
基
磯
を
お
・
＼
地
主
、
叉
有
利
な
る
畑
作
に
よ
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
し
な

が
ら
も
、
、
自
給
的
生
産
機
構
（
良
水
田
経
営
）
を
放
撫
し
え
な
い
小
作

農
、
か
か
る
生
産
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
に
地
主
の
立
脚
す
る
経
済

構
造
の
粥
体
さ
を
も
老
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
『
局
地
的
市
場
圏
の
限
介
↑
↓
地
際
制
形
成
』
の
大
塚
理
論
に
立
ち
、

地
主
翻
婁
成
発
展
を
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
達
の
上
昇
転
化
に
求
め
な
が
ら

も
、
彼
等
と
支
配
機
梅
と
の
関
連
の
推
移
を
深
く
追
求
し
な
か
っ
た
為

に
、
寄
生
地
響
制
と
い
う
も
の
を
そ
の
本
質
か
ら
遊
離
さ
せ
、
箪
に
生

ず
べ
く
し
て
生
じ
た
も
の
し
て
把
握
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
と
も
か

く
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
抽
醜
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
と
も
に
指
摘

さ
れ
よ
う
．

　
だ
が
か
か
る
実
証
的
研
究
の
み
が
問
題
を
解
決
す
る
ヵ
ギ
と
な
り
う

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
く
の
難
点
は
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
両
氏
の
繕

力
的
な
研
究
に
は
教
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
浅
学

の
私
た
ち
は
誤
解
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。

　
な
お
本
書
を
紹
介
す
る
に
当
っ
て
第
一
、
二
章
は
寺
門
、
三
、
四
章

は
根
本
が
分
担
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（
お
茶
の
水
　
四
五
〇
円
）

さ
く
も

卒
論
紹
介
　
（
三
一
年
度
卒
業
）

で
　
な
　
お
ミ
　
ミ
　
ミ

　
　
定
額
寺
制
の
成
．
立
に
つ
い
て

秋
　
幽

高
　
　
志

吉
代
に
於
い
て
、
国
家
よ
婁
保
護
を
得
て
い
た
寺
院
は
律
令
体
制
衰

退
と
共
に
、
そ
の
嚢
退
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
定
額
寺
の
制
が
、

こ
の
変
質
過
程
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
事
は
夙
に
竹
内
理
三
氏
の
指
摘

さ
れ
た
事
で
あ
る
が
．
そ
の
．
灰
立
に
つ
い
て
禽
、
二
三
附
け
触
う
べ
き

事
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
、

　
定
額
寺
の
成
立
時
期
は
七
世
紀
代
と
九
・
十
世
紀
代
と
二
期
あ
る
。

朝
廷
と
し
て
は
こ
の
定
額
寺
の
制
に
、
七
世
紀
代
は
ほ
ぼ
「
保
護
」
に
、

九
・
十
世
紀
代
は
「
統
棚
」
に
比
重
を
置
い
た
様
で
あ
る
。

「
光
仁
、
桓
武
帝
は
、
定
額
寺
以
外
の
．
私
寺
の
禁
、
諜
者
の
制
限
等
、

仏
教
界
振
粛
に
力
を
尽
さ
れ
た
が
、
天
台
真
言
の
高
僧
、
有
力
貴
族
は

禁
制
を
免
れ
る
為
、
私
考
を
完
額
寺
と
さ
れ
る
事
を
長
い
、
や
が
て
定

額
寺
で
あ
る
事
を
手
掛
り
忙
、
僧
侶
に
取
っ
て
三
々
の
．
特
権
即
ち
、
年

分
度
者
絵
賜
、
三
会
出
席
権
－
意
業
制
度
、
僧
位
制
度
に
密
接
な
関
係

あ
り
…
師
資
言
承
、
僧
綱
管
理
の
排
除
等
の
権
利
を
漸
次
得
て
ゆ
き
、

檀
越
も
、
安
心
立
命
の
新
し
い
祈
り
を
、
朝
廷
国
分
寺
に
代
る
役
割
を

こ
れ
ら
欝
額
寺
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
．

東
北
地
方
に
お
け
る
近
世
大
名
の
成
立

　
－
1
伊
蓬
馬
の
場
合
…
…
一

助
　
矯

房
　
子

　
封
建
制
の
形
成
、
確
立
の
コ
ー
ス
に
は
三
つ
の
展
開
過
程
が
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
（
一
）
古
代
末
期
の
内
乱
（
二
）
南
北
朝
の
内
乱
（
三
）

