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家

と

屋

敷

地

屋
敷
地
に
た
い
す
る
関
心

私
は
‘
十
年
は
ど
ま
え
か
ら
‘
「
屋
敷
地
」
と
は
‘
ど
ん
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
、
私
は
‘
ま
だ
神
戸
大
学
大
学
院
生
で
あ
っ
た
竹
内
隆
夫
君

と
、
日
本
の
家
や
同
族
団
が
近
世
の
初
期
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
き
た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
い
、
長
野
県
小
県
郡
や
南
佐
久
郡
の

農
村
の
近
世
資
料
を
蒐
集
・
整
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と

き
‘
史
料
の
読
み
方
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
教
え
て
下
さ
っ
た
神
戸
大

学
の
高
尾
一
彦
教
授
か
ら
、
「
近
世
初
期
の
本
百
姓
は
‘
検
地
帳
に

屋
敷
地
を
登
録
し
て
い
る
も
の
で
、
田
畑
だ
け
を
登
録
し
て
い
る
も

の
は
本
百
姓
で
は
な
い
」
と
教
え
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
‘
な
ぜ
に
屋

敷
地
を
も
っ
た
も
の
が
本
百
姓
身
分
で
あ
る
の
か
を
疑
問
に
思
い
な

が
ら
も
、
そ
の
と
き
は
深
く
穿
竪
し
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
言
葉
に
し

た
が
っ
て
史
料
整
理
を
つ
づ
け
た
が
、
や
が
て
近
世
初
期
に
各
地
に

存
在
し
た
従
属
農
民
が
そ
れ
は
‘
名
子
、
被
官
、
家
抱
‘
抱
等

さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
が
な
ぜ
に
従
属
的
身
分
で

（上）

長

谷

川

善

計

あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の

言
葉
の
穿
竪
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
‘

有
賀
喜
左
衛
門
氏
は
‘
そ
の
有
名
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
『
岩
手
県
二
戸
郡

石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
』
(
-
九
三
七
年
）
に
お

い
て
、
親
族
の
ニ
・
三
男
分
家
（
石
神
村
で
は
「
別
家
」
と
よ
ぶ
）

ば
か
り
で
な
く
、
名
子
を
も
「
分
家
」
と
し
て
同
族
団
の
構
成
員
に

ふ
く
め
て
い
る
が
、
な
ぜ
に
、
こ
う
し
た
非
親
族
の
名
子
が
同
族
団

に
ふ
く
ま
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
‘
名
子
と
は
な
に

か
と
い
う
こ
と
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
と
に
、
名
子
が
、
同
族
団
の
構
成
員
に
な
り
う
る
と
い
う

こ
と
は
‘
名
子
関
係
が
、
名
子
小
作
と
い
う
小
作
の
特
殊
な
一
形
態

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
「
家
的
な
性
格
」
を
も
っ
た
関

係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
初
期
の
従
属
農
民
や
本
百
姓
に
か
か
わ
っ

た
多
く
の
日
本
史
研
究
の
論
文
や
著
書
を
読
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
ら

か
ら
は
い
っ
こ
う
に
納
得
の
い
く
解
答
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
こ
れ
を
解
明
し
て
い
く
カ
ギ
は
‘
有
賀
氏
の
石
神
村

の
調
壺
記
録
を
読
み
な
お
し
た
と
き
、
そ
れ
を
有
賀
氏
と
は
異
っ
た



視
角
か
ら
と
ら
え
な
お
し
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

有
賀
氏
は
‘
こ
の
調
査
記
録
の
な
か
で
、
名
子
が
、
自
分
の
屋
敷

地
（
有
賀
氏
は
「
屋
敷
」
と
記
し
て
い
る
）
を
所
有
せ
ず
‘
抱
主
か

ら
そ
れ
を
借
り
た
場
合
に
名
子
と
し
て
の
関
係
が
生
じ
る
の
だ
と
ハ

ッ
キ
リ
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
屋
敷
地
を
取
得
す
れ
ば
、
名
子
と
い

う
従
属
身
分
か
ら
解
放
（
「
名
子
ヌ
ケ
」
）
さ
れ
て
、
本
百
姓
身
分

に
な
っ
た
事
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
‘
抱
主
A
か
ら

屋
敷
地
を
借
り
て
い
た
名
子
は
‘
そ
の
屋
敷
地
が
A
か
ら
B
の
手
に

売
り
渡
さ
れ
る
と
、
か
つ
て
は
A
の
名
子
で
あ
っ
た
も
の
が

B
の
名

子
に
な
っ
た
事
例
も
い
く
つ
か
記
述
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
‘
名
子
の
名
子

た
る
ゆ
え
ん
が
、
田
畑
の
貸
借
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
屋
敷
地

の
貸
借
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
屋
敷
地
を
借
り
ず
に
田

畑
だ
け
を
借
り
て
い
る
一
般
小
作
の
も
の
は
‘
作
子
（
さ
く
ご
）
と

よ
ば
れ
て
、
名
子
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

名
子
小
作
の
特
徴
は
‘
抱
主
か
ら
屋
敷
地
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て

従
属
的
身
分
に
な
っ
た
も
の
か
、
そ
の
抱
主
か
ら
「
扶
養
」
の
目
的

で
貸
与
さ
れ
た
耕
地
を
小
作
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
‘

屋
敷
地
の
「
貸
借
関
係
」
の
ば
あ
い
も
‘
抱
主
に
よ
る
家
産
制
的
な

「
扶
養
」
を
目
的
と
し
た
貸
与
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
近
代
的
な
も

の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
実
を
、
「
近
世
初
期
の
本
百
姓
は
‘
検
地

帳
に
屋
敷
地
を
登
録
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
前
述
の
言
葉

を
重
ね
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
本
百
姓
身
分
や
従
属
農
民
身
分
に
と
っ

て
「
屋
敷
地
」
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
、
有
賀
氏
は
‘
こ
う
し
た
事
実
を
石
神
村

の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
記
述
し
な
が
ら
も
‘
「
屋
敷
地
」
が
も
っ
て
い
る

決
定
的
な
意
味
を
、
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
‘
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
か
ら
四
年
後
に
出

版
さ
れ
た
有
賀
氏
の
大
著
『
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
(
-
九

四
三
年
）
で
は
‘
名
子
の
成
立
所
因
に
つ
い
て
、
二
四
五
頁
に
わ
た

っ
て
く
わ
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
所
因
と
し
て
論
述
さ
れ
て

い
る
の
は
‘

m血
縁
分
家
に
よ
る
も
の
、
③
主
従
関
係
に
よ
る
も
の
、

③
土
地
家
屋
の
質
流
れ
永
代
売
に
よ
る
も
の
、
④
飢
饉
に
際
し
て
の

救
済
に
よ
る
も
の
の
四
つ
の
分
類
的
記
述
が
し
め
す
よ
う
に
、
名
子

身
分
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
く
契
機
を
記
述
し
た
に
す
ぎ
ず
、
名
子
の

名
子
た
る
ゆ
え
ん
や
、
「
屋
敷
地
」
の
問
題
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
同
氏
の
他
の
著
作
に
お
い
て
も
同
様
で
、
有
賀
氏
が
、

名
子
身
分
の
従
属
性
と
「
屋
敷
地
」
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
は
ら

っ
た
と
思
わ
れ
る
論
述
を
み
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

で
は
‘
な
ぜ
、
有
賀
氏
は
‘
み
ず
か
ら
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
記
述
し
た

こ
の
「
屋
敷
地
」
の
問
題
に
関
心
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と

つ
は
‘
有
賀
氏
が
疇
家
や
同
族
団
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
ゆ
く
動
機
が
、

小
作
制
度
の
初
源
的
な
形
態
（
民
俗
学
で
い
う
「
原
型
」
な
い
し
「
原

像
」
）
の
解
明
に
あ
り
、
名
子
制
度
に
つ
い
て
も
、
そ
の
制
度
の
本

質
の
究
明
よ
り
は
‘
む
し
ろ
名
子
小
作
そ
の
も
の
に
関
心
が
む
け
ら

2
 



れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
‘
有
賀
氏
が
、
家

や
同
族
団
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
ゆ
く
ば
あ
い
の
視
野
構
造
（
フ
レ
ー

