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The Scope and Rearrangement of Durkheim’s “Cult of the Individual”：
The Legalization of Illegal Occupation of the Itami Airport Site

KANEBISHI Kiyoshi

Should squatting, which is a worldwide phenomenon, be treated as an extralegal concept 

positioned outside the framework of national law, or should it be incorporated within legal 

frameworks? Squats are normally regarded as areas in which national law does not apply, and as such, 

the civil authorities of nations that do not address squatting in their legal systems either turn a blind 

eye to it or resort to eviction. This report, however, concerns itself with one of the biggest cases of 

illegal occupation in Japan, and how the authorities sought to resolve the issue amicably through 

public compensation conforming to the nation’s legal system. In this respect, illegal occupation could 

be seen as having been incorporated within the nation’s legal system.

In this paper, I use Durkheim’s concept of the cult of the individual to examine the logic 

that enables squatting, which in many countries is treated as lying outside the law, to have been 

incorporated into a legal system along with public compensation. Durkheim’s “cult of the individual” 

defines the individual as the one and only constant on which people can count in the modern world 

with its increasing complexity, division of labor and diversity of ever-changing opinion. The squatters 

concerned in this case were forced to live life bare, alienated from the privileges that normally attach 

to individuals, such as good environment （the site suffered jet noise pollution）, status as nationals 

（the squatters were Korean）, and property under the law, but this does not invalidate the concept 

of the cult of the individual. Public compensation for the illegally occupied land rather pointed to 

opportunities in the system for remediation in the process of personification.

More specifically, I attempt to show how it was in the context of personification of （1） airport 

facilities at the public administration level and （2） roadside deities at the private sector level that 

compensation for the people living on the illegally occupied site was arranged and illegal occupation 

resolved. The purpose of this report is to provide social policy pointers to halting and reversing the 

localized proliferation of poverty.

Keywords: illegal occupation, cult of the individual, living life bare, roadside deity effect, socialization 
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木
下
光
生

　
本
稿
は
、
日
本
の
賤
民
と
百
姓
が
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
以
降
、
自
他
の
身
分
を
強
く
意
識

し
出
す
状
況
を
素
材
と
し
て
、共
同
研
究
の
全
体
テ
ー
マ「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」を
、

日
本
近
世
史
研
究
に
お
い
て
問
う
こ
と
の
意
義
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
ま
で

の
近
世
史
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
問
い
を
、
自
己
の
「
客
観
的
な

実
態
」（
身
体
）
と
「
自
己
認
識
」（
人
格
）
の
間
に
生
ず
る
ズ
レ
や
せ
め
ぎ
合
い
を
め
ぐ
る
問
題
に

置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
近
世
史
研
究
で
残
さ
れ
て
い
る
課
題
、
と
り
わ
け
賤
民
と
百
姓
の
自
他
認
識

論
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
視
点
に
た
つ
と
、
一
八
世
紀
後
半
～

一
九
世
紀
と
い
う
時
代
の
も
つ
重
要
性
が
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
通
常
、
右
の
時
代
は
、
民
衆
の
力
に
よ
っ
て
身
分
（
制
）
社
会
が
「
動
揺
」「
崩
壊
（
解
体
）」
す

る
時
代
と
し
て
描
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
当
該
期
の
賤
民
や
百
姓
が
邁
進
し
た
地
位
向
上
運
動

を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、
当
時
の
民
衆
が
「
身
分
」
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
ま
く
り
、
身
分
を
拠
り
所
に
し
た
自
己
表
明
を
、
運
動
に
よ
っ
て
公
言
し

て
憚
ら
な
い
人
び
と
で
あ
っ
た
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
運
動
は
、
い
ず
れ
も
、
他

身
分
・
他
賤
民
と
の
「
平
等
」
で
は
な
く
、「
差
別
化
」
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、

そ
れ
に
邁
進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
本
来
複
雑
な
実
態
を
も
つ
「
客
観
的
な
自
己
」
と
「
自
分
が
自
覚

す
る
自
己
」
を
ひ
た
す
ら
乖
離
・
分
裂
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
向
を
、
単
に
「
限
界
」

視
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
り
、
人
び
と
が
「
身
分
」
に
寄
り
添
お
う
と
し
た
切
実
な
思
い
に
、
も
っ

と
肉
迫
し
得
る
よ
う
な
発
想
と
時
代
認
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
加
え
て
、
他
者
と
の
「
差
別
化
」
を
孕
む
よ
う
な
地
位
向
上
運
動
は
、
近
現
代
日
本
社
会
で
も
確

認
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、「
前
近

代
／
近
代
」
と
い
う
既
存
の
時
間
認
識
を
相
対
化
す
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
賤
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、
百
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他
認
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放
運
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分
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
日
本
の
賤
民
と
百
姓
が
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
以
降
、
自
他
の
身

分
を
強
く
意
識
し
出
す
状
況
を
素
材
と
し
て
、
日
本
近
世
史
研
究
（
以
下
、
近
世
史

研
究
と
す
る
）
に
お
い
て
「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
を
問
う
こ
と
の

意
義
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
共
同
研
究
の
共
通
課
題
で
あ
る
「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い

う
問
い
は
、現
段
階
の
近
世
史
研
究
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
の
か
。
率
直
に
い
え
ば
、

「
な
い
」
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
現
状
で
あ
ろ
う
。「
身
体
と
人
格
」、あ
る
い
は
「
言

説
と
実
践
」
と
い
う
用
語
を
自
覚
的
に
用
い
た
研
究
は
皆
無
に
近
い
し
、
そ
も
そ
も

そ
う
し
た
用
語
や
視
角
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
迫
性
も
、
近
世
史
研
究
者

の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
も
、
近
世
史
研
究
の

な
か
だ
け

0

0

で
み
れ
ば
、
右
の
用
語
を
あ
え
て
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
究
史
的
要

請
（
必
要
性
）
は
今
も
っ
て
な
い
し
、
今
後
も
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
三
年
間
の
共
同
研
究
で
歴
史
学
以
外
の
研
究
報
告
と
接
す
る
う
ち
に
、「
身

体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
実
は
近
世
史
研
究
で
残

さ
れ
て
い
る
課
題
と
置
き
換
え
可
能
の
問
題
群
で
あ
り
、
ま
た
「
非
歴
史
学
」
研
究

と
近
世
史
研
究
の
成
果
を
論
点
的
に
つ
な
げ
る
回
路
（
窓
口
）
と
も
な
り
得
る
、
と

い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
刺
激
と
な
っ
た
の
は
、
自
己
の
「
客
観
的

な
実
態
」（
身
体
）
と
「
自
己
認
識
」（
人
格
）
の
間
に
生
じ
る
ズ
レ
や
、
両
者
の
せ

め
ぎ
合
い
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
浮
ヶ
谷
幸
代
か
ら
は
、糖
尿
病
を
め
ぐ
る
「
医
療
的
言
説
と
治
療
実
践
」

を
事
例
に
、「
客
観
的
」（
医
学
的
）
に
は
糖
尿
病
と
い
う
「
病
気
で
あ
り
」
な
が
ら
も
、

そ
の
自
覚
症
状
が
な
い
人
び
と
に
対
し
て
、
自
分
が
「
病
気
で
あ
る
」
こ
と
を
「
自

覚
」
さ
せ
て
い
く
現
代
社
会
の
特
徴
が
報
告
さ
れ
た
し

（
（
（

、
川
添
裕
子
は
美
容
整
形
の

問
題
を
通
し
て
、「
あ
る
が
ま
ま
」
の
自
分
と
、
整
形
す
る
自
分
と
の
間
で
揺
れ
動

く
人
び
と
の
葛
藤
を
指
摘
し
た

（
（
（

。
さ
ら
に
出
口
顯
か
ら
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け

る
国
際
養
子
を
題
材
に
、
外
見
的
に
は
「
白
人
の
生
粋
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
」
で
は
な

い
が
、
自
己
を
「
一
〇
〇
％
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
」
と
し
て
の
み
規
定
す
る
国
際
養
子

た
ち
の
、
社
会
的
位
置
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
報
告
さ
れ
た

（
（
（

。

　
右
の
諸
事
例
は
、
い
ず
れ
も
筆
者
が
専
門
と
す
る
「
日
本
近
世
」
と
い
う
時
間
と

場
所
か
ら
は
、
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
で
貫
か
れ
て

い
る
課
題
、
す
な
わ
ち
、「
自
分
自
身
が
自
覚
す
る
自
己
」
と
、「
客
観
的
な
自
己
」

と
の
間
に
生
ず
る
ズ
レ
や
、
そ
の
ズ
レ
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
問
題
は
、
は
か
ら
ず
も
筆

