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域
的
に
檢
討
し
た
後
、

「

部
^

^

财
の
所
有
、
あ
る
い
は
利
用
忆
結
び
っ
い
た 

:

生
產
の
內
容
を
反
映
し
た
：意

味

で

の

紫

」

、(

一
四
ニ
.

頁
： )
：

を

「

指
標
1-
と
し 

て
、.
.
.現
在
に
於
け
る
部̂

t

野
の
類
型
化
を
行
っ
て
ゐ
，る
 

'

(

.
一.
四
.三
頁
.以 

と
©:

結
果
'̂
. 

. 

■

-
⑴

畲
體
的
部

^
t

野
'

:

:

:

，’⑵

地
主
的
、
農
民
的
部

^
t

野
：

:

⑶：
：：
議

的

部

野

'
⑷

.：經

營

的

共

慕
' 

. 
.

の
.四
種
に
集
約
さ
れ

(

ー
四
四
頁

)

、
そ
の
各
々
に
っ
い
て
前
述
：し
た
.意
味
で
の 

地
代
の
發
生.
實
現
の
形
態
が
追
究
さ
れ
て
ゐ
る
。

'勿
論
、
著
者
自
身
が"r

一
 

應
の
類
型
化

」

■と
述
べ
て
ゐ
る
通
り
、
.が
、
る
分
類
の
仕
方
乃
至
內
容
の
把
握 

に
幾
多
の
問
題
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
ば
，い
，ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら 

ず
、
こ
ゝ
に
乐
さ
れ
た
部
^

^
野
理
解
の
カ
法
は
、
高
く
評
價
さ
る
べ
き
で 

あ
る
。
特
に
、
部̂

^
勝
の
分
解
を
取
扱-っ
た
第
三
章
と
共'

U
、：

我
々
は
、 

本
書
に
'1
-:
っ
て
、
，林
野
硏
究
が
、
.
一.
つ
の
新
し
い
段
階
に
突
入
し
た
こ
と
を
、 

十
分
に
感
知
す
る
こ
と
が
出
來
る

。
'

尙
、

1̂
1

の
卷
未
に
附
さ
れ
た
參
考
文
献
も
、
硏
究
の

9
K

と
し
て
、
更
に 

は
亦
、
'本
i

成
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
看
過
し
得
な
い
意
義
を
有
し
て
ゐ
.る 

.こ
と
を
附
記
す
る。
. 

(
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哲
'
■
治
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:

ヽ
' :『

封

建

社

會
©

濃

村

講

造』
：

.一
九
五
五
年
は
日
本
經
濟
史'に
關
し
極
め
て
多
產
の.年
で
あ
.っ
た
が
、
純
戸 

大
學
の
今
井
、
八
木
兩
氏
に
ょ
っ
て
著
さ
れ
た

『

封
建
社
鲁
の.

f

i

m

』

は 

そ
の
棹
尾
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
好
著
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
封
建
社 

.
鲁
の
成
立 
>
:發
展
、
解
體
に
關
す
る
硏
究
は
、
.「

封
建
制
«—
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ 

.っ
て
幾
多
の
所
論
を
生
み
、
論
爭
を
惹
き
起
し
づ
っ
あ
る
。

.

し
か
し
な
が
ら
、 

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
主
張"や
議
論
は
、
豐
富
な
史
料
の
驅
使
と
、
そ
の
論
理
的 

な
體
系
化
な‘
ん
し
て
は
、
全
く
机
上
の
空
諭
に
終
る
場
合
が
多
い
.の

で
あ
る
。
 

我
が
國
に
お
け
る
經
濟
史
研
究
の
科
學
的
分
析
が
開
始
さ
れ
た

の
は
^
^

い
歴
史
し
か
有
し
て
い
な
い
：し
、
又
前
提
た
る
忠
料

'の
發
掘
、
利
用
が
諸
々
の 

事
情
か
ら
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
現
狀
に
お
い
て
は
そ
の
機
な
事
情
は
已 

む
を
得
ざ
る
過
渡
的
現
象
で
あ
る
と
'-
4

言
え
る
。
個
別
的
硏
究
が
地
方
的
考
察 

に
と
ど
ま
る
限
り
、
又
、
論
理
的
考
察
が
十
分
な
實
證
的
過
程
を
持
た
ざ
る
限 

り
、
そ
れ
が
科
學
と
し
て
の
歷
史
學
に
ラ
ン
ク

さ

れ

る
に
.は
な
お
距
離
を
有
す 

る
の
で
あ
る
。
か
く
し..
.て
我
々
は
.一
方
に
お
い.て
.個
別
的
研
究
の
貫
徹
に
ょ
る.
 