ム
・
オ
ブ
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
）
が
、
柳
田
民
俗
学
か
ら
継
承
し
た
「
生

活
」
の
概
念
を
基
軸
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
‘
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
‘
分
離
し
た
も
の
で
な
く
、
有
賀

氏
の
理
論
の
な
か
で
緊
密
に
結
び
あ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
‘
小

作
の
原
義
は
「
子
作
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
有
賀
氏
は
小
作
制

度
の
原
型
と
し
て
の
名
子
小
作
が
、
本
家
と
分
家
と
の
同
族
関
係
の

な
か
で
、
本
家
地
主
I
I
親
方
の
扶
持
・
扶
養
の
意
味
に
も
と
づ
く
恩

恵
と
、
分
家
小
作
人
1

1

子
方
の
奉
仕
の
意
味
を
も
っ
た
生
活
の
相
互

依
存
関
係
1

1

ス
ケ
ア
イ
1

1

相
互
給
付
関
係
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を

も
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
賀
氏
に
と

っ
て
、
家
や
同
族
団
と
は
‘
な
に
よ
り
も
‘
「
生
活
依
存
関
係
」
で

あ
り
、
そ
の
な
か
に
お
け
る
「
親
方
・
子
方
」
の
主
従
関
係
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
名
子
小
作
と
は
‘
こ
う
し
た
意
味
で
の
同
族
関
係

の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
民
族
の

文
化
的
特
質
を
、
か
れ
の
い
う
「
生
活
連
関
」
や
「
生
活
組
織
」
の

観
点
か
ら
‘
換
言
す
れ
ば
「
杜
会
関
係
」
の
観
点
か
ら
と
ら
え
、
そ

れ
が
「
同
族
関
係
」
1

1

「
親
方
・
子
方
関
係
」
に
あ
る
と
い
う
有
賀
氏

に
あ
っ
て
は
‘
こ
の
名
子
小
作
も
ま
た
日
本
民
族
の
文
化
的
特
質
を

典
型
的
に
し
め
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
有
賀
氏
の
石
神
村
調
査
で
は
‘
名
子
関
係
を
、
家
的

な
い
し
同
族
関
係
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
明
確
に
と
ら
え

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
石
神
の
隣
村
の
三
軒
の
別
家

格
名
子
に
つ
い
て
、
有
賀
氏
は
‘
「
借
金
の
返
済
が
で
き
ず
屋
敷
と

耕
地
と
を
大
屋
に
入
れ
て
、
カ
マ
ド
ワ
ケ
（
分
家
）
に
し
て
く
れ
と

(
2
)
 

い
う
の
で
名
子
に
な
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
す
る

と
‘
こ
の
ば
あ
い
の
「
分
家
」
は
‘
大
屋
の
召
使
と
な
っ
て
の
ち
に

「
奉
公
人
分
家
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
名
子
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
分
家
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
有
賀
氏
が
‘
「
分

家
」
と
し
て
積
極
的
に
み
と
め
て
い
る
の
は
‘
む
し
ろ
‘
子
ど
も
の

頃
か
ら
大
屋
の
召
使
と
し
て
大
屋
の
家
族
と
同
居
し
、
大
屋
の
「
世

帯
」
の
な
か
で
「
生
活
」
を
と
も
に
し
て
い
た
も
の
が
、
一
定
の
年

齢
に
達
し
て
、
大
屋
の
名
子
と
し
て
「
世
帯
」
を
も
た
せ
て
も
ら
っ

た
も
の
、
つ
ま
り
、
石
神
村
で
の
言
語
表
現
で
す
れ
ば
、
大
屋
が
「
エ

ー
（
家
）
ヲ
モ
タ
セ
タ
」
奉
公
人
分
家
に
か
ぎ
っ
て
、
有
賀
氏
は
「
分

家
名
子
」
と
よ
び
、
そ
れ
を
「
屋
敷
名
子
」
と
区
別
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
有
賀
氏
の
こ
の
区
別
が
、
「
分
家
名
子
」
も
「
屋

敷
名
子
」
も
‘
と
も
に
大
屋
と
同
族
関
係
に
あ
る
と
み
と
め
た
う
え

で
、
な
お
大
屋
と
の
親
疎
の
段
階
的
な
区
別
と
し
て
た
て
ら
れ
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
「
分
家
名
子
」
と
よ
ん
だ
も
の
だ
け
に
つ
い
て
有

賀
氏
は
同
族
関
係
を
み
と
め
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
が
、
有
賀
氏
の
記
述
の
し
か
た
か
ら
す
る
と
、
家
や
同
族
関

係
に
と
っ
て
は
‘
「
名
子
関
係
」
そ
の
も
の
よ
り
は
‘
む
し
ろ
、
子

ど
も
の
頃
か
ら
大
屋
の
召
使
（
奉
公
人
）
で
あ
っ
た
と
い
う
「
生
活

関
係
」
に
お
け
る
緊
密
さ
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
う

け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
有
賀
氏
の
理
解
が
う
ま
れ
て
く
る
の
は
、
前
述
の
よ
う

3
 



に
、
家
や
同
族
団
を
、
「
生
活
」
や
「
生
活
依
存
関
係
」
と
し
て
と

ら
え
る
有
賀
氏
の
視
野
構
造
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
当
然
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
現
実
に
は
‘
前
述
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
奉

公
人
分
家
で
は
な
く
‘
借
金
の
返
済
が
で
き
ず
に
屋
敷
と
耕
地
と
を

大
屋
に
入
れ
て
、
カ
マ
ド
ワ
ケ
（
分
家
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
‘

奉
公
人
分
家
の
み
が
分
家
と
し
て
の
要
件
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
‘

た
と
え
奉
公
人
分
家
で
あ
っ
て
も
‘
「
名
子
ヌ
ケ
」
す
る
と
大
屋
の

分
家
で
は
な
く
な
る
し
、
さ
ら
に
分
家
名
子
と
し
て
貸
与
さ
れ
る
屋

敷
地
が
、
他
人
の
手
に
渡
る
と
大
屋
の
分
家
名
子
で
も
な
く
な
る
よ

う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ば
あ
い
の
同
族
関
係
と
し
て
の
成
立
基
盤
は
‘

「
名
子
関
係
」
に
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
「
名
子
関
係
」
そ
の
も
の
が
、
家
や
同
族
関
係
の
性
格
を
も
っ

て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
名
子

関
係
が
、
「
屋
敷
地
」
の
貸
与
を
媒
介
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
‘
「
屋
敷
地
」
そ
の
も
の
が
、
「
家
株
」
と
し
て
、
家

的
な
い
し
同
族
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
の
理
解
を
欠
く
な
ら
ば
‘
な
ぜ
に
非
親
族
の
名
子
が
、
抱
主
の
家

成
員
や
同
族
団
の
構
成
員
に
な
り
う
る
の
か
を
明
確
に
理
解
し
説
明

し
え
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
か
っ
て
、
私
は
‘
有
賀
氏
の
よ
う
に
、
「
生
活
」
や
「
生
活

依
存
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
家
や
同
族
関
係
を
分
析

し
説
明
す
る
の
は
‘
不
適
切
と
い
わ
な
い
ま
で
も
不
十
分
で
あ
る
と

思
つ
。
な
ぜ
な
ら
‘
「
生
活
」
や
「
生
活
依
存
」
と
い
う
の
は
‘
き

わ
め
て
包
括
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
生
活
上
の
諸
側
面

や
諸
分
野
の
相
互
関
連
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
た
め
に
は

有
用
な
概
念
で
は
あ
る
か
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
包
括
的
な
概
念
の

ま
ま
で
は
、
家
や
同
族
関
係
を
な
り
た
た
し
て
い
る
特
定
の
契
機
や

関
係
を
的
確
に
と
ら
え
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
い
え

ば
‘
「
生
活
依
存
関
係
」
か
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
す
べ
て

が
家
的
関
係
や
同
族
関
係
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
‘

本
家
・
分
家
の
同
族
関
係
と
は
区
別
さ
れ
る
親
方
子
方
関
係
が
存
在

す
る
し
、
さ
ら
に
こ
の
両
者
の
範
疇
に
も
は
い
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

