
墨
臣
、
徳
想
両
政
権
の
も
と
で
の
「
構
造
駄
　
右
の
規
準
に
も
と
づ
い
て
、

近
世
初
期
の
「
構
造
論
」
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

　
イ
　
豊
距
政
権
の
軍
役
体
系
は
、
　
「
乖
離
」
を
有
す
る
。
故
に
豊
臣
政
権

は
「
小
農
」
の
乗
熟
さ
の
上
に
立
ち
、
し
か
も
そ
れ
を
再
生
産
す
る
政
権
で

あ
っ
た
。

　
馨
慶
安
期
ま
で
の
徳
川
政
権
の
軍
役
体
系
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
．

　
ハ
　
し
か
し
、
同
じ
「
垂
離
」
の
体
系
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
あ
り
方
の

上
で
は
、
イ
、
葭
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
の
体
系
に
於

い
て
は
「
小
農
“
の
未
熟
さ
は
、
領
主
内
部
の
対
立
（
－
一
権
力
内
部
の
矛
播
↓

「
乖
離
ヒ
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
漏
の
体
系
は
、

イ
へ
の
対
抗
と
い
う
形
で
出
発
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
に
よ
り
、
「
小
農
」

の
未
熟
さ
を
、
統
一
的
権
力
編
成
内
部
で
の
「
乖
離
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
「
統
一
的
権
ヵ
編
成
偏
の
確
立
は
、
い
わ
ば
楯
の
反
面
と
し
て
、
領

主
・
農
畏
間
の
階
級
関
係
を
明
確
化
し
た
。
す
な
わ
ち
領
主
階
級
は
、
階
級

全
体
と
し
て
、
生
産
力
の
動
向
に
と
っ
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
政
策
を
と
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
　
「
乖
離
」
の
体
系
が
消
去
さ
れ
る
の
は
、
，
こ
の
こ
と

に
よ
る
。
か
く
て
「
小
農
」
の
“
満
面
淵
花
”
へ
の
前
提
が
準
備
さ
れ
る
。

　
7
　
小
括
　
以
上
の
佐
々
木
氏
の
論
理
は
、
　
「
小
農
扁
　
の
未
熟
↓
そ
の
こ

と
の
体
制
へ
の
反
映
と
し
て
の
、
梢
矛
盾
す
る
二
つ
の
政
策
（
「
小
農
扁
掬
立

策
と
、
役
匿
の
設
定
）
↓
そ
の
政
策
の
「
小
農
扁
へ
の
反
映
、
と
い
う
形
で
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
体
制
と
基
礎
構
造

と
の
相
互
規
矩
、
と
い
う
観
点
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
点
で
、
本
官
は
、
従

来
の
研
究
史
上
、
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、
氏
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
励

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解
は
、
否
定
的
で
あ
る
。

筆
者
は
、
冶
に
要
約
し
た
六
つ
の
点
す
べ
て
に
つ
い
て
、
佐
々
木
氏
の
見
解

に
賛
成
し
が
た
い
。
以
下
に
於
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
の

ち
、
佐
々
木
氏
の
問
題
設
定
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
を
鍔
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
。

139　（617）



二
　
検

討

　
1
　
「
構
造
論
」
の
検
討
　
佐
々
木
氏
の
「
構
造
論
扁
の
特
微
は
経
済
構
造

と
し
て
の
構
造
論
と
、
土
地
所
有
体
系
の
構
造
論
と
が
等
置
さ
れ
る
点
に
あ

り
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、
経
済
構
造
分
析
の
手
段
と
し
て
の
剰
余
生
産
物

の
運
動
形
態
の
追
求
を
、
役
儀
・
奉
公
費
用
だ
け
に
し
ぼ
り
得
る
、
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　
右
の
検
討
に
入
る
ま
え
に
、
経
済
構
造
な
る
も
の
の
規
定
に
つ
い
て
、
筆

者
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
幕
藩
体
制
社
会
に
於
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

の
ウ
ク
ラ
ー
ド
の
再
生
産
が
、
　
「
小
農
」
対
領
主
の
関
係
に
よ
っ
て
、
ど
の

よ
う
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
か
。
幕
藩
体
制
社
会
に
於
け
る
構
造
論
を
、
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
き
、
年
貢
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
全
剰
余
労
働
の
運
動
を
追

求
す
る
こ
と
は
、
構
造
論
の
分
析
に
と
っ
て
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
手
段

と
い
え
る
。
こ
の
点
で
は
、
筆
者
は
、
佐
々
木
琉
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し

剰
余
の
運
動
追
求
を
、
役
儀
・
奉
公
費
用
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
、