地
方
性
の
檄
棄
と
、.他
方
に
お
い
て
ば
論
理
的
考
察
の

r

假
說」

か

ら「

理
論」

へ
の
展
開
を
要
求
さ
れ
る
。
：や
や
も
す
れ
ば
背
離
.せ
ん
と
す
る
歷
史
學
硏
究
に 

お
け
る
こ
の
ニ
っ
の
途
は
共
に
必
要
條
件
で
あ
っ
て
、
何
れ
に
偏
す
る
事
も
許 

さ
れ
ず
、
又
輕
重
を
測
る
事
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
今
日
.ほ 

ど
そ
ぅ
言
っ
た
歷
史
硏
究0 :

极
本
的
態
度
が
省
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
も
な
か

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
樣
な
學
界
の
一
股
的
な
空
氣
の
內
に
世
に
問
わ
れ

' 

た
は
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
以
下
私
見
を
述
べ
た
い

。

'

i

l

の
成
立
に
っ
い
て
は
、
は
し
が
き
に
よ
っ
て
そ
れ
が
旣
に
數
年
前
に
成 

稿
さ
れ
て
い
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
從
つ
て
こ
の
數
年
間
に
お
け
る
諸
硏 

街
の
成
果
が
、
反
映
さ
れ
て
い
な
い
事
は
已
む
を
得
ざ
る
事
で
あ
っ
た
と
は
言 

免
、
殘
念
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
様
な
事
情
は
本
書
の
内
容
に
っ
い
て 

い
さ
さ
か
も
批
判
さ
る
べ
き
黯
で
は
な
い
。
た
だ
^
豸
と
し
て
は
ネ
罾
を
繙
く 

に
當
っ
て
ま
ず
念
頭
に
置
く
必
要
が
.あ

ろ

う

。

'

こ
の
硏
究
の
内
容
を
概
括
す
れ
ば
、
所

謂

r

攝
津
型
農
村」

と
言
わ
れ
る
畿 

內
先
進
地
帶
の
攝
津
國
武
庫
川
下
流
地
域
、
就
中
武
庫
郡
上
瓦
林
村
を
中
心
と 

し
た
地
域
の
近
世
に
お
け
る
膝
史
を
、
_
社
會
的
に
は
農
民
層
の
構
成
、
經
濟
的 

に
は
一
豪
農
の
農
業
經
營
を
樞
軸
と
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
心
と
な
る 

の
は
こ
の
ニ
點
を
究
明
さ
れ
た
第

1

篇
及
び
第
一
一
篇
で
あ
ろ
う
が
、
.
こ
れ
ら
の 

中
核
ど
關
迎
す
る
宮
座
の
問
題
、
絞
汕
業
の
發
展
、
治
水
及
び
用
水
利
用
の
問 

題
を
取
扱
わ
れ
た
第
三
乃
至
第
六
篇
も
亦
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い 

る
。
：何
れ
の
篇
に
お
い
て
も
幽
蕾
な
史
料

(

中
心
と
な
る
の
は
上
瓦
林
村
の
舊 

皮
屋
岡
本
家
文
書)

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
緻
密
な
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る 

が
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
内
、
主
力
と
み
ら
れ
る
前
一
ー
篇
に
重
點
を
置
き
論
ず 

る
-
.こ
と
と
.す
る
。

'

史
ず
第
一
篇
は「

近
畿
農
村
の
階
層
構
成
と
そ
の
分
化

」

.と
題
さ
れ
V

主
と 

し
て
上
瓦
鉢
村
に
お
け
る
農
民
層
の
構
成
を
享
保
期
を
境
と
す
る
前
期

i

め 

雨
期
に
っ
い
て
豸_

し
、
兩
期
に
お
け
る
差
異
を
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

V
.兩
氏 

に
よ

る
結
勸
は
次
の
如
く
要
約
す
る
事
が
で

き

よ

う

。前
期
に
お
け
る
農
玲
層 

の
構
成
ゆ
、
近
世
朝
頭
の
觀
地
に
ぉ
ぃ
，て
屋
敷
地
の
所
持
者
と

1.
て
登
錄
さ
れ

書評及び紹介

た
朝
期
本
百
姓=

夫
役
負
擔
農
民
、

こ
の
場
合
役
人
層
を
中
核
と
し
て
い
る
。

.