生
活
依
存
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
や
同
族

団
の
理
論
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
‘
「
生
活
」
や
「
生
活
依
存
関

係
」
、
あ
る
い
は
「
生
活
組
織
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
な
か
か
ら
‘

家
や
同
族
団
を
構
成
す
る
「
特
定
」
の
生
活
依
存
関
係
や
生
活
関
係

の
契
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
同
族
関
係
と
‘
狭
義
の
親
方
子
方
関
係
を
明
確

に
区
別
し
て
概
念
化
し
よ
う
と
し
た
喜
多
野
清
一
氏
の
意
図
と
努
力

を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
喜
多
野
氏
は
‘

こ
の
意
図
の
も
と
に
‘
晩
年
の
著
作
の
な
か
で
は
‘
「
屋
敷
地
」
の

問
題
に
も
積
極
的
な
関
心
を
し
め
し
、
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
「
家
株
」
と
し
て
も
っ
て
い
る
意
味
を
的
確
に
理
解
す
る
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
‘
こ
の
二
つ
の
社
会
関
係
の
差
異

を
明
確
に
概
念
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

石
神
村
の
名
子
制
度
を
も
ふ
く
め
て
‘
ひ
ろ
く
近
世
初
期
の
本
百

姓
体
制
の
も
と
で
は
‘
「
屋
敷
地
」
は
「
家
株
」
と
し
て
の
意
味
を

も
ち
‘
し
た
が
っ
て
、
「
屋
敷
地
」
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
‘

4
 



自
己
の
独
立
し
た
「
家
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
初
期

本
百
姓
身
分
た
る
の
資
格
が
、
「
屋
敷
地
」
の
所
有
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
‘
と
り
も
な
お
さ
ず
‘
自
己
の
自
立
し
た
「
家
」
を
も
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
身
分
」
と
「
家
」
と
は
‘
「
屋

敷
地
」
を
媒
介
に
し
て
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
屋
敷
地
」
1
1

「
家
」
を
所
有
す
る
も
の
が
、
初
期
本
百
姓
体

制
の
も
と
で
は
‘
村
落
内
に
お
い
て
‘
夫
役
や
宮
座
や
村
内
諸
役
に

つ
い
て
種
々
の
権
利
義
務
を
負
う
て
い
た
こ
と
は
‘
日
本
近
世
史
の

研
究
諸
論
文
に
し
め
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
逆
に
、
自
己
の

「
屋
敷
地
」
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
自
立
し
た

「
家
」
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
屋
敷
地
」
を
所

有
し
て
い
る
抱
主
の
「
家
成
員
」
と
し
て
従
属
的
に
く
み
こ
ま
れ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
こ
に
、
「
従
属
農
民
身
分
」
と
し
て
の
名
子
の
名

子
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
り
、
ま
た
、
非
親
族
の
名
子
が
‘
抱
主
の
「
家

成
員
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
同
族
団
」
の
構
成
員
と
な
り
う
る
根

拠
か
あ
る
。
そ
れ
を
裏
返
し
て
い
え
ば
‘
み
ず
か
ら
の
「
屋
敷
地
」

を
取
得
し
所
有
し
た
も
の
は
、
名
子
と
い
う
従
属
的
身
分
か
ら
解
放

さ
れ
、
た
と
え
田
畑
等
の
耕
地
に
つ
い
て
の
貸
借
関
係
を
も
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
ま
た
、
小
作
関
係
に
ま
つ
わ
る
生
活
依
存
の
関
係
を

も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
者
の
「
家
成
員
」
と
し
て
従
属
的
に
く

み
こ
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
有
賀
氏
が
、
近
世
初
期
の
従
属
農
民
の

制
度
を
強
固
に
残
存
せ
し
め
て
い
た
石
神
村
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
い

て
、
そ
の
同
族
関
係
の
把
握
に
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
る
の
も
‘

ま
た
、
喜
多
野
氏
が
、
同
族
関
係
と
親
方
子
方
関
係
の
区
別
を
意
図

し
な
が
ら
も
、
そ
の
明
確
な
概
念
化
に
成
功
し
な
か
っ
た
の
も
、
そ

の
原
因
は
‘
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
近
世
初
期
の
本
百
姓
体
制
の
も
と
で

は
‘
「
屋
敷
地
」
が
「
家
株
」
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と

の
理
解
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。し

か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
‘
有
賀
‘
喜
多
野
氏
が
、
社
会
学
の

分
野
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
日
本
近
世
史
の
研
究
分
野
で
も
‘

ま
だ
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し

た
理
解
の
た
め
に
は
‘
有
賀
氏
の
石
神
村
調
査
が
‘
貴
重
な
論
証
の

根
拠
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
日
本
近
世
史
家
の
諸
論
文
に
は
‘

有
賀
氏
の

r
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
』
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら

引
用
を
し
て
い
る
も
の
は
多
く
あ
っ
て
も
、
石
神
村
調
査
に
注
目
し

て
い
る
も
の
は
ご
く
稀
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
こ
の
調
査
に
注

目
し
て
も
、
名
子
小
作
の
実
情
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
「
屋
敷
地
」
を
媒
介
に
し
て
な
り
立
つ
名
子
関
係
や
、
名
子
制

度
の
も
つ
家
的
な
い
し
同
族
的
関
係
に
注
目
し
て
い
る
論
文
は
‘
私

は
寡
聞
に
し
て
出
逢
っ
た
こ
と
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
私
が
、
有
賀
氏
の
石
神
村
調
査
か
ら
「
屋
敷
地
」

が
「
家
」
や
「
家
株
」
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
仮
説
を
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
日
本
近
世
史
の
諸

研
究
か
ら
で
は
な
く
‘
む
し
ろ
、
日
本
中
世
史
の
研
究
、
な
か
ん
ず

v
、
戸
田
芳
実
氏
の
著
作
と
、
「
在
家
」
に
関
す
る
諸
研
究
か
ら
で

あ
っ
た
。
私
は
‘
そ
れ
ら
の
諸
研
究
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘

「
屋
敷
地
」
の
も
つ
上
述
の
よ
う
な
意
味
が
、
た
ん
に
近
世
初
期
だ

5
 



け
の
も
の
で
は
な
く
‘
じ
つ
は
‘
古
代
史
の
な
か
に
そ
の
発
端
を
も

ち
、
中
世
を
と
お
し
て
展
開
し
て
き
た
も
の
の
残
存
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
‘
日
本
中
世
史
の
研
究
水
準
の

前
進
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
有
賀
‘
喜
多
野
両
氏
が
、
そ

の
理
解
に
い
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
‘
戦
前
の
日
本
史
研
究
の
水
準

か
ら
い
え
ば
‘
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し

か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
社
会
学
に
お
け
る
家
や
同
族
団
研
究
が
、

な
が
い
歴
史
的
伝
統
を
も
つ
研
究
対
象
を
あ
つ
か
い
な
が
ら
、
一
般

に
そ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
は
‘
諸
事
象

の
も
つ
「
意
味
理
解
」
に
つ
い
て
も
的
確
な
「
理
解
」
や
「
解
釈
」

を
欠
く
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
‘
今
後
の
研
究
の
前
進
に
と
っ
て
再

考
さ
る
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
「
屋
敷
地
」
と
名
子
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
は
‘
こ
こ

で
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
、
第
二
節
で
く
わ
し
く
述
べ
た
い
と

思
う
し
、
ま
た
、
古
代
か
ら
中
世
に
お
け
る
「
屋
敷
地
」
の
問
題
は
‘

第
三
節
以
下
で
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

た
ち
い
ら
な
い
が
、
「
屋
敷
地
」
の
問
題
が
、
古
代
史
の
な
か
に
発

端
を
も
ち
、
同
時
に
そ
れ
が
、
土
地
の
「
私
的
所
有
」
の
始
源
的
形

態
の
問
題
と
し
て
、
未
開
社
会
や
発
展
途
上
国
の
社
会
人
類
学
的
研

究
を
も
ふ
く
め
て
、
ひ
ろ
く
「
世
界
史
」
的
視
野
に
お
い
て
今
後
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
問
題
が
、