者
が
こ
だ
わ
っ
て
き
た
近
世
賤
民
の
自
己
認
識
論
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り

（
（
（

、
し
か

も
そ
れ
は
、
近
世
史
研
究
の
な
か
で
依
然
追
究
が
不
十
分
な
課
題
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い
う
問
い
を
、
近
世
の
賤
民
、

お
よ
び
百
姓
の
自
他
認
識
論
と
し
て
解
釈
し
直
す
な
ら
ば
、
近
世
史
研
究
の
課
題
を

克
服
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
本
共
同
研
究
の
眼
目
で
あ
る
、
他
分
野
研
究
へ
の
刺
激

を
果
た
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
わ
た
（
穢
多
）・
非
人
・
三さ

ん
ま
い
ひ
じ
り

昧
聖
（
お
ん
ぼ
う
）・
夙し

ゅ
くと

い
っ

た
賤
民
や
、
村
社
会
に
生
き
る
百
姓
た
ち
が
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
以
降
、
自

他
の
身
分
差
を
ど
の
よ
う
に
自
覚
し
、
表
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
す
な
わ

ち
自
己
の
身
分
的
立
場
を
ど
う
「
発
見
」
し
て
い
く
の
か
を
追
究
し
、
前
述
の
課
題

の
克
服
に
努
め
た
い
。

　
近
世
社
会
は
身
分
制
の
も
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
百
姓
が
「
百
姓
」
身
分
と
し
て

の
自
己
を
自
覚
す
る
の
は
当
た
り
前
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
身
分
（
制
）
社
会
の
な
か
で
生
き
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
び
と
は
絶
え

ず
自
他
の
「
身
分
」（
血
筋
・
血
統
で
規
定
さ
れ
る
、
あ
る
人
の
社
会
的
立
場
）
を

意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
身
分
」
と
は
、
単
に
「
客
観
的
な
実

態
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
か
を
き
っ
か
け
に
「
自
覚
」
す
る
と
い

う
、
す
ぐ
れ
て
自
他
認
識
に
属
す
る
問
題
な
の
で
あ
り
、
自
分
は
い
か
な
る
身
分
に

属
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
相
手
の
身
分
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
が
、
誇
示
・
卑
下
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て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
と
き
に
は
②
と
あ
わ
せ
て
、
③
村
役
人
と
道
で
出
く
わ
し
た

ら
、
や
は
り
履
き
物
を
脱
ぎ
「
手
を
拱
き
平
伏
」（
土
下
座
）
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

た
と
い
う
。
皮
多
に
対
し
、
相
当
屈
辱
的
な
行
動
が
強
要
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
も
よ
り
深
刻
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
藩
法
を
う
け
た
平へ

い
に
ん人

（
百
姓
・
町
人
の
総

称
）
側
の
態
度
で
あ
っ
た
。
楢
原
村
皮
多
は
そ
れ
ま
で
、
農
業
の
か
た
わ
ら
、
近
隣

の
町
場
や
村
へ
草
履
や
草
鞋
を
売
り
に
行
っ
た
り
、
日
雇
い
の
賃
金
労
働
者
と
し
て

雇
わ
れ
た
り
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
さ
き
の
法
令
が
出
た
途
端
、
仕

事
先
の
町
や
村
の
人
び
と
の
態
度
が
一
変
し
、
皮
多
た
ち
が
行
商
な
ど
で
町
村
へ
出

向
く
と
、
法
令
を
か
さ
に
屈
辱
的
な
言
動
を
強
要
し
、
皮
多
が
そ
れ
を
拒
む
と
、
暴

行
を
加
え
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
う
え
、
赤
穂
藩
の
命
令
が
藩
領
を
こ

え
て
「
い
ず
れ
へ
も
響
き
渡
」
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
他
領
に
属
す
る
人
び
と
も

同
様
の
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
普
段
の
生
活
が
、
自
分
の
村
の
な

か
だ
け
で
（
あ
る
い
は
同
じ
身
分
の
な
か
だ
け
で
）
自
己
完
結
し
て
い
た
の
な
ら
ま

だ
し
も
、
他
町
村
の
人
び
と
（
非
賤
民
）
と
の
仕
事
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
世
帯
経
営

が
成
り
立
っ
て
い
た
楢
原
村
皮
多
に
と
っ
て
、
完
全
に
「
商
売
あ
が
っ
た
り
」
の
状

態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
皮
多
た
ち
も
、
初
め
の
う
ち
は
泣
き
寝
入
り
し
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
と
う
と
う

耐
え
き
れ
ず
、
寛
政
一
三
年
、
楢
原
村
皮
多
は
事
態
の
改
善
を
求
め
て
藩
に
訴
え
出

る
に
い
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
彼
ら
が
と
っ
た
戦
術
が
、「
御
百
姓
（
皮
多
百

姓
）」意
識
に
も
と
づ
く
他
賤
民
と
の
差
別
化
、と
い
う
論
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

（
Ａ
）
東
国
の
江
戸
・
尾
張
・
伊
勢
、
あ
る
い
は
西
国
の
備
前
・
備
中
・
豊
後
な
ど

に
は
確
か
に
「
穢
多
・
非
人
」
が
い
る
、
彼
ら
は
「
御
高
」（
土
地
）
も
所
持
せ
ず
、

た
だ
ひ
た
す
ら
「
御
百
姓
」
の
「
御
恩
情
」
に
す
が
っ
て
、日
々
「
平
伏
（
物
乞
い
）

を
渡
世
の
か
わ
り
」
に
し
て
い
る
よ
う
な
「
穢
多
の
名
目
」
の
連
中
で
あ
る
、（
Ｂ
）

だ
が
楢
原
村
を
は
じ
め
と
す
る
播
磨
の
皮
多
は
、
土
地
を
持
ち
、
年
貢
納
入
も
き
ち

ん
と
果
た
す
れ
っ
き
と
し
た
「
御
百
姓
」
で
あ
り
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
困
窮
し
て
い

よ
う
と
も
、「
在
家
・
町
人
衆
の
御
恩
情
」
に
す
が
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
、（
Ｃ
）

あ
る
い
は
攻
撃
さ
れ
た
り
す
る
と
き
こ
そ
、「
身
分
」
が
社
会
の
な
か
で
「
生
き
生
き
」

と
す
る
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
で
注
目
す
る
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀

こ
そ
、
賤
民
と
百
姓
の
間
で
自
他
の
身
分
差
が
強
く
意
識
さ
れ
出
し
、「
客
観
的
な

自
己
」
と
「
自
覚
さ
れ
る
自
己
」
と
の
間
の
ズ
レ
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
時
代

な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
は
、
と
り
わ
け
賤
民
に
よ
る
賤
視
か
ら
の
解
放
運

動
や
、
百
姓
と
し
て
の
地
位
保
全
・
向
上
運
動
で
は
っ
き
り
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ら

の
事
例
を
一
つ
ず
つ
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

❶
自
己
を
発
見
す
る
賤
民
た
ち

（
1
）
か
わ
た
の「
百
姓
」宣
言

　
近
世
の
賤
民
が
、
他
身
分
と
の
比
較
を
通
し
て
自
ら
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
し
、

そ
の
自
負
心
を
高
ら
か
に
主
張
す
る
こ
と
で
、
賤
視
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
。
そ
う

し
た
解
放
運
動
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
賤
民
史
研
究
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
の
が
、「
百
姓
」
宣
言
に
も
と
づ
く
か
わ
た
（
皮
多
・
革
田
な
ど
の
字
を
あ
て
る
）

の
地
位
向
上
運
動
で
あ
り

（
（
（

、
な
か
で
も
著
名
な
の
が
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）、

播
磨
国
赤
穂
郡
楢
原
村
（
兵
庫
県
赤
穂
市
）
の
皮
多
が
、「
御
百
姓
（
皮
多
百
姓
）」

意
識
を
も
と
に
お
こ
し
た
待
遇
改
善
要
求
運
動
で
あ
る

（
（
（

。

　
楢
原
村
皮
多
が
属
す
る
赤
穂
藩
で
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
と
同
一
三
年
、

立
て
続
け
に
皮
多
の
言
動
を
規
制
す
る
法
令
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
命
じ
ら
れ
た
の

