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家

と

屋

敷

地

名
子
制
度
と
屋
敷
地

な
が
く
心
に
残
る
本
と
の
出
逢
い
と
い
う
こ
と
は
‘
そ
う
多
く
あ

る
こ
と
で
は
な
い
。
す
ぐ
に
思
い
浮
ぶ
く
ら
い
の
も
の
は
十
指
に
も

満
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
稀
有
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

有
賀
喜
左
衛
門
氏
の

『南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度

と
名
子
制
度
』
は
‘
私
に
は
‘
そ
の
よ
う
な
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

私
は
‘
こ
の
本
に
最
初
に
接
し
た
と
き
‘
そ
の
序
文
の
美
し
さ
に
ま

ず
魅
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
‘
昭
和
一

0
年
の
夏
と
翌
―
一
年
の
冬
に

石
神
村
の
調
査
に
訪
れ
た
際
の
経
過
と
模
様
を
誌
し
‘
こ
の
調
査
に

あ
た
っ
て
の
自
己
の
視
点
を
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
‘
内

容
と
し
て
は
‘
多
く
の
実
証
研
究
の
著
書
の
序
文
と
そ
う
ち
が

っ
た

も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
‘

雪
深
い
山
村
で
の
人
び
と
と
の
出
逢

い
や
村
の
情
景
を
見
事
に
浮
び
上
が
ら
せ
な
か
ら
、
そ
の
な
か
で
調

査
者
と
し
て
の
自
己
の
姿
を
客
観
的
に
叙
述
し
た
こ
の
序
文
は
‘
ひ

（中）

長

谷

川

普

計

と
つ
の
文
芸
作
品
で
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
若
き
日
に
美
術

や
文
芸
に
心
を
よ
せ
た
有
賀
氏
の
ゆ
た
か
な
感
性
と
‘
誠
実
で
ふ
く

よ
か
な
人
柄
と
が
文
中
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
も
な
が

く
私
の
心
に
快
い
余
韻
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
‘
本
文
を
読
み
す
す
む
に
し
た
が

っ
て
‘
こ
の
本
が
、
通

常
の
学
術
書
よ
り
は
ず
っ
と
平
易
で
簡
潔
な
叙
述
を
し
な
か
ら
も
‘

東
北
の
小
さ
な
山
村
の
農
民
た
ち
の
生
活
組
織
や
村
落
構
造
の
全
貌

を
過
不
足
な
く
あ
ざ
や
か
に
描
き
だ
し
て
い
る
こ
と
も
‘
私
に
は
ひ

と
つ
の
驚
嘆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
‘
村
落
の
「
社
会
構
造
」
を
見
事

に
描
き
だ
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
‘
社
会
学
的
に
貴
重
な
価
値
を

も
っ
て
い
る
。

し
か
し
‘
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
か
賞
重
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
は

そ
の
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る

山
村
の
構
造
は
‘
た
し
か
に
時
間
的
に
は
昭
和
一

0
年
時
点
に
存
在

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
手
法
も
‘
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
く

共
時
的
な
構
造
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
描
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き
だ
さ
れ
た
も
の
は
‘
「
名
子
制
度
」
と
い
う
近
世
初
期
の
日
本
の

村
落
に
広
範
に
存
在
し
た
社
会
制
度
を
根
幹
に
し
て
織
り
な
さ
れ

た
村
落
構
造
の
全
貌
で
あ
る
。
し
た
か
っ
て
、
そ
れ
は
‘
た
ん
に
社

••• 会
学
的
意
義
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
近
世
初
期
の
名
子
制
度
や
そ

•••• 

の
村
落
構
造
の
理
解
と
い
う
歴
史
学
的
な
意
味
に
お
い
て
も
負
重
な

学
術
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
‘
私
は
の
ち
に
家
や
同
族
団
の

社
会
史
的
な
研
究
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
深
く
識
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
と
に
‘
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
か
‘
農
民
た
ち
の
日
常
的

な
生
活
の
な
か
に
あ
る
杜
会
的
諸
関
係
や
杜
会
慣
習
を
た
ど
り
な
が

ら
名
子
制
度
と
そ
の
村
落
構
造
を
あ
ら
わ
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
‘

そ
れ
か
、
文
書
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
か
少
な
く
‘
し
た
が

っ
て

近
世
文
書
史
料
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
手
の
と
ど
き
に
く
い
領
域
の

夜
料
を
豊
富
に
し
め
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え

に
‘
断
片
的
な
文
書
史
料
の
も
つ
意
味
を
解
釈
し
‘
文
書
史
料
の
あ

い
だ
の
意
味
連
関
を
た
ど
る
う
え
で
、
こ
の
う
え
も
な
く
貴
重
な
手

か
か
り
を
あ
た
え
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
し
た
か
っ
て
‘
社
会
学

的
に
傑
出
し
た
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
‘
同
時
に
歴
史
学
的
な
照
射
の

な
か
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
‘
い
っ
そ
う
貴
重
な
学
術
的
価
値
が
み
と

め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

有
賀
氏
が
、
こ
の
石
神
村
調
査
を
お
こ
な

っ
た
昭
和
一

0
年
頃
は

名
子
制
度
の
問
題
か
、
学
界
で
大
き
な
関
心
を
あ
つ
め
た
時
期
で
あ

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
‘
講
座
派
と
労
農
派
に
よ
る
「
日
本
査
本

主
義
論
争
」
ま
た
は
「
封
建
論
争
」
を
契
機
に
し
て
、
地
主

・
小
作

関
係
に
お
け
る
半
封
建
的
な
生
産
関
係
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

き
た
こ
と
と
か
か
わ

っ
て‘

「名
子
小
作
」
の
問
題
が
大
ぎ
く
浮
び

上

っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
有
賀
氏
の
名
子
制
度
の
研
究
も
ま
た
‘

こ
の
論
争
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
み
ず
か
ら
も
語

っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
、
こ
の
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
名
子

・
被
官

等
の
従
属
農
民
の
制
度
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
‘
近
世
の
信
州
伊

那
被
官
に
つ
い
て
の
関
島
久
雄
・
古
島
敏
雄
両
氏
の
経
済
史
的
研
究

と
‘
東
北
地
方
の
名
子
制
度
の
歴
史
研
究
お
よ
び
名
子
小
作
の
現
状

に
つ
い
て
の
小
野
武
夫

•

森
嘉
兵
衛
•
木
下
彰
氏
等
の
研
究
が
こ
と

に
有
名
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
旧
南
部
領
を
中
心
に
し
て
‘
い
わ
ゆ
る
名
子
小
作
の

実
態
調
査
は
‘
こ
の
時
期
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
‘
ふ
る

く
は
大
正
四
年
か
ら
一

0
年
に
か
け
て
木
村
修
三
氏
か
お
こ
な

っ
た

調
査
報
告
論
文
「
旧
南
部
領
の
荘
園
類
似
の
制
度
」

(-
九
二
七
年
）

が
あ
り
‘
農
政
担
当
官
の
も
の
と
し
て
は
‘
大
正
一
五
年
に
農
林
省

小
作
官
補
で
あ
っ
た
横
山
周
次
氏
の
お
こ
な
っ
た
調
査
が

『
旧
南
部

領
二
於
ケ
ル
名
子
及
之
二
類
似
ノ
制
度
』

(-
九
三
六
年
）
と
し
て
刊

行
さ
れ
、
岩
手
県
内
務
部
の
小
作
官
藤
巻
伝
之
丞
氏
の
お
こ
な

っ
た

調
査
報
告

『特
殊
小
作
慣
行
名
子
制
度
刈
分
小
作
の
実
情
』

(-
九
三

二
年
）
も
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
‘
こ
れ
ら
信
州
伊
那
の
被
官
制
度
や
東
北
地
方
の
名
子

制
度
の
諸
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
諸
制
度
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
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て
い
る
こ
と
は
‘
次
の
三
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
‘
一
般
小
作
の
多
く
が
、
生
産
物
地
代
の
形
態
を
と
る
の

に
た
い
し
て
‘
被
官
制
度
や
名
子
制
度
の
特
徴
は
‘
な
に
よ
り
も
‘

被
官
や
名
子
た
ち
が
‘
御
館

・
御
家

・
地
頭

・
大
屋
な
ど
と
よ
ば
れ

る
主
家
に
た
い
し
て
‘
「
径
役
労
働
」
や

「賦
役
」
と
い
わ
れ
る
労

働
提
供
の
義
務
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
前
掲
の
木
村
修
三
氏
の
論
文
で
は
、

「名
子
と
は
‘

(
1
)
 

家
屋
敷
‘
田
畑
‘
山
を
借
り
て
賦
役
を
務
め
る
者
」
と
い
い
、
古
島

敏
雄
氏
は
‘
「
被
官
の
御
家
に
対
す
る
関
係
の
中
心
内
容
は
‘
『
被

(
2
)
 

官
役
儀
の
納
付
』
と
言
う
言
葉
を
も

っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
っ
て
い
る
。

こ
の
「
被
官
役
儀
」
の
内
容
は
‘
「
日
手
間
」
と
「俵

礼
的
な
勤
め
」
の
二
つ
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

「
日
手
間
」
と
い
う
の

は
‘
御
家
の
各
種
の
農
作
業
を
中
心
に
し
て
‘
と
き
に
は
道
普
請

・

供
使

•
夜
番
や
柿
落
し

・

柿
皮
む
き
な
ど
の
労
力
奉
仕
を
意
味
し
‘

そ
の
日
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
、
古
島
氏
の
あ
げ
て
い
る
例
に
よ