農
民
の
家
や
同
族
団
ば
か
り
で
な
く
、
商
家
の
研
究
に
も
か
か
わ
り
、

屋
敷
神
の
信
仰
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
信
仰
の
宗
教
社
会
学
的
研
究

や
、
さ
ら
に
は
沖
縄
等
の
人
類
学
的
・
民
俗
学
的
調
査
な
ど
、
か
な

り
広
範
囲
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
‘
こ
こ
で
簡
単
に
指

摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
古
代
律
令
制
の
も
と
に
お
い
て
も
‘
「
宅
地
」
（
家
地
）

と
、
そ
の
周
辺
の
園
地
と
が
、
つ
よ
い
私
有
権
を
も
っ
た
土
地
で
あ

(
4
)
 

っ
た
こ
と
は
‘
は
や
く
か
ら
中
田
薫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
の
を

(
5
)

（

6
)
 

は
じ
め
、
戦
前
に
お
い
て
も
石
母
田
正
氏
や
清
水
三
男
氏
等
に
よ
っ

て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
宅
地
」
の
私
的
所
有
は
‘
律

令
制
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
石
母
田

(
7
)
 

氏
の
い
う
よ
う
に
、
大
化
以
前
に
お
い
て
す
で
に
強
固
な
私
有
財
産

と
し
て
家
族
の
基
本
的
財
産
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
し
て
、
永
原
慶
二
氏
は
‘
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
園
宅
地
が
私
的

所
有
形
成
の
最
初
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
は
‘
人
類
史
に
普
遍
的
な
法

則
性
と
い
っ
て
差
支
え
な
く
、
日
本
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な

(
8
)
 

か
っ
た
」
と
い
い
切
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
普
遍
的
」
で
あ
る
か
ど

う
か
は
‘
た
と
え
ば
‘
中
国
の
ば
あ
い
、
仁
井
田
陸
氏
の
『
唐
令
拾

遺
』
や
『
中
国
法
制
史
研
究
』
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
中
国
古
代
史

の
諸
論
文
を
み
た
か
ぎ
り
で
は
‘
土
地
私
有
の
始
源
が
屋
敷
地
に
あ

っ
た
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
も
の
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
ぎ

な
い
の
で
、
そ
の
断
言
は
い
ま
の
と
こ
ろ
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

し
か
し
論
理
的
に
考
え
て
‘
宅
地
と
そ
の
周
辺
の
屋
敷
地
と
が
、
土

地
私
有
の
始
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
私
的
所
有
の
主
体
た
る
社
会
集
団
が
、
た
と
え
ば
母
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系
的
集
団
で
あ
っ
た
か
父
系
的
集
団
で
あ
っ
た
か
と
い
う
集
団
の
性

格
や
、
そ
の
親
族
集
団
の
範
囲
に
つ
い
て
は
‘
そ
れ
ぞ
れ
の
実
証
的

研
究
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
未
開
社
会
や
発
展
途
上

国
の
人
類
学
的
調
査
に
お
い
て
も
‘
こ
の
「
屋
敷
地
」
の
私
的
所
有

(
9
)
 

に
注
目
し
た
い
く
つ
か
の
実
証
研
究
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ

と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
は
‘
大
塚
久
雄
氏
の
『
共
同
体
の
基

礎
理
論
』
(
-
九
五
五
年
）
に
お
い
て
、
「
宅
地
」

(
H
o
f
)
と
、
そ
の

周
辺
の
「
庭
畑
地
」

(Wurt,Gartenland)
と
を
ふ
く
め
た
「
ヘ

レ
デ
ィ
ウ
ム
」

(heredium)
と
が
、
土
地
の
私
的
所
有
の
始
源

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
松
本
新
八

郎
氏
の
『
中
世
社
会
の
研
究
』
(
-
九
五
六
年
）
で
は
‘
日
本
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
「
宅
地
」
の
問
題
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
宅
地
お
よ
び
家
屋
と
園
地
と
が
、
大
化
前
代
よ
り
私
有
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
、
田
令
が
、
『
戸
内
之
口
、
不
論
多
少
』
『
随
地
多
少
均

令
』
し
た
と
い
う
か
ら
、
私
有
財
産
の
原
初
的
形
態
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
‘
宅
地
園
地
の
私
有
は
必
ず
し
も
世
帯
共
同
体

的
土
地
分
配
の
観
念
と
は
矛
盾
し
な
い
。
古
代
独
逸
に
お
い
て
も
‘
宅

地
と
園
地
と
は
‘
そ
の
所
有
者
（
世
帯
共
同
体
）
か
、
こ
れ
を
も
っ
て

耕
地
の
班
給
を
受
け
る
権
利
の
象
徴
と
し
て
い
た
こ
と
か
知
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
さ
い
宅
地
と
そ
れ
に
附
随
す
る
園
地
と
は
村
落
の
構
成

貝
た
る
こ
と
を
表
示
す
る
と
い
う
観
念
の
も
と
に
所
有
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
中
世
に
は
‘
家
宅
園
地
を
獲
得
す
る
こ
と
か
、
そ
れ

に
伴
う
耕
地
の
獲
得
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
」
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
古
代
律
令
制
の
も
と
で
も
‘
「
宅
地
」
か

つ
よ
い
私
有
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
拠
点
に
し
て
中
世
の
土
地
私

有
制
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
は
‘
清
水
三
男
氏
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
中
世
的
土
地
私
有
と
領
主

的
支
配
の
形
成
を
論
じ
た
の
か
、
戸
田
芳
実
氏
の
『
日
本
領
主
制
成

立
史
の
研
究
』
(
-
九
六
七
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
戸
田
氏
は
‘
中

世
の
土
地
私
有
が
、
古
代
か
ら
つ
よ
い
私
有
権
を
も
つ
「
宅
」
1

1

「屋

敷
地
」
を
拠
点
に
し
て
、
そ
の
延
長
・
拡
大
の
論
理
の
も
と
に
展
開

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
‘
領
主
的
な
経
営
や
農
民
支

配
も
ま
た
‘
「
宅
」
1

1

「
屋
敷
地
」
を
媒
介
に
し
て
な
さ
れ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
で
い
る
点
で
、
中
世
社
会
形
成
の
な
か
で
「
屋
敷
地
」

か
も
つ
意
味
の
重
要
さ
を
し
る
う
え
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
著
書

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
戸
田
氏
の
業
績
を
あ
わ
せ
て
‘
畿
内
周
辺

で
は
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
東
国
等
の
辺
境
地

帯
で
は
十
三
•
四
世
紀
以
後
に
莫
大
な
史
料
が
出
現
し
て
く
る
「
在

家
」
に
つ
い
て
の
永
原
慶
二
氏
を
は
じ
め
と
す
る
石
母
田
正
氏
、
豊

(14) 

田
武
氏
、
誉
田
慶
恩
氏
ら
の
一
連
の
研
究
業
績
に
よ
っ
て
、
中
世
社

会
に
お
け
る
「
屋
敷
地
」
の
意
味
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
え
る
と
思
わ

れ
る
。
「
在
家
」
と
は
‘
一
言
に
し
て
い
え
ば
‘
係
役
労
働
や
畠
作

生
産
物
に
た
い
す
る
賦
課
か
か
け
ら
れ
て
い
る
農
民
の
「
屋
敷
地
」

の
こ
と
で
あ
る
が
、
領
主
の
支
配
I
I
収
取
は
‘
こ
の
「
屋
敷
地
」
を

媒
介
に
し
て
「
家
」
を
単
位
と
す
る
人
間
支
配
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
前
述
の
よ
う
な
、
近
世
初
期
の
「
屋
敷
地
」
の
問
題
は
‘
こ
の

中
世
的
論
理
と
、
そ
の
展
開
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
第
三
節
以
下
で
と
り
あ
げ
た
い
。

7
 



こ
う
し
た
「
屋
敷
地
」
を
め
ぐ
る
身
分
と
家
の
問
題
は
‘
商
家
の

研
究
や
、
各
種
の
民
俗
学
・
人
類
学
調
査
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
大
竹
秀
男
氏
、
玉
城
肇
氏
、
小
野
武
雄
氏
ら
の
著
作