果
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
。
こ
の
方
法
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
次
の
よ

う
な
前
提
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
た
び
年
貢
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
綱
余
生
産

物
は
、
全
く
領
内
の
農
業
経
営
と
は
関
係
な
く
消
費
さ
れ
、
ま
た
人
夫
の
徴

収
は
全
く
の
無
償
で
、
彼
ら
の
再
生
産
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
こ
と
。
逆

に
、
こ
の
前
提
が
成
り
立
た
な
い
場
合
は
、
佐
々
木
氏
の
よ
う
な
方
法
は
、

成
り
立
た
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
場
合
、
城
下
町
を
通
じ
て
間
接
約
に
で
は

あ
れ
、
ま
た
領
主
と
農
斑
と
の
直
接
的
な
交
換
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
剰
余

生
産
物
の
運
動
は
、
農
民
の
再
生
産
に
一
定
の
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
氏
の
「
個
別
分
析
B
l
一
七
世
紀
に
お
け
る

農
業
生
産
力
発
展
の
様
相
」
の
検
討
を
通
じ
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
こ
の
章
の
主
旨
は
、
　
門
家
父
畏
綱
的
地
主
経
営
偏
が
支
配
的
で
あ
っ
た
加

賀
藩
に
お
い
て
、
小
経
営
の
展
開
と
体
制
と
の
関
連
知
何
を
見
る
こ
と
に
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
関
連
は
、

　
　
全
綱
余
生
産
物
の
搾
取
（
且
体
制
の
規
舗
）
↓
「
家
父
長
鯖
的
地
主
経
営
」

　
　
か
ら
の
下
人
の
放
出
（
臥
「
家
父
長
舗
的
地
主
経
営
」
の
体
舗
へ
の
紺
応
）

　
　
↓
門
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
か
ら
、
．
と
も
か
く
も
稽
対
的
に
自
立
し

　
　
た
も
の
と
し
て
の
「
下
人
小
作
扁
の
成
立
↓
下
人
小
作
の
も
と
で
の
生

　
　
産
力
の
展
開

と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
積
極
的
な
意
義

は
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
と
は
異
質
な
生
産
力
の
、
発
展
の
担
い
手
の

問
題
を
、
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
序
題
は
、

そ
の
担
い
手
で
あ
る
「
下
人
小
作
」
の
再
生
産
の
問
題
が
、
本
書
に
於
い
て

は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
い
ま
佐
々
木
氏
に
し
た
が
っ
て
、
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
U
か
ら
若
干

の
土
地
を
分
与
さ
れ
て
、
　
「
下
人
小
作
扁
が
成
立
し
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
ら

の
二
つ
の
経
営
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
生
産
力
の
低
い

「
下
人
小
作
」
に
委
ね
た
部
分
に
相
当
す
る
だ
け
、
金
体
の
生
産
性
は
低
下

す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
下
人
の
再
生
産
が
、
　
こ
れ
ら
の
二
つ

の
経
営
の
内
部
だ
け
で
完
結
す
る
、
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
下
人
か
ら
の
夫
役
を
前
提
と
す
る
以
上
、
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
扁

の
再
生
産
も
、
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
問
題

の
解
決
な
し
に
は
、
佐
々
木
氏
の
本
章
の
シ
ェ
…
マ
は
、
成
立
し
な
い
。

　
こ
の
点
で
は
、
こ
の
章
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
明
暦
以
降
に
於
い
て
加
賀

藩
で
は
、
諸
種
の
雑
多
な
役
が
夫
役
を
含
め
て
、
常
並
と
な
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
幡
屋
は
、
単
に
役
銀
を
負
担
す
る
存
在
に
形
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骸
化
し
て
い
る
。
　
（
氏
が
引
用
す
る
慶
安
三
年
の
史
料
一
一
；
買
1
で
半
役
、
烹

　
　
分
役
な
ど
が
山
仔
在
す
る
の
も
、
こ
の
こ
と
を
物
語
る
）
し
た
が
っ
て
領
主
は
、
　
雑

　
　
多
な
日
常
必
要
物
資
及
び
人
員
を
、
交
換
に
よ
っ
て
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
②

　
　
な
か
っ
た
。
一
た
び
徴
収
さ
れ
た
年
貢
は
、
こ
う
し
て
生
産
過
程
に
還
流
し
、

　
、
農
民
の
再
生
産
と
絡
み
合
う
。
省
で
指
摘
し
た
、
下
人
の
再
生
産
の
闇
題
は
、

　
　
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
点
と
関
連
さ
せ
る
以
外
に
は
、
考
え
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
い
。
下
入
の
再
生
産
は
、
二
巴
の
稚
な
い
経
営
、
　
門
家
父
長
制
的
地
主