は
、
①
領
内
の
皮
多
は
近
隣
の
町
場
や
村
々
の
「
小
見
せ
」「
小
酒
屋
」
な
ど
へ
出

向
く
と
き
、
履
い
て
い
た
草
履
や
草
鞋
を
店
の
門
の
外
で
脱
ぎ
、
地
面
に
這
い
つ
く

ば
る
よ
う
な
姿
勢
で
店
内
に
入
る
こ
と
、
②
同
じ
く
大
庄
屋
や
庄
屋
な
ど
の
村
役
人

宅
に
用
事
が
あ
る
と
き
も
、
門
外
で
履
き
物
を
脱
ぎ
、
土
下
座
を
し
て
待
ち
か
ま
え

用
件
を
済
ま
せ
る
こ
と
、
と
い
う
行
動
要
請
で
あ
っ
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ

り
以
前
（
お
そ
ら
く
は
安
永
七
年
〔
一
七
七
八
〕
の
直
後

（
（
（

）
に
も
藩
か
ら
指
示
さ
れ
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し
た
が
っ
て
、
藩
法
で
指
示
さ
れ
て
い
る
言
動
強
制
は
、（
Ａ
）
の
連
中
に
こ
そ
向

け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
我
々
「
皮
多
百
姓
」
を
「
余
国
の
穢
多
・
非
人
・

茶
筅
」
と
同
様
に
あ
つ
か
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
楢

原
村
皮
多
は
、
暴
力
を
も
辞
さ
な
い
賤
視
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
は
ね
の
け
る
運
動

を
進
め
る
な
か
で
、
自
分
た
ち
が
皮
多
と
い
う
「
鄙

（
卑
（賤

者
」
で
、「
御
上
様
」
か
ら

み
て
「
遠
き
身
分
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
御
百
姓
」
で
も
あ
る
―
し
か
も

そ
れ
は
、
他
賤
民
と
の
差
別
化
を
前
提
に
し
て
い
る
―
と
い
う
か
た
ち
で
、
自
己
の

身
分
的
立
場
を
強
烈
に
自
覚
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
楢
原
村
皮
多
の
「
百
姓
」
宣
言
は
、
日
常
の
経
済
活
動
の
切
迫
性
に
か
ら
れ
て
浮

上
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
様
の
意
識
は
、
か
わ
た
た
ち
が
村
政
運
営
上
お
か
れ

て
い
た
立
場
か
ら
も
発
露
さ
れ
た
。
近
世
の
か
わ
た
は
中
世
以
来
、
百
姓
と
は
別
に

独
自
の
集
落
を
形
成
し
て
い
た
が
、
幕
府
や
藩
か
ら
把
握
さ
れ
る
行
政
単
位
（
行
政

村
）
と
し
て
は
、
隣
接
す
る
百
姓
村
と
一
村
扱
い
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
立

場
的
に
は
そ
の
百
姓
村
に
従
属
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
百
姓
村

が
「
本
村
」（
本
郷
）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
か
わ
た
村
は
「
枝
村
」（
枝
郷
）
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
本
村
・
枝
村
を
あ
わ
せ
た
一
行
政
村
と
し
て
の
村
政
運
営
上
、
枝

村
側
が
種
々
の
不
利
益
を
こ
う
む
っ
て
い
た
こ
と
（
行
政
村
の
代
表
者
た
る
村
役
人

の
選
出
に
参
加
で
き
な
い
な
ど
）
が
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
そ
の
た

め
か
わ
た
村
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
不
利
な
立
場
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
、
本
村

か
ら
の
分
離
独
立
を
は
か
ろ
う
と
す
る
人
び
と
が
出
て
く
る
。
そ
の
一
例
が
、
丹
波

国
多
紀
郡
高
屋
村
（
兵
庫
県
篠
山
市
）
を
本
村
と
す
る
皮
多
村
（「
河
原
」
と
い
う

固
有
村
名
を
も
っ
て
い
た
）
が
、文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
～
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
た
分
村
独
立
運
動
で
あ
り

（
（
（

、「
御
百
姓
」
意
識
は
そ
の
運
動

の
な
か
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
本
村
―
枝
村
関
係
が
も
た
ら
す
問
題
点
と
し
て
河
原
村
が
指
摘
し
た
の
は
、
次
の

よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
本
村
の
高
屋
村
と
は
行
政
的
に
は
一
村
で

あ
り
な
が
ら
も
、
河
原
村
は
皮
多
と
い
う
身
分
ゆ
え
、
村
落
自
治
の
話
し
合
い
の
場

に
は
一
切
同
席
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
万
事
我
々
に
相
談
が
な
い
ま
ま
村
政
が
進

め
ら
れ
て
い
る
、
②
そ
の
く
せ
村
入
用
（
村
政
の
必
要
経
費
）
の
勘
定
の
と
き
だ
け

は
、
河
原
村
に
直
接
関
係
の
な
い
本
村
限
定
の
経
費
ま
で
も
が
「
一
村
」
の
村
入
用

と
し
て
計
上
さ
れ
、
河
原
村
へ
そ
の
負
担
が
か
け
ら
れ
て
く
る
、
③
さ
ら
に
、
河
原

村
が
所
有
す
る
七
五
石
の
農
地
（
本
村
か
ら
の
買
入
分
も
含
む
）
に
つ
い
て
も
本
村

の
管
理
下
に
あ
る
た
め
、
農
業
経
営
が
「
我
々
ど
も
の
自
由
」
に
な
ら
な
い
。
我
々

河
原
村
は
、
本
村
の
人
び
と
と
「
同
じ
百
姓
」
で
あ
り
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
あ
り

さ
ま
は
誠
に
口
惜
し
い
か
ぎ
り
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
御
百
姓
」
と
し
て
生
き

続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
今
日
よ
り
「
本
村
差
配
」
は
一
日
も
受
け
た

く
は
な
い
。
そ
う
決
意
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
文
化
元
年
に
立
ち
上
が
っ
た
河
原
村
の
分
村
運
動
は
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
そ
の

約
五
〇
年
後
の
安
政
三
年
、
つ
い
に
一
行
政
村
と
し
て
の
独
立
を
勝
ち
取
る
に
い
た

る
。
そ
し
て
こ
の
か
ん
、
運
動
に
邁
進
す
る
河
原
村
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
「
御

百
姓
」
と
し
て
の
身
分
的
自
覚
で
あ
り
、「
御
高
も
所
持
」
し
年
貢
の
「
御
上
納
」

も
き
ち
ん
と
果
た
す
、「
同
じ
百
姓
」
と
し
て
の
平
等
要
求
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た

楢
原
村
皮
多
の
解
放
運
動
と
、
ま
さ
し
く
同
じ
論
法
が
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
だ
が
楢
原
村
皮
多
の
「
御
百
姓
」
意
識
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
河
原
村
が
求

め
た
「
百
姓
」
と
し
て
の
平
等
要
求
も
ま
た
、
単
純
な
「
反
差
別
」
思
想
に
も
と
づ

く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
分
村
運
動
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
ま
も
な
く
の
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）、
近
隣
の
百
姓
村
が
穢
多
・
非
人
の
立
ち
入
り
を
禁
ず
る
立
札
を
掲
げ

た
こ
と
に
対
し
河
原
村
は
、「
穢
多
」
と
は
「
御
高
」
を
所
持
せ
ず
、
持
ち
家
も
な

く
て
借
家
住
ま
い
を
し
、
死
牛
馬
の
処
理
と
い
う
「
穢
れ
た
」
仕
事
の
み
で
生
活
し

て
い
る
よ
う
な
連
中
で
あ
る
と
し
て
、「
御
百
姓
」
で
あ
る
自
分
た
ち
と
、
典
型
的

な
「
穢
多
」
と
の
取
り
扱
い
を
区
別
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
の
と
き
の
抗
議
行
動
は
、

折
か
ら
始
ま
っ
た
分
村
運
動
と
直
接
の
関
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
「
御
百

姓
」
と
し
て
の
自
覚
と
い
う
面
で
は
共
通
し
て
お
り
、分
村
運
動
で
み
せ
つ
け
た
「
御

百
姓
」
意
識
も
、
他
賤
民
と
の
差
別
化
を
前
提
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
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に
難
く
な
い
。
当
時
の
か
わ
た
に
と
っ
て
、「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
を
主
張
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
皮
肉
に
も
、
自
分
た
ち
が
は
ね
の
け
よ
う
と
し
た
賤
視
や
社
会

的
不
利
益
を
、
自
ら
の
手
で
肯
定
（
再
生
産
）
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