る
と
、
多
い
の
で
年
二

0
日
、
少
な
い
の
で
年
四
日
で
あ
る
。
こ
の

労
働
日
の
食
事
や
そ
の
代
り
と
し
て
の
食
糧
は
御
家
か
ら
支
給
さ
れ

る
が
‘
賃
金
は
な
く
‘
農
具
は
原
則
と
し
て
被
官
が
自
分
の
も
の
を

も
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
た
い
し
て

「儀
礼
的
な
勤
め
」
と
い
う
の
は

歳
暮

・
年
始
に
あ
た

っ
て
御
家
に
あ
い
さ
つ
に
い
く
際
に
桶

・
食
櫃

•
水
杓
子
等
の
道
具
類
や
薪
、
あ
る
い
は
大
豆

•

米
・

粉
等
を
も
っ

て
い
く
ほ
か
‘
御
家
の
墓
掃
除

・
煤
払
い

・
味
噌
握
り

・
冠
婚
葬
祭

時
の
手
伝
な
ど
の
奉
仕
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
も
‘
労
慟
日
に
は
御
家
で
食
事
が
用
意
さ
れ
‘
祝
祭
日
に
は
酒
食

が
振
舞
わ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
無
給
で
あ
る
。

こ
れ
ら
被
官
役
儀
の
内
容
は
‘
名
子
の
賦
役
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で

あ
る

。

し
た
か
っ

て
、
小
野
武
夫

•

森
嘉
兵
衛
氏
も
‘
名
子
制
度
の

本
質
は
‘
「
借
用
せ
る
土
地
家
屋
敷
そ
の
他
の
も
の
に
対
す
る
永
久

的
世
襲
的
用
益
権
を
与
え
ら
れ
た
る
名
子
が
、
そ
の
貸
主

（地
頭
）

-
3
)
 

に
対
し
労
務
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
た
る
点
に
あ
る
」
と
い
っ
て

い
る
。
木
下
彰
氏
も
同
様
に
‘
「
名
子
制
度
の
本
質
は
‘
膜
民
が
そ

の
主
要
な
る
生
産
手
段
と
し
て
の
土
地
‘
お
よ
び
家
屋
敷
‘
時
に
は

農
具

・
家
畜
等
の
労
慟
手
段
を
も
分
給
さ
れ
‘
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し

て
独
立
の
経
営
を
行
い
‘
貸
主
と
し
て
の
地
主
に
対
し
て
賦
役
を
提

供
し
‘
か
つ
世
襲
的
に
隷
属
す
る
関
係
に
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
‘(

4
)
 

永
代
的
な
主
従
関
係
と
係
役
労
働
と
か
こ
の
制
度
の
基
礎
を
な
す
」

と
定
義
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
に
‘
木
下
氏
の
こ
の
定
義
に
み
る
よ
う
に
‘
被
官
や

名
子
の
賦
役
か
‘
つ
よ
い
身
分
的
主
従
関
係
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
も
‘
諸
研
究
に
お
い
て
一
致
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
木
村
氏
は
‘
一
方
で
地
頭
が
名
子
に
た
い
し
て
保
護
を
し
面

倒
を
み
る
こ
と
を
あ
げ
な
が
ら
も
‘
他
方
、
地
頭
か
名
子
の
結
婚
や

転
業

・
移
住
か
ら
私
生
活
の
細
か
な
こ
と
に
ま
で
権
勢
を
振
う
こ
と{

5
)
 

を
あ
け
て
‘
「
昔
か
ら
の
主
従
の
如
き
関
係
か
名
子
の
要
素
で
あ
る
」

と
い
う

。

小
野

•

森
氏
は
‘
こ
の
点
を
さ
ら
に
強
調
し
て
、
名
子
か

「
農
村
社
会
の
身
分
上
の
地
位
よ
り
見
る
時
は
最
も
隷
農
的
で
あ
り

72 



小
作
者
と
し
て
の
身
分
か
ら
み
て
も
‘
我
国
に
行
わ
れ
た
小
作
制
度

-
6
)
 

中
最
も
隷
農
的
性
質
を
有
す
る
も
の
」
と
い
い
、

「地
頭
と
名
子
と

の
関
係
か
主
従
的
服
従
的
絶
対
的
で
全
然
そ
の
自
由
行
動
を
禁
じ
ら

(
1
)
 

れ
て
い
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
古
島
氏
は
‘
被
官
が
土
地
に
付
殖

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
売
買
・
質
入
の
対
象
に
な

っ
た
り
‘
御
家

に
よ

っ
て
田
地
を
と
り
上
げ
ら
れ‘

家
財
闘
所

・
所
払
い
等
の
制
裁

が
く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
‘
あ
る
い
は
特

•

羽
織

・
袴
を
許
さ
れ
ず
‘

御
家
に
い

っ
て
も
土
間
よ
り
奥
へ
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か

っ
た
等

の
き
び
し
い
身
分
規
制
が
存
在
し
た
こ
と
を
あ
げ
な
が
ら
‘
「
主
人

(
8
)
 

に
対
す
る
被
官
の
関
係
は

『忠
義
』
で
あ
る
」
と
い

っ
て
い
る
。

し
か
し
第
三
に
‘
こ
れ
ら
の
賦
役
と
主
従
的
身
分
関
係
に
つ
い
て

の
視
角
は
‘
諸
研
究
の
あ
い
だ
で
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な

い
。
た
と
え
ば
‘
古
島
氏
は
‘
伊
那
被
官
の

研
究
を
、
の
ち
に
同
氏

の
『
著
作
集
』
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
「
解
題
」
の

な
か
で
、

「特
殊
小
作
慣
行
で
あ
る
御
館

（御
家
）

・
被
官
制
度
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
大
家
族
制
と
し
て
だ
け
扱
う
通
説
に
は
疑
義
を
感

(
9
)
 

じ
て
お
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
‘
御
家
と
被
官
の
身
分
的
主

従
関
係
を
、
大
家
族
（
同
族
団
）
に
お
け
る
本
家

・
分
家
関
係
の
そ

れ
と
み
る
よ
り
も
‘
む
し
ろ
‘
被
官
か
身
分
的
強
制
に
よ
っ
て
御
家

の
田
畑
に
付
着
し
た
も
の
と
さ
れ
‘
被
官
の
耕
作
地
は
も
と
よ
り
‘

事
実
上
の
所
有
地
も
す
べ
て
御
家
の

「内
付
の
関
係
」
と
し
て
強
い

隷
属
性
の
も
と
に
お
か
れ
た
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

被
官
役
儀
と
し
て
の
賦
役
も
‘
人
身
的
支
配
に
ま
で
お
よ
ぶ
強
い
制

裁
と
強
制
に
さ
さ
え
ら
れ
た
隷
属
関
係
の
も
と
に
お
け
る
「
労
働
地

代
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
‘
こ
の
認
識
の
背
後
に
は
‘
西
欧
経
済
史
に
お
け
る
労
働
地
代
形

態
か
ら
生
産
物
地
代
形
態
へ
の
変
移
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
が
暗
黙
の
視

野
構
造
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
‘
木
村
氏
が
、

「名
子
並
に
其
の
賦
役
で
地
主

(
10
)
 

が
大
作
を
す
る
制
度
は
欧
州
中
世
紀
の
荘
園
と
可
成
り
似
て
居
る
」

と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
‘
お
そ
ら
く
古
島
氏
と
同
様
に
‘
名
子
の
賦

役
を
労
働
地
代
に
比
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
、
し
か
し

他
方
で
は
‘
地
頭
と
名
子
と
の
主
従
関
係
を
「
一
家
族
の
中
の
分
家

に
当
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
」
と
も
推
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、

小
野

•

森
氏
は
‘
も
っ

と
明
確
に
‘
名
子
は

「
か
つ
て
大
家
族
を
収
容
し
て
い
た
大
家
屋
の

一
員
で
あ

っ
た
も
の

(
12
)
 

か
、
後
分
裂
し
長
屋
又
は
小
屋
に
分
家
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
推
断

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
に
は
‘
「
大
家
族
の
中
か
ら
隷
属

(13) 

的
譜
第
の
奉
公
人
又
は
家
人
或
は
血
縁
者
」
が
分
裂

•

分
家
し

て
名

子
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
子
が
地
頭
の
大
家
族

の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
の
主
従
関
係
は
‘
木
村
氏
の

い
う
よ
う
に
支
配
関
係
の
弱
い
も
の
で
は
な
く
‘
分
家
と
し
て
名
子

に
な
る
以
前
の
大
家
族
の

一
員
で
あ

っ
た
段
階
か
ら
強
い
支
配
隷
属

(
14) 

関
係
か
あ
り
さ
ら
に
分
家
に
際
し
て
も
‘

「
私
有
権
を
分
与
さ
れ

る
こ
と
な
く
分
家
」
さ
せ
ら
れ
た
た
め
‘
地
頭
と
名
子
と
の
関
係
か

前
述
の
ご
と
く
、

主
従
的
服
従
的
絶
対
的
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
木
下
氏
の
ば
あ
い
も
‘

(
16
)
 

野
•

森
氏
の
説
を
容
認
さ
れ
て
い
る

。

有
賀
喜
左
衛
門
氏
が
、
石
神
村
調
査
を
さ
れ
た
昭
和
一

0
年
頃
の

名
子

・
被
官
制
度
に
つ
い
て
の
理
論
状
況
は
‘
簡
単
に
要
約
す
る
と

ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
小

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
理
論
に
は
‘
は
っ
き
り
と
解
明
さ
れ
て
い

な
い
三
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
問
題
点

は
‘
今
日
で
も
ま
だ
不
問
に
附
さ
れ
、
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
問
題
は
‘
被
官
や
名
子
の
役
儀
が

な
ぜ
に
「
賦
役
」
と
い
う
「
労
働
形
態
」
を
と
る
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
第
二
は
‘
御
館