　
　
経
営
」
か
ら
の
給
・
飯
米
、
及
び
領
主
（
城
下
町
を
も
含
め
て
）
と
の
交
換
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
よ
る
収
入
、
の
三
つ
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
『
家
父
長
制
的
地

　
　
主
経
営
」
の
再
生
産
も
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
前
提
と
す
る
。

　
　
　
右
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
体
制
に
対
す
る
対
応
と
し
て
成
立
し
た

　
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
と
「
下
人
小
作
」
の
再
生
産
は
、
年
貢
に
ょ
っ

　
　
て
媒
介
さ
れ
て
い
た
、
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
佐

　
　
々
木
氏
の
「
溝
争
論
」
の
方
法
は
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体

　
　
的
に
は
、
馬
の
ミ
ス
は
、
諸
役
の
代
納
化
の
構
造
論
的
意
義
を
捨
象
し
た
点

　
　
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
氏
の
「
軍
役
論
扁
が
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
を

　
　
も
っ
て
い
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
。

　
　
　
2
「
軍
役
論
」
の
検
討
　
量
的
な
「
乖
離
」
が
、
質
的
な
「
乖
離
」
を
必
然

　
　
化
す
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
実
証
は
、
奇
妙
に
も
、
ほ
と
ん
ど
と
い
っ

　
　
て
よ
い
ほ
ど
無
い
。
（
な
る
ほ
ど
戦
時
動
員
と
し
て
の
陣
夫
役
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

　
　
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
動
員
が
戦
時
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
、

　
　
日
常
的
な
役
儀
・
奉
公
ま
で
が
、
夫
役
徴
収
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
立
証

騨
　

さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
指
摘
も
、
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
、
さ
し
て
意
味
は
な
い
。
）
む

　
　
し
ろ
注
溶
す
べ
き
は
、
こ
の
命
題
の
直
接
的
な
証
明
の
代
り
に
、
〃
各
藩
に

露
　
お
い
て
二
面
力
の
過
重
性
が
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
を
生
み
出
し
て
い
る
か
”

と
い
う
観
点
の
も
と
に
、
給
人
の
在
郷
・
手
作
り
と
い
う
事
態
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
給
人
の
在
郷
・
手
作
り
が
、
質
的
な

「
乖
離
」
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
は
、
ま
さ
に
逆
で
あ

る
。
氏
が
引
例
す
る
岡
由
藩
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
寒
露
藩
に
お
い
て
は
、
慶
長
コ
一
年
以
降
、
給
人
の
夫
役
徴
収
が
厳
禁
さ

れ
霊
宝
姦
か
れ
て
い
た
こ
㌔
欝
の
前
提
で
あ
る
ご
三
で
は
、

量
的
な
「
乖
壁
↓
質
的
な
「
乖
離
」
と
い
う
事
態
は
成
立
せ
ず
、
量
的
な

「
乖
離
」
↓
給
人
財
致
の
窮
乏
、
と
い
う
毒
態
が
発
生
し
て
い
る
。
氏
が
引

用
す
る
史
料
が
、
あ
く
ま
で
も
給
人
の
窮
乏
対
策
と
い
う
昌
的
を
も
ち
、
夫

役
徴
発
に
対
す
る
規
鰯
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
佐
々
木
氏
の
こ
の
命
題
は
実
証
闘
難
で

あ
り
、
む
し
ろ
近
世
の
一
定
時
期
以
降
に
お
い
て
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
，

う
こ
と
を
、
氏
の
史
料
自
体
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
　
「
小
農
」
の
未
熟
‡
「
乖
離
偏
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
こ
と
が
云
え
る
。
氏
は
、
こ
の
命
題
を
加
賀
藩
に
於
い
て
立
証
し
た
と
述

べ
ら
れ
る
が
（
二
一
二
六
頁
）
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
舶
賀
藩
、
岡
山
藩
の
夫
役
代
納
制
は
、
い
ず
れ
も
慶
長
二
兀

和
以
降
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
佐
々
木
氏
の
方
法
は
、
そ
れ
以

前
に
於
い
て
は
、
有
効
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
周
知
の
文
禄
五

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

年
の
石
幽
三
成
の
法
令
に
現
れ
る
代
納
制
は
、
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
評

価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
舶
賀
、
岡
由
藩
の
慶
長
末
年
以
降
の

事
態
が
、
近
世
の
初
頭
か
ら
存
在
し
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
兵
農
分
離
を
強