（
2
）
非
人
の
解
放
運
動

　
近
世
社
会
で
「
非
人
」
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
の
な
か
に
は
、
単
身
で
物
乞
い
を
し

な
が
ら
流
浪
的
な
生
活
を
送
る
人
も
い
れ
ば
、
か
っ
ち
り
と
し
た
非
人
組
織
に
所
属

し
、独
自
の
集
落
を
形
成
し
て
そ
こ
に
定
住
す
る
人
た
ち
も
い
た
。
一
口
に
「
非
人
」

と
言
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
多
様
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
幅
広
さ
の
な
か

で
も
、「
非
人
」
と
し
て
の
身
分
的
自
覚
を
高
め
る
人
び
と
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し

て
い
た
。
そ
の
一
例
が
、
尾
張
国
の
玄
海
村
非
人
が
一
九
世
紀
前
半
に
お
こ
し
た
、

檀
那
寺
の
寺
格
昇
進
運
動
で
あ
る

（
（1
（

。

　
玄
海
村
は
、
名
古
屋
城
下
町
の
東
部
に
所
在
し
た
非
人
村
で
、
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）に
は
一
〇
〇
〇
軒
も
の
家
が
軒
を
連
ね
る
よ
う
な
大
規
模
集
落
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
西
念
寺
と
い
う
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
に
属
す
る
寺
院
が
あ
り
、

玄
海
村
の
人
び
と
の
宗
教
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
西
念
寺

に
つ
ど
う
門
徒
と
住
職
が
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）、
西
念
寺
の
寺
格
昇
進
を
目
指

す
運
動
に
取
り
掛
か
り
、
以
来
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
本
山
の
西
本
願
寺
と
名
古
屋

御
坊
、
お
よ
び
尾
張
藩
寺
社
奉
行
所
を
巻
き
込
ん
だ
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　
西
念
寺
側
が
求
め
た
昇
進
内
容
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、

国く
に
き
ぬ絹

袈
裟
と
い
う
僧
侶
格
へ
の
昇
格
は
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
い
た
っ
て
よ

う
や
く
本
山
で
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
国
絹
袈
裟
へ
の
昇
進
一

つ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
要
求
実
現
ま
で
に
実
に
三
〇
年
も
の
年
月
を
要
し
た
背
景
に

は
、
西
本
願
寺
と
名
古
屋
御
坊
が
、
玄
海
村
を
「
穢
村
」（
穢
多
村
）、
お
よ
び
西
念

寺
を「
穢
寺
」（
穢
多
を
門
徒
と
す
る
寺
）同
然
に
み
な
す
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　
自
分
た
ち
の
村
と
寺
に
対
す
る
教
団
内
部
の
見
方
を
知
っ
た
西
念
寺
門
徒
は
、
す

ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
穢
村
」
は
「
身
洗
い
」「
足
洗
い
」

が
で
き
な
い
が
、
我
々
玄
海
村
非
人
は
、
惣そ

う
な
い内

（
尾
張
の
非
人
組
織
を
束
ね
て
い
た

非
人
頭
）
に
一
定
の
金
銭
さ
え
支
払
え
ば
、
い
つ
で
も
「
身
洗
い
」
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
町
人
・
百
姓
と
な
っ
て
隣
り
町
や
隣
り
村
に
住
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ

か
ら
「
穢
村
」
と
同
列
に
あ
つ
か
わ
な
い
で
ほ
し
い
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
実
際
、
非
人
と
平
人
の
境
界
が
曖
昧
で
、
百
姓
・
町
人
に
と
っ
て
「
非
人
」
と
い

う
立
場
が
「
明
日
の
我
が
身
」
で
も
あ
り
得
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
玄
海
村
の
人
び
と
は
、
非
人
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
現
実
を
味
方
に
つ

け
て
、「
我
々
非
人
は
い
つ
で
も
平
人
に
な
れ
る
の
だ
」
と
い
う
か
た
ち
で
自
分
た

ち
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
し
、
他
者
に
向
け
て
そ
れ
を
誇
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か

わ
た
の
「
百
姓
」
宣
言
で
は
、
自
分
た
ち
は
皮
多
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
土
地

を
持
ち
年
貢
を
払
う
「
御
百
姓
」
で
も
あ
る
と
し
て
、
百
姓
身
分
と
の
近
似
性
が
主

張
さ
れ
た
が
、
非
人
の
場
合
、
そ
れ
と
は
別
の
方
法
で
百
姓
・
町
人
と
の
「
近
さ
」

が
強
調
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
も
ま
た
、
他
賤
民
と
の
差
別
化
が

つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

（
3
）
三
昧
聖
の
解
放
運
動

　
三
昧
聖
は
、
火
葬
・
土
葬
お
よ
び
墓
地
管
理
を
専
門
と
し
て
い
た
人
び
と
で
、
別

名
「
お
ん
ぼ
う
」（
煙
亡
・
隠
亡
な
ど
種
々
の
当
て
字
が
あ
る
）
と
も
呼
ば
れ
た
賤

民
の
一
種
で
あ
る

（
（1
（

。
彼
ら
は
、
葬
送
業
で
生
計
を
立
て
て
い
た
た
め
、「
葬
送
と
は

人
の
死
に
触
れ
る
穢
れ
た
行
為
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
に
従
事
す
る
三
昧
聖
も
ま
た

穢
れ
た
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
理
屈
で
、
死
穢
に
も
と
づ
く
賤
視
に
さ
ら
さ
れ
や
す

い
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
。

　
だ
が
三
昧
聖
側
も
、
そ
う
し
た
状
況
に
唯
々
諾
々
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
は
、
大
坂
の
三
昧
聖
が
『
行
基
菩
薩
草
創
記
』
と

い
う
出
版
物
を
世
に
放
ち
、「
火
葬
を
穢
れ
た
行
為
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、『
聖
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の
職
掌
』
を
穢
れ
と
み
な
す
の
は
誹
謗
中
傷
で
あ
る
。
我
々
は
世
間
か
ら
尊
ば
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、『
聖
』
あ
る
い
は
『
御お

ん
ぼ
う坊

』
と
称
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
主
張
し
て
、

三
昧
聖
の
職
掌
に
対
す
る
強
烈
な
自
負
を
示
し
、
死
穢
で
正
当
化
さ
れ
た
賤
視
を
は

ね
の
け
よ
う
と
し
た
。

　
ま
た
一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
こ
の
三
昧
聖
の
尊
さ
を
、
同
業
他
者
と
の
比
較

の
な
か
で
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
埋
火
葬
業
で
同
業
者
と
な
る
非
人

番（
非
人
身
分
に
相
当
し
、主
に
町
村
の
治
安
維
持
を
担
当
）と
の
差
別
化
を
意
識
し
、

同
じ
「
葬
事
」
を
手
掛
け
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
彼
ら
と
は
「
筋
違
い
」（
血
筋
・

血
統
が
違
う
）
だ
と
主
張
し
た
り
（
明
和
五
年
〔
一
七
六
八
〕）、
仏
の
教
え
を
熟
知

し
て
い
る
我
々
三
昧
聖
（「
仏
慮
の
聖
」）
―
三
昧
聖
は
、
自
分
た
ち
が
単
な
る
「
遺

体
処
理
者
」
で
は
な
く
、
僧
侶
の
一
員
で
も
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
た
―
を

さ
し
お
い
て
、
世
間
が
「
非
人
体
の
者
」（
非
人
番
）
に
荼
毘
を
任
せ
て
い
る
の
は

何
と
も
嘆
か
わ
し
い
、と
訴
え
た
り
し
て
い
た（
弘
化
三
年〔
一
八
四
六
〕）。
さ
ら
に
、

仕
事
の
中
身
と
は
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
、「
賤
民
」
と
し
て
穢
多
・
非
人
ら
と
一
括

り
に
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
も
嫌
悪
感
を
示
し
、
早
く
も
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

に
は
、
宗
門
改
帳
を
作
成
す
る
と
き
、「
非
人
・
穢
多
と
一
緒
の
帳
面
に
入
れ
ら
れ

る
の
は
千
万
迷
惑
至
極
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
死
穢
に
も
と
づ

く
賤
視
へ
の
対
抗
と
、
同
業
者
と
の
差
別
化
、
お
よ
び
賤
民
一
括
化
へ
の
抵
抗
す
べ

て
を
含
意
さ
せ
る
よ
う
な
地
位
保
全
・
向
上
運
動
を
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
に