戦
国
時
代
の
諸
大
名
問
に
お
け
る
抗
争
で
あ
る
ど
思
う
、
．

一一
@36　一一一



　
一
般
に
辺
境
地
帯
と
い
わ
舳
て
い
る
東
北
地
方
に
お
い
て
、
こ
れ
等

の
諸
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
封
建
制
形
式
に
ど
の
様
な
意
義
を
持
っ
て
い
た

か
と
い
う
問
題
を
伊
達
氏
の
揚
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
．

　
伊
達
氏
の
祖
は
伊
達
家
譜
に
よ
る
と
藤
原
氏
の
出
で
、
実
宗
の
時
常

陸
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
常
陸
国
真
壁
郡
伊
佐
庄
中
村
に
住
し
て
い
た
。
そ

し
て
専
ら
武
士
化
の
道
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
れ
よ
り
四
代
後
朝

宗
の
頃
に
は
か
な
り
の
勢
力
を
こ
の
地
に
築
い
た
。
交
野
五
年
八
月
頼

朝
の
奥
州
征
伐
に
あ
た
り
、
彼
は
そ
の
一
族
郎
党
を
引
見
し
て
こ
れ
に
．

参
加
し
て
お
り
、
そ
の
戦
功
を
認
め
ら
れ
、
奥
州
伊
達
郡
を
賜
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
惣
領
で
あ
る
朝
宗
は
常
陸
に
本
拠
を
有
し
、
伊
達

郡
は
子
息
の
一
人
に
管
理
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
東
北

経
営
に
つ
い
て
は
大
体
こ
の
楽
な
傾
向
が
ム
志
般
的
に
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
様
に
奥
州
征
伐
後
の
東
北
地
方
の
情
勢
は
徐
々
に
変
化
を
来
た

し
て
い
る
事
は
当
然
で
あ
り
、
従
来
こ
の
地
方
は
墨
室
料
が
多
く
、
飛

園
が
少
な
い
上
遠
隔
地
故
に
領
主
の
圧
力
も
軽
く
、
地
頭
は
容
易
に
一

円
知
行
化
を
な
し
、
次
第
に
こ
れ
を
足
場
と
し
て
強
力
な
惣
領
制
を
展

…
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
鎌
倉
幕
府
滅
亡
、
南
北
朝
の
内
乱

期
を
む
か
え
る
。
こ
の
期
に
お
け
る
伊
達
氏
の
動
静
を
見
る
と
、
惣
領

行
朝
は
最
初
よ
り
南
朝
方
に
属
し
、
建
武
元
年
に
定
め
ら
れ
た
多
賀
国

府
の
陣
容
の
中
に
加
わ
っ
て
お
り
．
建
武
二
年
に
は
恩
賞
と
し
て
、
奥
州

高
野
郡
北
方
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
は
既
に
伊
達
氏
の
本
拠
は

伊
達
郡
に
移
住
し
て
い
る
。
そ
し
て
叉
こ
の
期
に
な
る
と
惣
領
判
の
変

化
が
認
め
ら
れ
る
様
匿
な
る
、
即
ち
惣
領
嚢
底
の
下
に
統
一
的
行
動
を

と
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
惣
領
、
庶
子
問
に
独
立
化
の
傾
同
が
み
ら
れ
る
こ

と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
庶
流
政
長
は
元
弘
三
年
に
は
南
朝
方
に