役
人
は
す
べ
て
高
持
で
あ
る
が
高
持
の

.中
に
は
非
役
人
た
る
庄
屋
、

隱
居
、 

柄
#

ダ
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
樣
な
農
民
層
構
成
は
持
高
と
言 

ぅ
經
濟
的
條
件
を
背
後
に
十
分
條
件
と
し
て
持
つ
て
は
い
る
,

決
定
的
に
は 

夫
役
を
負
擔
す
る
か
否
か
の
就
會
的
身
分
と
し
て
.存
在
し
.た
。
そ
し
て
彼
等
は 

本
家
筋
の
渚
で
あ
る
と
い
ぅ
こ
と
、
in

ち
家
格
を
有
す
る
：と
い
ぅ
點
に
お
い
て 

特
徵
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
樣
な
身
分
別
は
、
相
互
間
に
お
け
る
轉
位
を
藏

‘ 

し
な
が
ら
次
第
に
變
化
し
て
行
く.0
た
と
え
ば
延
觀
年
間
に
お
け
る
隱
居
の
變 

質——

こ
れ
ぬ
そ
れ
ま
で
：の
相
續
形
態
に
.お
け
る
諸
子
分
割
制
が
ら
長
子
單
獨 

制
へ
の
變
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
だ
I

に
.み
ら
れ
る
高
持
隱
居
の
役
人 

化
、
一
兀
祿

——

享
保
期
に
漸
く
激
化
し
だ
農
民
持
高
の
移
動
に
も
と
づ
く
持
高 

と
身
分
と
の
痱
離
ど
ぅ
そ
れ
へ
の^

®

と
み
ら
れ
る
身
分
の
再
編
成
は
、
變
化 

の
中
心
的
.な
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
賽
永
期
に
は
役
が
土
地
と
附
着
さ
れ
賣 

買
さ
れ
る
樣
に
な
り
、T
S-

咼
'の
'多
寡
だ
け
が
役
人
身
分
の
決
定
の
基#'
-
と
な 

り
、
も
は
や
役
人
は
役
儀
を
負
擔
す
る
本
家
格
の
家
柄
を
表
す
概
念
か
ら
完
全 

に
脫
し
て
、
嚴
密
に
持
高
を
基
準
に
し
て
定
め
ら
れ
る
近
世
的
な
階
層
別
を
表 

す
概
念
と
な
つ
た

」
(

五
九
頁)

。
そ

し

て

こ

こ

に

持

高

の

(

或
い
は
大
小

) 

に
よ
る
階
層
構
成
が
出
現
し
た
。
し
か
し
こ
の
樣
に
.し
て
生
じ
た
近
世
的
な
階 

層
は
、
そ
の
後
固
定
化
し
て
行
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
の
者
が
土
地
賣
貿
を
通 

じ
て
實
質
的
に
は
身
分
と
不
均
衡
な
經
濟
的
內
容
を
備
え
る
に
至
つ
て
も
、
身

.
分
間
の
交
流
は
遮
斷
さ
れ
、

(

そ
の
事
は
や
が.て
階
層
間
の
.精
神
的
な
疎
隔
と
も 

な
っ
た
。.
他
方
、
後
期
に
お
け
る
經
濟
的
な
階
層
分
化
の
進
行
は
か
な
り
激
し 

く
、
た
と
え
ば.享
保
I

賽
曆
期
.に
は
農
村
の
經
濟
的
衰
退
は
中
農
層
に
深
刻 

な
打
擊
を
與
う
る•こ
と
と
な
つ
た
。

こ
の
經
濟
的
衮
退
は
主
と
し
て
購
入
肥
料

(
I

六
五)

I.:

I
：]f

I
1

1I

、Ii
I
1S!
tI

I丨m
i?
I!
:

l!
I!1
I：
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I!
|]か



へ
へ
：::
-
.
,
-田^
篇
馘
杂
第
四
光

:の
値
上
り
フ
過
蒽
な
貢
赴0 -
.
:氣
擔
に
基
く
劣
分
哏
あ
令
た-0
>

が̂
し
阱
和
^

—
 

'文
政
期
に
は
こ
の
樣
な
經
濟
的
惡
化
か
ら
立
直
る
徵
候
が
見
ぇ
て
來
る
。

.そ

 ̂

は
菜
種
の
作
付
を
通
じ
て
乜
あ
っ
た
が
、
.
と
の
他
所
謂
農
間
餘
業
の
廣
汎
な
展 

'開
も
、
.階
層
の
分
化
を
鐵
分.加
は
緩
和
す
る
も.の
：で
あ
っ
た
。
し
加1>
'
、
：
：
.
菜

種
 

作
付
へ
の
傾
向
は
、
同
時
に
購
入
肥
料
へ
の
依
1

の
增
大
，を
意
味
し.た
が
ら
，
 

そ
の
面
を
通
じ
て
のf

商
人
と
•の
.關
係
を
よ
り
！̂

な
も
の
と
し
た
。
從
っ 

て
階
餍
分
化
ば
依
然
と
し
て_
ル
す
る
の
で
あ
る
。

V'

