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お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
講
座
の
季
節
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
前
座
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
五
回
の
講
座
は
、
ご
案
内
の
通
り
「
藤
田
幽
谷
先
生
」
と
い
う
こ
と
で
、

二
回
目
か
ら
か
ら
各
論
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
研
究
的
な
分
野
に
入
る
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
は

演
題
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
幽
谷
先
生
の
改
革
、
あ
る
い
は
そ
の
改
革
論
は
天
保
の
改
革
に
つ

な
が
っ
て
行
く
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
改
革
意
見
が
起
こ
っ
て
く
る
の
か
、
天
保
の
改

革
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
水
戸
藩
の
義
公
さ
ん
以
後
の
、
義

公
さ
ん
が
藩
主
を
退
か
れ
て
以
後
に
生
じ
て
き
た
問
題
点
を
、
概
略
整
理
し
て
こ
れ
か
ら
の
お
話

し
の
足
し
に
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
お
分
か
ち
し
ま
し
た
資
料
は
三
枚
に
な
り
ま
す
が
、
義
公
が
藩
主
を
退
か
れ
た
の
ち
に
、
藩
主

に
な
ら
れ
た
の
が
綱
條
公
（
粛
公
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
元
禄
三
年
に
藩
主
と
な
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
烈
公
が
藩
主
に
な
る
ま
で
、
百
四
〜
五
十
年
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
間
に
ど
の
よ

う
な
問
題
が
起
こ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
初
め
に
お
話
し
し
ま
す
。

　
修
史
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
問
題
も
大
事
で
あ
り
ま
す
が
、
二
回
目
以
降
に
ま
た
お
話

し
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
日
は
や
や
簡
略
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
粛
公
が
藩
主
に
な
ら
れ
た
の
が
、
元
禄
三
年
に
な
り
ま
す
。
義
公
さ
ん
の
時
代
に
も
藩
の
財
政

と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
元
禄
三
年
と
い
う
時
期
に
な
り
ま
す

と
、
か
な
り
藩
士
の
生
活
の
窮
乏
、
藩
の
借
金
と
い
う
も
の
が
、
具
体
的
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま

す
。
元
禄
四
年
、
元
禄
十
二
年
、
元
禄
十
四
年
と
倹
約
令
が
で
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
示
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
倹
約
令
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
の
発
展
の
影
響
を
う
け
ま
し
て
、
華

美
に
な
っ
て
く
る
、
支
出
が
多
く
な
っ
て
く
る
、
生
活
が
向
上
し
娯
楽
も
ふ
え
、
出
費
が
多
く

な
っ
て
く
る
。
交
際
費
そ
の
他
も
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
日
用
品
に
つ
い
て
も
戦
国
時
代
の

武
将
の
よ
う
に
、
質
素
な
生
活
ぶ
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で

す
。
同
時
に
江
戸
の
消
費
経
済
の
影
響
は
、
水
戸
は
す
ぐ
そ
ば
で
す
か
ら
、
か
な
り
影
響
が
出
て

く
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
作
な
ど
も
続
き
ま
し
て
、
藩
の
年
貢
収
入
も
思
わ
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
切
る
米
と
書
い
て
切
米
き
り
ま
い

で
す
が
、
米
で
支
給
さ
れ
る
、
な
ん
石
取

り
、
彰
考
館
総
裁
二
百
石
、
三
百
石
な
ど
お
米
で
支
給
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
藩
士
の
給
料
で
す

ね
。
ま
た
身
分
が
低
い
た
め
現
金
で
支
給
さ
れ
る
者
、
色
々
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
の
支
給
が

滞
る
と
い
う
よ
う
な
事
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
時
代
、
こ
れ
は
元
禄
の
あ
と
の
宝
永
で
す
が
、
宝

永
六
年
、
目
付
の
牧
野
杢
衛
門
と
い
う
者
が
、
あ
ま
り
生
活
に
困
っ
て
逐
電
し
て
し
ま
っ
た
、
と



い
っ
た
事
件
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
評
判
に
な
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

宝
永
六
年
の
こ
と
、
幕
府
へ
の
返
済
が
滞
り
、
江
戸
屋
敷
の
蔵
物
く
ら
も
の

を
払
う
と
資
料
に
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
平
た
く
い
え
ば
殿
様
が
持
つ
色
々
な
お
宝
を
売
り
払
っ
て
借
金
の
手
当
を
す

る
、
そ
れ
で
も
半
分
く
ら
い
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
水
戸
藩
の
場
合
で

は
困
っ
た
時
、
幕
府
に
借
金
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
額
は
積
も
り
つ
も
っ
て
、
莫
大
な
額
に

な
っ
て
き
ま
し
て
、
幕
府
の
方
か
ら
早
く
返
せ
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
返
す
の
に
困
っ
て
こ
の

よ
う
な
非
常
手
段
を
取
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
結
局
水
戸
で
は
治
水
の
技
術

が
進
ん
で
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
田
畑
に
荒
れ
地
不
作
の
所
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
色
々
な
年
貢
の
集
計
な
ど
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
荒
引
と
か
附
荒
と
か
い
う
の
が

出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
荒
れ
て
し
ま
っ
て
そ
こ
か
ら
は
取
れ
な
い
、
そ
こ
か
ら
は
差
し
引
く
と
い

う
い
み
ら
し
い
の
で
す
ね
。
よ
う
す
る
に
そ
こ
か
ら
年
貢
を
減
ら
し
て
少
な
く
取
る
、
あ
る
い
は

ま
っ
た
く
取
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
多
寡
が
色
々
出
て
く
る
、
そ
れ
は
結
局

藩
の
財
政
を
圧
迫
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
一
方
で
生
活
が
向
上
し
出
費
が
か
さ
む
。
一
方
で
は
収
入

が
少
な
い
。
赤
字
に
な
っ
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
水
戸
藩
と
し
て
は
元
禄
の
後
半
か
ら
宝
永
の
初
頭
に
か
け
て
「
宝
永
の
新
法
」
と
い
わ

れ
る
、
経
済
改
革
が
企
て
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
で
ま
ず
始
め
る
の
が
藩
札
の
発
行
で
す
ね
。
こ
れ
を

行
っ
た
の
が
安
田
文
佐
衛
門
と
い
う
人
な
の
で
す
が
、
浪
人
者
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
幕
府
の
許

可
を
得
て
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
宝
永
の
二
年
に
達
し
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
宝
永
三
年
か
ら
で

し
ょ
う
か
、
紙
幣
を
発
行
す
る
。
藩
内
で
は
こ
れ
を
流
通
さ
せ
る
わ
け
で
す
、
四
年
間
通
用
さ
せ

ま
す
が
、
幕
府
に
よ
っ
て
許
可
が
取
り
消
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
幕
府
の
禁
止
の
理
由
は
藩
札

を
つ
か
っ
て
い
な
い
藩
で
迷
惑
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
実
際
は
元
禄
末
宝

永
に
か
け
て
金
銀
の
改
鋳
が
行
わ
れ
ま
す
。
慶
長
年
間
の
金
銀
は
非
常
に
質
が
良
か
っ
た
の
で
す

が
、
佐
渡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
各
国
の
金
山
の
産
出
量
も
減
っ
て
き
ま
し
て
、
幕
府
で
も
金
に

困
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
質
を
落
と
し
て
金
貨
を
増
や
し
た
わ
け
で
す
。
良
質

の
金
貨
を
溶
か
し
て
、
銅
を
ま
ぜ
、
金
の
含
有
量
を
減
ら
し
金
貨
を
増
や
す
わ
け
で
す
。
そ
し
て

一
両
は
一
両
と
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
改
鋳
に
よ
る
差
額
を
出
目
め
で

と
い
い
ま
す

が
、
か
な
り
の
出
目
が
で
た
。
し
か
し
出
目
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
貨
幣
の
質
も
落
ち
る
わ
け

で
す
か
ら
、
貨
幣
価
値
が
下
が
り
物
価
が
暴
騰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

へ
ん
の
感
覚
が
私
に
は
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。
紙
質
が
良
か
ろ
う
が
悪
か
ろ
う
が
一
萬
円
は
一
萬
円

で
し
ょ
う
か
ら
、
し
か
し
当
時
は
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
銭
な
ん
か
も
品
質
の
悪
い
も