つ
い
て
い
た
が
、
建
歩
五
年
に
は
足
利
高
氏
に
よ
り
知
行
地
を
与
え
ら

れ
て
お
り
、
伊
達
氏
の
惣
領
制
は
今
や
古
い
血
縁
的
紐
帯
に
よ
る
結
合

方
式
か
ら
新
た
に
編
成
替
を
要
求
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
非
血
縁
的
な
群
小
領
主
武
士
層
の
家
士
編
成

に
向
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
永
和
二
年
宗
遠
は
小
沢
伊
賀
守
、
同
三
年
余
目

参
河
守
と
一
揆
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
内
乱
の
意
義
は
い
ろ
い
ろ
評

価
さ
れ
よ
う
が
、
東
北
地
方
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
惣
領
制
の
解
体

を
開
く
僅
か
な
道
と
、
有
力
国
人
層
の
地
域
的
連
合
の
共
同
体
を
生
み

禺
し
、
更
に
こ
の
地
域
的
封
建
制
が
、
守
護
大
名
領
国
翻
へ
の
展
開
を

約
束
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
室
町
期
に
入
る
と
幕
府
対
鎌
倉
府
の
抗
争
激
化
の
中
に
立
ち
、
東
国

の
有
力
国
入
層
の
懐
郷
の
中
に
、
伊
達
氏
は
幕
府
方
と
通
じ
な
が
ら
も

独
自
の
権
力
を
形
成
し
て
行
く
の
で
あ
り
、
政
宗
の
頃
よ
り
そ
の
傾
向

を
み
る
事
が
出
来
る
が
成
宗
の
頃
に
な
る
と
次
第
に
そ
れ
が
は
っ
き
り

と
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
。
例
え
ば
長
享
二
年
、
大
崎
氏
の
内
紅
、
明

応
八
年
、
葛
酉
氏
の
産
廃
に
介
入
し
、
更
に
留
守
氏
へ
の
入
嗣
が
屡
粛

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
し
て
近
隣
詣
国
人
層
を
引
き
入
れ
、
領
土

の
拡
張
も
盛
ん
に
行
わ
れ
行
朝
宗
遠
政
宗
の
頃
は
伊
達
郡
以
外
に
出
羽

長
弁
、
信
夫
、
刈
田
、
伊
貝
、
柴
戸
等
数
郡
、
櫨
宗
の
隠
に
は
そ
の
外

安
達
、
名
取
．
宮
城
郡
竹
城
保
等
に
及
ん
で
い
る
、
そ
し
て
大
永
二
年

陸
奥
守
護
転
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
名
実
共
に
守
護
大
名
の
成
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立
が
考
え
ら
れ
る
。
伊
達
氏
の
大
名
化
は
ほ
ぼ
植
宗
に
よ
っ
て
整
え
ら

れ
今
後
の
発
展
へ
の
糸
口
を
つ
く
っ
て
い
る
。
今
迄
の
領
主
武
士
縫
国

入
層
に
対
も
司
法
行
政
権
を
持
ち
得
る
様
に
な
っ
た
。
天
文
二
年
「
蔵

方
之
掟
」
周
五
年
　
、
塵
芥
集
」
の
一
蓮
の
分
国
法
の
成
立
に
よ
っ
て
も

考
え
ら
れ
よ
う
。
又
家
士
制
の
編
成
も
行
わ
れ
一
四
〇
数
通
に
の
ぼ
る

安
堵
状
、
充
置
状
を
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
充
分
に
究
明
出
来
よ
う
。
叉

同
時
に
外
的
活
動
と
し
て
の
入
銅
策
も
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

　
天
文
十
一
年
よ
り
同
十
七
年
迄
は
伊
達
氏
の
内
業
が
生
じ
奥
州
の
応

仁
の
乱
的
な
大
規
摸
な
展
開
を
み
せ
る
が
、
こ
の
危
機
も
伊
達
氏
も
強

岡
に
す
る
側
に
枕
b
た
結
果
に
な
り
、
次
代
政
宗
に
よ
り
伊
達
代
権
力

は
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

藤
田
幽
谷
の
経
濟
悪
想

　
　
i
一
特
に
勧
農
或
周
を
中
心
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
澤
　
　
羅
　
子