お
こ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
賤
民
称
の
廃
止
を
謳
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
解
放
令
」
が
発
布
さ
れ
る
直
前
の

一
八
七
一
年
五
月
（
解
放
令
発
布
は
八
月
）、
和
泉
国
の
三
昧
聖
た
ち
は
、
折
か
ら

始
ま
っ
た
戸
籍
の
作
成
に
関
し
猛
烈
な
反
発
を
示
す
。
当
時
の
明
治
政
府
は
、
近
世

来
の
身
分
制
に
則
っ
た
戸
籍
調
製
を
目
指
し
て
い
た
た
め
、
戸
籍
作
成
の
参
考
と
し

て
村
・
町
に
ま
わ
さ
れ
た
雛
形
も
、
当
然
身
分
別
で
表
記
さ
れ
て
い
た
。
三
昧
聖
た

ち
が
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
雛
形
が
「
穢
多
・
煙
亡
・
非
人
」
と
い
う
記
載
順
に

な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
自
分
た
ち
が
「
聖
」
で
は
な
く
「
煙
亡
」
と
表
現
さ
れ
、
な

お
か
つ
「
死
者
を
葬
る
者
」
と
い
う
一
点
で
「
墓
番
非
人
」（
非
人
番
）
と
同
列
扱

い
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
三
昧
聖
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
穢
多
の
次
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た

ち
が
、「
下
賤
」
な
穢
多
よ
り
も
さ
ら
に
下
位
の
者
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
か
ね
な
い

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、す
で
に
一
八
世
紀
初
頭
に
は
宗
門
改
帳
の
作
成
に
お
い
て
、

穢
多
・
非
人
と
の
一
括
扱
い
さ
え
拒
否
し
て
き
た
彼
ら
と
し
て
は
、
到
底
受
け
入
れ

が
た
い
措
置
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
煙
亡
」
と
い
う
蔑
称
に
対
す
る
拒
否
反
応
、
お

よ
び
同
業
者
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
非
人
番
と
一
括
り
に
さ
れ
る
こ
と
へ
の
拒
絶
姿

勢
も
、一
八
世
紀
後
半
以
来
、彼
ら
が
一
貫
し
て
示
し
て
き
た
態
度
で
あ
っ
た
。
我
々

三
昧
聖
は
単
な
る
遺
体
処
理
人
で
は
な
く
、「
先
祖
の
墓
を
守
る
御
坊
」
と
し
て
「
諸

人
」
か
ら
「
恭
敬
」
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
穢
多
や
非
人
な
ど
と
の
「
格
」
の
違
い

を
理
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
し
た
思
い
を
三
昧
聖
た
ち
は
、
解
放
令
が
出
る
直
前
ま

で
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
賤
視
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
と
き
、
か
わ
た
や
非

人
が
百
姓
や
平
人
と
の
近
さ
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
三
昧
聖
は
む
し
ろ
「（
三
昧
）

聖
」
と
し
て
の
固
有
性
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
こ
だ
わ
り
に
も
と
づ
い
て
他
賤
民
と
の

差
別
化
を
は
か
り
、
自
己
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
4
）
夙
の「
百
姓
」宣
言

　「
百
姓
」
と
し
て
の
同
質
性
を
謳
い
な
が
ら
も
、
同
時
に
自
ら
の
身
分
の
独
自
性

を
主
張
す
る
と
い
う
、
独
特
の
解
放
運
動
を
展
開
し
た
の
が
、
大
和
国
の
夙
（
宿
）

で
あ
る

（
（1
（

。
夙
は
、
普
段
は
農
業
な
ど
普
通
の
百
姓
稼
業
で
生
活
す
る
一
方
、
吉
凶
時

に
は
家
々
を
ま
わ
っ
て
祝
言
な
ど
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
を
一
つ
の
特
徴
と
し
て
い

た
人
た
ち
で
、
近
世
に
は
婚
姻
忌
避
を
う
け
る
な
ど
、
賤
視
の
対
象
と
も
な
っ
て
い

た
。

　
そ
の
夙
が
賤
視
か
ら
の
解
放
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
一
九
世
紀
前
半
の
文

政
～
安
政
期
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、夙
を
「
穢
多
よ
り
劣
っ
た
穢
れ
た
連
中
だ
」

と
す
る
周
囲
の
百
姓
ら
の
見
方
に
対
し
、
自
分
た
ち
も
ま
た
「
御
高
」
を
「
相
当
所
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持
」
し
、「
西
御
丸
御
普
請
」
や
「
海
岸
御
備
」（
沿
岸
防
備
）
と
い
っ
た
幕
府
の
国

家
的
な
事
業
や
政
策
に
献
金
し
て「
御
国
恩
」に
も
応
え
て
い
る「
百
姓
」だ
と
し
て
、

「
百
姓
並
の
御
取
扱
」
を
す
る
よ
う
求
め
た
。「
御
百
姓
」
と
し
て
の
同
質
性
を
主
張

し
て
、
賤
視
や
種
々
の
社
会
的
不
利
益
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
、
か
わ
た
の
「
百
姓
」

宣
言
と
ま
さ
し
く
同
じ
論
法
で
あ
り
、「
百
姓
並
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
逆
に
「
穢

れ
た
穢
多
」
と
の
差
別
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
点
も
か
わ
た
と
共
通
し
て
い
た
。

　
だ
が
夙
が
み
せ
た
身
分
的
自
覚
は
、
単
な
る
「
百
姓
」
宣
言
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
社
会
に
「
百
姓
並
の
御
取
扱
」
を
求
め
る
一

方
、
自
分
た
ち
は
「
官
家
」（
具
体
的
に
は
公
家
の
菅
原
家
と
そ
の
支
流
の
五
条
家
）

と
「
御
由
緒
」
を
も
っ
て
い
る
ほ
ど
の
者
た
ち
で
も
あ
り
、
ゆ
え
に
百
姓
に
代
表
さ

れ
る「
平
民
」と
の
縁
組
は
あ
え
て
忌
避
し
て
き
た
と
し
て
、「
平
民
」と
の
差
に
並
々

な
ら
ぬ
自
負
を
抱
い
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吉
田
栄
治
郎
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
あ
る
場
面
で
は
並
の
百
姓
と
し
て
扱
う
な
、
し
か
し
別
の
場
面
で
は
並

の
百
姓
と
し
て
扱
え
と
い
う
要
求
」
だ
と
い
え
、
ま
た
先
述
し
た
事
例
を
ふ
ま
え
る

な
ら
、「
百
姓
」
宣
言
と
い
う
道
を
選
択
し
た
か
わ
た
の
動
向
と
、
自
分
の
身
分
の

固
有
性
に
こ
だ
わ
っ
た
三
昧
聖
の
論
法
を
、
複
合
さ
せ
た
よ
う
な
自
己
認
識
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
近
世
の
賤
民
が
、
自
己
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
す
る
と
き
の
複
雑

さ
、
あ
る
い
は
そ
の
選
択
肢
の
多
様
性
が
知
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
賤
民
の
解
放
運
動
が
孕
む
諸
問
題

　
こ
の
よ
う
に
近
世
の
諸
賤
民
は
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
入

る
と
、
次
か
ら
次
へ
と
各
々
の
身
分
的
立
場
を
強
烈
に
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
、
他

の
賤
民
や
平
人
と
の
比
較
を
通
し
て
、己
が
何
者
な
の
か
を
「
発
見
」
し
て
い
っ
た
。

そ
の
自
覚
は
い
ず
れ
の
場
合
も
、
自
分
た
ち
が
日
々
こ
う
む
っ
て
い
る
賤
視
や
社
会

的
不
利
益
を
何
と
か
し
た
い
と
い
う
切
実
な
思
い
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

賤
視
か
ら
の
解
放
運
動
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
醸
成
さ
れ
、
昂
揚
し
て
い

く
自
己
認
識
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
自
己
表
明
の
仕
方
は
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
切
実

さ
と
は
裏
腹
に
、他
賤
民
と
の
差
別
化
と
い
う
、深
刻
な
問
題
を
孕
む
も
の
で
も
あ
っ

た
。
賤
民
た
ち
が
立
ち
上
げ
た
解
放
運
動
は
、
一
見
「
反
差
別
」
運
動
で
あ
る
か
の

よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
か
わ
た
の
み
な
ら
ず
、
非
人
・
三
昧
聖
・
夙
の
い
ず
れ
も
が