の
は
安
く
取
り
引
き
さ
れ
る
。
な
ん
と
も
ピ
ン
と
こ
な
い
の
で
す
が
、
事
実
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
金
や
銀
や
銅
の
価
値
が
貨
幣
の
価
値
と
よ
く
切
り
離
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
は
じ
め
は
藩
札
の
発
行
を
行
い
ま
し
た
。



　
つ
づ
い
て
有
名
な
松
浪
勘
十
郎
が
登
用
さ
れ
ま
す
。
浪
人
者
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
も
の
に
は

浪
人
者
が
登
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
世
間
の
裏

表
を
知
っ
て
、
巧
み
に
動
い
て
利
財
を
あ
げ
る
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
た
け
て
い
る
者
が
要
求
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
松
浪
勘
十
郎
は
棚
倉
藩
に
お
い
て
も
、
財
政

改
革
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
改
革
を
担
当
し
た
と
い
っ
て
も
、
後
の
二
宮
金
次
郎
の
よ
う
に
、

業
績
を
あ
げ
た
わ
け
で
は
な
く
、
行
く
先
々
で
失
敗
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
棚
倉
か
ら
も
追
い
出

さ
れ
、
水
戸
で
も
結
局
一
揆
で
失
脚
す
る
わ
け
な
の
で
す
。
そ
し
て
松
浪
の
浪
は
並
べ
る
の
字
が

あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
水
戸
市
史
の
方
で
は
、
棚
倉
藩
で
出
て
い
る
勘
十
郎
の
達

し
で
、
さ
ん
ず
い
の
浪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。
資
料
に
商
業
統

制
の
部
分
的
廃
止
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
当
時
ど
の
藩
も
同
様
に
商
人
を
集
中
さ
せ
ま
し
て
、

あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
勝
手
に
商
売
さ
せ
な
い
、
色
々
な
商
品
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
商
人

を
指
定
し
て
扱
わ
せ
る
。
そ
の
か
わ
り
営
業
税
の
様
な
も
の
を
か
け
る
わ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の

よ
う
な
か
た
ち
で
、
物
資
の
流
通
を
統
制
し
て
い
た
の
で
す
が
、
一
部
ゆ
る
め
て
、
あ
る
種
の
者

に
関
し
て
は
、
あ
る
種
特
定
の
商
売
以
外
の
商
売
も
許
す
と
い
う
よ
う
に
し
た
わ
け
で
す
。
も
と

も
と
こ
の
松
浪
は
京
都
に
住
ん
で
い
た
よ
う
で
、
そ
う
い
っ
た
経
歴
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
役
人
の
整
理
と
冗
費
節
約
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
地
方
の
役
人
、
郡
方
の
役

人
の
人
員
削
減
を
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
す
。
郡
奉
行
五
人
い
た
の
を
三
人
に
し
て
、
代
官
六
人
い

た
の
を
三
人
に
し
て
、
代
官
手
代
五
十
六
人
い
た
の
を
十
四
人
に
し
た
り
で
あ
る
と
か
、
そ
の
よ

う
な
地
方
ぢ
か
た

支
配
、
農
村
に
関
係
す
る
役
人
の
整
理
、
な
か
に
は
商
人
、
農
民
に
な
り
た
い
者

は
転
業
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
各
役
所
の
経
費
削
減
と
い
う
の
は
、
金
が
無
く
な
れ
ば

言
わ
れ
る
の
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
す
が
、
松
浪
は
具
体
的
に
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
冗

費
節
約
も
倹
約
令
と
い
う
こ
と
で
、
具
体
的
に
ど
う
こ
う
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た

年
貢
増
徴
と
新
税
取
り
立
て
。
こ
の
松
浪
の
政
策
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と

申
し
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
記
録
と
し
て
は
解
ら
な
い
の
で
す
が
、
松
浪
の
改
革
反
対
の
一
揆
が
起

き
ま
し
て
、
そ
の
一
揆
の
訴
状
に
こ
ま
ご
ま
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
拾
っ
て
見

る
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
街
道
筋
の
馬
継
ぎ
の
村
は
雑
穀
ご
免

で
あ
っ
た
が
、
あ
ら
た
に
雑
穀
を
取
り
立
て
ら
れ
る
。
新
田
の
田
畑
に
は
夫
金
ぶ
き
ん

が
か
け
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
百
石
に
つ
き
一
両
取
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
か
、
水
利
の
な
い
田
ん
ぼ

を
畑
に
し
た
が
、
田
ん
ぼ
と
し
て
の
年
貢
を
取
ら
れ
た
と
か
、
色
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
北

領
の
ほ
う
で
は
、
年
貢
が
一
倍
か
ら
二
倍
半
に
増
徴
さ
れ
た
な
ど
の
訴
え
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
那
珂
湊
に
入
っ
て
く
る
船
に
帆
役
と
い
う
も
の
を
か
け
た
。
要
す
る
に
入
港
税
で
す

ね
、
そ
れ
に
よ
り
奥
州
の
船
が
入
っ
て
こ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
細
々
と

し
た
訴
え
の
な
か
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
様
々
な
形
に
よ
る
現
金
収
入
を
は
か
っ
た
と
い
う
こ
と



が
解
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
よ
く
解
ら
な
い
の
で
す
が
、
強
制
的
に
農
民
に
薬
を
売
り
つ
け
た
、

な
ん
の
薬
か
解
ら
な
い
も
の
を
一
包
百
五
十
文
で
売
り
つ
け
た
、
高
百
石
に
つ
き
二
包
、
三
包
も

押
し
売
り
を
し
た
、
と
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
『
水
戸
市
史
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
な
ん
だ

か
ん
だ
理
由
を
つ
け
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
収
入
を
は
か
る
。
あ
る
い
は
、
本
来
飢
饉
の
た
め

に
蓄
え
て
い
た
稗
な
ど
を
江
戸
に
持
ち
込
み
売
り
払
っ
て
し
ま
う
。
稗
が
六
万
四
千
俵
。
そ
し
て

こ
れ
に
つ
い
て
松
浪
の
お
か
し
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
当
時
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
何
処
へ
売
っ
た

か
、
い
く
ら
で
売
っ
た
か
記
録
が
の
こ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
と
き
に
人
夫
を
雇
う
わ
け
で
す

が
、
そ
の
人
夫
賃
を
払
わ
な
い
。
こ
れ
は
有
名
な
堀
で
す
ね
。
「
勘
十
郎
堀
」
と
よ
ば
れ
る
堀
で

す
け
ど
、
干
沼
と
北
浦
を
む
す
ぶ
紅
葉
運
河
、
あ
る
い
は
大
貫
と
干
沼
を
む
す
ん
だ
大
貫
運
河
、

こ
れ
の
改
削
を
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
物
資
の
輸
送
路
と
し
て
、
運
河
を
利
用
し
て
能

率
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
工
事
に
つ
い
て
も
人
夫
賃
を
ぴ
ん
は
ね

し
た
り
、
払
わ
な
か
っ
た
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
御
用
金
、
こ
う

い
っ
た
も
の
が
取
り
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
資
料
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
漆
や
桑
の
奨
励

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
換
金
作
物
で
す
ね
。
こ
れ
ら
の
政
策
の
や
り
か
た
が
性
急

で
あ
り
、
不
公
平
で
あ
り
、
傲
慢
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
不
評
で
あ
り
、
農
民
の
不
満

が
鬱
積
し
一
揆
に
発
展
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
の
藩
邸
に
強
訴
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
よ
り
松
浪
は
失
脚
す
る
。
そ
し
て
こ
の
松
浪
の
改
革
に
よ
っ

て
、
二
年
間
で
三
万
両
く
ら
い
の
藩
の
出
費
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
松
浪
の
改
革
と

い
う
も
の
は
、
農
民
た
ち
の
犠
牲
の
う
え
に
、
と
に
か
く
現
金
収
入
を
増
や
そ
う
、
そ
う
い
う
政

策
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
農
村
の
抱
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
な
さ
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
光
圀
さ
ん
の
時
代
は
殖
産
興
業
と
い
っ
て
も
、
蛤
や
ど
じ
ょ
う
を
放
す
と

か
、
昆
布
の
生
育
を
試
み
る
で
あ
る
だ
と
か
、
非
常
に
長
期
的
展
望
の
あ
る
政
策
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
松
浪
の
と
き
は
、
目
先
の
す
ぐ
収
入
に
な
る
速
攻
性
的
政
策
が
多
い
。
前
後
緩
急
を