・
御
家
・
地
頭

・
大
屋
な
ど
と
よ
ば
れ
る

主
家
と
被
官

・
名
子
と
の
関
係
が
、
な
ぜ
に

「身
分
的
」
な
主
従
関

係
や
支
配
従
属
関
係
と
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え

れ
ば
‘
こ
れ
ま
で
の
諸
理
論
で
は
‘
「
家
屋
田
畑
等
の
貸
借
関
係
」

が
、
両
者
の
間
の
経
済
的
な
支
配
隷
属
関
係
と
し
て
存
在
す
る
こ
と

は
説
明
し
え
て
も
、
そ
れ
が
、
な
ぜ
に
「
身
分
的
」
な
関
係
と
な
る

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
‘
少
し
も
説
明
で
き
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
の
問
題
は
‘
主
家
と
被
官
・
一

名
子
と
の
関
係
が
、
な
ぜ
に
「
家
的
関
係
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る

。

小
野

•

森
氏
の
所
説
は
‘
前
述
の
よ
う
に

被
官
や
名
子
の
家
族
（
分
家
）
が
分
立
す
る
以
前
に
は
‘
そ
れ
ら
を

も
ふ
く
ん
だ
主
家
が
大
家
屋
に
同
居
す
る
大
家
族
で
あ

っ
た
と
い
う

想
定
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が

「
家
族
的
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
論

証
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
‘
今
日
で
は
‘
そ
う
し
た
想
定
自

体
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
‘

「
家

的
関
係
」
と
い
う
性
格
が
存
在
し
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
否

定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
て
み
れ
ば
‘
主
家
と
被
官

・
名
子
と

の
関
係
に
お
け
る
「
家
的
関
係
」
は
‘
い
っ
た
い
な
に
に
由
来
す
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
三
つ
の
問
題
は
‘
い
う
ま
で
も
な
く‘

被
官
制
度
や
名
子
制

度
の
理
解
に
と

っ
て
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
か
未
解
決
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
‘
結
局
‘
こ
れ
ら
の
制
度
の
現
象
形
態
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
も
、
そ
の
本
質
理
解
は
‘
い
ぜ
ん
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま

に
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
論
述

の
結
論
を
さ
き
ど
り
し
て
い
え
ば
‘
こ
の

三
つ
の
問
題
は
‘
い
ず
れ
も

「
屋
敷
地
」
の
問
題
と
深
く
か
か
わ

っ

て
お
り
‘
被
官
制
度
や
名
子
制
度
に
お
い
て
「
屋
敷
地
」
が
も

っ
て

い
た
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
も
解

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
論
の
主
た
る
目
的

は
‘
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。

た
し
か
に
、
関
島

・
古
島
両
氏
の

r
径
役
労
働
の
崩
壊
過
程
』
は

被
官

・
名
子
と
よ
ば
れ
る
従
属
農
民
の
制
度
の
実
態
や
‘
そ

の
崩
壊

過
程
に
つ
い
て
‘
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
貴
重
な
知
識
を
提
供
し
て
く

れ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
本
質
理
解
の
た
め
に
は
‘
む
し
ろ
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こ
の
著
書
の
刊
行
三
年
後
の
昭
和
一
六
年
に
『
社
会
経
済
史
学
』
誌

‘
に
発
表
さ
れ
た
古
島
敏
雄
氏
の
小
論
文
「
徳
川
初
期
に
於
け
る
農
民

の
家
族
形
態
ー
信
州
南
部
を
例
と
し
て
ー
」
の
は
う
が
、
よ
り
有
効

な
手
が
か
り
と
な
る
。

こ
の
論
文
で
、
第
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
‘
そ
の
冒
頭
で
、
徳

川
時
代
の
為
政
者
か
、
徴
税

・
警
察
そ
の
他
の
見
地
か
ら
、
法
制
的

に
、
そ
の
責
任
主
体
の
社
会
的
単
位
と
し
て
「
家
」
と
い
う
認
定
を

お
こ
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
‘
「
本
百
姓
」
あ
る
い
は
「
百
姓
株
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
と
古
島
が
い

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
‘
な
に
気
な
い
＂書
き
方
を
さ
れ
て
い
る
が
‘
農
民
の
家
が
、

法
制
的
に
は
「
百
姓
株
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は

家
の
重
要
な
一
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
‘

「
家
」
は
、
そ
の
内
部
的
な
関
係
（
イ
ン
タ
ー
ナ
ル

・
シ
ス
テ
ム

）

と
し
て
は
、
世
代
的
に
継
承
さ
れ
る
家
族
関
係
の
集
団
や
、
祖
先
相

伝
の
家
産
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
る
生
活
集
団
や
経
営
体
と
し
て

存
在
す
る
か
、

村
落
や
法
制
的
支
配
構
造
等
に
た
い
す
る
対
外
的
な

関
係
（

エ
ク
ス
タ
ー
ナ

ル
・
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
性
）
に
お
い
て
は
‘

家
は
制
度
化
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
権
利

・
義
務
の
社
会
的
単
位
と
し
て

存
在
す
る
。
そ
れ
か
「
百
姓
株
」
と
し
て
の
家
の
側
面
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
‘
こ
の
内
部
的
な
関
係
と
対
外
的
な
関
係
と
は

結
合
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
百
姓
株
」
と
し
て
の
家

は
‘
特
定
の
家
族
集
団
と
か
な
ら
ず
し
も
不
可
分
な
も
の
で
は
な
い
。

現
実
に
家
族
員
の
存
在
を
欠
い
て
も
‘
「
家
」
は
存
続
す
る
と
い
わ

れ
る
ば
あ
い
の
家
は
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に

「家
名
」
と
い
う
名
目

的
存
在
と
し
て
の
み
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
百
姓
株
」
と
し
て
公

認
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
対
外
的
な
権
利
・

義
務
の
社
会
的
単
位
と
し

て
の
存
在
を
さ
し
て
お
り
、
農
民
の
家
に
お
け
る

「家
名
」
は
‘
こ

の

「
百
姓
株
」
を
表
示
し
表
象
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
か

多
い
。
そ
し
て
、
日
本
の

「家
」
が
‘

一
方
で
は
‘
家
族
集
団
や
そ

の
世
代
的
連
続
体
と
し
て
存
在
し
‘
そ
こ
に
は
親
族
関
係
的
な
原
理

と
秩
序
を
も
ち
な
が
ら
も
‘
そ
の
原
理
を
、
非
親
族
の
も
の
に
た
い

し
て
も

「擬
制
的
」
に
拡
大
し
て
家
の
な
か
に
と
り
こ
む
た
め
‘
親

族
関
係
の
原
理
か
比
較
的
ル
ー
ス
に
な
る
の
は
‘
日
本
の
家
か
、
他

面
に
お
い
て
、

「株
」
と
し
て
の
側
面
を
も
ち
‘
こ
の
側
面
か
ら
強

く
規
制
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
帰
因
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
日
本
の

「家
」
の
考
察
は
‘
親
族
関
係
と
株
と
い
う
二
つ
の
側

面
の
構
造
的
な
連
関
性
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
百
姓
株
」
は
‘
近
世
初
期
の
本
百
姓
体
制
や

役
屋
体
制
の
も
と
で
は
‘

「役
屋
敷
」
と
む
す
び

つ
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
‘
第
二
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
「
役
屋

敷
」
を
所
有

（所
持
）
す
る
も
の
が
‘
本
百
姓
の

「身
分
」
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
‘

「家
」
I

「百
姓
株
」

I

「
屋
敷
」

I

「
身
分
」

の
四
つ
の
緊
密
な
結
合
関
係
か
あ
る
。

こ
れ
を
‘
こ
の
論
文
で
対
象
と
さ
れ
て
い
る
信
州
伊
那
郡
御
堂
垣

外
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
村
は
街
道
に
面
し
た
宿
場
で
あ
る
か
‘
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こ
の
村
で
は
‘
明
暦
三
年
(
-
六
五
六
年
）
の
検
地
の
際
に
‘
堂
疋
堂
人

前
の
「
屋
敷
」
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
「
屋
敷
」
を
単
位
に
宿
場
役
（
宿

の
馬
役
）
か
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
ば
あ
い
‘
壼
人
前

の
馬
役
は
‘
―
つ
の
「
屋
敷
」
を
単
位
に
し
て
賦
課
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
同

一
人
か
二
つ
の
役
屋
敷
を
所
有
し
て
い
る
ば
あ
い
は
‘

二
人
分
の
馬
役
を
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
逆
に
‘
―
つ
の
役

屋
敷
を
兄
弟
二
人
が
分
割
相
続
で
所
有
し
て
い
る
ば
あ
い
は
‘
各
人

が
半
役
づ
つ
勤
め
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
第
三
に
‘
こ
れ
ら
の
役
屋
敷
に
は
‘
本
百
姓
身
分
の
世
帯

だ
け
が
居
住
し
て
い
る
の
で
は
な
く
‘
門
屋
敷
と
よ
ば
れ
て
い
る
附

随
の
家
屋
に
は
‘
「
門
屋
」
と
い
わ
れ
る
従
属
農
民
身
分
の
世
帯
も

同
居
し
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
大
事
な
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
そ
の

ひ
と
つ
は
‘
「
屋
敷
」
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
‘
「
屋
敷
地
」
を
意
味

す
る
ば
あ
い
と
‘
「
家
屋
」
を
意
味
す
る
ば
あ
い
の
二
種
の
意
味
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
二
種
の
意
味
を
明
確
に

区
別
す
る
こ
と
は
‘
近
世
初
期
の
本
百
姓
身
分
と
従
属
農
民
身
分
と

の
「
身
分
」
区
分
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

垣
外
村
の
例
で
い
え
ば
‘
前
者
の
馬
役
か
賦
課
さ
れ
る
「
役
屋
敷
」

と
は
‘
「
屋
敷
地
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
所
有
と
役
の
賦
課
と
の

権
原
は
‘
屋
敷
地
が
検
地
帳
に
登
錬
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
後
者
の
「
門
屋
敷
」
と
い
う
の
は
‘
本
屋
に
た
い