目
指
し
た
の
は
、
賤
民
一
般

0

0

の
賤
視
か
ら
の
解
放
で
は
な
く
、
賤
視
を
他
の
賤
民
に

振
り
向
け
る
こ
と
で
自
身
の
地
位
の
保
全
や
向
上
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
、
極
め
て

自
己
中
心
的
な
「
解
放
」
運
動
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
以
降
の
諸

賤
民
が
高
ら
か
に
掲
げ
た
身
分
的
自
覚
は
、「
反
差
別
」
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い

た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
逆
に
、
賤
民
自
ら
が
賤
視
を
積
極
的
に
肯
定
し
再
生
産
し
て

い
く
と
い
う
、
大
変
重
苦
し
い
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
も
う
一
つ
問
題
な
の
が
、
こ
の
他
賤
民
と
の
差
別
化
運
動
で
示
さ
れ
た
他

者
像
と
自
画
像
が
、
お
よ
そ
当
時
の
賤
民
や
平
人
の
「
客
観
的
な
実
態
」
と
は
か
け

離
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
か
わ
た
や
夙
の
「
百
姓
」
宣
言
で
は
、
土
地

を
持
っ
て
農
業
を
し
、
年
貢
を
き
ち
ん
と
納
め
て
国
家
・
社
会
の
役
に
立
っ
て
い
る

―
夙
が
発
し
た
「
御
国
恩
」
と
い
う
主
張
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
―
「
御
百
姓
」
と
、

土
地
も
持
た
ず
、
持
ち
家
も
な
く
、
穢
れ
た
仕
事
か
物
乞
い
ば
か
り
で
メ
シ
を
食
っ

て
、
何
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
「
穢
多
・
非
人
・
茶
筅
」
＝
賤
民
一
般
が
対
置
さ

れ
て
い
た
。

　
だ
が
実
際
に
は
、す
べ
て
の
賤
民
が
死
牛
馬
の
処
理
と
い
っ
た「
穢
れ
た
」仕
事
や
、

物
乞
い
だ
け

0

0

で
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
農
業
や
商
工
業
、
あ
る
い

は
賃
労
働
に
従
事
し
た
り
、そ
れ
ら
の
諸
生
業
を
複
合
的
に
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
、

一
般
の
百
姓
や
町
人
が
営
ん
で
い
た
世
帯
経
営
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
生
活
を
送
っ
て

い
た
賤
民
は
普
通
に
存
在
し
て
い
た

（
（1
（

（
特
に
か
わ
た
の
場
合
が
そ
う
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
「
百
姓
」
宣
言
に
は
あ
る
種
の
「
真
実
味
」
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
）。

逆
に
、
百
姓
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
た
人
び
と
の
な
か
に
も
、
土
地
を
所
有
し
て
い

な
か
っ
た
り
（「
無
高
」
と
呼
ば
れ
る
）、
借
家
住
ま
い
の
者
が
い
た
こ
と
な
ど
は
、

取
り
立
て
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
、
常
識
的
な
歴
史
的
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
加
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え
て
物
乞
い
と
い
う
行
為
も
、
賤
民
（
と
り
わ
け
非
人
）
の
「
専
売
特
許
」
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
村
社
会
に
生
き
る
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
な
生
業
選
択
肢

の
一
つ
と
な
っ
て
い
た

（
（1
（

。

　
ま
た
尾
張
の
玄
海
村
非
人
は
、「
い
つ
で
も
百
姓
・
町
人
に
な
れ
る
」
と
い
う
か

た
ち
で
、「
身
洗
い
」
で
き
な
い
穢
多
と
の
違
い
を
主
張
し
た
が
、
玄
海
村
自
身
も

所
属
す
る
尾
張
の
非
人
組
織
に
は
、組
織
内
で
の
立
場
を
世
襲
し
て
い
た
惣
内
な
ど
、

あ
え
て
非
人
と
い
う
身
分
か
ら
「
身
洗
い
」
し
よ
う
と
は
し
な
い
人
び
と
も
存
在
し

て
い
た

（
（1
（

。
さ
ら
に
、
埋
火
葬
・
墓
地
管
理
の
専
門
家
と
し
て
の
自
負
を
表
明
し
て
い

た
三
昧
聖
の
な
か
に
は
、
実
際
の
火
葬
業
務
は
配
下
の
「
下
男
」
に
任
せ
、
自
ら
は

監
督
者
的
立
場
に
た
っ
て
間
接
的
に
し
か
埋
火
葬
に
関
わ
ら
な
い
者
も
い
た
し
、
葬

送
業
に
ま
っ
た
く
関
与
せ
ず
、
一
般
の
百
姓
稼
業
だ
け
で
生
計
を
た
て
る
三
昧
聖
も

普
通
に
い
た
。
だ
が
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、
い
ざ
自
分
の
身
分
的
立
場
を
表
明
す
る
場

に
立
た
さ
れ
る
と
、「
我
々
は
人
び
と
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
埋
火
葬
・
墓

地
管
理
の
専
門
家
で
あ
る
」
と
い
う
自
負
心
を
、
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る

心
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る

（
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
以
降
の
諸
賤
民
が
み
せ
た
解
放
運
動

は
、
お
よ
そ
人
び
と
の
「
客
観
的
な
実
態
」
と
は
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
遂
行
さ
れ

て
い
た
。
当
時
の
賤
民
が
、
こ
う
し
た
実
態
と
認
識
と
の
ズ
レ
を
承
知
の
う
え
で
他

賤
民
と
の
差
別
化
や
平
人
と
の
近
さ
を
主
張
し
て
い
た
の
か
、
は
た
ま
た
現
実
の
複

雑
さ
を
知
ら
ず
し
て
自
己
の
身
分
的
立
場
を
表
明
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

だ
が
い
ず
れ
に
し
ろ
、
賤
視
へ
の
抵
抗
と
い
う
切
実
な
思
い
の
な
か
で
進
め
ら
れ
た

解
放
運
動
は
、
結
果
と
し
て
、「
客
観
的
な
自
己
」
と
「
自
分
が
自
覚
す
る
自
己
」

と
の
間
の
ズ
レ
を
明
瞭
な
も
の
に
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
賤
民
が
、
自
分
の
お

か
れ
て
い
る
社
会
的
立
場
を
何
と
か
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
溝
は
ま
す

ま
す
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

❷「
百
姓
」を
自
覚
す
る
人
び
と

　
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
は
賤
民
た
ち
に
と
っ

て
、
自
ら
の
身
分
的
立
場
を
積
極
的
に
表
明
し
て
い
く
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が

こ
の
傾
向
は
、
賤
民
の
み
が
つ
く
り
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
奇
し
く
も
同
じ

頃
、
村
社
会
に
生
き
る
百
姓
た
ち
も
ま
た
、「
百
姓
」
身
分
と
し
て
の
自
己
を
強
烈

に
意
識
し
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
民
衆
が
領
主
と
向
き
合
う
な
か
で
、「
百
姓
」（「
王
孫
」）
意
識
を
み
せ
る
よ
う
に

な
る
の
は
中
世
後
期
以
来
の
動
向
で
あ
り
、ま
た
近
世
の
村
社
会
に
住
む
人
び
と
も
、

領
主
や
幕
府
に
対
し
年
貢
減
免
な
ど
を
要
求
す
る
と
き
、「
百
姓
成
り
立
ち
」
あ
る

い
は
「
百
姓
相
続
」
の
論
理
を
持
ち
出
し
て
、
要
求
の
正
当
化
を
は
か
っ
て
い
た
こ

と
は
、
研
究
史
上
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る

（
（1
（

。
そ
の
意
味
で
「
百
姓
」
意
識
そ
の

も
の
は
、
中
世
以
来
の
長
い
歴
史
的
伝
統
を
誇
っ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
対

政
治
権
力
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
民
衆
同
士
で
の
比
較
を
通
し
て
強
く
自
覚
さ
れ
る
に

い
た
る
の
が
、
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ

う
し
た
状
況
を
示
す
諸
事
例
を
、
百
姓
×
賤
民
、
百
姓
×
廻か

い
ざ
い在

者
、
百
姓
×
百
姓
、

と
い
う
対
立
図
式
に
整
理
し
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

（
1
）
対
賤
民
で「
百
姓
」を
自
覚
す
る

　
百
姓
が
「
百
姓
」
身
分
と
し
て
の
自
己
を
意
識
す
る
た
め
に
は
、
当
然
そ
れ
を
意

識
さ
せ
る
「
他
者
」
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
自
己
認
識
が
先
鋭
化
さ
れ