制
し
た
地
域
と
、
強
要
さ
れ
た
地
域
の
間
に
は
、
や
は
り
発
展
段
階
差
を
想

定
す
る
の
が
、
妥
嘉
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
々
木
氏
の
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実
態
認
識
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
地
域
で
の
実
態
分
析
を
、
一

般
的
全
国
的
に
拡
大
す
る
手
段
と
し
て
の
、
豊
臣
、
徳
川
政
権
の
「
構
造
論
」

の
問
題
で
で
も
あ
る
。

　
3
　
塑
臣
政
権
の
贋
構
造
論
」
の
検
討
　
豊
照
政
権
の
「
構
造
扁
分
桁
は
知
行

状
の
検
討
に
よ
．
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
険
農
氏
の
響
等

等
の
典
型
と
し
て
、
浅
野
弾
正
少
弼
．
左
京
大
夫
宛
慶
長
三
年
知
行
方
目
録

を
と
り
あ
げ
て
、
次
の
四
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
イ
　
長
政
と
幸
長
の
両
人
あ
て
に
、
知
行
が
そ
れ
ぞ
れ
区
高
し
て
宛
行
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
秀
吉
と
大
名
と
の
主
従
関
係
が
、
秀
吉

と
大
名
家
と
の
間
に
結
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
大
名
癖
人
と
の
閥
で
結
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
ロ
　
知
行
目
録
に
太
閤
蔵
入
地
分
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
．
こ
の
点
は
、

秀
吉
権
力
に
対
す
る
大
名
権
力
の
相
対
的
な
強
さ
を
示
す
。

　
ハ
　
軍
役
人
数
が
長
政
と
幸
長
で
異
な
る
こ
と
。
こ
の
点
は
、
秀
吉
と
大

名
と
の
結
び
つ
き
方
の
如
何
に
よ
っ
て
、
軍
役
量
が
異
な
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
統
一
的
な
軍
役
体
系
の
未
成
立
を
示
し
て
い
る
。

　
二
　
知
行
廼
録
に
無
役
分
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
第

一
に
は
、
大
名
権
力
の
相
対
的
強
力
性
を
、
第
二
に
は
、
大
名
の
直
属
軍
慕

力
、
つ
ま
り
給
人
に
転
稼
さ
れ
な
い
軍
事
力
の
、
少
な
く
と
も
一
部
が
、
秀

吉
の
軍
事
力
に
包
括
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
、
第
三
に
は
、
大
名
の
経
済
的

再
生
産
が
、
軍
役
の
実
現
と
原
理
的
に
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
示
す
。

　
か
く
し
て
豊
臣
政
権
は
、
大
名
の
相
対
的
強
力
性
の
故
に
、
統
一
的
な
軍

役
体
系
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
所
有
体
系
と
領
有
体

系
と
の
間
に
「
乖
離
」
を
も
つ
政
権
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
故
に
、
豊

臣
政
権
は
過
渡
的
な
政
権
で
あ
る
こ
と
が
、
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
の
特
徴
は
、
根
対
的
に
強
力
な
も
の
と
し
て
の
大
名
の
性
格

が
直
接
に
豊
臣
政
権
の
性
格
を
規
楚
し
て
い
る
、
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
成
り
立
て
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
小
農
」
の
来
熟
さ
を
内
包
す
る
頒

賀
藩
な
ど
の
実
態
が
、
体
制
全
体
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
筆
者
は
右
の
見
解
に
は
賛
成
し
が
た
，
い
。
そ
れ
は
、

知
行
宛
行
状
を
分
析
す
る
方
法
に
関
し
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
説
明
す
る
た

め
、
知
行
宛
行
状
と
同
一
の
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
次
の
史
料
を

　
　
　
　
⑦

引
用
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
覚

　
　
一
、
南
部
内
七
郡
纂
、
大
膳
大
夫
工
面
覚
悟
事

　
　
一
、
儒
直
妻
子
定
在
京
可
仕
購

　
　
一
、
知
行
方
令
検
地
、
台
所
入
丈
夫
に
召
置
、
在
京
鯨
骨
相
続
静
様
二

　
　
　
可
申
付
事

　
　
一
、
家
中
之
者
共
組
抱
諸
城
悉
令
破
却
、
則
妻
子
三
戸
江
引
認
可
召
下

　
　
　
泰
、
右
条
々
無
異
儀
者
在
位
者
、
今
般
可
被
加
御
成
玉
砕
条
、
堅
可

　
　
申
付
事

　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
天
正
十
八
年
七
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
（
秀
吉
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
都
大
膳
大
夫
と
の
へ