す
る
附
属
の
建
物
と
し
て
の
「
家
屋
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
は
‘
こ
れ
ら
門
屋
敷
に
住
む
も
の
も
そ

れ
が
「
門
屋
」
と
い
う
従
属
的
農
民
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
‘

少
く
と
も
「
世
帯
」
と
し
て
は
‘
本
百
姓
の
世
帯
か
ら
は
分
離
さ
れ

相
対
的
に
独
立
し
た
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
‘
名
子
や
被
官
な
ど
従
属
農
民
身
分
の
も
の
の

「
分
家
」
と
か
、
そ
れ
ら
を
さ
し
て
「
家
持
下
人
」
と
い
う
言
葉
が

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
分
家
」
と
か
「
家
持
」
と

い
う
ば
あ
い
の
家
は
‘
一
軒
前
の
独
立
し
た
家
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
。
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
「
百
姓
株
」
と
し
て
の
家
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
‘
「
世
帯
」
と
し
て
分
離
さ
れ
、
消
費
生

活
が
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
多
く
の

ば
あ
い
は
‘
小
屋
や
長
屋
の
よ
う
な
「
住
居
」
の
独
立
を
と
も
な
っ

て
い
る
。

「
屋
敷
」
と
い
う
言
葉
に
二
種
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
‘

「
家
」
と
い
う
ば
あ
い
も
二
種
の
意
味
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
附
属
家
屋
と
し
て
の
門
屋
敷
は
‘
か
な
ら
ず

し
も
‘
役
屋
敷
の
な
か
に
あ

っ
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
外
部
に
あ
る

こ
と
も
多
い
。
た
だ
し
、
「
屋
敷
地
」
と
い
う
の
は
‘
た
ん
に
「
宅

地
」
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
‘
園
地
を
ふ
く
ん
で
か
な
り
広

大
な
面
積
に
な
る
こ
と
も
少
く
な
い
か
ら
、
本
屋
や
本
宅
か
ら
の
距

離
だ
け
で
は
‘
屋
敷
内
で
あ
る
の
か
外
で
あ
る
の
か
は
判
断
し
か
ね

る
が
‘
御
堂
垣
外
村
で
、
内
門
屋
と
外
門
屋
と
い
う
二
種
の
語
が
あ

る
の
は
‘
役
屋
敷
の
内
と
外
と
に
居
住
す
る
門
屋
を
区
別
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
古
島
氏
は
推
測
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
第
四
に
‘
こ
れ
ら
門
屋
と
よ
ば
れ
る
従
属
農
民
身
分
の
も
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の
に
は
‘
本
百
姓
の
親
族
関
係
者
と
‘
非
親
族
の
家
持
下
人
的
な
も

の
と
の
二
種
の
も
の
が
あ
る
。一
古
島
氏
の
こ
の
論
文
で
は
‘
本
百
姓

の
親
族
の
門
屋
と
は
っ
き
り
わ
か
る
も
の
が
二
例
あ
げ
て
あ
る
。
そ

の
ど
ち
ら
も
が
隠
居
分
家
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
‘
門
屋
等
の
従
属
的
農
民
身
分
の
な
か
に
は
‘
本
百

姓
の
親
族
関
係
者
が
い
た
こ
と
は
‘
前
述
の
小
野

•

森
氏
が
、
大
家

族
か
ら
名
子
と
し
て
分
家
し
た
も
の
の
な
か
に
「
血
縁
者
」
か
あ
げ

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
‘

拙
稿
で
も
‘
寛
文
三
年
(
-
六
六
三
年
）
の
信
濃
国
佐
久
郡
本
間
村
人

別
帳
で
そ
の
例
が
多
い
こ
と
を
あ
げ
て
お
い
た
が
こ
の
例
は
他
の

地
方
の
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘

本
百
姓
の
兄
弟

・
息
子
、
あ
る
い
は
父
や
梢
父
で
あ
っ
て
も
‘
「
屋

敷
地
」
を
ま
だ
所
有
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
息
子
等
に
ゆ
ず
っ

て
隠
居
分
家
を
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
‘
従
属
的
身
分
な
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
親
族
の
従
属
的
身
分
の
も
の
の
な
か
に
は
‘

親
か
ら
の
相
続
や
分
与
‘
あ
る
い
は
稼
ぎ
ど
り
に
よ

っ
て
高
を
も
ち
‘

と
き
に
は
自
身
の
下
人
を
も
抱
え
て
、
経
営
的
に
は
ま
っ
た
く
自
立

し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
し
、
非
親
族
の
従

属
農
民
の
な
か
に
も
‘
本
百
姓
に
比
敵
す
る
よ
う
な
高
持
も
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
考
察
を
つ
う
じ
て
、
第
一
に
い
え
る
こ
と
は
‘
被
官

・
名

子

・
門
屋
と
い
う
従
属
農
民
制
度
は
‘
御
館

・
御
家
・
地
頭

・
大
屋

•••••••• 
と
の
私
的
な
経
済
的
関
係
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は

そ
の
前
提
と
し
て
‘
少
く
と
も
近
世
初
期
に
お
い
て
は
‘
法
制
的
に

も
‘
ま
た
事
実
上
の
村
落
慣
行
と
し
て
も
‘
公
的

・
社
会
的
な

「身

分
関
係
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
‘
こ
の

「身
分
関
係
」
に
お
い
て
、

「屋
敷
地
」

の
所
有
か
決
定
的
な
意
味
を
も
ち
‘
そ
の
所
有
者
と
し
て
公
認
さ
れ

た
も
の
が
本
百
姓
身
分
で
あ
り
、
自
已
の
「
屋
敷
地
」
の
所
有
か
公

認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
‘
被
官
・
名
子

・
門
屋
・
抱

・
家
抱
等
‘

地
方
に
よ
っ
て
そ
の
名
称
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
‘
従
属
的
身
分
と

し
て
‘
本
百
姓
身
分
の
も
の
の
下
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
‘
「
屋
敷
地
」
の
所
有
・
非
所
有
か
、
身
分
的
関
係
に
お

い
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
‘
百
姓
株
か
「
屋
敷
地
」

を
基
盤
に
し
、
単
位
に
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
百
姓
株
は
「
家
」
の
重
要
な
一
側
面
で
あ
る
か
ら
‘
「
屋
敷
地
」

は

「家
」
の
基
礎
的
な
単
位
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
‘
「
屋
敷
地
」

は
‘
身
分
的
関
係
と
同
時
に
家
的
関
係
と
い
う
二
重
の
性
格
を
あ
わ

せ
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
え
に
紹
介
し
た
よ
う
に
‘
小
野
•
森
氏
の
論
文
で
は
‘
地
頭
と

名
子
と
の
あ
い
だ
に
「
大
家
族
的
関
係
」
が
み
と
め
ら
れ
た
。
し
か

し
‘
こ
の
ば
あ
い
の
「
家
族
的
」
と
い
う
の
は
‘
親
族
関
係
と
し
て

の
家
族
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
‘
正
確
に
い
え
ば
「
家
的
関
係
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

。

そ
れ
を

‘

小
野

•

森
氏
は
‘
名
子
が
分
立

す
る
以
前
に
―
つ
の
大
家
屋
に
共
住
す
る
大
家
族
を
想
定
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
地
頭
と
名
子
と
の
あ
い
だ

の
「
家
的
関
係
」
は
‘
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

名
子
が
、
自
己
の
独
立
し
た
屋
敷
地
を
所
有
し
て
お
ら
ず
、
地
頭
の

屋
敷
地
の
も
と
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
名
子
は
従

属
的
身
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
頭
と
の
あ
い
だ
に
家
的
関
係
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘
屋
敷
地
を
媒
介
と
し
て
‘

名
子
は
、
地
頭
の
家
関
係
の
な
か
に
従
属
的
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
と
に
‘
「
屋
敷
地
」
は
‘
前
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
‘
古
代
律

令
制
の
公
地

・
公
民
の
制
度
の
も
と
で
も
‘
つ
よ
い
私
的
所
有
権
が

み
と
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
‘
土
地
の
私
的
所
有
の
始
源
は
‘
こ
の

「
屋
敷
地
」
に
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
「
私
的
」
と
は
‘
個
人
で
は

な
く
‘
「
家
集
団
」
と
し
て
の
所
有
で
あ
る
か
ら
‘

「屋
敷
地
」
の

給
与
が
‘
家
的
な
主
従
関
係
を
と
り
む
す
び
、
人
身
的
な
支
配
関
係

の
媒
体
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
‘
近
世
初
期
の
領
主
と
本
百
姓
と
の
関
係
に
つ
い
て

も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
‘
こ
の
ば
あ
い
‘
本
百
姓

の
屋
敷
地
に
た
い
す
る
私
的
所
有
権
は
‘
事
実
上
に
お
い
て
強
固
な

も
の
で
あ
る
か
‘
領
主
的
支
配
権
の
も
と
に
あ
る
か

ぎ
り
‘
農
民

の
屋
敷
地
が
‘
検
地
脹
に
登
録
さ
れ
、
そ
の
下
地
の
所
有
権
が
公
認

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
‘
論
理
と
し
て
は
‘
中
世
武
士
の
本
領
安
堵

と
お
な
じ
意
味
を
も
ち
、
そ
の
屋
敷
地
の
住
居
者
が
領
主
的
支
配
権

I
I
知
行
権
の
も
と
に
従
属
す
る
と
い
う
人
身
的
支
配
従
属
関
係
か
成

立
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
か
っ
て
、
屋
敷
地
の
所
有
が
公
認
さ
れ

本
百
姓
身
分
を
獲
得
し
た
こ
と
は
‘
領
主
に
た
い
す
る
奉
公
I
I
夫
役

の
義
務
を
お
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
‘
屋
敷
地
の
私
的
所
有
者
た