こ
の
樣
な
砠
罾
の
中
に
見 

即
さ
れ
る
夫
役
負
擔
の
家
割
り
か
ら
高
割
り
へ
の
變
化
は
、
兩
階
層
の
拮
抗
の 

1

表
規
.で
あ
っ
た
。
，從
っ
て
こ
の
傾
向
は
村
に
よ
づ
て
現
わ
れ
方
.ぼ
ー
樣
で
は 

'な
か
.つ
た
:0
.

■

'

■

.

:'
■

•

以
上
は
筆
素
の
見
た
第
一
篇
の
骨
子
で
あ
る
。
前
期
に
私
け
る
農
民
層
の
構 

成
を
夫
役
を
通
じ
て

)

の
社
會
的
な
身
分
構
成
と
し
て
、
-

後
期
.に
お
け
る
そ
れ
を 

持
高
を
通
じ
て
の
經
濟
的
な
階
層
構
成
>

し
：て
捉
.え
を
事
は
、
'
最
近
に
お
け
る 

硏
究
の
發
展
か
ら
し
て
も
極
め
て
妥
當
で
あ
.り
、
そ
の
變
化
の
趣
程
を
史
料
の 

十
分
な
る
驅
使
に
よ
っ
て
示
さ
.れ
た
事
は
特
筆
に
債
す
る
と
言
っ
て
よ
い

0

こ 

れ
に
よ
っ
て
我
々
は
初
期
檢
地
常
時
に
お
け
る
本
百
姓
が
如
何
な
る
内
容
の
.も 

の
で
あ
り
、
，
そ
：れ
が
如
何
に
し
て
變
化
し
て
行
っ
た
か
と
言
ぅ
重
要
な
課
題
の 

具
體
的
な
解
答
を
、.少
く
と
も
先
進
地
帶
に
お
い
て

I

っ
獲
た
わ
け
で
あ
、り、
. 

從
來
重
要
性
を
說
か
れ
っ
っ
も
、
主
と
し
て
史
料
上
の
制
約
か
ら
割
愛
せ
ざ
る 

を
得
な
か
っ
た
と.
の
過
程
.に
！

が
浴
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

V

從
っ
て
こ
の
篇 

は
本
質
的
に
は
批
判
さ
る
べ
き
何
物
を
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

.
私
に
.な
り 

に
氣
付
い
た
若
干
の
疑
問
點
を
呈
示
し
て
み
よ
ぅ
。

.
第

1

は
、.
檢
地
と
本
百
姓.
の
關
連
で
あ
る
。
.こ
れ
は
本
書
で
取
扱
わ
れ
た
史 

料
に
お
い
て
、
殘
存
す
る
檢
地
帳
と
、
身
分
關
係
を
示
す
最
初
：の
.宗
門
藤
と
め

八

六

(
1

六
六)

:間
に
約
瓦
十
年
を
隔
て
る
事
：に^
る
と
む
思
わ
れ
る
が
：
>
#.

者
は
屋
敷
地
の
登- 

錄
人
"

役
人
と
し
て
居
ら
れ
る
{,.ー

 

五
頁)

。:-
こ
の
：事
は
慶
長
.
萬
治
雨
期
の
役 

人
數
が
ほ
ぼ
.
.一.致
す
る
事
か
ら
推
論
さ
れ
て.い
る
の
で
あ.る
が
、
こ
の
點
な
お 

檢
尉
す
ベ
.き
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
五
セ
年
間
に
役
入
數
が
^
變
で
あ
つ
た 

.と

.見
る
事
は
、
そ
の
後
の
役
人
數
の
墩
加
か
ら
考
え
て
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は 

，慶
長
檢
地
當
時
に
お
け
る
役
人
が
、
領
主
の
如
何
な
る
必
要
に
應
じ
て
定
め
ら 

れ
た
か
の
追
究
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
引
い
で
は
そ
の
檢
地
の
背
景
を 