　
右
は
、
秀
吉
が
南
部
信
直
に
対
し
て
南
部
七
郡
を
与
え
る
と
同
時
に
、
儒

磁
の
秀
吉
に
対
す
る
奉
公
を
義
務
づ
け
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
右
の

「
覚
」
は
、
知
行
宛
行
状
と
同
じ
性
格
の
文
書
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
こ
の
文
書
に
現
わ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
秀
吉
の
意
図
は
、
第
一
、
第
三

条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
謡
講
に
一
男
の
仕
置
き
を
委
せ
、
同
時
に
、
京
都
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に
於
い
て
信
直
を
軍
事
的
な
手
足
と
し
て
使
役
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
は
、
①
台
所
入
を
丈
夫
に
最
弱
く
こ
と
、
⑨
い
ま
だ
各
地

に
錨
鋸
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
諸
侍
を
、
信
薩
の
意
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
、
当

面
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
処
置
を
実
行
に
移
す
た

め
に
は
〃
及
異
儀
者
”
に
対
し
て
〃
今
般
可
被
潴
御
成
敗
砕
条
”
と
、
統
一

権
力
で
あ
る
秀
吉
の
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
が
ら
は
、
ま
ず
政
治
的
に
は
、
大
名
と
し
て
の
信
薗
の
権
威

の
未
確
立
を
も
の
が
た
る
だ
ろ
う
σ
そ
し
て
そ
れ
を
規
定
し
た
経
済
的
要
因

は
、
こ
の
地
域
の
後
進
性
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
る

な
ら
ば
、
右
の
文
書
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
態
は
、
秀
吉
の
意
図
が
、
地
域

性
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
過
程
を
示
す
も

の
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
同
じ
こ
と
が
、
知
行
宛
行
状
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
。
右
の
関
連
に
於
い

て
は
、
知
行
纂
録
に
明
記
さ
れ
た
無
役
分
は
、
い
ま
だ
領
内
に
於
い
て
権
威

を
充
分
に
確
立
し
て
い
な
い
大
名
に
、
秀
吉
へ
の
奉
仕
を
保
障
す
る
手
段
だ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
佐
々
木
氏
の
理
解
、

と
く
に
ハ
の
点
は
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
。
無
役
分
は
、
軍
役
の
実
現

と
原
理
的
に
分
離
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
軍
役
の
実
現
を
保
障
す
る
手

段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
の
点
、
す
な
わ
ち
太
閤
蔵
入
地
の
存
在
も
、
大
名

の
強
力
性
を
示
す
と
は
考
え
ち
れ
な
い
。
蔵
入
地
を
か
っ
て
の
大
名
領
に
設

定
で
き
た
こ
と
自
体
が
、
統
一
政
権
の
強
力
性
を
も
の
が
た
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
幕
府
の
預
地
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
ハ
の
点
に
つ

い
て
も
、
疑
聞
が
あ
る
。
例
え
ば
朝
鮮
役
の
軍
役
編
成
は
、
充
分
に
統
一
的

　
　
　
⑧

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
の
点
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
訴
え
る
こ
と
が

ら
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
①
大
名
の
相
対
的
強
力
性
と
い
う
佐
々
木
茂

の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
、
②
知
行
宛
行
状
は
、
統
一
政
権
の
意
図
が
地

域
性
を
通
じ
て
実
現
す
る
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
、
分
析
さ
る
べ
き
で
あ

る
こ
と
、
の
二
点
を
述
べ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
知
行
宛
行
状
に
表
現
さ
れ
て
い
る
地
域
性
と
し
て
の
後
進

性
を
以
て
、
た
だ
ち
に
、
統
一
政
権
と
し
て
の
秀
吉
の
性
格
を
論
じ
る
の
は
、

方
法
と
し
て
妥
当
で
な
い
。
秀
吉
政
権
の
性
格
は
、
別
の
方
法
で
愚
な
わ
る

　
　
　
　
　
⑨

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
次
に
問
題
と
す
べ
き
は
〃
畿
内
に
お
い
て

も
、
そ
の
最
的
な
差
は
と
も
か
く
、
　
「
小
農
」
の
生
産
力
的
未
熟
の
上
に
、

豊
臣
政
権
は
立
っ
た
”
と
す
る
（
一
工
二
頁
）
、
氏
の
実
態
認
識
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
4
　
一
撃
認
識
の
検
討
　
ま
ず
〃
未
熟
”
と
い
う
雷
葉
の
意
味
を
、
も
う
一

度
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
　
「
小
農
」
‘
が
、
い
ま
だ
磨
立
へ
の
過
程
に

あ
っ
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
し
て
は
、
「
家
父
石
釜
的
地
主