る
本
百
姓
と
、
屋
敷
地
を
給
与
さ
れ
た
被
官
・
名
子
等
の
従
属
農
民

と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
は
‘
そ
の
屋
敷
地
が
‘
本
百
姓
の

「
私
的
所

有
」
に
属
す
る
だ
け
に
‘
そ
の
支
配
従
属
関
係
は
‘
い

っ
そ
う
私
的

I
I
家
的
性
格
を
お
び
、
人
身
的
支
配
の
性
格
も
い
っ
そ
う
強
く
な
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
四
に
、
結
論
を
さ
き
ど
り
し
た
形
で
い
え
ば
‘
被
官

や
名
子
の
役
儀
が
、
な
ぜ
に

「
賦
役
」
と
い
う
労
働
形
態
を
と

っ
た

か
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
‘
「
屋
敷
地
」
の
所
有
を
公
認
さ
れ
た
本
百
姓
身
分
の
も
の
も
‘

そ
の
公
認
の
ゆ
え
に
‘
御
公
儀
（
大
名
あ
る
い
は
幕
府
）
に
た
い
し

て
‘
や
は
り
労
慟
形
態
で
の

「夫
役
」
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
き
の
伊
那
郡
御
堂
垣
外
村
で
は
‘
本
百
姓
の
負
担
と
し
て
賦

課
さ
れ
て
い
る
宿
の
馬
役
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
‘
被
官
・
名
子

•
門
屋
・
抱
等
の
従
属
身
分
の
農
民
た
ち
は
‘
本
百
姓
か
ら
屋
敷
地

を
給
与
さ
れ
て
い
る
（
借
り
て
い
る
）
こ
と
に
よ

っ
て
‘
本
百
姓
に

た
い
し
て
「
賦
役
」
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘

「屋

敷
地
」
を
め
ぐ

っ
て
、
本
百
姓
か
ら
御
公
儀
に
た
い
す
る
夫
役
と
‘

被
官
・
名
子
等
の
従
属
農
民
か
ら
本
百
姓
に
た
い
す
る
賦
役
と
の

「
二
重
の
労
役
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

「賦
役
」
と

い
う
労
働
提
供
の
形
態
が
‘
「
屋
敷
地
」
と
密
接
な
関
連
性
を
も
っ

，
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
「
屋
敷
地
」
と
「
賦
役
」
と
の
密
接
な
結
合
関
係
は
‘

な
に
も
近
世
初
期
の
本
百
姓
の
役
屋
体
制
と
被
官

・
名
子
制
度
に
は

じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
歴

史
的
先
行
形
態
は
‘
前
節
で
も
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
‘
中
世
の
「
在

家
」
の
な
か
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
初
期
の
領

主
と
本
百
姓
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
‘
ま
た
本
百
姓
と
従
属
農
民
と

の
あ
い
だ
に
お
け
る

「屋
敷
地
」
を
媒
介
と
し
た
「
賦
役
」
の
賦
課

は
‘
中
世
の

「在
家
」
の
な
か
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
原
理
の
継
承

と
再
編
成
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
中
世
の

「在
家
」
の
こ
と
は
‘
次
節
で
く
わ
し
く
と
り
あ
げ

る
が
、
そ
こ
に
貫
撤
し
て
い
る
原
理
と
は
‘
一

言
に
し
て
い
え
ば
‘

「
賦
役
」
と
は
‘

「屋
敷
地
」
を
媒
介
に
し
た
住
民
に
た
い
す
る
人

身
的
支
配
で
あ
り
、
そ
の
労
働
力
の
収
取
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古

代
律
令
制
の
も
と
で
は
‘
戸
籍
計
帳
に
よ
る
直
接
的

・
個
人
的
な
人

身
支
配
と
径
役
労
働
の
収
取
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
中

世
の
「
在
家
」
は
‘
「
屋
敷
地
」
と
い
う
土
地
を
媒
介
と
し
、
そ
こ

に
居
住
す
る
家
族
集
団
を
単
位
と
し
て
人
身
的
支
配
と
収
取
が
お
こ

な
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
田
地
や
畠
地
に
た
い
す
る
収
取
が
、
米
や
絹

（桑
）

・
麻

・
苧

等
の
生
産
物
の
形
態
を
と
る
の
に
た
い
し
て
‘

「賦
役
」
は
‘
田
地

や
畠
地
を
基
盤
と
し
た
支
配
・
収
取
で
は
な
く
、
そ
れ
か

「屋
敷
地
」

の
給
与
を
媒
介
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
‘
「
人
身
的
な
支
配
と

収
取
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
賦
役
」
の
本
質
的

意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
田
畠
の
貸
借
関
係
か
ら
「
賦
役
」
が
生

じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

田
地

・
畠
地
を
基
盤
と
し
、
そ

の
給
与
や
貸
借
関
係
か
ら
生
じ
る
生
産
物
形
態
で
の
収
取
と
‘

「屋

敷
地
」
の
給
与
や
貸
借
関
係
を
媒
介
と
し
た
人
身
支
配
と
そ
の
労
働

カ
の
収
取
と
し
て
の

「賦
役
」
と
は
‘
ほ
ん
ら
い
の
系
統
の
異

っ
た

二
つ
の
支
配

・
収
取
の
体
系
で
あ

っ
て
‘
わ
か
国
に
お
い
て
は
‘

一

般
に
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
こ
の
二
つ
の
支
配

・
収
取
の
体

系
か
、
同
時
的
に
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
‘
被
官

や
名
子
の

「
賦
役
」
は
‘
田
地

・
畠
地
の
貸
借
関
係
を
基
盤
と
し
た

も
の
で
も
、
そ
の
表
現
で
も
な
く
‘

「屋
敷
地
」
の
給
与

・
貸
借
関

係
を
基
盤
と
し
た

「親
方
・
子
方
」
と
い
う

「
人
身
的
支
配
従
属
関

係
」
の
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「屋
敷
地
」
を
媒
介
と
し
た
支
配
従
属
関
係
は
‘

前
述
の
よ
う
に
、
第
一
に
は
「
身
分
関
係
」
的
な
支
配
従
属
関
係
で

あ
り
、
第
二
に
は
「
家
的
関
係
」
と
し
て
の
支
配
従
属
関
係
で
あ
り

そ
し
て
第
三
に
は
「
人
身
的
」
な
支
配
従
属
関
係
と
い
う
三
重
の
意

味
を
重
層
的

・
構
造
的
に
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
‘
こ
の
支
配
従
属
関
係
は
画
一
的
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す

る
も
の
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
‘
親
族
的
な
被
官

・
名
子
・
門

屋
で
あ
る
ば
あ
い
と
‘
非
親
族
の
家
持
下
人
的
な
そ
れ
と
で
は
異

っ

て
く
る
し
、
同
じ
非
親
族
の
家
持
下
人
的
な
そ
れ
で
あ

っ
て
も
‘
譜

代
的
な
も
の
や
‘
屋
敷
地
の
永
代
売
り
に
よ
る
も
の
、
あ
る
い
は
ワ
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ラ
ジ
ヌ
ギ
的
な
も
の
な
ど
、
そ
の
成
因
に
よ
る
関
係
の
ち
が
い
に
よ

っ
て
‘
支
配

•

従
属
の
強
弱
は
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
が
あ

る
で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
に
被
官
や
名
子
の
役
儀
が
「
賦
役
」
と
い
う

労
慟
形
態
を
と
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
古
島
氏
や
小
野
•
森
氏

等
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
‘
被
官
・
名
子
の
つ
よ
い
隷
属
性
は

結
局
‘
上
述
の
よ
う
な
「
屋
敷
地
」
が
も

っ
て
い
る
意
味
構
造
か
ら

理
解
し
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
‘
木
村
修
三
‘
古
島
敏
雄
‘

小
野
武
夫
、
森
嘉
兵
衛
‘
木
下
彰
の
諸
氏
等
の
研
究
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
‘
屋
敷
地
の
給
与
と
、
田
畑
の
借
用
と
を
区
分
す
る
こ
と
な

v

、
被
官
や
名
子
の
「
賦
役
」
が
‘
「
田
畑
•
山
林

・

家
屋
敷
」
の

借
用
ま
た
は
分
給
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
た
。

そ
れ
は
、
第

一
に
は
‘
前
述
の
よ
う
に
‘
被
官
や
名
子
制
度
へ
の

着
目
か
、
ま
ず
‘
大
正
期
に
お
け
る
「
小
作
慣
行
調
査
」
と
し
て
は

じ
ま
り
、
昭
和
期
に
は
い
る
と
‘
「
資
本
主
義
論
争
」
と
の
か
か
わ

り
か
ら
地
主
・
小
作
関
係
の
究
明
の
一
環
と
し
て
発
展
し
て
き
た
た

め
‘
こ
の
研
究
は
‘
法
制
史
的
な
研
究
と
し
て
で
は
な
く
、
主
と
し

て
農
業
経
済
史
的
な
視
点
の
み
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
‘
被
官
や
名
子

の
「
賦
役
」
は
‘
「
特
殊
小
作
慣
行
」
や

「名
子
小
作
」
と
し
て
問

題
に
な

っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
第
二
に
は
‘
私
自
身
‘
被
官
や
名
子
の
「
賦
役
」
が
、
「
屋

敷
地
」
を
媒
介
に
し
た
人
身
的
支
配
と
収
取
の
体
系
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
の
は
‘
古
代
・
中
世
史
に
つ
い
て
の
石
母
田
正
氏
や
永
原

農
一
氏
等
の
諸
著
作
に
接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
か
ら
‘
被
官

や
名
子
の

「
賦
役
」
が
も

っ
て
い
る
意
味
理
解
は
‘
む
し
ろ
古
代

・

中
世
史
の
研
究
の
進
展
を
ま
つ
は
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
第
三
に
‘
古
島
氏
の
『
径
役
労
働
の
崩
壊
過
程
』
を
み
る