　
　
㌔

　
封
建
制
の
社
会
に
お
い
て
は
、
将
軍
を
最
高
と
す
る
身
分
…
階
級
の
厳
『

重
な
階
層
制
が
完
成
し
、
そ
の
機
講
を
支
え
る
基
盤
は
、
各
藩
輩
位
の

農
業
生
産
に
基
礎
を
お
く
、
激
語
的
な
経
済
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
徳

川
幕
府
の
兵
農
分
離
策
は
、
武
士
の
城
下
町
居
住
を
旋
て
前
と
し
た
か

ら
、
彼
等
の
消
費
生
治
は
、
貨
幣
経
済
を
推
進
さ
せ
、
品
商
生
産
を
促

し
、
更
に
農
村
に
ま
で
浸
透
し
て
、
封
建
経
済
の
基
盤
を
危
機
に
至
ら
し

め
る
結
果
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
十
七
世
紀
以
降
の
領
圭
財
敷
の
著
し
い

窮
乏
が
目
立
っ
て
く
る
。
幕
府
は
、
こ
の
状
勢
を
打
解
す
る
た
め
に
、

三
大
改
革
を
行
っ
て
、
領
主
経
済
の
立
直
し
を
謀
っ
た
が
、
毅
し
い
社

会
経
済
体
制
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
の
前
に
は
、
恒
久
的
な
改
革
と
は
、

な
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
淑
況
は
、
諸
藩
に
お
い
て
も
同
檬
に
み

ら
れ
水
戸
藩
毛
決
し
て
例
外
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
領
圭
財
政
の
立
直
し
を
論
じ
た
当
時
の
諸
学
者
の
政
治
経

済
思
想
は
、
三
大
改
革
を
推
進
せ
し
め
る
先
騙
的
な
役
割
を
果
し
て
い

た
意
味
に
お
い
て
箪
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
曳
そ
の
意
味
に
お
い
て

幕
府
以
外
の
諸
藩
に
お
け
る
諸
学
者
の
思
想
も
、
当
然
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
偉
大
な
る
実
行
家
東
湖
の
数
多
く
の
献
策
を
も
と
に
し
て

推
進
さ
れ
た
水
戸
藩
大
保
の
改
革
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
そ
の
改
革
の

思
想
が
、
既
に
康
湖
の
父
幽
谷
の
幾
多
の
藩
圭
へ
の
献
策
を
通
じ
て
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
注
齢
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
．

　
こ
こ
に
お
い
て
、
幽
谷
の
著
「
勧
農
或
問
」
に
現
れ
た
経
済
思
想
を

申
心
に
、
ま
ず
江
戸
時
代
の
諸
学
者
の
経
済
思
想
を
み
、
幽
谷
の
思
想

の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
幽
谷
の
そ
う
し
た
思
想
の
起
因
と
な

っ
た
蒐
政
期
前
後
の
水
戸
藩
に
お
け
る
社
会
経
済
状
況
を
究
明
し
．
－
最

後
に
幽
谷
の
思
想
が
、
水
戸
藩
天
保
の
改
革
に
ど
の
様
に
影
響
し
て
い

る
か
を
み
て
．
そ
の
歴
覧
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
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水
戸
藩
に
於
け
る
書
巻
の
一
研
究

蕊
　
露

敏
　
雄

　
江
戸
申
期
以
降
著
し
い
発
達
を
み
せ
た
郷
校
に
は
藩
士
の
教
育
を
臼

的
と
し
た
も
の
と
、
一
般
庶
民
の
教
育
を
目
的
と
も
た
も
の
と
の
二
種

類
に
大
別
さ
れ
る
が
、
水
戸
藩
に
於
い
て
文
化
年
関
よ
り
安
政
年
間
に

か
け
て
設
立
さ
れ
た
十
五
の
郷
校
は
す
べ
て
直
接
或
は
闇
接
に
藩
主
の

設
立
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
藩
校
と
の
関
係
は
密
接
不
離
で
あ
っ
て
、