に
み
る
よ
う
に
、
ほ
ん
ら
い
‘
「
町
人
」
と
は
‘
「
町
屋
敷
」
の
所

有
者
の
み
を
さ
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
ひ
ろ
く
商
業
の
従
事
者

を
総
称
す
る
「
商
人
」
と
は
区
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
屋
敷

地
」
を
所
有
す
る
町
人
が
、
町
内
の
行
政
・
祭
礼
・
年
中
行
事
に
責

任
と
発
言
権
を
も
ち
、
町
入
用
を
負
担
し
、
各
種
公
役
を
勤
仕
し
た

こ
と
は
‘
近
世
初
期
の
本
百
姓
身
分
と
同
様
で
、
こ
こ
で
も
‘
「
屋

敷
地
」
が
、
家
、
身
分
、
お
よ
び
相
続
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
俗
学
的
調
査
の
分
野
で
は
‘
た
と
え
ば
、
宮
本
常
一
氏
は
「
五

島
列
島
の
産
業
と
社
会
の
歴
史
的
展
開
」
（
一
九
五
二
年
）
の
な
か
で
、

旧
幕
時
代
の
日
之
島
の
代
官
入
江
家
の
構
成
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
に
包

摂
さ
れ
て
い
た
下
人
身
分
の
も
の
に
は
‘
年
切
‘
譜
代
、
我
隙
、
生

涯
、
当
季
、
町
人
方
来
、
カ
マ
百
姓
方
来
等
各
種
の
名
称
を
も
つ
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
下
人
身
分
の
も
の
が
、
い
ず
れ
も
独
立
し
た
屋

敷
を
も
た
ず
、
主
人
入
江
氏
か
ら
家
屋
敷
を
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
属
的
身
分
で
あ
る
こ
と
は
‘
「
自

分
自
身
の
屋
敷
を
持
た
ぬ
点
で
あ
っ
た
。
方
来
が
屋
敷
を
持
て
ば
独

立
し
た
本
前
の
百
姓
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
方
来
の
属
す

(18) 

る
主
人
は
他
地
方
の
ヌ
レ
ワ
ラ
ジ
オ
ヤ
に
あ
た
る
」
。
こ
の
引
用
文

中
の
「
方
来
」
と
い
う
の
は
、
他
地
方
か
ら
の
渡
来
人
（
ワ
ラ
ジ
ヌ

ギ
）
の
こ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
お
な
じ
日
之
島
に
は
‘
居
付
と
称

す
る
下
人
が
お
り
、
こ
れ
は
「
旧
家
（
多
く
は
武
士
）
の
私
有
地
を

ひ
ら
い
て
小
作
百
姓
と
な
っ
た
も
の
で
、
年
貢
は
き
わ
め
て
や
す
か

っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
主
家
へ
労
力
奉
仕
を
し
た
」
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
居
付
が
下
人
身
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
宮
本

氏
は
‘
か
れ
ら
が
「
屋
敷
を
も
た
ぬ
故
に
、
本
前
た
る
資
格
は
持
た

な
か
っ
た
。
本
前
で
あ
る
た
め
に
は
自
ら
屋
敷
を
も
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
宮
本
氏
の
論
文
「
松
浦
文
化
・
経
済
史
」
(
-
九
五
四
年
）

(20) 

で
は
‘
城
下
町
平
戸
村
の
武
家
屋
敷
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
さ

ら
に
、
「
岡
山
県
御
津
郡
加
茂
川
町
円
城
の
祭
祀
組
織
」
(
-
九
五

四
年
）
で
は
‘
屋
敷
名
の
な
か
に
中
世
的
な
人
名
が
多
く
残
存
し
て

い
る
の
に
注
目
し
て
、
「
そ
れ
が
も
と
は
単
な
る
屋
敷
名
で
は
な
く

て
、
や
は
り
名
田
の
名
で
あ
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
ら
し
い
…
…
。

と
こ
ろ
が
、
古
い
名
主
の
家
が
ほ
ろ
ぴ
、
新
し
い
名
主
は
同
じ
姓
を

名
乗
る
た
め
に
、
家
々
を
よ
ぶ
と
き
‘
一
般
に
は
屋
敷
名
で
よ
ぶ
。

ど
こ
の
家
に
も
屋
敷
名
が
あ
り
‘
（
耕
地
と
家
を
持
っ
て
お
れ
ば
）

そ
の
た
め
に
名
主
の
交
代
と
家
の
勢
力
の
喪
失
か
ら
ミ
ョ
ウ
の
名
が

(21) 

屋
敷
名
に
な
っ
て
ゆ
く
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
‘
名
田
の
名
と

屋
敷
名
と
の
つ
な
が
り
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
こ
の
円
城
村
の
同
族
団
（
株
な
い
し
株
内
）
に
つ
い
て
、

宮
本
氏
は
‘
「
も
と
株
を
構
成
す
る
こ
と
の
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
の
は

苗
字
の
あ
る
者
の
み
で
あ
っ
た
」
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
、
「
江
戸

時
代
の
終
り
ま
で
は
株
に
属
す
る
家
と
、
属
さ
な
い
家
が
あ
っ
た
」

8
 



(22) 

が
、
「
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
、
他
の
箇

所
で
、
宮
本
氏
は
‘
絶
家
株
を
つ
ぐ
と
い
う
の
は
‘
「
普
通
そ
の
屋

敷
お
よ
ぴ
財
産
を
つ
ぐ
こ
と
だ
」
と
い
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
同

族
団
（
株
•
株
内
）
の
初
源
的
形
態
が
、
近
世
初
期
本
百
姓
の
「
屋

敷
地
」
1
1

「
家
株
」
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

同
様
の
こ
と
は
‘
京
都
府
丹
波
地
方
の
同
族
団
（
株
な
い
し
株
内
）

の
歴
史
分
析
を
お
こ
な
っ
た
木
下
礼
次
氏
の
論
文
「
近
世
百
姓
株
の

成
立
と
展
開
」

(

r

社
会
経
済
史
学
』
二
九
巻
四
ー
五
号
‘
一
九
六
四
年
）

の
な
か
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
木
下
氏
は
‘
株
内
と
い

う
同
族
団
が
形
成
さ
れ
る
の
は
‘
寛
文
—
寛
政
期
の
一
般
本
百
姓
の

分
立
•
成
立
期
で
あ
る
が
、
こ
の
株
内
は
、
初
期
本
百
姓
の
株
役
を

継
承
•
分
有
し
て
い
る
血
縁
分
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
株
役
」
と
は
‘
正
租
、
五
里
米
の

ほ
か
江
戸
夫
・
京
夫
等
の
夫
役
の
ほ
か
桑
役
、
山
役
等
の
諸
役
を
さ

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
役
は
、
お
そ
ら
く
「
屋
敷
地
」
1
1

「家

株
」
を
中
核
に
し
た
田
畑
の
結
合
を
単
位
に
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
「
屋
敷
地
」
を
基
盤
と
し
た
初
期
本

百
姓
体
制
が
分
解
し
な
が
ら
も
、
な
お
「
株
内
」
と
し
て
中
期
以
降

の
一
般
本
百
姓
体
制
の
な
か
に
継
承
再
編
成
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
は
‘

近
世
初
期
に
「
養
立
」
や
「
地
下
」
の
従
属
身
分
の
も
の
は
株
を
構

成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
岡
山
県
円
城
村
の
ば
あ
い
も
‘

同
様
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て

「
屋
敷
地
」
に
か
か
わ
る
民
俗
学
的
研
究
の
も
う
ひ
と
つ

の
分
野
と
し
て
、
「
屋
敷
神
」
の
研
究
を
あ
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
農
村
社
会
学
者
鈴
木
栄
太

郎
氏
の
「
屋
敷
神
考
」
(
-
九
三
五
年
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
柳
田
国

(

2

4

)

(

2

5

)

 

男
氏
や
和
歌
森
太
郎
氏
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
‘

直
江
広
治
氏
の
『
屋
敷
神
の
研
究
』
(
-
九
六
六
年
）
で
あ
ろ
う
。
こ

の
直
江
氏
の
著
書
は
‘
北
は
岩
手
県
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
に
至
る
ほ