も
っ
た
、
長
期
的
な
政
策
で
は
な
く
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
着
手
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
う

す
る
に
自
分
自
身
の
才
覚
に
よ
り
目
先
の
収
入
を
上
げ
よ
う
と
い
う
、
そ
れ
が
ど
う
も
松
浪
の
改

革
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
藩
の
収
支
が
苦
し
く
な
っ
て

き
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
田
畑
の
荒
廃
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
改
革
で
は
藩
の
財
政
を
立

て
直
す
と
い
っ
た
根
本
的
な
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
次
に
成
公
（
宗
堯
）
が
あ
と
を
う
け
ま
す
。
で
享
保
三
年
、
わ
ず
か
十
二
才
で
藩
主
に
な
り
ま

し
た
。
享
保
と
い
う
年
は
、
将
軍
吉
宗
の
時
代
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
災
害
の
つ
づ
い
た
年
で
も
あ

り
ま
し
た
。
米
の
値
段
が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
大
変
だ
っ
た
。
吉
宗
は
米
将
軍
の
異
名
を

と
っ
て
、
そ
の
一
生
の
ほ
と
ん
ど
を
米
価
対
策
に
苦
慮
し
た
と
い
う
の
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
で



す
。
水
戸
藩
で
も
い
く
つ
か
災
害
が
あ
り
ま
し
て
、
享
保
六
年
に
は
、
小
石
川
の
屋
敷
が
焼
け
て

し
ま
っ
て
、
建
て
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
り
、
享
保
八
年
に
は
後
々
ま
で
、
卯
年
の
洪
水

と
い
わ
れ
た
、
大
変
な
風
水
害
に
あ
う
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
享
保
十
一

年
と
い
い
ま
す
と
、
宗
堯
十
八
才
に
な
り
ま
す
が
、
藩
主
よ
り
財
政
立
て
直
し
、
政
治
刷
新
の
直

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
成
公
も
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
何
と
か
し
な
け
ば
と
い
っ
た
こ
と
で
、
藩

政
に
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
享
保
三
年
に
襲
封
し
て
、
享
保
十
五
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
す
か
ら
、
わ
ず
か
の
期
間
で
急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
藩
主
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

は
発
揮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
成
公
宗
堯
の
時
代
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
の
志

は
、
の
ち
に
影
響
を
残
し
、
小
池
桃
洞
が
『
甘
棠
遺
談
』
と
い
っ
た
も
の
を
書
き
残
し
て
い
る
こ

と
な
ど
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
次
に
で
て
き
た
の
が
宗
翰
（
良
公
）
で
す
。
お
父
さ
ん
が
急
逝
し
た
の
ち
、
享
保
十
五

年
わ
ず
か
三
才
の
幼
少
の
藩
主
で
す
。
周
り
に
い
る
重
臣
た
ち
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
問
題

は
な
い
の
で
す
が
、
幼
少
の
藩
主
で
は
ど
う
し
て
も
藩
の
締
ま
り
が
緩
ん
で
来
る
の
で
す
ね
。
資

料
に
は
士
風
の
頽
廃
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
太
平
の
世
に
な
り
ま
し
て
、
武
士
も
た
い
へ
ん
利

己
的
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
武
士
も
も
と
も
と
生
活
が
苦
し
い
の
で
、
商
人
に
借
金
を
し
て

生
活
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
だ
い
た
い
武
士
が
商
人
に
借
金
を
し
た
利
息
は
、
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
る
そ
う
で
す
。
高
利
で
す
よ
ね
。
二
十
両
に
つ
い
て
月
一
分
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
武
士
の
方
も
な
か
な
か
返
せ
な
い
、
返
せ
な
い
と
口

実
を
つ
け
て
逃
れ
た
り
、
脅
か
し
て
借
金
棒
引
き
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
ず
っ

と
起
こ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
、
享
保
二
年
八
月
の
こ
と
で
す

が
、
西
野
主
膳
、
徒
士
、
い
わ
ば
身
分
の
低
い
武
士
な
の
で
す
が
、
こ
の
人
の
お
じ
さ
ん
が
、
と

い
う
の
で
す
か
ら
こ
の
ひ
と
の
兄
弟
で
す
か
ね
、
娘
二
人
を
遊
女
に
売
り
払
っ
た
と
い
う
ふ
う
な

出
来
事
が
あ
り
ま
し
て
、
さ
す
が
の
当
時
の
人
も
お
ど
ろ
い
て
噂
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

武
士
が
そ
の
娘
を
遊
女
に
売
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
っ
ぽ
ど
困
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
武
士
と
し
て
の
誇
り
が
な
い
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
藩
の
財
政
は
相
変
わ
ら
ず
苦
し
い

で
す
。
幕
府
か
ら
借
金
を
か
さ
ね
て
お
り
ま
す
。
こ
の
と
き
で
し
た
か
、
水
戸
藩
は
幕
府
か
ら
の

借
金
を
棒
引
き
し
て
く
れ
と
、
情
け
な
い
話
で
す
が
願
い
出
る
わ
け
で
す
。
幕
府
は
そ
れ
を
拒
否

し
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
に
も
っ
と
藩
の
財
政
改
革
を
心
が
け
よ
と
お
叱
り
を
う
け
ま
す
。
こ
れ
は

御
三
家
の
水
戸
家
に
対
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
寛
延
二
年
の
正
月
で
す
。
そ
し
て
水

戸
藩
の
改
革
を
監
督
す
る
た
め
に
、
守
山
藩
の
松
平
頼
寛
そ
し
て
府
中
石
岡
で
す
ね
頼
斉
で
し
ょ

う
か
、
こ
の
二
人
に
藩
政
参
与
を
命
ず
る
と
、
こ
う
い
う
風
な
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
支
藩
の

監
督
を
う
け
な
が
ら
水
戸
家
は
改
革
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
ま

で
追
い
込
ま
れ
る
の
が
良
公
の
時
代
で
す
。
こ
の
時
期
幕
府
の
指
令
を
う
け
て
改
革
が
お
こ
な
わ



れ
ま
す
。
こ
の
と
き
改
革
を
担
当
し
た
の
が
、
太
田
資
胤
で
す
。
こ
れ
は
藩
の
重
臣
の
一
人
で

す
。
そ
し
て
倹
約
令
、
こ
れ
は
ま
あ
い
つ
で
も
倹
約
令
で
す
が
、
出
費
を
非
常
に
お
さ
え
る
、
こ

れ
は
大
前
提
で
す
が
、
そ
の
他
に
意
見
が
あ
れ
ば
ど
ん
ど
ん
申
し
出
ろ
と
い
っ
た
、
封
を
し
て
だ

れ
で
も
い
い
か
ら
申
し
出
ろ
。
目
安
箱
で
す
ね
。
亨
保
の
改
革
の
と
き
に
、
将
軍
吉
宗
が
や
っ
た

こ
と
で
、
非
常
に
評
判
で
あ
り
、
江
戸
の
町
火
消
し
の
制
度
な
ど
、
目
安
箱
の
意
見
を
と
り
い
れ

出
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
水
戸
藩
に
お
い
て
も
こ
の
目
安
箱
の
設
置
に
よ
り
、
広
く
意
見
を

募
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
漆
や
蝋
の
栽
培
を
奨
励
し
て
、
同
時
に
藩
内
で
つ
か
う
漆
器

類
、
こ
れ
を
藩
内
で
自
給
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
漆
器
の
製
造
を
や
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
ま
た
当
時
神
社
や
寺
院
が
、
境
内
に
矢
場
な
ど
の
遊
び
場
を
作
っ
た
り
、
金
貸
し
を

や
っ
た
り
、
神
社
や
寺
院
が
金
儲
け
の
事
業
を
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
問
題
は
規
制
を
く
わ

え
て
も
、
本
寺
末
寺
の
関
係
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
寺
ひ
と
つ
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
非
常
に
難
し
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
時
に
そ
の
よ
う
な
遊
び
場
に

よ
っ
て
、
風
俗
を
乱
す
と
い
っ
た
こ
と
も
お
こ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
問
題
も
結
局
天
保
の
改
革
ま

で
の
こ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
訳
で
こ
の
良
公
は
三
才
で
藩
主
に
な
り
、
二
十
ご
ろ
か
ら

熱
心
に
藩
政
に
取
り
組
む
の
で
す
が
、
悪
い
こ
と
に
こ
の
こ
ろ
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
痞