る
と
き
、
そ
の
比
較
（
攻
撃
）
対
象
と
し
て
も
っ
と
も
矢
面
に
立
た
さ
れ
が
ち
だ
っ

た
の
が
、
賤
民
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
百
姓
と
賤
民
の
経
済
的
利
益
が
対
立
す
る

と
、「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
主
張
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
例
と
し
て
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
～
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
丹
波
国
桑

田
郡
保
津
村
（
京
都
府
亀
岡
市
）
を
本
村
と
す
る
か
わ
た
村
（「
江
郷
村
」
と
い
う
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固
有
村
名
を
も
っ
て
い
た
）
が
、
本
村
側
の
小
百
姓
と
争
っ
た
山
論
が
あ
げ
ら
れ

る
（
（1
（

。
当
時
、
保
津
村
の
小
百
姓
と
江
郷
村
の
か
わ
た
は
、
共
同
で
保
津
山
と
い
う
入

会
山
を
利
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
享
和
二
年
、
小
百
姓
側
が
突
然
、「
保
津
山
の

利
用
区
域
は
身
分
別
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
、
穢
多
が
そ
の
境
界
を
侵
し
て
い
る
」

と
言
い
出
し
、
江
郷
村
に
よ
る
保
津
山
の
利
用
方
法
に
ケ
チ
を
つ
け
始
め
る
。
そ
し

て
こ
の
と
き
、
小
百
姓
側
の
言
い
分
を
正
当
化
し
て
い
た
の
が
、
①
穢
多
の
本
来
の

「
職
分
」
は
、
草
履
や
雪
踏
づ
く
り
な
ど
の
「
不
浄
」
な
仕
事
で
あ
り
、
も
と
も
と

農
業
な
ど
や
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
（
ゆ
え
に
穢
多
村
が
保
津
山
を
利
用
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
）、
②
だ
が
後
世
、
穢
多
村
の
人
口
が
増
え
た
た
め
、
彼
ら
も
田
地
を
小

作
す
る
よ
う
に
な
り
、
山
の
利
用
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
、
③
そ
こ
で
保
津
山
の
一

定
区
域
に
限
っ
て
、
穢
多
に
「
肥
草
」
の
刈
り
取
り
を
許
し
て
や
っ
て
き
た
、
と
い

う
歴
史
認
識
で
あ
っ
た
。
保
津
村
の
小
百
姓
た
ち
は
山
の
利
用
と
い
う
、
切
実
な
生

活
利
益
を
守
る
運
動
を
通
し
て
、〔
農
業
を
本
分
と
す
る
百
姓
〕
×
〔
不
浄
を
本
分

と
す
る
穢
多
〕
と
い
う
対
立
図
式
を
強
く
意
識
し
出
し
、穢
多
と
は
異
な
る
「
百
姓
」

と
し
て
の
自
己
を
自
覚
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
穢
多
に
土
地
を
持
ち
農
業
を
や
る
資
格
な
ど
そ
も
そ
も
な
い
」
と
い
う
発
想
は
、

百
姓
に
よ
る
賤
民
所
持
地
の
取
り
上
げ
と
い
う
行
為
で
も
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
武

蔵
国
横
見
郡
和
名
村
（
埼
玉
県
吉
見
町
）
の
百
姓
と
、
和
名
村
を
本
村
と
す
る
下
和

名
村
の
長
吏
（
か
わ
た
）
と
の
間
で
は
、
長
年
お
金
の
貸
し
借
り
が
一
般
的
に
お
こ

な
わ
れ
、
長
吏
か
ら
金
を
借
り
た
百
姓
が
そ
の
担
保
（
質
地
）
と
し
て
所
持
田
畑
を

長
吏
に
質
入
れ
し
た
り
、
借
金
の
返
済
期
限
を
守
れ
な
か
っ
た
百
姓
の
質
地
が
、
債

権
者
の
長
吏
へ
質
流
れ
（
流
地
）
と
な
る
場
合
が
普
通
に
み
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
万

延
元
年
（
一
八
六
〇
）、
和
名
村
の
村
役
人
は
突
如
と
し
て
、「
長
吏
の
身
分
で
田
畑

を
所
持
す
る
と
は
甚
だ
心
得
違
い
で
あ
る
」
と
言
い
出
し
、
下
和
名
村
の
長
吏
が
そ

れ
ま
で
入
手
し
て
い
た
和
名
村
百
姓
の
質
地
・
流
地
を
、
す
べ
て
元
の
地
主
へ
差
し

戻
す
よ
う
長
吏
に
迫
っ
た
。
百
姓
―
長
吏
間
の
金
銭
貸
借
や
土
地
の
質
入
れ
は
、
そ

れ
ま
で
特
段
問
題
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
た
め
、
長
吏
側
は
こ
の
本
村
役
人
の
動

き
に
反
発
し
両
者
の
間
で
争
論
と
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
百
姓
側
が
返
還
代
金
を

長
吏
に
支
払
い
、
一
部
の
質
地
を
元
地
主
へ
返
す
こ
と
で
示
談
が
成
立
し
た

（
11
（

。

　
現
在
で
は
、
質
流
れ
と
な
っ
た
抵
当
物
件
の
所
有
権
を
、
元
の
所
有
者
（
債
務
者
）

が
あ
と
に
な
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
で
き
な
い
。だ
が
近
世
社
会
で
は
、

質
流
れ
は
所
有
権
の
完
全

0

0

移
行
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
返
済
期

限
が
切
れ
た
あ
と
で
も
、
元
金
を
債
権
者
へ
支
払
い
さ
え
す
れ
ば
、
質
流
れ
と
な
っ

た
土
地
を
取
り
返
す（
請
け
戻
す
）こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。こ
れ
を「
無

年
季
的
質
地
請
け
戻
し
慣
行
」
と
い
い
、
中
世
以
来
の
長
い
歴
史
的
蓄
積
を
誇
る
社

会
慣
行
と
な
っ
て
い
た

（
1（
（

。
し
た
が
っ
て
右
の
慣
行
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
前
述
し
た
和
名

村
百
姓
に
よ
る
質
地
・
流
地
の
請
け
戻
し
要
求
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
は
特
段

珍
し
い
要
求
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
今
回
の
一
件
は
、
単
に
伝
統
的
な
請
け
戻
し
慣
行
に
則
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
百
姓
―
長
吏
間
の
身
分
差
を
強
調
す
る
意
識
が
横
た

わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
差
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
和
名
村
百
姓
が
持
ち
出

し
た
の
が
、〔
土
地
を
持
つ
べ
き
百
姓
〕
×
〔
持
つ
資
格
の
な
い
長
吏
〕、
と
い
う

対
立
図
式
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
み
た
保
津
山
の
山
論
と
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
か
た
や

入
会
山
の
利
用
権
確
保
（
拡
大
）、
か
た
や
手
放
し
た
土
地
の
奪
還
と
、
両
者
の
要

求
内
容
は
具
体
的
に
は
異
な
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
自
分
た
ち
の
経
済
的

利
益
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
運
動
を
通
し
て
、〔
土
地
を
持
ち
農
業
を
職
分
と
す
る
百
姓
〕

と
、〔
不
浄
を
本
来
の
職
分
と
し
、
農
業
な
ど
や
る
資
格
の
な
い
賤
民
〕
を
対
置
さ

せ
、「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
認
識
を
高
め
て
い
た
点
で
は
見
事
に
一
致
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
対
置
方
法
が
、
自
身
の
生
活
を
守
ろ
う
と
す
る
百
姓
た
ち
の
切
実
な
思

い
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
そ
こ
で
示
さ
れ
た

賤
民
の
生
業
像
は
、
実
際
の
「
客
観
的
な
実
態
」
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
賤
民
に
よ
る
農
業
従
事
は
特
段
珍
し
い
こ

と
で
は
な
く
、
現
に
、
保
津
村
の
小
百
姓
か
ら
「
穢
多
は
も
と
も
と
農
業
な
ど
し

て
こ
な
か
っ
た
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
江
郷
村
の
人
び
と
も
、
す
で
に
寛
永
八
年
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（
一
六
三
一
）
に
は
一
石
四
斗
余
と
い
う
わ
ず
か
ば
か
り
の
量
と
は
い
え
、
土
地
を