と
ん
ど
日
本
全
土
に
わ
た
る
屋
敷
神
信
仰
の
各
種
形
態
の
諸
事
例
が

豊
富
に
蒐
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
信
仰
の
社
会
的
基
盤
を
な

す
屋
敷
地
や
門
の
構
成
と
呼
称
や
慣
習
の
諸
事
例
を
多
く
あ
げ
て
い

る
た
め
に
、
「
屋
敷
地
」
の
考
察
に
と
っ
て
も
重
要
な
研
究
と
な
っ

て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
主
な
点
だ
け
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
と
‘

第
一
に
、
屋
敷
神
信
仰
は
‘
①
部
落
内
の
ほ
と
ん
ど
各
戸
に
屋
敷
神

が
祀
ら
れ
て
い
る
各
戸
屋
敷
神
の
形
態
、
②
部
落
内
の
旧
家
・
本
家

筋
の
家
に
か
ぎ
っ
て
屋
敷
神
が
存
在
す
る
本
家
屋
敷
神
の
形
態
‘
③

本
家
に
属
す
る
屋
敷
神
を
同
族
が
一
団
と
な
っ
て
祀
る
一
門
屋
敷
神

の
三
形
態
に
区
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、
各
戸
屋

敷
神
は
‘
比
較
的
文
化
の
進
ん
だ
平
野
部
に
多
く
、
本
家
屋
敷
神
や

一
門
屋
敷
神
は
山
間
部
に
多
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
‘
直
江
氏
も

い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
各
戸
屋
敷
神
よ
り
も
本
家
屋
敷
神
や
一
門
屋

敷
神
の
ほ
う
が
古
い
形
態
で
あ
り
、
同
族
結
合
の
解
体
に
と
も
な
っ

て
各
戸
で
屋
敷
神
を
祀
る
傾
向
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
文
化
の
進
ん
だ
平
野
部
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
方
が
そ

れ
だ
け
農
業
生
産
力
が
高
く
‘
し
た
が
っ
て
古
い
同
族
結
合
の
解
体

と
各
戸
の
自
立
化
の
度
合
が
つ
よ
い
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

，
 



つ
ま
り
、
各
戸
屋
敷
神
の
成
立
は
‘
そ
の
社
会
基
盤
で
あ
る
同
族
団

の
解
体
を
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
家
屋
敷
神
や
一
門
屋
敷
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
直
江
氏

は
、
本
家
頭
屋
制
が
ほ
ん
ら
い
の
形
態
で
、
同
族
輪
番
頭
屋
制
は
‘

本
家
の
没
落
‘
分
家
の
拾
頭
、
同
族
結
合
の
弛
緩
に
よ
っ
て
成
立
し

た
と
み
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
‘
私
は
た
だ
ち

に
賛
成
し
が
た
い
。
と
い
う
の
は
‘
拙
稿
「
同
族
団
の
初
源
的
形
態

と
二
つ
の
家
系
譜
」

(

r
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
九
ー
十
号
、
一
九
八
一

—
二
年
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
の
農
村
で
は
‘
均
分
相

続
が
か
な
り
広
範
囲
に
分
布
し
て
お
り
、
こ
の
相
続
形
態
の
も
と
で

は
‘
男
子
が
独
立
す
る
際
に
、
「
屋
敷
地
」
を
は
じ
め
田
畑
を
等
分

に
分
轄
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
と
に
‘
「
屋
敷
地
」
即
「
家
」

の
観
念
が
存
在
す
る
ば
あ
い
に
は
‘
「
分
家
」
と
は
‘
ま
ず
こ
の
「
屋

敷
地
」
の
分
轄
な
い
し
取
得
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

こ
う
し
た
男
子
均
分
相
続
の
ば
あ
い
は
‘
「
分
家
」
と
い
っ
て
も
‘

本
家
か
ら
分
立
す
る
と
い
う
よ
り
は
‘
「
家
ヲ
分
ケ
ル
」
と
い
う
意

味
で
、
同
族
団
内
部
の
各
戸
は
「
平
等
の
原
則
」
で
結
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
世
初
期
の
農
民
間
で
多
く
み
ら
れ
た
均

分
相
続
も
、
一
部
の
地
方
を
除
い
て
は
‘
中
期
以
降
、
長
男
単
独
相

続
や
長
男
不
均
等
相
続
に
移
行
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
、
本
家
・
分
家
関
係
が
上
下
関
係
的
に
編
成
さ
れ
た
も
の
が

多
く
な
っ
て
く
る
が

r

同
族
団
の
中
核
的
組
織
で
あ
る
親
族
分
家
の

結
合
に
つ
い
て
み
た
ば
あ
い
は
‘
そ
れ
ら
の
「
平
等
」
な
結
合
は
‘

か
な
ら
ず
し
も
同
族
結
合
の
弛
緩
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
‘
む

し
ろ
「
均
分
相
続
」
と
い
う
よ
り
古
い
相
続
形
態
の
表
現
で
あ
る
ば

あ
い
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
屋
敷
神
祭
祀
に
つ
い
て
も
、
そ
の
社

会
的
基
盤
の
反
映
と
し
て
、
同
族
輪
番
頭
屋
制
の
ほ
う
が
、
歴
史
的

に
み
て
古
い
形
態
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
同
族
結
合

の
本
質
が
、
有
賀
‘
喜
多
野
氏
ら
の
い
う
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し
も

一
義
的
に
本
家
・
分
家
の
上
下
•
主
従
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
も
か
か
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
家
屋
敷
神
や
一
門
屋
敷
神
か
ら
各
戸
屋
敷
神
へ
の

「
分
化
」
と
同
時
に
、
第
二
に
は
、
本
家
屋
敷
神
が
、
組
の
神
や
部

落
神
な
い
し
村
氏
神
に
昇
格
し
て
い
く
‘
い
わ
ば
「
拡
大
」
傾
向
が

あ
る
こ
と
を
直
江
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
主
要
な
原
因
に
つ
い

て
も
、
直
江
氏
は
‘
屋
敷
神
が
、
「
祟
り
」
の
観
念
を
つ
よ
く
も
っ

て
い
る
た
め
に
、
部
落
や
村
の
人
び
と
も
、
そ
の
祭
祀
に
参
加
し
て
‘

荒
ぶ
る
威
力
を
鎮
圧
し
、
逆
に
こ
れ
を
守
護
神
化
し
よ
う
と
す
る
意

図
が
は
た
ら
い
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

要
因
の
ほ
か
に
‘
た
と
え
ば
、
近
世
初
期
に
は
‘
郷
士
が
名
子
・
被

官
等
の
従
属
農
民
を
ひ
き
つ
れ
て
村
落
を
構
成
し
た
「
一
人
百
姓
村
」

の
よ
う
に
、
特
定
の
家
・
同
族
団
が
、
組
や
村
落
内
で
圧
倒
的
な
勢

力
を
も
っ
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
の
家
や
同
族
団
の
守
護
神
で
あ
る
屋

敷
神
が
、
組
や
村
落
の
氏
神
に
な
る
ば
あ
い
も
あ
り
、
そ
の
「
拡
大

化
」
の
要
因
に
つ
い
て
も
、
地
縁
組
織
に
お
け
る
特
定
の
家
や
同
族

団
の
も
つ
社
会
的
勢
力
の
あ
り
方
か
ら
み
て
い
く
宗
教
社
会
学
視
点

も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
三
に
、
こ
の
著
書
で
は
‘

屋
敷
と
、

そ
れ
に
関
連
す

10 



る
カ
ド
（
門
）
や
カ
イ
ト
（
垣
内
）
の
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ

う
な
実
態
を
含
意
し
て
い
る
か
、
そ
の
種
々
の
用
例
を
あ
げ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
前
掲
の
戸
田
芳
実
氏
の
著
書
と
照
し
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

現
在
の
こ
れ
ら
の
語
に
、
中
世
的
な
残
影
が
色
濃
く
の
こ
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
興
味
ぶ
か
い
。
い
ま
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
つ
い
て
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
し
て

お
き
た
い
の
は
‘
「
ヤ
シ
キ
」
と
い
う
語
が
、
同
族
集
団
の
居
住
区

域
な
い
し
は
同
族
組
織
を
さ
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
直
江
氏
は
‘
「
同
族
集
団
を