そ
の
維
持
運
営
は
藩
費
の
支
萬
に
よ
る
の
を
原
刷
と
し
た
が
、
そ
れ
に

加
え
て
地
方
住
民
の
協
力
が
大
き
く
、
い
わ
ば
牛
官
牛
民
的
な
性
格
を

有
す
る
も
の
と
云
え
る
。

　
こ
の
三
校
の
教
育
は
設
立
の
時
期
、
或
は
地
方
に
よ
っ
て
各
々
特
色

を
有
し
て
は
い
た
が
、
諸
郷
校
に
共
通
す
る
こ
と
は
庶
民
の
教
育
を
霞

的
と
し
な
が
ら
め
、
文
武
不
岐
N
学
問
事
業
の
一
致
の
水
戸
挙
の
精
神

、
が
一
貫
し
、
教
育
内
容
は
「
丈
」
で
は
初
歩
的
、
実
用
的
な
儒
学
を
中

心
と
し
て
、
そ
れ
に
医
学
を
併
せ
教
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法

は
繋
累
講
演
等
の
外
に
会
読
輪
読
等
の
相
互
学
習
が
多
く
行
わ
れ
た
。

地
方
「
武
」
で
は
創
や
槍
術
の
外
に
各
種
の
武
道
が
加
え
ら
れ
、
特
に
．

安
政
以
后
は
鉄
砲
射
撃
等
の
集
団
訓
練
さ
え
行
う
も
の
が
多
く
な
っ

た
。　

次
に
郷
校
生
徒
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
在
住
の
郷
士
村
役
入
等

の
外
に
多
数
の
上
層
農
民
が
含
ま
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
郷
校
の
主
要
な

師
敏
育
対
象
は
富
裕
農
民
層
で
あ
っ
た
と
呪
え
ら
れ
る
。
又
郷
校
の
教

師
に
は
藩
士
、
郷
士
、
儒
者
、
神
官
が
藩
の
使
命
に
よ
っ
て
こ
れ
に
当
旋

る
外
、
藩
稜
か
ら
も
文
武
の
師
範
が
来
校
し
指
導
に
当
た
っ
た
。
故
に

諸
郷
校
の
教
育
は
、
藩
校
弘
道
館
の
教
育
と
多
く
の
共
通
点
を
有
し
、

一
面
か
ら
は
農
民
を
士
化
す
る
如
き
結
果
に
ン
・
」
え
な
っ
た
が
、
教
育
の

’
本
質
に
於
い
て
藩
校
と
郷
校
と
は
厳
然
た
る
差
が
み
ら
れ
、
遂
に
一
本

化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
か
塗
る
郷
校
教
育
の
成
果
は
多
く
の
点
で
地
方
弁
化
の
発
展
に
大
い

に
寄
与
し
、
更
に
明
治
の
学
制
施
行
に
際
し
て
は
新
小
声
の
礎
石
的
な

役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

笠
間
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革

小

室

昭

　
笠
聞
藩
の
藩
政
改
革
は
、
牧
野
家
の
七
代
衣
落
就
藩
中
の
丈
化
六
年

（一

ｪ
〇
九
）
か
ら
、
次
代
貞
幹
の
丈
政
六
年
（
一
八
二
三
）
迄
の
十
五
年

闇
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
先
ず
、
牧
野
家
が
諮
問
に
移
封
し
て
か
ら
改
革
期
前
迄
の
政
治
、
経