と
、
土
地
に
た
い
す
る
被
官
の
関
係
と
し
て
は
‘
御
家
か
ら
被
官
に

た
い
す
る
給
付
と
し
て
の
「
宛
行
地
」
と
‘
普
通
小
作
地
の
借
用
の

二
種
の
も
の
か
あ

っ
た
こ
と
を
文
書
史
料
か
ら
明
確
に
析
出
し
て
い

る
か
、
各
被
官
の
宛
行
地
の
面
積
や
‘
被
官
自
身
の
所
有
地
の
面
積

は
‘
公
的
な
土
地
文
書
で
は
‘
す
べ
て
御
家
の
「
内
付
」
と
な

っ
て

い
る
た
め
正
確
に
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
‘
ま
し
て
分
給
さ
れ
た

屋
敷
地
に
つ
い
て
は
‘
そ
れ
を
明
確
に
し
う
る
文
書
史
料
が
残
存
し

な
い
と
い
う
文
書
史
料
か
ら
の
制
約
が
あ

っ
た
こ
と
も
大
き
な
原
因

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
‘
こ
の
点
に
つ
い
て
は
‘
有
賀
喜
左
衛
門
氏
の
石
神
村
調

査
は
、
現
状
調
査
で
あ
る
だ
け
に
、
明
確
で
詳
細
な
資
料
を
提
示
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
‘
名
子
の
土
地
に
た
い
す
る
関
係
と
し
て

は
、
第
一
に
「
屋
敷
地
」
が
あ
る
か
‘
こ
れ
は
宅
地
と
周
辺
の
サ
イ

モ
ノ
バ
タ
（
菜
園
）
と
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
菜
圏
の
作

物
は
す
べ
て
名
子
の
自
用
に
属
す
る
。
そ
し
て
各
人
の
屋
敷
地
の
面

積
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
‘
も

っ
と
も
広
い
の
は
一
八
六
坪
‘

最
小
は
二
六
坪
で
、
か
な
り
広
狭
の
差
が
あ
る
。
こ
の
う
え
に
建
て

ら
れ
た
家
屋
に
つ
い
て
は
‘
子
ど
も
の
頃
か
ら
大
屋
の
召
使
と
し
て
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奉
公
し
、
子
持
ち
の
年
頃
に
な
っ
て
大
屋
か
ら
分
家
し
て
も
ら
っ
た

「
分
家
名
子
」
の
ば
あ
い
は
‘
大
屋
か
ら
家
屋
が
与
え
ら
れ
る
か
‘

屋
敷
だ
け
を
借
り
て
い
る
「
屋
敷
名
子
」
の
ば
あ
い
は
家
屋
を
自
分

で
建
て
る
。
旧
幕
時
代
に
は
‘
名
子
の
家
屋
に
は
‘
一
軒
屋
敷
と
半

軒
屋
敷
の
別
が
あ
っ
て
‘
前
者
は
建
坪
四

0
1
四
五
坪
、
後
者
は
一

五
ー
ニ

0
坪
で
あ
っ
た
が
、
旧
幕
時
代
の
名
子
の
家
屋
は
‘
一
般
に

は
半
軒
屋
敷
以
下
の
も
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て

有
賀
氏
の
調
査
し
た
大
屋
の
分
家
名
子
の
家
屋
は
‘
大
き
い
も
の
で

五
五
坪
、
小
さ
い
も
の
で
二
三
坪
で
あ
る
。
大
屋
か
ら
与
え
ら
れ
る

家
屋
に
は
畳
が
な
い
か
ら
‘
能
力
の
あ
る
名
子
は
自
分
で
調
達
し
‘

そ
れ
が
で
き
な
い
も
の
は
吉
凶
の
取
込
み
の
際
に
畳
を
大
屋
か
ら
借

り
て
く
る
。

こ
う
し
た

「
屋
敷
地
」
の
は
か
に
‘
「
役
地
（
ヤ
ク
ズ

）」と
し
て
田

畑
が
貸
与
さ
れ
る
。
こ
の
役
地
で
の
全
収
穫
は
名
子
の
も
の
と
な
る

が
、
稲
田
二
人
役

（一

人
役
は
五
‘
六
畝
）
と
畑
一
段
な
い
し
二
段

歩
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
‘
「
役
地
」
と
し
て
貸
与
さ
れ
る
屋
敷
地

と
田
畑
と
は
‘
大
屋
が
名
子
の
「
扶
養
」
の
た
め
に
分
給
し
た
基
礎

的
な
土
地
で
、
こ
れ
に
た
い
し
て
役
儀
と
し
て
の
「
賦
役
」
か
賦
課

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
‘
屋
敷
名
子
の
ば
あ
い
も
同
様

で
、
屋
敷
の
は
か
に
耕
地
が
役
地
と
し
て
貸
与
さ
れ
て
い
る
か
、
こ

の
ば
あ
い
は
‘
田
か
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
ず
、
多
く
は
畑
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
大
屋
に
た
い
す
る
ス
ケ
（
賦
役
）
は
‘
分
家
名
子
と

屋
敷
名
子
の
あ
い
だ
に
差
か
な
く
、
ま
た
貸
与
さ
れ
た
役
地
の
面
積

の
差
と
も
無
関
係
で
、

て
い
ど
で
あ
る
。

ほ
か
に
‘
名
子
は
‘
大
屋
か
ら
刈
分
小
作
地
を
借
用
す
る
か
、
こ

れ
は
名
子
関
係
と
は
無
関
係
な
普
通
小
作
関
係
の
土
地
で
あ
る
か
ら

自
分
の
主
家
以
外
の
地
主
と
も
小
作
関
係
を
む
す
ん
で
い
る
。

以
上
か
ら
も
‘
名
子
の
「
賦
役
」
が
‘
「
屋
敷
地
」
と
若
干
の
田

畑
と
を
あ
わ
せ
た
「
役
地
」
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
が
‘
こ
と
に
‘
有
賀
氏
の
著
作
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
‘

「
名
子
は
そ
の
屋
敷
地
を
借
り
て
い
る
か
ぎ
り
‘
そ
の
地
主
に
対
し

て
名
子
と
し
て
の
関
係
を
持
つ
の
で
あ

っ
て
、
名
子
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
地
主
へ
の
義
務
は
‘
あ
る
量
の
ス
ケ
を
出
す
こ
と
が
要
件
で
あ

る
か
ら
、
屋
敷
を
地
主
か
ら
借
り
る
以
前
に
は
‘
地
主
と
何
の
関
係

も
な
く
て
も
‘
屋
敷
を
借
り
た
場
合
に
名
子
と
し
て
の
関
係
が
生
ず

(
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る
」
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
‘
被
官
や
名
子
関
係
が
、
「
屋
敷
地
」
を
め
ぐ
っ
て
生

じ
る
と
い
う
こ
と
か
、
ほ
か
の
諸
研
究
で
ま
っ
た
く
記
述
さ
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
木
村
修
三
氏
の
前
掲
論
文
で
も
、
各
地
の
有

識
者
か
ら
の
聴
取
調
査
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
名
子
の
賦
役
が
、
「
宅

地
」
ま
た
は
「
屋
敷
」
の
借
用
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
談

話
を
五
つ
記
述
し
て
い
な

d

ま
た
‘
古
島
敏
雄
氏
の
『
稀
役
労
働
の

崩
壊
過
程
』
で
も
‘
「
大
正
元
年
小
作
慣
行
二
関
ス
ル
調
査
資
料
」

か
ら
‘
被
官
の
日
手
間
が
「
一
宅
地
二
付
十
二
人
ノ
人
夫
ヲ
出
｀
ン
」

と
い
う
記
述
を
引
用
し
‘
さ
ら
に
小
林
平
左
衛
門
の
著
作
「
信
州
伊

名
子
一
戸
あ
た
り
年
間
一

0
日
か
ら
一
五
日
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那
の
被
官
百
姓
」
か
ら
‘
「
昔
か
ら
明
治
の
中
頃
迄
は
屋
敷
年
貢
は

之
を
徴
せ
ず
‘
其
の
代
り
に
一
年
に
十
二
日
間
宛
働
き
に
来
て
居
っ
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た
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
記
述
か
引
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大

河
原
村
の
御
家
前
島
氏
の
「
天
保
四
年
定
成
年
貢
納
所
帳
」
の
な
か

に
‘
「
一
金
三
分
是
ハ
先
々
屋
敷
年
貢
去
ル
未
年
改
如
此
二
極
候

日
手
間
も
只
今
迄
二
日
二
候
共
‘
一
軒
並
二
相
定
五
日
宛
勤
候
段
申

(
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聞
申
立
候
‘
…
…
」
の
あ
る
の
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

小
野
武
夫
•
森
嘉
兵
衛
氏
共
著
の
「
旧
南
部
領
に
於
け
る
名
子
制

度
」
で
は
‘
名
子
の
語
源
に
つ
い
て
種
々
の
考
察
か
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
か
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
名
子
は
「
な
ご
」
で
は
な
く
‘
「
な
が

う
」
で
あ
る
と
し
、
、
天
明
年
間
の
菅
江
真
澄
の
遊
覧
記
「
遊
遇
濃
冬

隠
」
の
な
か
に
．
「
借
や
か
た
を
な
か
う
と
い
ふ
の
は
‘
長
屋
を
な
が

う
と
舌
た
み
て
い
ひ
…
…
」
と
あ
る
の
に
目
を
つ
け
て
、
「
名
子
と

は
、
長
屋
住
の
者
を
云
う
の
だ
と
い
う
説
は
注
目
す
べ
き
論
証
で
あ

る
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
‘
岩
手
郡
雫
石
地
方
の
農
村
教
科
書
と