ヤ
シ
キ
と
呼
ぶ
方
が
、
よ
り
古
い
段
階
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
は
‘

古
代
に
お
け
る
屋
敷
の
原
型
が
、
「
広
い
屋
敷
構
え
の
中
に
、
主
屋

を
中
心
と
し
て
、
夫
婦
単
位
の
家
族
或
い
は
下
人
な
ど
が
、
幾
つ
か

の
小
屋
に
分
れ
住
む
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
分
散
式
大
家
族
と
も
言
う

(26) 

べ
き
形
態
で
あ
っ
た
」
と
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
居
住
形
態
は
、

前
掲
の
拙
稿
で
あ
げ
て
お
い
た
寛
文
三
年
(
-
六
六
三
年
）
の
長
野

県
南
佐
久
郡
小
海
町
旧
本
間
村
の
人
別
帳
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る

か
ら
、
近
世
初
期
の
段
階
に
お
い
て
も
、
こ
と
に
後
進
地
帯
を
中
心

に
か
な
り
広
範
囲
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
‘
こ
う
し
た

居
住
形
態
を
、
「
屋
敷
地
共
同
体
」
と
よ
ぴ
、
そ
れ
を
同
族
団
の
初

源
的
な
形
態
と
考
え
て
い
る
が
、
同
族
団
が
、
こ
と
に
後
進
地
帯
に

多
く
み
ら
れ
る
の
も
‘
こ
う
し
た
居
住
形
態
が
、
近
世
初
期
の
段
階

ま
で
多
く
残
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
著
書
で
は
‘
屋
敷
神
の
信
仰
が
、
そ
の
原
初
的

形
態
に
お
い
て
、
「
祖
霊
的
」
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
宗

教
学
的
分
析
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
重
要
な
こ
と

は
‘
「
屋
敷
地
」
が
、
そ
の
所
有
者
の
親
族
関
係
者
を
中
心
と
し
た

「
家
的
」
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
そ
の
守
護
神
と
し
て
の

屋
敷
神
が
「
棟
霊
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
の
で
あ
り
、
同
時
に
、

そ
の
ば
あ
い
の
「
家
」
が
、
一
般
に
近
世
中
期
以
降
に
「
分
化
」
し

「
自
立
化
」
を
つ
よ
め
て
く
る
個
別
の
家
で
は
な
く
‘
「
屋
敷
地
共

同
体
的
複
合
家
族
」
（
直
江
氏
の
い
う
「
分
散
式
大
家
族
」
）
そ
の

も
の
が
‘
ひ
と
つ
の
「
家
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

tt 

最
後
に
、
「
屋
敷
地
」
に
か
か
わ
る
民
俗
学
や
人
類
学
的
調
査
と

し
て
ぜ
ひ
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
‘
沖
縄
本
島
や
そ
の
周
辺
の
島

々
に
残
存
し
て
い
る
「
屋
敷
地
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
注

目
し
た
最
初
の
も
の
は
‘
お
そ
ら
く
河
村
只
雄
氏
の
『
続
南
方
文
化

の
探
究
』
(
-
九
四
二
年
）
で
あ
ろ
う
が
、
河
村
氏
は
‘
粟
国
島
の
調

査
で
、
「
不
在
屋
敷
」
が
多
く
存
在
し
、
そ
こ
に
、
か
れ
ら
が
生
命

を
か
け
て
も
重
ん
ず
る
大
事
な
位
牌
が
遺
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
。
そ
し
て
、
馬
渕
東
一
氏
は
‘
こ
の
問
題
提
起
を
も
ふ
く
め

て
、
波
照
間
島
の
社
会
構
造
を
、
家
筋
‘
血
筋
と
あ
わ
せ
て
「
屋
敷

筋
」
と
い
う
三
つ
の
社
会
関
係
の
系
譜
か
ら
分
析
す
る
視
角
を
提
起

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
屋
敷
筋
」
と
い
う
の
は
‘
「
他
の
氏
子
集

団
に
属
す
る
家
の
屋
敷
跡
に
移
り
住
ん
だ
場
合
、
自
己
の
家
筋
以
外

に
、
も
と
の
家
の
家
筋
を
い
わ
ば
背
負
い
こ
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

…
…
こ
れ
は
、
そ
の
ヤ
‘
ン
キ
を
通
じ
て
の
或
る
拝
所
に
対
す
る
負
担



や
奉
仕
義
務
の
”
相
続
＂
と
い
う
こ
と
で
あ
ふ
」
、
°
馬
渕
氏
は
、
こ

の
論
文
で
も
‘
「
屋
敷
」
は
‘
ほ
ん
ら
い
長
男
が
相
続
す
る
の
が
通

例
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
馬
渕
氏
が
、
こ
こ
で
重
視
し
て

い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
‘
氏
子
集
団
が
、
が
ん
ら
い
「
屋
敷
地
」
を

単
位
に
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
‘
「
屋
敷
地
」
が
も
っ
て
い

た
負
担
や
奉
仕
義
務
の
側
面
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

山
路
勝
彦
氏
の
二
つ
の
論
文
、
「
沖
縄
•
渡
名
喜
島
の
門
中
に
つ

い
て
の
予
傭
的
報
告
」

(

r

日
本
民
俗
学
会
報
』
五
四
号
、
一
九
六
七
年
）
、

「
〈
門
中
〉
と
〈
家
〉
に
関
す
る
覚
書
」

(

r

日
本
民
俗
学
』
七
八
号
、

一
九
七
一
年
）
で
も
、
こ
の
「
屋
敷
地
」
の
問
題
が
、
か
な
り
大
き
く

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
と
に
後
者
の
論
文
に
お
い
て
、
山
路

氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
家
屋
、
耕
地
、
屋
敷
地
な

ど
も
長
男
優
先
相
続
が
た
て
ま
え
に
な
っ
て
い
る
が
、
就
中
‘
屋
敷

地
の
相
続
に
は
注
目
し
て
お
い
て
も
よ
い
。
屋
敷
地
は
絶
対
に
父
系

子
孫
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
父
系
子
孫
な
き
ば
あ
い
は
‘

同
一
父
系
親
族
員
を
養
子
に
迎
え
、
こ
れ
に
相
続
さ
せ
る
が
、
こ
れ

さ
え
も
な
き
ば
あ
い
は
誰
も
相
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。
ま
た
屋
敷
地
の
売
買
は
禁
忌
と
さ
れ
て
い
て
、
他
人
が
買
取
っ

て
居
住
し
、
私
有
化
し
、
相
続
の
対
象
物
と
す
る
こ
と
も
忌
避
さ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
正
当
な
る
相
続
者
が
全
く
な
い
と
き
は
こ
の
屋

敷
地
は
無
屋
敷
と
化
し
て
し
ま
う
」
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
‘
「
屋

敷
地
」
の
所
有
と
相
続
が
、
強
固
な
父
系
親
族
関
係
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
祖
先
崇
拝
観
念
と
結
ぴ
つ
い
て
い
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
河
村
氏
が
、
粟
国
島
で
み
た
「
不

在
屋
敷
」
の
状
況
も
‘
こ
の
杜
会
関
係
と
観
念
を
も
の
語
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
沖
縄
地
方
の
「
屋
敷
地
」
の
問
題
に
も
っ
と
も
強
い
関

心
を
し
め
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
村
武
精
一
氏
の
「
沖
縄
本
島
・

名
城
の
d
e
s
c
e
n
t
・
家
・
ヤ
シ
キ
と
村
落
空
間
」

(

r

民
俗
学
研
究
』

三
六
号
、
一
九
七
一
年
）
と
、

r
家
族
の
社
会
人
類
学
』
(
-
九
七
三
年
）

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
論
文
で
は
‘
聖
地
と
し
て
の

t
U
N
 (
殿
）
の
う
ち
、
大
殿
内
t
U
N
は
、
大
殿
内
と
い
う
家
号
（
ヤ
ー

ン
ナ
）
を
も
つ
バ
ラ
（
父
系
系
譜
集
団
）
の
宗
家
・
国
元
家
の
最
古

の
「
屋
敷
跡
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
注
目
す
べ
き
伝
承
を
あ
げ
て