無
視
し
て
、‘
i

と
役
人
設
定
と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
事
は
早
計
に
失
す
る 

か
;̂
'

で
あ
?>
.。
ニ
.
.股
的
に
言
_つ
て
慶
長
期
に
領
主
の
必
耍
と1;
た
夫
役
は
1

 

的
な
目
的
の
た
め
の
夫
役
で
ぁ.っ
た
ろ
ぅ
。
.
' 從
つ
て
そ
の
場
合
設
定
さ
れ
右
役 

人
は
そ
の
目
的
に
沿
い
得.る
社
會
的
な
、
經
濟
的
な
、
そ
し
て
肉
體
的
な
條
件 

を
具
備
し
た
も
の.で
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
：
し
が
し
.そ
.の
樣
な
領
王
の
目 

的
は
直
ち
に
變
質U

て
行
く
か
ら
、；
從
つ
て
役
人
の
內
容
も
變
化
せ
ね
ば
な
ら 

な
か
つ
だ
。
又
、.農
民
側
と
.し
て
%:
自
己
め
側
が
ら
そ
の
樣
な
身
分
的
規
定
を 

:

五
十
年
間
も
矛
盾
な
く
受
容
し
て
い
た
と
す
る
理
由
ば
何
等
存
在
し
な
い

Q 

.■

第
二
の
疑
問
點
も
右
の■點
と
關
連
す
る
。
初
期
に“お
け
る
本
百
姓
"
役
人
は 

夫
役
負
擔
農
民
で
あ
づ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
CD
-
.夫
役
は
如
何
.な
る
も
の
が
如
何 

な
る
形
態
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
；か
と
言
ぅ
勤
は
、
何
等
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な 

い
。
と
す
る
な
ら
ば
，
役
人
ば
果
し
て
現
實
、に

.夫
役
を
負
擔
し
た
の
：で
あ
ろ
ぅ 

か
?

然
り
と
す
れ
ば
役
人
層
を
中
核
と.し
た
身
分
構
成
は
、
領
主
に
ょo.
r
 

公
認
を
.れ
、
領
主
的
目
的
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
じ
否
と 

す
れ
ば
、
こ
の#

分的
！！

成
は
、
•村
落
内
部
の
共
同
體
的
規
制
と
し
て
考
え
ら 

れ
る
も
の
に
な
る
。
夫
役
は
現
實
に
は
_

、
貨
幣
納
化
し
.て
い
る
事
も
考
え 

ら
れ
る
の
で
ぁ
ゐ0
,

:

:

:ソ
，
'
.

:

:

•ハ
-

入

.

;

.

,

第
三
の
疑
問
は
、

に
お
け
る
身
分
固
定
化
の
傾
向
が
霖
生
じ
た
の
か 

ど
言
う
解
明
。•‘こ
の
場
合
し
か
も
逆
に
經
濟
的
な
階
層
分
化
は
進
行
し
て
い
る

. 

の
で
あ
る
か
ら
、，M

諸
は
全
く
相
反
す
る
一
一
つ
の
方
向
へ
■

ん
で
VV

る
事
に
な 

る
。
本
書
は
こ
の
點

k

っ
い
て
領
主
の
意
圖
、
宫
座
の
影
響
等
を
考
え
て
居
ら 

れ
る
が(

七
三
頁)

、
果
し
て
こ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
®

M
iM

後
の
經
濟
的 

變
化
と
は
無
關
係
に
固
定
さ
れ
た
狹
序
が
百
數
十
年
間
も
維
持
さ
れ
た

が
は
.雜
. 

持
さ
せ
た
一
一
っ
のf

が
經
濟
的
變
化
を
超
え
て
は
る
が
..に
颚
カ
で
あ
っ
た
か 

ら
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
身
分
秩
序
が
形
骸
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

}

が
。
- 

第
二
篇
は「

一
i

の
#

業
i

に
お
け
‘

^

P
J
'