済
、
社
会
の
状
勢
を
見
て
、
改
革
を
必
然
な
b
し
め
た
要
因
を
藩
体
制

及
び
農
村
社
会
の
実
態
か
ら
検
討
し
て
見
た
．
、
前
奢
は
藩
政
の
危
機
の

要
因
を
領
主
側
か
ら
み
た
様
相
を
炭
料
的
に
指
摘
し
、
後
者
で
は
、
直

接
藩
体
制
を
動
揺
せ
し
め
た
農
村
社
会
の
実
情
一
農
業
以
外
に
見
る

べ
き
産
業
も
な
く
、
叉
商
業
に
よ
る
融
遜
の
便
も
少
く
、
そ
の
上
農
業

一一一
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生
産
力
も
低
い
為
に
封
建
凝
経
済
の
矛
盾
が
最
も
酷
く
痛
め
つ
け
た
当

領
内
の
諸
現
象
ー
ー
所
謂
後
進
地
の
性
格
を
如
実
に
現
わ
し
た
百
姓
一

揆
、
貢
納
状
況
及
び
離
村
と
入
口
滅
棄
石
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
次
に
改
革
の
性
格
を
見
る
為
．
そ
の
悪
い
手
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を

封
建
的
身
分
翻
に
よ
っ
て
分
折
し
、
そ
れ
に
癒
す
い
て
の
改
革
の
展
開

で
は
、
先
2
。
3
第
一
に
主
眼
と
し
た
農
政
－
…
本
百
姓
再
如
露
や
そ
の
維

持
を
は
か
っ
た
一
連
の
諸
政
策
．
、
貢
租
体
系
の
強
化
策
。
更
に
農
民
的

商
品
経
済
の
発
展
に
対
応
し
て
、
そ
れ
を
領
主
経
済
に
繰
入
れ
よ
う
と

し
た
買
占
仕
法
。
叉
対
家
臣
団
と
藩
機
構
に
対
す
る
施
策
一
心
政
と

封
建
的
権
威
の
再
姥
を
め
ざ
し
た
画
策
等
を
具
体
的
に
ど
の
様
な
形
で

実
施
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
最
後
に
改
革
の
実
績
と
そ
の
後
の
変
化
を
衷
料
的
制
限
か
ら
概
説
に

み
て
、
明
治
維
新
へ
の
移
行
の
展
望
と
し
た
。

プ
セ
ウ
ド
ク
セ
ノ
フ
オ
ン

「
ア
テ
ナ
イ
入
の
国
民
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
魂
　
木
　
職
　
夫

　
承
書
は
そ
の
成
立
年
代
も
著
者
も
詳
さ
で
な
い
。
著
者
の
抽
象
的
非

歴
史
的
表
現
方
法
は
、
そ
れ
に
直
結
す
る
か
も
知
れ
な
い
礎
実
を
次
か

ら
次
へ
と
想
い
浮
ば
せ
、
成
立
年
代
に
相
当
の
幅
を
持
た
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
著
奢
自
身
に
つ
い
て
も
、
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
、
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
・

ス
．
プ
リ
ユ
亭
コ
ス
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
ツ
キ
ユ
ヂ
デ
ス
等
と
議
説
続

鐵
の
状
態
で
、
而
も
そ
れ
ぞ
れ
反
駁
の
余
地
を
残
し
て
い
る
虚
報
で
あ

る
．
、
著
者
が
恐
ら
ぐ
、
ア
テ
ナ
イ
入
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
書
葉
か
ら
客
易

に
想
像
化
さ
れ
て
も
ハ
い
ざ
飼
処
で
書
い
た
か
と
な
る
と
言
語
的
に
難

し
い
問
題
と
な
る
し
、
寡
頭
派
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ

の
地
位
と
か
（
追
放
さ
れ
た
者
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
益
々

困
難
で
あ
る
．
、
そ
れ
は
著
者
が
自
ら
を
匿
名
に
ふ
せ
よ
う
と
の
意
図
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
・
う
。

　
本
書
の
史
料
と
し
て
の
価
値
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
反
民
主
的
立
場

の
者
の
民
主
政
体
批
判
の
生
の
姿
を
吾
々
に
敏
え
て
く
れ
る
に
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
喜
劇
に
対
す
る
有
名
な
件
は
古
典
劇
史
の
上
の
み
な
ら