（
ツ
カ
エ
）
と
い
う
病
気
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
で
数
年
間
登
城
し
な
く
て
よ
い
、
将
軍
に

会
わ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
待
遇
に
な
る
わ
け
で
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
藩
主
が
先
頭
に
た
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
期
待
さ
れ
て
い
た
青
年
藩
主
も
、
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
数
年
そ
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま
、
三
十
九
才
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
三
代
の
時
代
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
粛
公
の
時
代
に
は
、
光
圀
公
の
時
代
の
威
勢
も
残
っ

て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
時
代
に
が
ん
ば
っ
た
人
材
が
の
こ
っ
て
お
れ
ば
何
と
か
な
る
の
で
す
け
ど

も
、
江
戸
の
発
展
と
と
も
に
、
財
政
事
情
が
だ
ん
だ
ん
と
窮
迫
し
て
く
る
。
藩
士
か
ら
藩
が
給
料

の
一
部
を
借
り
入
れ
る
こ
と
も
行
わ
れ
る
。
当
然
幕
府
か
ら
の
借
金
、
京
都
か
ら
の
借
金
、
ま
た

藩
内
の
商
人
か
ら
の
御
用
金
な
ど
が
、
だ
ん
だ
ん
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た

財
政
の
窮
迫
か
ら
、
松
浪
勘
十
郎
の
よ
う
な
人
を
登
用
し
て
、
収
入
を
計
っ
た
わ
け
で
す
が
、
長

期
的
な
計
画
、
あ
る
い
は
前
後
関
係
も
考
え
な
い
、
目
先
だ
け
の
収
入
増
強
策
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
、
一
揆
が
起
こ
っ
て
潰
れ
る
。
次
の
成
公
の
時
代
に
は
、
享
保
の
改
革
の
影
響
も
あ
り
ま
し

て
、
諸
政
刷
新
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
ま
す
が
、
具
体
的
な
政
策
も
な
い
ま
ま
、
い
ろ
い
ろ
な
災

害
の
な
か
で
の
立
て
直
し
に
力
を
注
い
で
い
る
う
ち
に
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
次
の

良
公
の
時
代
に
は
、
藩
主
が
三
才
の
う
ち
に
家
督
を
つ
ぎ
、
や
が
て
幕
府
か
ら
改
革
の
命
令
を
受

け
、
や
や
改
革
の
努
力
が
行
わ
れ
、
少
し
立
ち
直
る
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
藩
の
財
政
は
苦
し

い
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　
そ
し
て
明
和
三
年
三
月
の
二
十
五
日
に
、
治
保
（
後
の
文
公
）
が
藩
主
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と



き
十
六
才
、
奇
し
く
も
同
じ
日
に
水
戸
大
火
な
の
で
す
。
下
市
が
全
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

と
き
藩
の
籾
蔵
が
全
焼
し
ま
し
て
、
藩
士
に
わ
け
る
米
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
幕
府

か
ら
一
万
両
改
め
て
拝
借
す
る
。
こ
の
よ
う
に
藩
主
に
な
っ
た
そ
の
日
に
災
害
に
み
ま
わ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
つ
ぎ
が
安
永
で
ご
ざ
い
ま
す
。
安
永
三
年
か
ら
は
向
こ
う
七
年
間
借
り
上
げ
と
い
う

こ
と
が
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
安
永
二
年
、
借
り
上
げ
が
お
こ
な
わ
れ
る
前
の
年
の
収
入
は
、
享

保
年
間
か
ら
比
べ
ま
す
と
、
十
万
俵
の
赤
字
で
あ
り
、
こ
の
原
因
は
や
は
り
、
農
村
人
口
の
減

少
、
田
畑
の
荒
廃
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
ひ
び
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
明
和
、
安
永
、
宝

永
、
こ
れ
ら
の
時
代
は
同
時
に
田
沼
時
代
で
す
。
そ
の
あ
と
に
寛
政
の
改
革
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
時
代
の
文
公
と
い
う
か
た
は
、
藩
政
に
非
常
に
力
を
入
れ
た
か
た
で
す
。
こ
の
時
代
は
長
久

保
赤
水
が
登
用
さ
れ
、
立
原
翠
軒
が
彰
考
館
総
裁
に
登
用
さ
れ
る
。
は
じ
め
翠
軒
と
文
公
は
非
常

に
信
頼
し
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
新
し
い
人
材
の
登
用
に
よ
り
、
彰
考
館
の
立
て
直
し
な

ど
は
成
功
す
る
わ
け
で
す
。
文
公
は
義
公
を
理
想
と
し
ま
し
て
そ
の
精
神
を
受
け
継
ご
う
と
い
う

こ
と
を
藩
政
の
基
本
に
お
き
ま
し
た
。
前
に
『
水
戸
史
学
』
に
書
き
ま
し
た
が
、
小
石
川
の
庭
園

の
な
か
に
義
公
が
祠
っ
た
得
仁
堂
、
い
ま
も
あ
り
ま
す
が
、
伯
夷
、
叔
斉
を
祠
っ
た
お
堂
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
義
公
が
伯
夷
、
叔
斉
の
伝
記
に
よ
っ
て
自
覚
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
、
非
常
に

意
味
の
あ
る
お
堂
で
す
が
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
こ
が
金
刀
比
羅
さ
ん
か
な
に
か
を
ま
つ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
を
文
公
の
時
代
に
元
に
戻
し
た
。
こ
の
こ
と
を
藤
田
幽
谷
先
生
が
感
激
し
ま
し
て
、

水
戸
へ
連
絡
し
て
い
る
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
翠
軒
の
も

と
で
『
大
日
本
史
』
が
修
正
、
訂
正
が
進
ん
で
ゆ
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
文
公
は
取
り
寄
せ
た
草
稿

を
講
義
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
も
た
だ
講
義
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
表
現
は
違
う
の
で
は

な
い
か
、
な
ど
の
質
問
を
し
ば
し
ば
投
げ
か
け
て
い
る
。
ま
さ
に
熱
心
に
読
ん
で
い
る
訳
で
す
。

そ
う
い
っ
た
方
で
、
藩
政
に
か
け
る
熱
意
も
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
安
永
七
年
に
は
幕
府
か
ら

再
び
改
革
指
令
が
下
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
な
か
で
は
幕
府
、
将
軍
に
対
す
る
献
上
も
の
や
、
諸
大

名
へ
の
贈
答
品
な
ど
を
廃
止
し
て
よ
い
と
い
っ
た
項
目
ま
で
あ
り
ま
す
。
財
政
の
赤
字
は
大
変
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
、
天
明
の
大
飢
饉
が
続
き
ま
す
。
天
明

の
始
め
か
ら
お
こ
っ
て
数
年
つ
づ
い
た
こ
の
飢
饉
で
、
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
赤
字
が
出
て
い

る
か
。
ち
ょ
っ
と
計
算
し
て
み
ま
す
と
、
米
に
し
て
一
万
一
千
四
百
三
十
五
石
、
そ
の
ほ
か
金
が

七
万
四
千
四
百
四
十
両
、
天
明
六
年
と
七
年
の
収
支
を
比
較
し
て
見
ま
す
と
そ
の
よ
う
な
赤
字
が

で
て
い
ま
す
。
享
保
十
四
年
、
前
の
時
代
と
成
公
の
晩
年
と
、
天
明
六
年
と
比
較
し
て
み
る
と
、

こ
れ
も
『
水
戸
市
史
』
に
で
て
い
る
の
で
す
が
、
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
一
万
二
千
両
ほ
ど
の

収
入
の
減
で
す
。
そ
の
う
ち
天
明
六
年
特
に
飢
饉
の
ひ
ど
か
っ
た
年
の
荒
高
は
す
ご
い
で
す
ね
。

天
明
六
年
の
本
田
の
減
収
は
七
万
四
千
四
百
四
十
四
石
、
そ
の
う
ち
田
ん
ぼ
が
六
万
六
千
九
百
六

十
四
石
、
そ
の
う
ち
五
万
八
千
八
百
三
十
七
石
は
天
明
六
年
の
減
収
な
ん
で
す
ね
。
飢
饉
の
影
響



は
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
天
明
六
年
一
年
間
だ
け
で
そ
の
年

の
不
作
に
よ
る
未
収
入
は
、
五
万
八
千
八
百
三
十
七
石
あ
る
。
そ
の
間
も
ち
ろ
ん
畑
も
減
収
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
収
穫
に
応
じ
て
藩
の
収
入
は
減
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
少
し
数
字
が
出