し
て
使
用
さ
れ
た
川
村
佐
平
太
の
「
百
姓
用
向
」
の
な
か
に
も
‘
「
名

子
借
屋
之
小
百
姓
者
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
て
‘
「
之
は
名
子
の
入

る
べ
き
長
屋
の
名
称
ら
し
く
、
名
子
借
屋
に
住
ん
で
い
る
隷
農
的
な

小
百
姓
を
‘
譜
人

（自
已
の
家
屋
に
住
ん
で
い
る
自
作
農
）
と
区
別

す
る
為
め
に
特
に
こ
う
呼
ん
だ
も
の
ら
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
し

た
か
っ
て
‘
「
名
子
」
の
名
称
は
‘
「
名
子
か
地
頭
の
長
屋
住
又
は

小
屋
住
の
も
の
を
、
第
三
者
か
‘
譜
人
と
区
別
す
る
た
め
に
呼
ん
だ

名
称
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
‘
「
名
子
が
か
つ
て
大
家
族
を
収
容
し
て
い
た
大
家
屋
の
一
員

で
あ
っ
た
も
の
が
後
分
裂
し
長
屋
又
は
小
屋
に
分
家
し
た
事
を
示
す

(
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も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
小
野
•
森
両
氏
は
‘

名
子
の
長
屋
分
居
の
以
前
の
状
態
と
し
て
の
大
家
族
制
度
は
‘
ひ
と

つ
の
大
家
屋
の
な
か
で
食
事
等
も
と
も
に
す
る
生
活
と
し
て
考
え
て

い
た
ら
し
い
こ
と
は
‘
こ
の
論
文
の
な
か
で
も
‘
岩
手
県
本
宮
村
の

名
子
が
‘
徳
川
の
末
年
ま
で
食
堂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
集
っ
て
一
緒

に
食
事
を
と
る
風
習
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
聞
を
引
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。

森
嘉
兵
衛
氏
が
‘
名
子
屋
敷
を
も
っ
て
‘
名
子
の
居
住
す
る
長
屋

や
小
屋
等
の
「
家
屋
」
と
解
釈
し
た
こ
と
は
‘
こ
れ
以
降
の
数
篇
の

諸
論
文
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
か
‘
こ
と
に
‘
森
氏
が
‘
有
賀
氏

の
『
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
於
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
』
に

つ
い
て
お
こ
な
っ
た
「
書
評
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
一

0
巻
二
号
‘

一
九
四
0
年
五
月
）
で
は
‘
有
賀
氏
の
著
書
か
ら
「
名
子
は
そ
の
屋
敷

を
借
り
て
い
る
限
り
そ
の
地
主
に
対
し
て
名
子
た
る
関
係
を
持
つ
」

と
か
‘
「
屋
敷
か
他
人
の
手
に
渡
れ
ば
そ
の
人
の
屋
敷
名
子
に
な
る
」

と
か
‘
あ
る
い
は
「
屋
敷
名
子
は
大
屋
か
ら
屋
敷
を
借
り
て
も
そ
の

家
は
自
分
で
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
な
が

ら
も
、
こ
れ
ら
の
「
屋
敷
」
を
す
べ
て
「
家
屋
」
と
解
釈
し
て
、
「
名

••• 

子
の
名
子
た
る
所
以
は
借
屋
住
で
あ
る
事
に
基
く
事
か
明
か
に
さ
れ

た
。
此
の
点
を
実
証
的
調
査
に
依
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
事
は
名
子
制

度
の
本
質
解
明
に
多
大
の
功
献
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
（
傍
点
引
用
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者
）
と
讃
辞
を
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
で
も
‘
「
屋
敷
を
買

っ
て
名
子
ヌ
ケ
し
た
」
と
い
う
有
賀
氏
の
言
葉
を
引
用
し
た
の
に
つ

づ
け
て
、
「
家
屋
を
買
取
る
事
に
依
っ
て
名
子
ヌ
ケ
す
る
事
が
出
来

る
の
で
あ
り
‘
…
…
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
‘
「
屋
敷
」
を
「
家
屋
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
‘
さ
き
に
引
用

さ
れ
た
「
屋
敷
名
子
は
大
屋
か
ら
屋
敷
を
借
り
て
も
そ
の
家
は
自
分

で
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
と
も
明
ら
か
に
矛
盾
す
る

の
で
あ
る
が
‘
こ
の
点
は
‘
森
氏
の
つ
よ
い
思
い
込
み
と
い
う
は
か

は
な
い
。

こ
う
し
た
小
野

•

森
氏
の
解
釈
は
‘
木
下
彰
氏
に
も
影
響
を
あ
た

え
、
同
氏
の
論
文
「
日
本
農
業
に
於
け
る
径
役
労
働
の
残
存
と
そ
の

現
代
的
意
義
」
で
は
‘
「
名
子
は
‘
本
来
的
に
は
‘
当
然
の
こ
と
な

(
23) 

が
ら
長
屋
住
ま
た
は
小
屋
住
の
者
で
あ
り
…
…
」
と
い
っ
て
い
る
。

た
だ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
‘
森
嘉
兵
衛
氏
の
ば
あ
い
、
小
野
武
夫

氏
と
の
共
著
論
文
以
降
に
執
箪
さ
れ
た
論
文

「
旧
仙
台
藩
の
名
子
制

度
」
で
は
‘
名
子
に
、
「
生
産
手
段
」
と
「
生
活
手
段
」
の
永
久
的

世
襲
的
用
益
権
が
与
え
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
‘
名
子
関
係
の
本
質

が
、

「
む
し
ろ
名
子
身
分
を
決
定
し
た
生
活
手
段
の
貸
借
に
依
る
も

の
で
あ
っ
な
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
‘
同
氏
が
‘
名
子
の
本
質
が

「長

屋
住
」
な
い
し

「借
家
住
」
に
あ
る
と
み
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
有
賀
氏
が
石
神
村
調
査
で
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
‘
名
子
の
名
子
た
る
ゆ
え
ん
は
‘
大
屋
か
ら
「
屋
敷
地
」
を
貸

与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
石
神
村
調
査

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
三
つ
の
事
実
に
よ

っ
て
も
裏
付
け
ら
れ

る
。
そ
の
第
一
は
‘
「
名
子
ヌ
ケ
」
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
大

屋
の
分
家
名
子
で
あ

っ
た
馬
場
仁
太
‘
大
屋
の
別
家

（親
族
分
家
）

中
屋
敷
の
分
家
名
子
で
あ

っ
た
石
田
勘
之
丞
‘
同
じ
く
大
屋
の
別
家

酒
屋
の
名
子
で
あ
っ

た
土
沢
寅
．
欠
端
石
松

•

佐
藤
喜
代
松
の
五
事

沿）

例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
力
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
が
屋
敷
地
を
所
有

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
名
子
ヌ
ケ
を
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て‘

有
賀
氏
は

「高
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
名
子
ヌ
ケ
す
る
の
で
は
な
く

…
…
名
子
ヌ
ケ
を
す
る
に
は
屋
敷
の
収
得
が
最
も
大
き
な
要
件
と
な

(
25
)
 

っ
た
」
と
い

っ
て
い
る
。
第
二
は
‘
こ
の
逆
に
‘
「
屋
敷
を
大
屋
に

入
れ
て
名
子
に
な

っ
た
」
事
例
で
あ
る
。

こ
れ
は
隣
村
の
別
家
格
名

子
三
軒
と
‘
酒
屋
に
屋
敷
を
売

っ
て
そ
の
名
子
に
な

っ
た
石
田
丑
松

(
26
〉

の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
‘
酒
屋
か
ら
屋
敷
を
借
り
て
そ
の
名

子
で
あ

っ
た
戸
田
石
蔵
と
石
田
春
松
が
、
昭
和
九
年
に
そ
の
屋
敷
が

大
屋
の
所
有
と
な

っ
た
た
め
に
、
大
屋
の
名
子
に
な

っ
た
二
事
例
で

(
27
)
 

あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
‘
有
賀
氏
は
‘
石
神
村
調
査
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
い

て
、
名
子
の
「
身
分
的
地
位
」
か
、

「屋
敷
地
」
の
貸
与
を
基
礎
に

し
て
い
る
こ
と
を
事
実
に
お
い
て
は

っ
き
り
と
し
め
し
、
み
ず
か
ら

も
そ
れ
を
明
確
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、
名
子
の
「
賦
役
」
が、

「屋

敷
地
」
を
中
心
に
し
た

「役
地
」
の
貸
与
に
よ

っ
て
賦
課
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
も
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
ケ
（賦

役
）
に
つ
い
て
、
有
賀
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
め
し
て
い
る
。



「
ス
ケ
を
大
屋
の
よ
う
な
地
主
に
出
す
現
物
小
作
料
（
ま
た
は
現

物
地
代
）
の
か
わ
り
の
労
役
小
作
料
（
ま
た
は
労
働
地
代
）
と
単
純

に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
単
純
に
賦
役
も
し
く
は
径
役
と

解
す
る
こ
と
も
正
確
で
は
な
く
、
大
屋
と
名
子
と
の
関
係
か
ら
生
ず

る
全
体
的
な
相
互
給
付
関
係
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を

単
純
に
小
作
関
係
も
し
く
は
農
耕
に
関
し
て
だ
け
で
そ
れ
を
意
義
づ

け
る
こ
と
は
そ
の
意
味
と
し
て
は
か
な
り
局
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
農
耕
に
関
し
て
は
ス
ケ
は
大
屋
か
ら
名
子
に
対
し
て
行
な
わ
れ

ず
、
名
子
か
ら
大
屋
に
対
し
て
一
方
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
そ
れ
を

片
務
的
な
も
の
と
し
て
の
印
象
を
強
め
る
が
、
ス
ケ
は
農
耕
に
限
ら

れ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
名
子
は
大
屋
の
分
家
（
末
家
）
で
あ
る