ず
言
論
の
問
題
と
も
か
ら
ま
っ
て
興
味
深
い
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。

こ
ん
な
わ
け
で
、
本
書
の
成
立
年
代
と
著
者
自
身
に
つ
い
て
は
現
在
の

研
究
以
上
に
究
明
す
る
術
も
な
か
ろ
う
か
ら
…
身
勝
手
な
臆
測
と
思
う

人
が
い
て
も
…
、
そ
の
内
容
個
々
の
問
題
と
取
組
む
方
が
よ
り
有
効
で

あ
る
と
老
え
る
。

農
民
暦
分
解
を
通
し
て
み
、
た

　
　
　
　
第
繭
次
回
三
三
動
に
つ
い
て

羅
　
野

方
　
彦

　
資
本
室
義
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
一
方
の
極
に
す
ぐ
に
資
本

に
転
化
し
得
る
最
低
限
度
の
富
を
保
有
す
る
富
裕
な
農
民
層
の
存
在

と
、
生
産
手
段
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
富
分
の
労
功
以
外
に
は
売
る
飼
物
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も
な
く
、
し
た
が
っ
て
臨
由
な
労
三
者
に
転
化
し
得
る
土
地
な
き
貧
民

層
の
存
在
と
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
一
5
な
い
．
そ
し
て
前
奢
が

農
業
資
本
家
と
し
て
韻
現
し
隔
後
者
の
労
．
初
力
を
再
び
綜
劃
地
の
中
で

結
合
す
る
こ
と
が
資
本
制
生
産
成
立
の
基
礎
過
程
で
め
る
。
と
こ
ろ
で

こ
れ
ら
二
階
層
は
封
建
社
会
に
お
け
る
支
配
的
な
生
産
蕎
た
る
農
民
層

の
中
か
ら
自
己
分
解
し
て
出
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
農
民
層
の
分

解
は
綜
劃
運
動
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
綜
劃
運
動
は
地
方
に
よ
っ
て
柑
当
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
と
し

て
も
、
経
営
の
近
代
化
に
よ
る
大
海
螢
へ
の
指
向
を
示
す
領
圭
型
綜
劃

と
、
経
営
の
合
理
化
、
就
中
耕
作
改
良
の
方
向
を
指
向
す
る
農
民
型
聴

覚
と
が
二
つ
の
類
型
と
し
て
老
え
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
ブ
ル
ジ
3
ア

的
発
展
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論
は
こ
れ
ら
二
つ
の
型
の
綜

劃
を
対
比
し
つ
つ
農
民
層
の
分
解
に
焦
点
を
合
せ
て
一
資
本
主
義
社
会

の
出
発
点
を
追
求
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
レ
ツ
シ
ン
グ
の
　
啓
筆
記
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
　
轟
「
　
礼
　
子

　
レ
ツ
シ
ン
グ
の
生
顔
た
時
代
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
書
っ
て
い
る
よ
う

に
、
「
一
5
イ
ツ
の
全
教
養
が
神
学
的
で
あ
っ
た
時
代
」
で
泌
り
、
、
英
、

仏
の
啓
蒙
思
想
の
影
響
を
う
け
た
当
時
の
ド
イ
ツ
の
自
覚
的
入
間
が
新

し
い
方
向
へ
進
も
う
と
す
れ
ば
h
必
然
的
に
神
学
一
宗
激
を
理
性
の

対
立
の
克
服
の
問
題
一
と
対
決
し
な
け
れ
ば
べ
ら
な
か
っ
た
が
、
、
こ

れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
思
想
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
・

つ
た
。

　
レ
ツ
シ
ン
グ
の
晩
年
の
一
連
の
神
学
上
の
著
作
は
、
こ
の
間
題
を
正

葡
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
就
中
死
の
前
年
に
あ
ら
わ
し
た
「
入
類