て
き
て
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
け
ど
。
そ
う
い
っ
た
訳
で
文
公
一
代
で
、
非
常

な
努
力
を
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
大
火
や
飢
饉
に
よ
っ
て
藩
政
改
革
は
思
う
よ
う
に
進
み
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
そ
し
て
こ
の
時
期
幕
府
に
お
い
て
も
、
寛
政
の
改
革
が
松
平
定
信
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
わ
け
で

す
。
こ
の
松
平
定
信
を
推
薦
し
た
の
が
、
一
橋
の
初
代
と
水
戸
の
文
公
な
の
で
す
。
こ
の
二
人
の

力
で
松
平
定
信
が
老
中
主
座
に
な
り
ま
し
た
。
定
信
は
色
々
な
努
力
を
し
て
、
人
返
し
、
人
を
呼

び
戻
し
人
口
を
増
や
す
。
ま
た
育
子
金
の
制
度
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
口
減
ら
し
の
た
め
に
間
引

き
が
多
い
こ
と
か
ら
、
子
供
を
育
て
る
時
に
、
養
育
費
を
補
助
す
る
。
ま
た
郡
制
改
革
と
し
て
、

郡
奉
行
を
郷
村
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
直
接
民
衆
と
毎
日
接
触
す
る
な
か
で
、
指
揮
し
て

ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
改
革
に
功
績
を
あ
げ
た
の
が
、
小
宮
山
楓
軒
、
高
野
昌
碩
と
い
う
人
達
で

す
。
な
か
で
も
小
宮
山
楓
軒
の
紅
葉
郡
の
治
績
と
い
う
の
は
非
常
に
有
名
で
、
十
一
年
か
二
年
い

た
な
か
で
、
非
常
に
荒
廃
し
た
紅
葉
郡
を
立
て
直
し
た
。
そ
し
て
任
期
を
終
え
帰
る
と
き
に
は
、

村
人
こ
ぞ
っ
て
涙
を
流
し
別
れ
を
惜
し
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
楓
軒
の
も
と
で
働
い
た
大
内
玉
江

が
『
清
慎
録
』
と
い
う
書
物
を
残
し
、
楓
軒
の
業
績
を
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
藩
主
の
努

力
も
あ
り
、
色
々
な
人
の
部
分
的
努
力
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
財
政
の
立
て
直
し
は
う
ま

く
行
か
な
か
っ
た
の
が
文
公
の
時
代
な
の
で
す
。
こ
の
文
公
の
時
代
に
、
先
に
説
明
し
ま
し
た
通

り
、
長
久
保
赤
水
、
立
原
翠
軒
な
ど
が
藩
政
の
表
舞
台
に
で
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き

点
で
す
。
長
久
保
赤
水
は
、
も
と
も
と
は
赤
浜
の
農
民
と
い
い
ま
す
か
、
郷
士
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
好
学
の
人
達
が
集
ま
っ
て
勉
強
し
て
い
た
中
か
ら
、
や
が
て
見
出
さ
れ
て
水
戸
藩
に
登
用
さ

れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
民
間
に
よ
る
学
習
熱
に
よ
り
、
藩
の
問
題
を
自
分
自
身
の
問
題

と
し
て
、
積
極
的
な
提
言
を
行
う
人
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
流
れ
が
農
政
論
、
い
わ
ゆ
る
藩
政

改
革
論
と
し
て
、
寛
政
あ
た
り
か
ら
出
て
ま
い
り
ま
す
。
一
部
資
料
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、

高
野
昌
碩
の
『
芻
蕘
録
す
う
じ
ょ
う
ろ
く

』
や
『
富
強
六
略
』
、
藤
田
幽
谷
の
『
勧
農
或
問
』
、
木
村
謙

次
の
『
足
民
論
』
や
平
山
貞
の
『
鳩
民
邇
言
』
な
ど
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
農
村
の
窮
乏
を
な
ん

と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
寛
政
の
時
代
に
な
り
ま
し
て
、
ラ
ク
ス
マ
ン
な
ど
が
や
っ
て

き
て
、
国
防
と
い
う
こ
と
が
、
お
お
き
な
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
問
題
が
か
ら
ん

で
な
ん
と
か
し
よ
う
、
と
い
っ
た
動
き
が
盛
り
上
が
る
の
が
、
文
公
の
時
代
か
ら
武
公
の
時
代
で

す
。
そ
の
ほ
か
資
料
に
も
あ
り
ま
す
が
、
太
田
の
鋳
銭
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
領
内
に
銭
が
不
足

し
て
、
幕
府
の
寄
付
を
い
た
だ
い
て
、
太
田
で
銭
を
造
る
わ
け
で
す
。
こ
の
事
業
は
焼
打
に
あ
っ

た
り
し
ま
し
て
、
計
三
回
く
ら
い
試
み
た
の
で
す
が
、
わ
ず
か
な
収
入
に
は
な
っ
た
の
で
し
ょ
う



が
、
品
質
の
悪
さ
か
ら
、
領
内
の
貨
幣
価
値
を
さ
げ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
あ
ま
り
は
か
ば
か
し

い
成
果
は
上
が
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
時
代
は
武
士
の
身
分
を
金
銭
で
譲
渡
す
る
よ
う

な
こ
と
も
、
こ
の
時
期
確
立
す
る
わ
け
で
す
。
前
々
か
ら
金
銭
に
よ
り
郷
士
に
し
て
や
る
と
か
、

あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
五
百
両
で
二
十
五
石
、
七
百
両
で
五
十
石
、
千
五

百
両
で
七
十
石
と
い
っ
た
相
場
も
で
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
あ
る
程
度
積
極
的
に
郷
士
を
取
り
立

て
る
こ
と
を
行
う
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
二
十
数
名
郷
士
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
か
た

ち
で
も
藩
の
現
金
収
入
を
は
か
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
藩
が
藩
士
か
ら
年
俸
の
半
分
を
借
り
上

げ
る
こ
と
も
し
ま
し
た
。
よ
う
す
る
に
月
給
を
半
額
に
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
返
す
た
て
ま
え

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
文
公
の
時
代
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
御
館
入
り
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
京
都
や
江
戸
の
大
商
人
が
小
石
川
の
屋
敷
に
出
入
り
し
て
、
金
を
貸
し
た
り
、
水

戸
藩
の
金
を
運
用
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
水
戸
名
目
金
と
い
う
、
先

に
述
べ
た
大
商
人
た
ち
の
資
金
を
、
水
戸
藩
の
金
と
い
う
名
目
を
つ
け
て
、
貸
し
出
し
て
利
息
を

と
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
現
金
は
動
く
わ
け
で
す
が
、
結
局
は
藩
の
現
金
を

商
人
に
握
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
や
め
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
見
が
幽
谷
先
生
な
ど
の
改
革
論
な
ど
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た
士
風
の
退

廃
と
書
き
加
え
て
あ
り
ま
す
が
、
資
料
三
枚
め
の
、
右
側
に
横
書
き
に
な
っ
て
い
る
表
が
あ
り
ま

す
。
藩
士
の
処
罰
、
こ
れ
は
寛
政
五
年
か
ら
文
化
二
年
ま
で
、
『
水
戸
紀
年
』
か
ら
引
用
し
た
の

で
す
が
、
中
身
を
見
ま
す
と
、
理
由
の
と
こ
ろ
で
、
遊
里
に
遊
び
、
幕
府
御
家
人
を
殺
す
、
泥
酔

し
人
と
争
闘
す
、
ひ
ど
い
金
貸
を
す
る
、
盗
賊
。
こ
れ
ら
は
個
人
的
も
の
で
す
が
、
そ
の
他
に
も

役
所
金
を
農
民
の
名
を
か
た
り
借
り
る
、
金
の
横
領
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
こ
こ
に
ず
っ
と
出
て

き
ま
す
。
受
刑
者
の
欄
に
関
し
て
も
、
東
条
彦
次
郎
外
三
名
を
は
じ
め
、
人
数
を
足
し
て
み
ま
す

と
、
文
化
二
年
ま
で
百
二
十
人
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
年
代
を
見
て
み
ま
す
と
、
寛
政
元
年
と
い

う
年
が
非
常
に
多
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
が
、
し
か
も
処
罰
閉
門
、
永
の
暇
、
改
易
、
斬
罪
、