と
い
う
地
位
を
持
つ
こ
と
や
そ
の
関
係
か
ら
生
じ
た
全
体
的
な
相
互

給
付
関
係
の
上
か
ら
こ
れ
を
み
な
け
れ
ば
、
そ
の
真
実
は
理
解
さ
れ

(
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)
 

な
＞
」

有
賀
氏
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
‘
か
れ
が
、
そ
の
民
俗
学
的
・
社

会
学
的
分
析
の
根
底
に
つ
ね
に
据
え
て
い
る
「
生
活
組
織
」

（「
生
活

連
関
」
）
の
概
念
に
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の

『贈
与
論
』
に
お
け

る
交
換
理
論
を
く
み
こ
ん
で
構
成
さ
れ
た
視
野
構
造

（分
析
枠
組
）

の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う

が
、
有
賀
氏
が
、
名
子
の
「
賦
役
」
を
、
大
屋
と
名
子
と
の
日
常
生

活
に
お
け
る
多
様
な
社
会
的
相
互
作
用
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
事
象
と

し
て
位
置
づ
け
る
広
い
視
野
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
、
労
役
小
作
料
（
労
働
地
代
）
と
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
こ

と
が
で
き
た
と
同
時
に
、
そ
れ
を
家
的
性
格
を
も
つ
主
従
関
係
的
な

親
方
・
子
方
関
係
に
お
け
る
双
務
関
係
の
な
か
で
と
ら
え
た
こ
と
は

前
述
の
よ
う
な
当
時
の
諸
研
究
に
く
ら
べ
る
と
、
や
は
り
一
段
と
高

く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
‘
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
な

か
で
、
名
子
に
た
い
す
る
「
屋
敷
地
」
の
貸
与
が
、
「
単
な
る
貨
借

人
と
み
な
い
で
：
…
…
•
そ
の
生
活
上
の
面
倒
を
み
よ
う
と
す
る
心
情

（
お
）

が
働
い
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
大
屋
か
ら
名
子
に
た
い

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
物
資
や
便
宜
が
給
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
細

か
く
記
述
し
て
い
る
の
は
‘
大
屋
か
ら
名
子
に
た
い
す
る
関
係
が
‘

扶
持
・
扶
養
と
恩
恵
的
附
与
で
あ
り
‘
名
子
の
「
賦
役
」
が
、
そ
れ

に
た
い
す
る
忠
誠
的
な
奉
仕
義
務
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
反
面
‘
有
賀
氏
の
解
釈
に
は
‘
三
つ
の
難
点
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
‘
大
屋
の
扶
持
・
扶
養
や
恩
恵

的
附
与
と
、
名
子
の
忠
誠
的
奉
仕
義
務
と

の
関
係
を
、

「
相
互
給
付
」

的
な
主
従
関
係
と
し
て
の
み
と
ら
え
、
そ
れ
を
と
お
し
て
は
た
ら
く

支
配
従
属
と
収
取
の
関
係
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と

関
連
し
て
、
第
二
に
、
名
子
の
労
働
提
供
や
奉
仕
を

「
賦
役
」
と
し

て
解
す
る
こ
と
に
も
否
定
的
な
見
解
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
も

っ
と
も
大
き
な
問
題
点
は
‘
名
子
関
係
が
、

「
屋
敷
地
」
の
給
与
を
基
盤
と
し
て
発
生
す
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘

し
な
が
ら
も
‘
な
ぜ
に
名
子
の
役
儀
か

「賦
役
」
と
い
う
労
働
形
態

を
と

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
屋
と
名
子
と
の
あ
い
だ
の
主
従
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関
係
や
家
的
関
係
が
‘
な
に
ゆ
え
に
そ
う
し
た
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ

れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
一
切
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
‘
一
般

的
抽
象
的
に
「
生
活
依
存
の
関
係
」
と
か
‘

「生
活
関
係
に
お
け
る

緊
密
さ
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
‘

有
賀
氏
の
ば
あ
い
‘
名
子
関
係
か
、
「
屋
敷
地
」
の
貸
与
を
基
盤
と

し
て
発
生
す
る
と
い
う
「
事
実
」
を
明
確
に
指
摘
し
記
述
し
な
が
ら
I

も
‘
「
屋
敷
地
」
が
も
つ
意
味
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
い
て
い

た
た
め
に
‘
名
子
制
度
に
個
有
な
特
質
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
有
賀
氏
が
名
子
制
度
に
か
か

わ
る
諸
事
象
を
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
「
屋
敷
地
」
の
意
味
構
造
と
の

関
連
に
お
い
て
相
互
関
連
的
統
一
的
に
解
釈
し
説
明
す
る
こ
と
か
で

き
ず
‘
一
般
的
抽
象
的
な
解
釈
と
説
明
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
は
‘
結
局
の
と
こ
ろ
‘
名
子
制
度
の
基
盤
で
あ
る
「
屋
敷
地
」

の
も
つ
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
意
味
構
造
の
理
解
の
欠
如
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。

(
1
)

木

村
修
三
「
旧
南
部
領
の
荘
園
類
似
の
制
度
」
（
農
業
経
済
学
会
編

輯
『
農
業
経
済
研
究
』
第
三
巻
二
号
、
岩
波
書
店
‘
一
九
二
七
年
五
月
）

四
八
頁
。

(2
)

古
島
敏
雄
「
径
役
労
慟
の
崩
壊
過
程
ー
伊
那
被
官
の
研
究
ー
」
（
『
古

島
敏
雄
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
‘
六
一
頁
）
。
な
お
‘
こ
の
著
作
集
に

収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
‘
原
著
書
で
あ
る
関
島
久
雄
・
古
島
敏
雄
共
羽

r
径
役
労
働
の
崩
壊
過
程
ー
伊
那
被
官
の
研
究
ー』（
育
生
社
‘

一
九
三

八
年
）
の
う
ち
古
島
氏
の
執
筆
分
の
み
で
あ
る
。

(3
)

小
野
武
夫
•
森
嘉
兵
衛

「

旧
南
部
領
に
於
け
る
名
子
制
度
」

（法
政

大
学
政
経
学
会
編

『政
治
経
済
研
究
』
第
一
年

「
号
‘
一

九
三
三
年
七

月
）
‘
九
六
頁
。

(
4
)

木
下
彰

「
日
本
煤
業
に
於
け
る
径
役
労
慟
の
残
存
と
そ
の
現
代
的
意

義
」
（
『
社
会
政
策
時
報
』
第
一
八
四

•

一
八
六

•

一
八
七
号
‘

一
九
三

六
年
。
木
下
彰

『
名
子
遺
制
の
構
造
と
そ
の
崩
壊
』
‘
御
茶
の
水
芯
房
‘

一
九
七
九
年
所
収
‘

一
五
頁
）
。

(
5
)

木
村
修
三
‘
前
掲
論
文
｀

＝
二
三
頁
。

(
6
)

小
野
武
夫
•
森

嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
九
五
頁
。

(7
)

小
野
武
夫

•

森
嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
九
七
頁
。

(
8
)

古
島
敏
雄
‘
前
掲
害
‘
五
四
ー
六
一

頁
。

(
9
)

古
島
敏
雄
‘
前
掲
害
‘
四
頁
。

(
10
)

木
村
修
三
‘
前
掲
論
文
‘

三
三
七
頁
。

(
11
)

木
村
修
三
‘
前
掲
論
文
‘

三
一
三
頁
。

(1
2)

小
野
武
夫

•

森
嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
八

一
頁
。

(
1
3
)小
野
武
夫

•

森
嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
九
七

頁
。

(1
4)

小
野
武
夫
•
森

嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
九
六
頁
。

(1
5
)
小
野
武
失

•

森
嘉
兵
衛
‘
前
掲
論
文
‘
九
七
頁

。

(16)

木
下
彰
、
前
掲
書
‘

一
五

I
七
頁
。

(
17
)

長
谷
川
善
計

「
同
族
団
の
初
源
的
形
態
と
二
つ
の
家
系
譜
ー
有
賀
喜

左
衛
門
の
同
族
団
理
論
の
再
検
討
ー
」
（
下
）（
r
神
戸
大
学
文
学
部
紀

要
」
第
一

0
号
‘
一
九
八
三
年
）
、
八

―
I
六
頁
。

(
18
)

有
賀
喜
左
衛
門

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

子
制
度
」
（
ア
チ
ソ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
‘
一
九
三
九
年
。

r
有
賀
喜
左

衛
門
著
作
某
』
第
三
巻
所
収
‘

六
六

I
七
頁
）
。

(19
)

木
村
修
三
‘
前
掲
論
文
‘
二
八
五‘

二
八
九‘

二
九

O
、二
九
三
頁
。

(
20
)

『古
島
敏
雄
著
作
集
』
第
一
巻
‘
六
六
頁
。
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(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

前
掲
書
。
六
九
頁
。

小
野
武
夫
•
森
嘉
兵
衛
、
前
掲
論
文
‘
七
九
I

八
一
頁
。

木
下
彰
、
前
掲
書
‘
一
五
頁
‘

一
七
頁
。

有
買
喜
左
衛
門
‘
前
掲
書
‘
七

一
、
九

一、

九
三‘

九
六
‘

頁。有
賀
喜
左
衛
門
‘
前
掲
書
‘

J
O
八
頁
。

有
賀
喜
左
衛
門
‘
前
掲
書
、
六
八
、
九
七
‘

J
O
二
‘

J
O
三
頁
。

有
賀
喜
左
衛
門
、
前
掲
書
‘
七
一
、
九
六
‘
九
七
頁
。

有
賀
喜
左
衛
門
、
前
掲
書
‘
一
三
二
頁
。

有
賀
喜
左
衛
門
‘
前
掲
書
‘
八
三
ー
四
頁
。（

神
戸
大
学
文
学
部
） loo 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
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