の
教
育
O
富
図
讐
凶
。
ζ
鐸
瞬
鳥
。
ω
霞
の
ご
ω
○
げ
Φ
躊
漁
①
ω
o
側
溝
Φ
o
馨
融
・
擁
喧
◎
◎
O
」

は
馬
彼
の
神
学
思
想
の
総
決
算
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ

の
論
文
を
中
心
に
し
て
、
前
述
の
観
点
か
ら
レ
ツ
シ
ン
グ
の
啓
蒙
思
想

に
若
干
考
察
を
加
え
て
み
た
。

　
レ
ツ
シ
ン
グ
は
宗
教
に
対
し
、
一
種
の
歴
史
的
考
察
法
を
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
理
性
の
発
展
レ
の
思
想
は
、
輩

に
神
学
理
論
に
の
み
遍
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
社
会
観
を

構
成
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
彼
の
思
想
に
進
歩
性
と
共

に
、
英
・
仏
の
啓
蒙
思
想
の
如
き
社
会
改
革
の
理
念
に
ま
で
徹
底
し
、
凡

な
い
理
論
的
必
然
性
を
字
え
て
い
る
と
老
え
ら
れ
る
が
、
ヴ
イ
ン
デ
ル

バ
ン
ト
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
レ
ツ
シ
ン
グ
は
「
発
展
」
の
思
想
を
た

穿
宗
敷
に
の
み
適
用
し
た
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
ヅ
入
三
〇
年
代
初
期
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ギ
曙
ス
労
働
者
の
動
逸

　
　
　
　
　
　
建
築
工
組
合
を
中
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
涌
、
，
錨
英
四
三

労
初
者
大
衆
を
歪
力
と
し
、
中
産
階
、
級
を
指
導
者
と
す
る
一
大
国
民
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運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
議
会
改
華
運
動
は
、
三
二
年
六
月
に
労
功
者
．

大
衆
の
勝
利
燕
を
以
っ
て
絡
勢
を
遂
げ
た
が
、
勝
利
の
成
果
は
何
一
つ

彼
筆
、
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
は
中
産
階
級
の
こ
の
裏
切
り
．

に
大
い
に
憤
り
、
政
治
運
動
に
幻
滅
を
感
じ
で
経
済
斗
争
に
よ
っ
て
自

分
達
の
地
位
を
高
め
ん
と
し
た
。
そ
の
決
意
の
貫
徹
の
最
初
に
し
て
最

彊
の
媒
介
物
「
と
な
っ
た
の
が
建
築
工
組
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
回
は
あ

一
3
ゆ
る
労
三
者
達
に
対
し
て
大
き
な
希
望
と
勇
気
を
与
え
る
と
同
時

に
、
揖
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
に
対
し
て
は
、
新
し
い
希
望
の
委
託
者

と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ノ
、
そ
の
組
織
を
大
か
つ
、

強
固
に
し
て
行
っ
て
、
つ
い
に
は
発
足
数
週
に
し
て
賀
万
の
メ
ム
バ
ー

を
獲
得
し
た
と
言
わ
れ
る
、
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
O
鑓
離
繕
露
鋤
7

凶
窪
巴
O
（
）
二
一
）
一
覧
緯
①
簿
日
欝
倉
の
d
巳
。
謬
へ
の
高
ま
り
を
結
果
す
る

の
で
あ
る
。
小
論
で
は
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
当
時
の
建
築
工
紐

合
の
歴
史
を
、
ポ
ス
ト
ゲ
ー
ト
氏
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
自
分
な
り
に

あ
と
づ
け
た
も
の
で
あ
る
．

一
《

ー

ー
執
筆
者
紹
介
一
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茂男久き断乳卓彦郎
本
学
交
理
学
部
教
授

茨
城
工
業
短
期
大
学
教
授

本
学
交
理
学
部
助
教
授

東
京
大
学
大
学
院
学
生

水
戸
商
業
高
熱
教

石
濁
一
高
教
諭

手
賀
中
学
校
教
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