の
間
題
と
題
し
、
第 

一
冑
と̂

^

し
，っ.
っ
上
瓦
i

l̂

本
家
の
農
I

營
を
、
虜

生

產

渚

ど

か

勞 

i

係
を
軸
と
し
て
分
析
さ
れる
。.犬
P
み
に
言
え
ば
同
家
の
經
營
が
前
期
に 

ゆ
宇
®

主
經
營
で
あ
っ
：た
の
が
^

|

_

に
急
連
に
寄
生
地
主
と
し
て
が
也 

營
に
變
化
し
て
行
くの
で
ん
る
。：初
期
ズ
寬
.文
跃
前
>

」

に
お
げ
る
同
家
の 

靈

カ

は

辑

瓦

人

で

あ

っ

た

。
彼
等
は
賫
則
を
通
じ
て
雇
傭
さ
れ
石
。
從
っ 

て
冲
世
的
な1

で
は
な
く
なっ
.
て
い
る
が
、.
寬
文
期
以
後
に
お
い
て.は
下
人
：
 

養
，子
の
形
で
行
わ
れ
る
樣
に
な
っ
た
。
'
こ
の
場
合
彼
等
の
：多
く
が
，

「

家
持
下
人 

と
な
つ
て
い
る
こ
ど
を
考
え
る'と
、
賣
賈fc
ょ
る
下
人
ょ
り
も
：
；
：
身
分
的
に 

解
放
さ
れ
易
い
.形
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

一

其
え
る」

(

一
'h
±
k'
.

)

。
こ
の 

家
內
下
人
の
家
持
下
人
化
は1兀
祿
頃
を
劃
亂
と
し
て
盛
に.な
づ
た
。
そ
レ
て
元 

祿——

享
保
期
に
お
け
石
同
家
の
勞
働
力
！

r

家

内

の

下

人(

や
が
て
家 

持
下
人
と
な
る
：事
を
豫
定
さ
れ
て

.い
る)

、
年
^f

公
人
、
家
持
下
人
の三
つ
が 

あ
る
：0
こ
：れ
ら
の
內
家
持
下
人
は
、

「

自
身
及
び
そ
の
家
族
の
勞
カ
を
主
家
の 

爲
の
.み
に
用
い
る
必
粟
も
な
い
 

>
 
主
家
か
ら
殆
、ど
解
放
さ
れ
た
狀
態
に
あ
.っ
た 

も
の
と
袞
う
こ
と
が
出
來

」

、
そ

し

て「

な
お
身
分
的
な
制
約
•
賦
役
勞
慟的
な

書評及び紹介

も
.の
を
鏺
し
乍
ら
も
、.•兎
も
角
主
家
に
對
し
て
支
拂
勞
働
の
形
態
• 

I

契
絢 

的
關
係
に
’移

行
し
つ
つ
お
る
こ
と
が
結
論
出
來
る
で
お
ろ
ぅ
.
^

(

.ー
 

四

-:
頁)

. 

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
家
持
下
人
は
享
保
以
後
に
お
い
■

.て
は
も
は
や
主
家
の
主
要 

勸
力
で
は
な
く
な
ヴ
、.：

れ
に
代
っ
て
手
作
經
營
を
支
ん
る
も
の
.■は
年
季
奉 

.
公
人
で
あ
'O'
た
P
'そ
れ
が
從
來
吖|
贤
家
內
下
人
に
と.つ
て
代
る
の
は%;
罾
期 

.
と
み
ら
れ
、
茁
德
期
に
は
上
瓦
抹
村
ゆ
高
綠
百
姓
の
少
く
と
も
半
ば
以
上
が
年 

傭
を
使
用
し
て
い
た
め
で
あ
令
彼
等
の
主
な
給
派
レ
な
っ
た
の
は
丹
波
•
播 

磨
.の
11
[
-間
部
、
及
び
攝
津
の.近
隣
農
村
で
あ
ウ
た
が、
' 前
者
で
は
長
年
季
の
も 

■の
紙
多
い
の
に
對
七
プ
後
潑
で
は
比
較
的
小
ノ
い
。
：
奉
公
人
數
呔
享
保
以
後
減
少 

し
た
が
そ
の
內
に.あ
つ
セ
も
次
第
に
：
i

季
の
も
の
.が
多
く
な
つ
：て
行
つ
た
。 

.霞

は

_

「

前
給」

|

殳
_
じ

が「

般
虼
行
如
れ
>,.身
代
金
的
な
籍
を
强
く 

，.
.幾
し
て
い
る
-°
:

|
額
は
|

|

安
永
期
の
長
年
季
奉
公
人
に
つ
い
て
は
非 

'
常
に
_
脚
で
あ
欠
;.
'
:む
じ
ろ
無
給
に
等
し
い
ャ
是
に
比
し
：て
短
期
の
も
の
は
相 

當
赢
く
な
つ
て
い
る。
：
' .こ
の
*

か
ら
次
^
如

嘉

言

し

ぅ

る

。'乃
ち
11
1
間
地
帶 

か
ら
勞
働
力
の
敗
出
が
績
く
限
り
、
低
廉
な
勞
働
カ
の
利
用
：に

.基
く
手
作
經
營. 