晒
首
、
磔
刑
に
な
っ
た
者
も
い
ま
す
、
相
当
厳
し
い
も
の
で
す
。
こ
れ
は
幕
府
の
寛
政
の
改
革
と

連
携
し
て
、
藩
の
締
付
け
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
悪
い
奴
が
摘
発
さ
れ
、
処

罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
が
緊
張
し
て
き
た
証
で
も
あ
り
ま
す
。
色
々
な
禁
令
が
で
ま
す

が
、
こ
れ
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
改
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

や
は
り
寛
政
元
年
か
ら
こ
の
よ
う
な
処
罰
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
締
が
厳
し
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
わ
ゆ
る
改
革
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
士
風
の

刷
新
と
申
し
ま
し
て
も
、
色
々
あ
り
ま
す
が
、
悪
い
こ
と
は
悪
い
、
不
正
を
働
く
奴
は
ど
し
ど
し

処
罰
す
る
。
こ
れ
が
い
い
か
げ
ん
に
な
り
ま
す
と
、
う
ま
い
汁
を
吸
っ
て
、
悪
い
奴
ほ
ど
良
く
眠

る
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
ま
あ
士
風
の
刷
新
は
処
罰
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
も
大

き
な
柱
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
後
に
弘
道
館
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
ま
た
追
鳥
狩
の
訓
練
も
行
わ
れ



る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
士
風
の
刷
新
に
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
寛
政
の

こ
ろ
の
処
罰
の
記
録
を
み
て
も
、
あ
る
て
い
ど
改
革
の
動
き
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
時
代
は
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
き
た
り
、
そ
の
あ
と
木
村
謙
治
、
武
石
民
蔵
が
北
方

探
検
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
文
公
の
時
代
は
、
少
年
に
し
て
藩
主
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
田

沼
時
代
の
影
響
を
う
け
て
、
苦
し
い
時
代
で
あ
り
、
ま
た
出
発
か
ら
籾
蔵
が
焼
け
た
り
で
あ
る
と

か
不
運
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
財
政
的
に
は
、
半
知
は
ん
ち

借
り
上
げ
で
あ
る
と
か
、

献
金
郷
士
制
で
あ
る
と
か
、
江
戸
や
京
都
の
豪
商
か
ら
の
借
金
、
あ
る
い
は
藩
の
資
金
を
豪
商
に

よ
り
運
用
さ
せ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
苦
労
を
し
て
藩
政
を
お
こ
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
同
時

に
い
わ
ば
、
従
来
身
分
の
上
位
に
い
た
武
士
だ
け
で
は
な
く
、
長
久
保
赤
水
で
あ
る
と
か
立
原
翠

軒
で
あ
る
と
か
、
学
問
に
よ
り
抜
擢
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
た
藩
主
も
そ
れ
ら
を
信
用
し
て
活
躍
さ
せ

た
。
ま
た
小
宮
山
楓
軒
な
ど
郡
奉
行
と
し
て
実
績
を
あ
げ
ま
し
た
。
高
野
昌
碩
も
そ
う
で
す
、
高

野
昌
碩
の
『
芻
蕘
録
』
は
農
村
の
現
状
と
、
そ
の
改
革
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
。
あ
る
い
は

『
富
強
六
略
』
と
い
う
改
革
の
方
針
を
示
し
た
も
の
を
文
章
に
し
て
い
る
。
高
野
昌
碩
も
郷
士
か

な
に
か
で
す
。
ま
た
立
原
翠
軒
も
、
非
常
に
身
分
の
低
い
武
士
で
、
父
親
は
彰
考
館
の
文
庫
の
出

納
係
で
す
。
ま
た
藤
田
幽
谷
は
古
着
屋
の
せ
が
れ
、
町
人
で
す
。
木
村
謙
次
は
医
者
の
修
行
を
し

た
人
で
す
。
そ
う
い
っ
た
人
達
が
発
言
を
し
、
活
躍
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
文
公
の
手

柄
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
資
料
が
前
後
し
て
も
う
し
わ
け
な
い
の
で
す
が
、
資
料
の
三
枚
め
、
こ
れ
は
『
水
戸
市

史
』
（
中
の
二
）
か
ら
引
用
し
た
の
で
す
が
、
寛
政
五
年
の
荒
地
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
寛
政

五
年
の
荒
地
は
藩
領
高
の
十
四
％
に
あ
た
る
、
ま
た
違
う
ペ
ー
ジ
に
か
い
て
あ
っ
た
人
口
減
少
の

問
題
で
す
が
、
太
田
郡
、
松
岡
郡
、
南
郡
、
武
茂
郡
こ
れ
は
現
在
の
栃
木
県
に
張
り
出
し
て
い
る

あ
た
り
で
す
が
、
こ
れ
ら
が
表
に
な
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
一
番
大
き
く
減
少
し
て
い
る

の
が
武
茂
郡
で
す
ね
。
現
在
で
も
大
子
か
ら
馬
頭
に
抜
け
る
み
ち
は
山
越
で
か
な
り
厳
し
い
土
地

で
す
。
で
す
か
ら
も
と
も
と
人
口
の
多
い
土
地
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
の
人
口
の
減
少

が
あ
る
。
田
畑
の
荒
れ
も
、
安
永
三
年
か
ら
寛
政
元
年
に
か
け
て
の
水
戸
藩
、
藩
領
の
荒
れ
高
の

五
割
近
く
を
占
め
る
わ
け
で
す
。
や
は
り
こ
れ
は
貨
幣
経
済
の
浸
透
、
あ
る
い
は
飢
饉
な
ど
の
影

響
が
あ
り
、
生
産
力
の
低
い
山
間
部
に
強
く
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。
南
郡
も
減
少
率
が
武
茂
に
続

き
二
番
目
に
荒
地
が
多
い
。
こ
れ
は
水
の
関
係
で
し
ょ
う
ね
。
人
口
は
太
田
の
方
が
減
り
が
激
し

い
。
だ
い
た
い
水
戸
藩
の
人
口
は
一
番
多
い
と
き
で
三
十
二
万
で
す
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
な
る

と
、
二
十
二
万
ま
で
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
減
っ
て
し
ま
っ
た
人
口
は
ど
こ
へ
行
っ

て
し
ま
う
の
か
。
死
ん
で
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
都
市
部
へ
行
っ

て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
遊
民
と
な
っ
て
し
ま
う
。
江
戸
も
そ
う
い
っ
た
人
達
を
吸
収
し
ま
す
か

ら
、
農
村
か
ら
人
が
減
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
ま
た
水
戸
の
城
下
も
吸
収
し
ま
す
。
そ
う
い
っ



た
こ
と
で
、
人
口
が
減
る
、
人
が
減
れ
ば
耕
す

人
も
減
る
わ
け
で
す
か
ら
、
荒
れ
地
も
増
え
る

わ
け
で
す
。
ま
た
そ
こ
に
自
然
災
害
が
加
わ
れ

ば
益
々
荒
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
で
、
文
公
の
時
代
は
、
明
暗
わ
か
れ
た

時
代
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う

ひ
と
つ
、
江
戸
仕
掛
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
文
公
の
時
代
の
終
の
ほ
う
で
す
が
、
本
当

は
文
公
は
水
戸
へ
行
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
良

公
、
文
公
、
武
公
各
々
み
な
水
戸
へ
来
て
直
接

改
革
の
指
揮
を
執
り
た
か
っ
た
の
で
す
、
ま
た

そ
う
い
っ
た
声
も
幽
谷
先
生
な
ど
か
ら
上
が
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
藩
主
が
藩
に
還
る

金
が
無
か
っ
た
の
で
す
。
文
公
、
武
公
そ
れ
ぞ

れ
一
回
し
か
帰
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
藩
主
が
帰

る
と
な
れ
ば
、
や
は
り
行
列
を
組
ん
で
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
か
ら
。
藩
主
一
人
馬
に

乗
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
に
も
い
き
ま

せ
ん
か
ら
、
そ
の
費
用
も
莫
大
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
で
帰
ろ
う
に
も
帰
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
だ
け
財
政
も
苦
し
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
で
寛
政
十
一
年
に
は
、
文
公
の
名
代
と
し
て
家
老
の
中
山
信
敬
が
水
戸
城
に
く
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
文
公
の
腹
違
い
の
弟
で
す
。
た
だ
の
家
来
で
は
な
く
格
が
だ
い
ぶ
上
な
ん
で
す
。
こ