経
営
」
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
　
の
二
点
を
意
味
す
る
（
二
＝
i
二
頁
）
。

　
な
る
ほ
ど
、
畿
内
に
於
い
て
も
、
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
が
叢
終
的

に
消
減
す
る
の
は
、
寛
文
・
延
宝
期
で
あ
る
こ
と
は
、
氏
の
述
べ
る
と
お
り

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
七
世
紀
前
半
の
畿
内
に
、
自

立
し
た
門
小
農
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
佐
々
木
氏

自
身
の
分
析
が
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
鋸
尾
村
の
文
禄
検
地
当

無
の
状
態
を
示
す
、
表
／
3
を
参
照
し
て
み
よ
う
（
二
九
六
頁
）
。
そ
こ
に
は
明

ら
か
に
、
屋
敷
地
と
、
一
定
の
割
含
で
水
田
と
を
名
書
け
し
た
七
～
一
〇
石

層
を
申
心
に
、
　
「
小
農
偏
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
経

営
を
と
り
ま
く
具
体
的
な
諸
条
件
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
彼
ら
が
自
立
し
た
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
の
二

点
か
ら
、
充
分
に
推
定
で
き
る
。
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
階
層
ま
で
を
も
、

氏
は
、
　
〈
「
小
農
」
‡
下
人
・
被
宮
〉
と
い
う
循
環
の
、
一
局
灘
に
あ
る
も
の
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と
掘
握
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
当
時
の
突
態
は
、
こ
の

よ
う
な
循
環
過
程
に
あ
る
諸
ウ
ク
ラ
…
ド
と
、
自
立
し
た
「
小
農
㎏
と
が
併

存
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
実
態
認
識
の
第
二
の
間
題
は
、
こ
れ
ら
の
ウ
ク
ラ
レ
ド
の
中
で
、
は
た
し

て
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
扁
が
〃
支
配
的
”
で
あ
っ
た
か
、
ど
う
か
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
佐
々
木
氏
の
太
閤
検
地
評
価
と
関
連
す
る
。

　
5
　
太
闇
検
地
評
緬
の
検
討
店
本
藍
の
本
質
　
氏
の
太
閤
検
地
評
価
の
特
徴
は
、

太
閤
検
地
が
「
小
農
」
が
認
識
の
ウ
ク
ラ
…
ド
を
圧
倒
し
て
展
開
し
つ
つ
あ

る
と
い
う
、
生
産
力
的
動
向
を
把
握
し
た
、
と
す
る
点
に
あ
っ
た
（
二
一
二

及
び
二
九
九
頁
）
。
　
こ
れ
が
、
　
「
小
農
」
自
立
・
維
持
策
の
内
容
で
あ
り
、
そ

の
故
に
氏
は
、
霞
ら
を
〃
安
良
城
野
上
に
立
つ
”
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
安
良
城
説
理
解
は
正
し
く
な
い
。
筆
者
は
、
安
良
城
説
を
次
の
よ
う
に

受
け
と
っ
て
い
る
。
安
良
城
説
は
、
構
造
論
の
基
点
に
、
ど
の
ウ
ク
ラ
ー
ド

を
据
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
聞
題
へ
の
解
筈
で
あ
る
と
。
小
農
自
立
政
策
等

々
の
指
摘
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
理
論

が
安
良
城
説
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
構
造
論
の
基
点
に
、
ど
の

ウ
ク
ラ
ー
ド
が
据
え
ら
れ
て
い
る
か
、
に
よ
っ
て
判
定
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
規
準
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
氏
の
「
構
造
論
」
は
、
明
ら
か
に
㌶
家
父
長
制

的
地
主
経
営
」
を
基
点
と
し
て
い
る
。
故
に
本
書
の
本
質
は
、
氏
の
意
図
に

反
し
て
、
役
屋
体
制
論
の
一
変
種
と
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三
　
総

括

　
1
　
以
上
に
於
い
て
は
、
佐
々
木
氏
は
安
良
城
説
の
発
展
を
意
図
し
な
が

ら
、
実
は
安
良
城
説
を
否
定
す
る
説
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ

の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
な
が
ら
、
要
約
す
れ
ば
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
畿
内
に
於
け
る
氏
の
実
態
認
識
が
、
誤
ま
っ
て
い

た
。
次
に
、
い
わ
ゆ
る
後
進
地
に
於
い
て
は
、
氏
が
鮨
領
す
る
よ
う
な
実
態

は
、
生
産
力
の
藺
で
も
、
ま
た
夫
役
徴
発
の
藺
で
も
、
た
し
か
に
存
在
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
実
態
は
、
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
限
定
し
て
考
察
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
「
構
造
論
」
と
知
行
状
分
析
の
方
法
が
、
右
の
限