は
有
利
ぬ
儀
し
揿
た
。
；し

か.1
.享
保
以
後
に
'ぉ
い
て
は
短
期
の
窣
公
人
が
增 

加
し
、.
手
作
經
營
は
次
第
に
不
利
と
な
つ
て
行
く
。
し
か
し
岡
本
家
の
-場
合
は 

自
身
が
菜
種
栽
培.と
い
ぅ
商
業
的
農
業
へ
沒
入
し
て
行
く
こ
；と
に
.ょ
つ
て
こ
の 

.危
歡
は
切
り
抜
け
得
た
。
'
し
か
し
奉
公
人
の
給
源
は
更
に
村
內
ヘ
と
比
重
を
移 

じV

居
り
、
農
民
層
分
化
の'强
さ
を
示
し
て
い
る
。：
同
村
が
都
市
や
手

H

業
地

域
に
間
近
い
と
言
ぅ
事
は
、

市
場
の
形
成
と
共
に
、
_

の
平
均
化
を
結 

果
し
た
°

こ
の
他
農
繁
期
に
お
げ
る
村
內
の
日
雇
勞
働
の
雇
傭
量

^

大
き
い
。 

,

こ
れ
ら
：の
諸
事
情
ど-'
:
'
.文
政
期
に
お
い.て

藝

.に
み
ら
れ
る
農
產
物
償
絡
の 

低
落
、「

干
觸
を
主
石
す'る
肥
置
格
の
上
昇
は
、：
手
.歲
營
に
潰
滅
的
打
擊
を

.
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 _:11

运
學
會
雜
爾
'
/索

，四
十
九̂

^

第
ニ
.號
.
:'

ノ.

」

與
ぇ
文
敗
期
を
境
と
じ
で
同
家
を
急
逮
ー
に
寄
生
地
主
低
さ
せ
て
行
：っ
；た
>
小
作 

そ
，の
も
の
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
所
謂
從
M

小
作
と
し
て
存
在
し
て
い
た 

事
を
推
測
さ
せ
る
が
、
安
永
期
以
後
は
普
通
小
作
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
に 

.至
り
、'
そ
の
後
に
お
け
各
地
主

——

小
作
關
係
の
創
出
の
素
地
を
形
成
し
た
。

_
以
上
の
要
約
に
み
ら
れ
る
始
く
、
第
二
篇
に
お
け
る
分
析
は
あ

y

ま
で
勞
働 

力
の
存
叢
態
の
視
角
か
ら
追
究
さ
れ
た

「

岡
本
家
の
農
業
經
營
なの

で

あ
っ
.
 

で
、
經
營
の
全
般
的
考
察
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
の
努
力
さ
れ
た 

(

肥

鬚

格

の
.變
動
と
、
：同
家
の
收
益
と
の
關
連
の
析
出
は
極
め
て
精
細
に
行
わ 

れ
、
決
定
的
に
大
き
な
此
重
を
占
め
る
購
入
肥
料
の
價
格
變
動
を
重
要
視
ざ
れ 

'る
意
圖
は
十
分
に
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
'

_

L :

が
じ
、
：
著f

身
の
認
め
る
如
ぐ
、
分
拆
が
全
面
的
な
も
の
で
な
か
っ
た 

は
せ
'よ
、

こ
と
に
書
か
れ
た
內
容
を
更
に
充
實
さ
せ
る
た
め
に
、，
最
低
次
の
數 

戰
に
っ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
だ
か
っ
た
。.
尤
も
こ
れ
は
史
料
の
奮
心 

を
知
ら
ぬ
部
外
者
の
希
望
：に
す
ぎ
な
い
0 '
.