い
る
し
、
さ
ら
に
、
一
般
に
、
屋
敷
の
東
ま
た
は
東
角
か
、
と
き
に

は
南
角
に
祀
ら
れ
て
い
る
ヤ
シ
キ
神
祠
が
、
そ
の
空
間
的
方
向
性
に

お
い
て
男
性
原
理
を
し
め
す
こ
と
と
、
屋
敷
が
祖
霊
観
念
と
結
ぴ
つ

い
て
聖
地
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

村
武
氏
の
分
析
視
座
は
‘
主
と
し
て
、
「
屋
敷
地
」
の
「
空
間
的
分

析
」
に
中
心
が
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
し
め
し
て
い
る
が
、

同
時
に
、
そ
の
「
歴
史
的
意
味
」
の
究
明
が
、
今
後
の
課
題
に
な
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
薩
摩
の
門
や
屋
敷
の
史
的

研
究
や
、
小
野
重
明
氏
の
「
門
•
そ
の
民
俗
学
的
構
造
」
（
地
方
史

研
究
』
八
巻
一
号
、
一
九
五
八
年
）
の
よ
う
な
民
俗
学
的
研
究
を
も
ふ
く

め
た
比
較
研
究
が
興
味
あ
る
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
の
「
屋
敷
地
」
に
た
い
す
る
関
心
は
、
さ
し
あ
た
り
以
上
の
よ

う
な
諸
問
題
か
ら
う
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
問
題
を

12 



解
明
す
る
に
は
‘
や
は
り
、
「
屋
敷
地
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
考
察
が

中
心
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
小
論
で
は
‘
以
下
、
日
本
の

近
世
初
期
に
い
た
る
「
屋
敷
地
」
の
問
題
を
中
心
に
し
て
考
察
し
て

ゆ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

(
l
)

有
賀
喜
左
衛
門

r
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度
と
名

子
制
度
』
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
四
三
、
一
九
三
九
年
。
r
有

賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
田
‘
未
来
社
‘
一
九
六
七
年
、
所
収
）
、
六
三
、

1
0
五
頁
。

(
2
)
有
賀
喜
左
衛
門
、
前
掲
書
、
六
八
頁
。

(
3
)
喜
多
野
清
一
「
山
陰
農
村
に
お
け
る
子
方
従
属
の
一
事
例
ー
山
岡
教

授
の
研
究
に
依
拠
し
て
ー
」

(
r地
域
社
会
学
の
諸
問
題
—
山
岡
栄
市

教
授
古
稀
記
念
論
文
集
—
』
、
晃
洋
書
房
、
一
九
七
九
年
）
、
三
八
五
ー

七
頁
。
同
「
親
方
子
方
関
係
論
の
問
題
点
」
（
上
）
（
『
家
族
史
研
究
』

4
‘

大
月
書
店
、
一
九
八
一
年
）
、
九
三
頁
。

(
4
)

中
田
薫
「
律
令
時
代
の
土
地
私
有
権
」

(

r
国
家
学
会
雑
誌
』
四
二

巻
一

0
号
、
一
九
二
七
年
。
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
所
収
）
。

(
5
)

石
母
田
正
「
古
代
村
落
の
二
つ
の
問
題
」
（
一
）
（
二
）
（
『
歴
史

学
研
究
』
九
ニ
ー
三
号
、
一
九
四
一
年
。
同
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
、

伊
藤
書
店
、
一
九
四
六
年
。

(
6
)

清
水
三
男
『
上
代
の
土
地
関
係
』
、
伊
藤
書
店
、
一
九
四
三
年
‘
(
『
清

水
三
男
著
作
集
』
第
一
巻
‘
校
倉
書
房
‘
一
九
七
五
年
、
所
収
）
。

(
7
)
石
母
田
正
、
前
掲
論
文
、
二

0
頁。

(
8
)

永
原
慶
二

r
日
本
の
中
世
社
会
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
ニ

一頁。

(
9
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
‘
す
で
に
拙
稿
「
同
族
団
の
初
源
的
形
態
と
二
つ

の
家
系
譜
」
（
下
）
（

r
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
九
号
、
一
九
八

一
年
）
の
な
か
で
、
牛
島
厳
氏
の
ヤ
ッ
プ
島
の
調
査
報
告
と
水
野
浩
一

氏
の
東
北
タ
イ
の
調
査
報
告
と
を
あ
げ
て
お
い
た
が
、
村
武
精
一
氏
は
‘

そ
の
著
『
家
族
の
社
会
人
類
学
』
（
弘
文
堂
‘
一
九
七
三
年
）
の
な
か

で
、
屋
敷
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
リ
ー
マ
ン
の
ボ
ル
ネ
オ
島
イ
バ

ン
族
の
研
究
、
イ
バ
ン
ス
1
1

プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ア
フ
リ
カ
ナ
イ
ル
河
上

流
の
ヌ
ア
族
の
研
究
を
あ
げ
て
い
る
。

(
1
0
)
松
本
新
八
郎

r
中
世
杜
会
の
研
究
』
（
初
版
一
九
五
六
年
‘
復
刊
一

九
八
一
年
東
京
大
学
出
版
会
）
‘
-
五
一
頁
。

(11)

永
原
慶
二
「
『
在
家
」
の
歴
史
的
性
格
と
そ
の
進
化
に
つ
い
て
」
（
竹

内
理
三
編
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
五

年）。

(
1
2
)
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
。
同

r
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』

（
上
）
、
未
来
社
、
一
九
五
六
年
。

(
1
3
)
豊
田
武
「
初
期
封
建
制
下
の
農
村
」
（
児
玉
幸
多
編

r
日
本
社
会
史

の
研
究
』
、
一
九
五
五
年
。

r
豊
田
武
著
作
集
』
第
七
巻
所
収
）
。

(14)

誉
田
慶
恩

r
東
国
在
家
の
研
究
」
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七

年。

(
1
5
)
大
竹
秀
男
「
相
続
法
の
歴
史
・
近
代
以
前
の
社
会
・
日
本
」

(

r
講

座
家
族
」

5
、
弘
文
堂
‘
一
九
七
四
年
）
、
三
四
頁
。

(
1
6
)
玉
城
肇

r
地
方
財
閥
と
同
族
結
合
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一

年
‘
六
頁
。

(
1
7
)
小
野
武
雄

r
豪
福
商
人
風
俗
誌
』
、
展
望
社
‘
一
九
七
六
年
‘
二
五

I
七
頁
。

(
1
8
)
宮
本
常
一
「
五
島
列
島
の
産
業
と
社
会
の
歴
史
的
展
開
」
、
一
九
五

二
年
。

(

r
宮
本
常
一
著
作
集
」
第
十
一
巻
所
収
）
、
四
六
I
七
頁
。

(
1
9
)
宮
本
常
一
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

(
2
0
)
r
宮
本
常
一
著
作
集
」
第
十
一
巻
所
収
。

(
2
1
)
宮
本
常
一
「
岡
山
県
御
津
郡
加
茂
川
町
円
城
の
祭
祀
組
織
」

13 
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本
常
一
著
作
集
』
第
十
一
巻
所
収
）
、
二
五
七
頁
。

(22)

宮
本
常
一
、
前
掲
書
、
二
六
一
頁
。

(
2
3
)
宮
本
常
一
、
前
掲
書
、
二
六
二
頁
。

(24)

柳
田
国
男

r
山
村
生
活
の
研
究
』
、
一
九
三
八
年
。
同

r
氏
神
と
氏

子
』
、
一
九
四
七
年
。

(
2
5
)
和
歌
森
太
郎
「
鹿
児
島
県
下
の
同
族
神
」

(

r
旅
と
伝
説
』
十
六
巻

八
号
、
一
九
四
三
年
）
。

(26)

直
江
広
治

r
屋
敷
神
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
‘
二

五
八
—
九
頁
。

(
2
7
)
馬
渕
東
一
「
波
照
間
島
そ
の
氏
子
組
織
」

(

r

日
本
民
俗
学
会
報
』

四
一
号
、
一
九
六
五
年
‘

r
馬
渕
東
一
著
作
集
』
第
一
巻
、
所
収
）
、

三
七

0
頁。

（
神
戸
大
学
文
学
部
）
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