定
を
受
け
て
い
る
実
態
を
、
時
期
の
上
で
は
慶
安
ま
で
、
ま
た
地
域
的
に
は

全
国
的
に
、
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
畿

内
で
さ
え
も
〃
「
小
農
」
の
未
熟
”
・
と
い
う
実
態
認
識
が
成
り
立
つ
。
佐
々
木

氏
が
自
ら
の
意
図
と
は
逆
の
理
論
を
展
潴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
は
、
以

上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
と
考
え
た
い
。

　
2
　
そ
れ
で
は
〃
安
良
城
説
に
立
つ
”
た
場
合
、
佐
々
木
氏
の
設
問
は
、

ど
の
よ
う
に
容
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
畿
内
に
於
い
て
も
、
寛
文
・
延

宝
期
と
太
閤
検
地
当
時
と
で
は
、
生
産
力
的
様
相
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と

は
、
や
は
り
お
お
い
が
た
い
事
実
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
筆

者
は
、
畿
内
の
近
世
初
期
の
分
析
に
は
、
次
の
よ
う
な
前
提
が
必
要
と
考
え

る
。　

イ
　
小
領
主
制
と
領
主
制
と
が
、
本
来
も
っ
て
い
る
段
階
差
の
問
題
。
こ

こ
で
は
、
小
領
主
制
そ
の
も
の
に
つ
い
て
説
明
す
る
余
裕
も
能
力
も
、
筆
者

に
は
な
い
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
小
領
主
と
領
主
と
の
生
産
力
の

組
織
の
し
方
の
差
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
用
水
の
問
題
、
流
通
制
度
及
び

そ
の
諸
手
段
の
問
題
、
土
地
所
有
の
關
題
等
々
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
小

領
主
制
の
も
と
で
は
、
　
「
小
農
」
は
残
存
す
る
「
察
父
長
制
的
地
霊
経
営
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
、
最
終
的
に
駆
逐
す
る
力
量
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
口
　
舞
本
に
於
い
て
は
、
小
領
主
制
か
ら
領
主
制
へ
の
移
行
が
、
統
一
政
権

に
よ
っ
て
、
上
か
ら
の
兵
農
分
離
と
い
う
特
殊
な
形
態
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
。
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訴書

　
　
八
　
地
域
的
な
不
均
等
発
展
を
内
包
し
な
が
ら
成
立
し
た
幕
藩
体
制
社
会

の
分
業
の
中
核
と
し
て
の
地
位
を
、
畿
内
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
。

　
口
、
ハ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
佐
々
木
氏
自
身
が
強
調
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
に
つ
い
て
の
配
慮
は
、
筆
者
が
理
解
で
き
た
範
潤

で
は
、
本
書
で
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
．
い
。
あ
え
て
想
像
す
れ
ば
、
こ
の

点
の
三
三
は
、
佐
々
木
氏
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
で
あ
っ
た
、
加
賀
窪
々
制
史

の
シ
ェ
ー
マ
と
、
関
連
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
〃
満
薗
垣
花
”

こ
そ
が
、
幕
藩
体
制
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
イ
メ
…
ジ
で
あ
っ
た
。
本
書

で
の
問
題
設
定
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
こ
れ
に
対
し
、
イ
の
観
点
を
導
入
す
れ
ば
、
氏
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
が
、

p
あ
る
意
味
で
は
、
無
意
味
と
な
ろ
う
。
　
「
家
父
長
制
的
地
主
経
営
」
の
一
定

の
残
存
の
上
に
、
体
制
が
成
立
し
た
の
だ
か
ら
。

　
　
以
上
、
本
書
の
も
つ
一
種
の
熱
気
に
、
半
ば
引
き
ず
ら
れ
な
が
ら
、
筆
者

の
未
熟
な
考
え
を
述
べ
た
。
氏
の
御
教
示
を
期
待
し
て
止
ま
な
い
。

①
「
加
賀
藩
史
料
」
第
二
巻
七
四
頁
に
よ
れ
ば
、
蔵
入
地
に
於
い
て
は
、
慶
畏
　

　
五
年
に
、
知
行
地
に
於
い
て
は
元
和
六
年
に
、
二
巴
制
が
布
か
れ
た
。
ま
た
問
四

　
〇
一
頁
所
収
の
「
三
ケ
図
諸
役
御
赦
免
の
隣
録
」
に
よ
れ
ば
、
　
門
城
詰
夫
」
、
「
他

　
三
王
」
等
の
人
夫
役
、
薪
・
炭
・
山
徽
・
わ
ら
び
、
等
々
の
境
物
役
の
券
種
が
、

　
高
掛
銀
納
と
さ
れ
て
い
る
。

②
元
和
期
以
降
、
加
賀
藩
に
於
い
て
は
、
給
人
の
央
遣
及
び
藩
の
悪
用
の
両
考
に

　
関
し
て
、
給
銀
の
規
定
が
頻
黒
す
る
。
　
（
皿
「
加
賀
藩
史
料
」
）

③
す
で
に
〃
満
颪
開
花
〃
に
近
い
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
、
表
九
「
加
賀
郡
頭
振