.
へ
'

'

:

第f

は
、
手
^

^

主
か
ら
寄
生
地
主
へ
の
推
轉
に
當.っ
て
、
從
來
卜
の
直
營
地 

が
如
何
な
る
形
態.に
お
い
：て
、
そ
し
て
又
如
何
な
る
農
民
へ
分
與
さ
れ
た
か
と 

.
1

日
ぅ
點
。
第
二
に
は
そ
の
推
轉
が
宇
作
經
營
の
利
益
の
減
少
に
基
く
も
の
で
あ 

り
、
そ
れ
を
小
霖
營
に
移
す
事
に
よ
っ
て
利
益
.を
保
護
し
得
た
も
の
と
す
れ 

ば
、
小
作
人
と
な
っ
た
農
民
の
負
擔
は
ど
の
樣
に
變
た
し
た

0:

が
°
こ
の
場
合 

推
轉
の
契
機
は
全
く
地
主
侧
の
み.に
存
在
し
た
の
か
否
か
の
點
。
'第
三
に
は
手 

作
經
營
•に
お
いて
、

賃
銀
の
占
め
る
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
如
何 

に
變
化
し
た
か
、1
.そ
れ
は
經
營
の
擴
大
や
、
集
約
化
と
如
何
な
る
關
連
を
有
す 

る
.
.の
か
と
い
ぅ
^

。
こ
れ
ら
の
諸
點
を
究
明
す
る
事
に
よ
つ
て
我
々
は
^
ホ
家 

の
農
業
經
營
を
よ
り
明
確
に
浮
上
ら
せ
る
事
を
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

-

八

八

(一

六
八)

、
以
上
の
希
望
の
他.に
：、
疑
問
點
若
干
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
上
瓦
林 

村
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
，

1
.
R

祿
I

安
永
年
間
に
■長
年
季
の
も
の
が
全
體 

の
六
割
乃
至
九
割
を
占
め
て
い
るe

0
.一一 
頁)

：
に
も
拘
ら
ず
、
.岡
本
家
に
お 

い
て
は
享
保
か
ら
安
永
に
か
け
：で
年
傭
の
七
〇
％
乃
至
七
五
％
が
一
年
季
の

奉 

公
人
で
あ
づ
だ2

聖

1
頁)

と
す
れ
ば
、
岡
本
家
に
お
い
て
の
み
、
奮

な

勞
 

働
力
が
雇
傭
し
得
な
か
つ
た
と
と
に
な
る'.(

兩
者
の
賃
銀
の
平
均
化
は
夫
明
以 

後
で
あ
る
-

^
 二
.
丑
九
頁〉

。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
ぅ
か
。
經
濟
的
に
も
社
會 

的
に
も
優
位
に
、あ
っ
た
，と
思
わ
れ
る
岡
本
家
：に
の
み
こ
の
樣
な
事
實
が
あ
っ
た 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
同
家
以
外
.の
奉
公
人
賃
銀
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね 

ば
決
め
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

〕

重
要
な
疑
問
と
な
る
で
あ
ろ
ぅ
。

以
上
で
第
一
、
二
篇
の
素
描
と
疑
問
點
の
提
示
を
終
る
。
第
三
篇
以
下
に
っ 

.い
て
言
及
す
る
事'は
書
評
と
し
て
の
紙
數
を
大■き
く
越
'え
る
事
に
な
る
の
で
割 

愛
き
せ
て
い
た
だ
く
。.總
じ
"て
言
え
ば
、
.こ
の
書
ば
冒
頭
に
示
し
た
歷
史
硏
街 

に
尨
け
る 
一r

っ
の
道
の
，.
個
別
硏
究
を
貫
徹
す
る
事
に
よ'
 
っ
て
そ
の
特
殊
性
と 

t

般
性
と
を
追
究
さ
れ
ん
：と
し
た
勞
作
で
あ
る
事
が
判

.つ
た
。
そ
の
意
味
で
、 

今
直
ち
に
こ
れ
が
最
初£

取
し
3

っ
の
硏
究
態
度
陳
の
背
離
を
埋
め
る
も
の 

:で
は
な
い
.ど
し
て
も
、
そ.の
樣
な
方
向
へ
の
重
！

K

な
礎
石
と
な
る
も
の
で
あ
る 

事
ぼ
：認
め
て
よ
い
。.主
と
し
て
用
：

S

ら
れ
た
岡
本
家
文
書
が
非
常
に
豐
富
な
内 

容
の
も
の
で
あ
る
事
は
こ
の
硏
究
を
貴

®

:̂

も
の
に
さ
せ
る
素
地
，と
な
つ
た
。 

我
：々

は
著
者
と
共
に
、
ど
の
史
料
の
'公
刊
さ
れ
る
事
を
切
望
ず
る
が
、
同
時
に 

著
者
に
よ
る
更
に
深
遠
な
分
析
が
行
わ
れ
、
と
め
l
u
M -
上
に
我
が
國
經
濟
史
學 

.界
の
永
準
の
高
め
ら
れ
る
事
を
も
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
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有
斐
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