れ
が
浪
人
の
大
原
左
金
吾
、
ま
た
原
南
陽
と
い
う
お
医
者
さ
ん
も
関
係
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
良
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
大
原
左
金
吾
の
意
見
を
と
り
い
れ
江
戸
仕
掛
と

い
う
こ
と
を
や
っ
た
。
こ
れ
が
問
題
を
残
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
江
戸
仕
掛
は
城
下
の
繁
栄
策
、

水
戸
城
下
を
賑
や
か
に
し
よ
う
と
す
る
策
な
の
で
す
が
、
春
秋
の
馬
市
、
ま
た
七
軒
町
に
茶
店
を

出
す
、
そ
れ
か
ら
江
戸
の
軽
技
師
や
歌
舞
伎
を
呼
ん
で
人
集
め
を
す
る
、
千
波
湖
に
船
を
う
か
べ

て
遊
ぶ
船
遊
び
を
許
す
、
要
す
る
に
人
を
集
め
て
消
費
を
活
発
に
す
る
、
と
い
っ
た
政
策
な
の
で

す
。
ほ
か
に
も
色
々
あ
る
の
で
す
が
、
新
し
く
芸
者
を
許
可
し
た
り
、
富
く
じ
を
や
ら
せ
た
り
も

し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
一
見
消
費
能
力
が
拡
大
し
て
、
良
く
み
え
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
り

城
下
の
気
風
が
一
変
し
た
、
酒
楼
、
茶
店
、
飲
食
、
衣
服
、
さ
し
も
華
麗
に
な
り
ほ
と
ん
ど
東
都

に
異
な
ら
ず
。
江
戸
の
よ
う
な
賑
わ
い
を
見
せ
た
。
で
は
な
ぜ
城
下
の
振
興
策
が
必
用
だ
っ
た
の

第10表　水戸領の人口減少と荒廃地（寛永3～寛政1）

　　　減　人　別 　　　荒　田　畑

人 ％ 石 ％

太田郡 3,466 23.3 8,115.276 16.1

松岡郡 2,618 17.6 6,464.531 12.8

南　郡 2,958 19.9 11,556.658 22.9

武茂郡 5,839 39.2 24,312.055 48.2

計 14,881 100 50,438.520 100

『水戸市史』中（二）より



か
。
こ
れ
は
先
に
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
城
下
に
問
屋
の
よ
う
な
商
人
を
集
め
て
商
業
、
物
品

を
統
制
し
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
前
の
時
代
、
享
保
か
ら
寛
政
、
ず
っ
と
時
代
が
下
る
に
し
た

が
っ
て
、
従
来
の
城
下
の
周
り
に
ど
ん
ど
ん
民
家
が
集
ま
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
商
売
が
は
じ
ま

り
ま
す
。
村
々
か
ら
集
ま
る
荷
物
を
、
そ
こ
で
買
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
城
下
の
人
達
が
欲
し
い
物

を
そ
こ
で
買
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
は
村
々
に
も
商
売
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な

る
と
城
下
で
買
い
物
を
し
な
く
な
る
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
一
方
で

こ
の
江
戸
時
代
の
よ
く
解
ら
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
経
済
は
発
展
し
、
商
業
活
動
が
活
発
と

な
り
、
商
人
は
増
え
村
々
に
も
生
産
が
行
わ
れ
、
商
も
成
立
す
る
わ
け
で
す
。
一
方
で
農
民
が
困

窮
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
な
ん
か
こ
う
す
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
階
層
分
化
と
い
い
、
富
め

る
者
は
富
み
、
貧
し
い
者
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
、
と
単
純
に
い
う
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
に
単

純
な
も
の
で
は
無
い
と
思
う
の
で
す
が
。
近
年
江
戸
時
代
を
ど
う
と
ら
え
る
か
問
題
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
全
体
的
に
農
業
生
産
を
中
心
に
収
支
を
考
え
て
い
る
観
点
か
ら
み
ま
す
と
、
天
災

あ
る
い
は
色
々
な
理
由
で
生
産
力
が
落
ち
て
く
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
大
き
な
問
題
で
あ
る
わ
け
で

す
。
同
時
に
農
民
の
貧
富
の
差
は
、
全
体
像
と
し
て
は
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
い
の
で
す
が
、
一

つ
の
在
り
方
と
し
て
、
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
各
々
の
耕
作
地
を
所
有
し
て
耕
し
て
い
る

か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
家
計
が
苦
し
く
な
る
と
借
金
の
形
に
自
分
の
所

有
す
る
田
ん
ぼ
を
出
す
わ
け
で
す
。
悪
い
田
ん
ぼ
は
と
り
ま
せ
ん
か
ら
良
い
田
ん
ぼ
ば
か
り
が
取

ら
れ
て
し
ま
う
。
年
貢
は
検
地
帳
の
記
載
の
と
お
り
、
従
前
の
人
に
か
か
り
な
が
ら
も
、
実
入
り

の
良
い
田
ん
ぼ
が
実
際
管
理
さ
れ
て
な
い
た
め
、
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
は
才
覚
が
あ
り
熱
心
に
お
こ
な
っ
て
い
れ
ば
生
活
が
安
定
し
た
か
と

い
う
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
い
ま
一
つ
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す

ね
。
た
だ
藩
と
し
ま
し
て
は
、
赤
字
財
政
の
ま
ま
商
人
や
幕
府
か
ら
借
金
を
し
て
藩
を
運
営
す
る

こ
と
は
困
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
す
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
、
大
き
な
課
題
で
し
た

が
、
哀
公
の
時
代
ま
で
は
抜
本
的
改
革
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
抜
本
的
対
策
と
は
な
に
か
、

そ
れ
が
農
政
論
で
す
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、
行
政
、
官
僚
の
意
識
改
革
も
含
ま
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
同
時
に
収
入
減
に
な
っ
て
い
る
検
地
帳
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
、
実
際
の
土
地
の
所

有
の
不
公
平
を
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
検
地
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
天
保
の
検
地
を
お
こ
な
う
わ
け
で
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
江
戸
仕
掛
け
と
い
う
政
策
の

た
め
、
寛
政
の
こ
ろ
の
引
き
締
め
も
段
々
と
ゆ
る
ん
で
ゆ
き
ま
す
。

　
つ
づ
い
て
武
公
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
対
外
問
題
は
ま
す
ま
す
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
き
ま

す
。
鹿
狩
り
な
ど
の
練
兵
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
文
化
五
年
に
は
水
木
、
川
尻
に
海
防
詰
所
が
つ
く

ら
れ
た
り
、
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
武
公
は
幽
谷
先
生
な
ど
の
意
見
を
と
り
あ
げ
、
献
金
郷

士
制
度
を
中
止
し
ま
す
。
こ
れ
は
武
公
の
時
代
を
通
し
て
中
止
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で



す
。
金
に
よ
っ
て
身
分
を
買
う
と
い
う
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
無
制
限
に
許

し
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
武
士
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
ま
た
、

国
産
会
所
設
立
に
努
力
を
し
て
行
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の
時
代
に
藤
田
幽

谷
、
青
山
拙
斎
、
小
宮
山
楓
軒
な
ど
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
小
宮
山
楓
軒
は
山
野
辺
氏
な
ど
を
土

着
さ
せ
る
よ
う
進
言
し
て
い
ま
す
。
後
に
海
防
の
た
め
の
助
川
城
が
、
天
保
の
こ
ろ
に
造
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
領
内
総
検
地
の
提
言
も
こ
の
武
公
時
代
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
も
財
政
的
な
問
題
、
ま
た
藩
士
の
意
欲
の
問
題
な
ど
の
た
め
で
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ら

武
公
の
時
代
の
業
績
は
、
青
山
拙
斎
の
『
武
公
遺
事
』
、
谷
鬼
谷
の
『
し
の
ぶ
た
ね
』
な
ど
に
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
慶
喜
公
の
時
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
わ
が
水
戸
家
で
は
普
代

に
養
子
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
争
い
の
と
き
は
、
朝
廷
に
付
く
の
だ
、
と

い
っ
た
こ
と
も
こ
の
『
武
公
遺
事
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
急
い
で
し
ま
っ
て
申
し
訳
な
い
の
で

す
が
、
つ
ぎ
に
哀
公
の
時
代
で
す
。
哀
公
自
身
が
あ
ま
り
丈
夫
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
人
柄