　
内
容
」
　
（
一
一
五
頁
）
は
、
こ
の
纒
点
か
ら
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

④
　

門
藩
法
至
仁
」
玉
食
藩
・
下
九
三
四
頁
飯
碗
の
「
武
州
様
法
令
」
九
．
慶
長
ご
一
年

　
三
月
「
百
姓
に
串
渡
覚
」
。
ま
た
、
内
藤
二
郎
氏
「
備
前
藩
の
夫
役
制
度
偏
（
到
『
社

　
ム
瓜
経
溶
田
ゆ
ハ
学
』
一
ヱ
ひ
i
三
）
。

⑤
『
滋
賀
照
史
』
第
五
巻
三
六
｝
頁
、

⑥
本
欝
工
一
六
i
七
頁
、
た
だ
し
長
政
の
四
万
石
は
、
四
万
五
千
石
の
誤
植
で
訪

　
る
Q

⑦
『
岩
手
県
史
饒
第
三
巻
六
九
二
頁
。
但
し
写
真
版
に
よ
る
。

⑧
歴
史
学
研
究
会
封
建
部
会
日
本
近
世
・
東
京
部
会
に
於
け
る
三
鬼
清
一
．
郎
氏
の

　
報
皆
（
一
九
六
闘
・
三
月
豊
艶
土
会
館
本
郷
支
部
）
に
よ
る
。

⑨
豊
綴
政
権
と
の
対
比
に
よ
っ
て
展
薩
ざ
れ
て
い
る
徳
崩
政
権
論
も
、
し
た
が
っ

　
て
、
再
構
威
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑩
こ
の
項
で
は
、
レ
ジ
訊
メ
の
4
一
二
で
要
約
し
た
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
行
な

　
わ
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
事
実
と
し
て
、
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
氏

　
が
〃
基
本
的
地
代
た
る
生
産
物
地
代
搾
取
の
強
化
の
た
め
に
は
、
偲
別
分
析
C
で

　
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
門
小
農
」
自
立
こ
そ
必
要
で
あ
っ
た
〃
（
二
三
六
頁
）
と
述

　
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
の
動
向
の
幽
囚
が
肥
後
藩
で
果
た
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
点

　
に
つ
い
て
は
、
意
見
を
保
留
し
た
い
。
次
の
様
な
重
大
な
計
算
の
、
ミ
ス
が
あ
る
か

　
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
蓑
6
（
一
囲
六
頁
）
の
P
・
9
・
㌻
の
K
の
値
が
そ
れ
ぞ
れ

　
循
環
的
に
入
れ
違
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
7
（
㎝
四
八
i
九
頁
）
の
斎
数

　
値
は
、
r
／
9
、
s
／
g
を
除
い
て
、
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の

　
数
値
を
比
較
す
る
華
準
と
な
っ
て
い
る
表
7
一
附
（
一
三
九
頁
）
の
計
算
方
法
に

　
疑
問
が
あ
る
。
r
／
9
／
t
／
9
と
r
／
P
／
t
／
P
と
は
、
本
来
一
致
す
べ
き

　
で
あ
る
の
に
、
こ
の
表
で
ば
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
表
の
計
算
が
、

　
表
7
の
単
純
平
均
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

　
一
致
し
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
の
「
経
営
の
型
」
　
「
農
業
の
型
」
と
い
う
説
明

　
は
、
全
く
の
コ
ジ
ツ
ケ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
別
分
析
C
は
、
こ
の
ま
ま
で
は

　
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑪
小
領
主
と
領
主
制
と
の
差
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ソ
ビ
エ
ト
史
学
叢
欝
4
『
ゲ

　
ル
マ
ン
共
岡
津
の
基
本
構
造
臨
所
…
収
の
ネ
ウ
ス
ヒ
ソ
諭
文
か
ら
示
唆
を
得
た
こ
と

　
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
（
A
5
累
世
～
六
頁
。
勘
当
三
十
九
年
一
〇
月
　
お
茶
の
水
二
重
発
行
　
定
価

一
霊
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
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