は
悪
い
人
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
文
弱
、
文
雅
な
人
で
あ
っ
た
た
め
、
骨
董
品
な
ど
を
愛

し
て
、
自
分
で
も
瓢
箪
廼
屋
と
い
う
号
を
つ
け
た
り
し
た
人
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
奥
さ
ん
が

将
軍
の
娘
で
あ
り
、
水
戸
藩
は
大
変
な
得
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
借
金
す
べ
て
棒
引

き
、
そ
の
う
え
お
化
粧
料
ま
で
つ
い
て
き
て
、
始
め
の
頃
が
九
千
何
百
両
だ
っ
た
の
で
す
が
、
あ

と
か
ら
幕
府
か
ら
毎
年
一
万
両
く
れ
る
。
赤
字
に
悩
ん
で
い
た
藩
と
し
ま
し
て
は
、
大
変
あ
り
が

た
い
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
な
に
も
必
死
に
な
っ
て
改
革
と
騒
が
ず
と
も

な
ん
と
か
な
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
空
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
哀
公
の
時
代
な
わ
け
で

す
。
こ
の
よ
う
に
藩
主
が
積
極
的
で
な
い
た
め
、
資
料
に
も
書
か
れ
て
い
る
、
悪
評
の
あ
る
鈴
木

重
矩
、
榊
原
照
明
、
赤
林
重
興
、
な
ど
の
重
臣
ま
た
大
久
保
今
助
な
ど
、
よ
く
正
体
の
判
ら
な
い

も
の
な
ど
が
現
わ
れ
君
側
を
固
め
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
哀
公
が
亡
く
な
る
と
、
次
の
藩

主
は
烈
公
を
と
い
う
運
動
を
東
湖
先
生
が
始
め
る
わ
け
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
重
臣
た

ち
は
将
軍
家
か
ら
養
子
を
も
ら
お
う
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
結
局
哀
公
の
妻
を
、
将
軍
家
か

ら
嫁
が
せ
た
こ
と
で
藩
の
財
政
が
潤
っ
た
こ
と
か
ら
こ
れ
を
も
う
一
回
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

ね
。
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
自
助
努
力
で
な
ん
と
か
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
改
革
派
で
あ

り
、
そ
し
て
従
来
の
よ
う
に
、
将
軍
家
と
の
結
び
付
き
を
深
め
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
優
遇
を
う
け

お
金
を
も
ら
え
ば
い
い
と
い
う
の
が
守
旧
派
な
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
割
り
切
っ
て
よ

ろ
し
い
の
か
判
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
最
後
に
修
史
事
業
の
方
を
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。
い
ち
お
う
『
大
日
本
史
』
は
正
徳
五
年

に
は
本
紀
列
伝
一
通
り
の
原
稿
が
纏
ま
り
ま
し
て
、
享
保
五
年
に
は
幕
府
に
献
上
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
享
保
十
二
年
に
は
残
っ
て
い
る
志
と
評
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

て
、
分
属
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
編
集
た
ち
の
役
割
分
担
な
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
当
時



の
学
問
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
ま
す
と
、
な
か
な
か
手
に
お
え
る
仕
事
で
は
な
く
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い

る
間
に
、
『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
礼
儀
類
典
』
な
ど
を
献
上
せ
よ
と
の
命
を
う
け
て
、
こ
れ
の
整

理
な
ど
に
追
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
写
し
て
献
上
せ
よ
と
簡
単
に
い
い
ま
す
が
、
『
礼
儀
類
典
』

を
献
上
す
る
の
に
、
最
初
の
時
、
実
数
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
写
す
係
、
清
書
の
係
を
百
人
か
ら

雇
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
一
年
以
上
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
み
て
も
大
変
な
仕
事

で
あ
る
と
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
来
の
仕
事
が
停
滞
す
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
安
積
澹
泊
は
論
纂
を
つ
く
り
ま
す
、
そ
の
論
纂
を
つ
く
る
た
め
も
う

一
度
読
み
直
し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
問
題
が
沢
山
出
て
き
た
。
た
と
え
ば
良
い
資
料
だ
と

思
い
使
っ
て
い
た
ら
偽
物
だ
っ
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん

文
章
の
表
現
が
稚
拙
で
あ
り
、
水
戸
藩
の
出
版
物
と
し
て
出
す
に
は
面
白
く
な
い
箇
所
が
あ
る
と

か
あ
り
ま
し
て
、
も
う
一
度
頭
か
ら
尻
尾
ま
で
読
み
直
し
て
、
き
ち
ん
と
統
一
し
よ
う
と
の
提
言

が
出
た
の
が
享
保
十
九
年
で
す
。
そ
の
号
令
の
下
に
頑
張
っ
た
の
が
打
越
樸
斎
な
ど
の
時
代
に
な

る
わ
け
で
す
。
『
検
閲
議
』
と
資
料
に
あ
る
の
は
、
こ
の
検
閲
に
当
た
っ
て
注
意
す
る
点
を
安
積

澹
泊
が
書
き
記
し
た
も
の
で
、
光
圀
公
の
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
の
精
神
は
こ
う
で
あ
っ
た
と
い

う
の
を
、
簡
潔
に
の
べ
た
文
章
と
し
て
夙
に
有
名
な
も
の
で
す
。
藤
田
幽
谷
が
『
修
史
始
末
』
を

編
纂
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
探
す
の
に
苦
労
し
て
よ
う
や
く
『
修
史
始
末
』
に
の
せ
た
と
い
う

こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今
歴
史
館
に
は
澹
泊
の
直
筆
の
『
検
閲
議
』
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
校
正
が
終
わ
っ
た
の
が
元
文
二
年
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
元
文
検
閲
本
』
と
呼
ば
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
出
版
し
た
い
の
だ
が
藩
に
は
金
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
、
藩
内
の
器
用
な

人
物
に
版
下
を
彫
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
結
局
う
ま
く
行
か
ず
こ
の
校
本
は
彰
考
館
に
積

み
上
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
後
に
翠
軒
が
総
裁
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
、
彰
考
館
は
本
来

の
仕
事
を
殆
ど
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
毎
日
史
館
に
勤
め
る
人
達
は
、
い
っ
て
は
二
〜
三
枚
清
書

す
る
だ
け
と
い
っ
た
状
態
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
室
鳩
巣
が
享
保
五
年
に
書
い
た
手
紙
の
な
か
で
、

　
「
只
今
史
館
、
西
山
様
時
分
と
は
格
別
に
罷
成
、
第
一
其
時
分
の
宿
儒
す
き
と
死
果
申
候
。
只

今
は
当
代
風
の
男
共
に
て
候
。
日
夜
酒
色
に
耽
り
、
史
館
の
職
も
修
り
不
申
体
に
御
座
候
」

と
い
っ
て
い
ま
す
。
後
の
ほ
う
に
澹
泊
一
人
残
っ
て
い
る
、
と
あ
り
ま
す
が
、
義
公
の
時
代
の
優

れ
た
学
者
は
ほ
と
ん
ど
死
に
果
て
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
気
分
も

す
っ
か
り
だ
ら
け
て
し
ま
っ
て
、
形
式
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
総
裁
は
な
に
を
し
て
い
た
か
と
い

う
と
、
藩
士
に
講
義
を
す
る
、
あ
る
い
は
藩
の
な
に
か
の
文
章
、
た
と
え
ば
史
館
の
某
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
と
き
に
お
墓
の
墓
碑
銘
を
書
く
、
と
い
っ
た
仕
事
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な

風
な
仕
事
を
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
修
史
関
係
の
話
は
後
で
色
々
な
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

幽
谷
先
生
の
三
大
改
革
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
な
に
が
問
題
だ
っ
た
の
か
話
が
あ
る
と
お
も
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
藩
政
の
現
実
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
当
時
、
寛
政
か
ら
文
化
文
政
の
時
代
に
か



け
て
の
状
況
が
幽
谷
先
生
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
お
話
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
以
上
話
が
逸
れ
た
り
、
ま
た
ど
う
も
掴
み
き
れ
な
い
様
子
も
あ
る
の
で
明
快
な
話
が
出

来
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
一
応
前
提
と
し
て
、
ざ
っ
と
藩
政
の
推
移
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

大
変
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
一
年
八
月
一
日
講
座
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茨
城
情
報
専
門
学
校
校
長
）
　