所
持
し
年
貢
納
入
を
果
た
し
て
い
た
事
実
が
確
認
さ
れ
る

（
11
（

。
ま
た
下
和
名
村
の
土
地

取
り
上
げ
問
題
で
も
、
争
論
を
取
り
扱
っ
た
江
戸
町
奉
行
所
が
「
長
吏
で
あ
っ
て
も

田
畑
の
所
持
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
意
見
し
て
、
一
時
は
長
吏
側
の
主
張
を

擁
護
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
賤
民
に
よ
る
土
地

所
有
は
、
一
面
で
は
当
時
の
人
び
と
の
な
か
で
も
当
た
り
前
の
事
実
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
百
姓
た
ち
に
よ
る
、「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
主
張
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
利
益
擁
護
運
動
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
実
態
を
無
視
し
て
（
あ
る

い
は
知
ら
ず
し
て
）
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、右
の
よ
う
に
賤
民
の
「
本
来
的
」
な
生
業
を
極
め
て
限
定
的
に
と
ら
え
、

も
っ
て
百
姓
の
経
済
的
利
益
を
た
ぐ
り
寄
せ
よ
う
と
す
る
動
向
を
、
単
に
百
姓
か
ら

賤
民
へ
一
方
的
に
向
け
ら
れ
た
「
加
害
」
行
為
と
だ
け
み
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
一

面
的
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
百
姓
側
か
ら
生
業
の
限
定
視
と
そ
れ
に
よ

る
生
活
圧
迫
を
食
ら
っ
て
い
た
当
の
賤
民
た
ち
自
身
、
賤
視
か
ら
の
解
放
と
い
う
利

益
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
百
姓
た
ち
と
同
じ
く
、
お
よ
そ
現
実
と
は
か

け
離
れ
た
、
あ
り
も
し
な
い
賤
民
像
（
他
者
像
）
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
（
前
章
参
照
）。
自
ら
の
切
実
な
要
求
を
実
現
す
る
た
め
、「
客
観
的
な
実
態
」
と

は
乖
離
し
た
他
者
（
対
戦
相
手
）
像
を
措
定
し
―
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
実
態

と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
自
画
像
の
措
定
も
意
味
す
る
―
、
そ
の
「
創
造
」
さ
れ

た
他
者
と
の
違
い
を
強
調
す
る
点
で
は
、
百
姓
に
よ
る
賤
民
圧
迫
運
動
も
、
賤
民
に

よ
る
解
放
運
動
も
さ
し
て
差
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
両
者
は
価
値
観
を
共

有
し
て
い
た
と
さ
え
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
利
害
対
立
し
て
し
ま
っ
た
百
姓
と

賤
民
が
、
各
々
、「
客
観
的
な
自
己
（
他
者
）」
と
「
自
分
が
自
覚
す
る
自
己
」
と
の

溝
を
深
め
る
方
向
で
自
ら
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
・
表
明
す
る
動
き
を
、「
加
害
／

被
害
」
と
い
う
二
分
法
で
評
価
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
行
為
で
あ
る
。

　
右
で
は
百
姓
が
、
賤
民
と
経
済
対
立
す
る
な
か
で
「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
認
識

を
高
め
て
い
く
動
向
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
百
姓
に
対
す
る
賤
民
側
の

立
ち
居
振
る
舞
い
も
、「
百
姓
」
意
識
を
高
ぶ
ら
せ
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て

い
た
。

　
摂
津
・
河
内
で
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）、
両
国
の
二
〇
四
カ
村
が
結
集
し
て
、

日
頃
村
々
の
治
安
維
持
を
担
当
す
る
非
人
番
の
「
御
取
締
」
を
、
大
坂
町
奉
行
所
へ

願
い
出
る
訴
願
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た

（
11
（

。
村
々
が
非
人
番
の
取
り
締
ま
り
を
求
め

る
に
い
た
っ
た
の
は
、
非
人
番
た
ち
が
近
年
「
増
長
」
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
、
具
体
的
に
は
、
①
本
来
な
ら
毎
朝
村
役
人
宅
に
う
か
が
っ
て
用
向
き
が
な

い
か
尋
ね
る
べ
き
な
の
に
そ
れ
を
し
な
い
、
②
村
役
人
が
呼
び
出
し
て
も
、「
御
上

の
御
用
が
あ
る
」
な
ど
と
言
い
訳
を
並
べ
て
出
頭
要
請
に
応
じ
ず
、
村
役
人
の
言
う

こ
と
を
聞
か
な
い
、③
「
遊
興
」
ば
か
り
を
好
ん
で
「
不
相
応
の
風
俗
」
に
な
ず
み
、

村
に
も
す
ぐ
「
無
心
が
ま
し
い
」
こ
と
を
言
っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
職
務
怠
慢
や
生
活
態
度
を
め
ぐ
る
問
題
と
あ
わ

せ
て
、
④
村
人
の
な
か
に
は
心
得
違
い
を
し
て
、
非
人
番
と
「
心
易
く
友
達
の
様
」

に
な
り
、
酒
食
を
と
も
に
す
る
人
も
い
る
た
め
、
次
第
に
村
人
と
非
人
番
と
の
間
の

「
行
儀
」
が
崩
れ
る
よ
う
に
な
り
、
非
人
番
を
「
様
づ
け
」
で
呼
ん
だ
り
、
非
人
番

が
村
人
を
「
呼
び
捨
て
」
に
す
る
と
い
う
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
摂
津
・
河
内
二
〇
四
カ
村
の
村
々
は
こ
う
し
た
事
態
を
打
開
す

る
た
め
、
非
人
番
の
綱
紀
粛
正
と
、
彼
ら
と
の
「
あ
る
べ
き
『
行
儀
』（
身
分
の
上

下
関
係
を
わ
き
ま
え
た
礼
儀
作
法
）」
を
求
め
て
、
大
坂
町
奉
行
所
へ
多
数
派
攻
勢

的
な
訴
願
運
動
（
国
訴

（
11
（

）
を
仕
掛
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
勢
の
村
が
寄
り
集
ま
っ
て
賤
民
と
の
付
き
合
い
方
を
取
り
決
め
て
い
く
動
き

は
、
前
述
し
た
訴
願
運
動
と
い
う
形
式
の
み
な
ら
ず
、
村
々
が
取
り
結
ん
だ
広
域
的

な
地
域
協
定（
郡
中
議
定
）で
も
み
ら
れ
る
。一
例
と
し
て
天
保
一
三
年（
一
八
四
二
）、

摂
津
国
菟
原
・
八
部
郡
村
々
で
は
、
折
か
ら
幕
府
が
進
め
て
い
た
物
価
引
き
下
げ
策

と
連
動
す
る
か
た
ち
で
、「
郡
中
申
合
取
締
書
」
と
い
う
協
定
書
が
交
わ
さ
れ
て
い

た
（
11
（

。
物
価
引
き
下
げ
が
主
眼
で
あ
っ
た
た
め
、
取
り
決
め
ら
れ
た
箇
条
の
多
く
は
奉

公
人
や
諸
職
人
の
賃
金
抑
制
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
、「
も
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し
皮
多
が『
直
し
』（
雪
踏
な
ど
の
履
き
物
の
修
繕
）の
行
商
で
村
や
町
の
家
々
に
や
っ

て
き
た
と
し
て
も
、
家
の
門
口
か
ら
内
へ
は
決
し
て
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
」
と
い

う
条
文
も
含
ま
れ
て
い
た
。
皮
多
が
行
商
し
に
く
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
も
の

の
、
門
内
に
だ
け
は
入
れ
さ
せ
な
い
、
す
な
わ
ち
皮
多
と
は
馴
れ
馴
れ
し
く
付
き
合

う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
思
表
示
が
、
広
域
的
な
地
域
住
民
の
約
束
事
と
し
て
公

言
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
非
人
番
取
り
締
ま
り
を
求
め
た
弘
化
二
年
の
国
訴
も
、
皮
多
と
の
付
き
合
い
方
を

定
め
た
天
保
一
三
年
の
郡
中
議
定
も
、
史
料
中
に
直
接
「
百
姓
」
意
識
が
記
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
も
広
域
の
村
々
が
結
集
し
て
な
さ
れ
た
動
き
で

あ
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
参
画
し
た
人
び
と
が
、
賤
民
と
の
接
し
方
を
取
り
決
め
る
運

動
を
通
し
て
、「
百
姓
」
な
い
し
は
「
平
人
」
と
し
て
の
自
己
を
強
く
意
識
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
ま
た
非
人
番
の
取
り
締
ま
り
要
求
運
動
で
は
、
身
分
差
を
わ
き
ま
え
た
礼
儀
作
法

が
求
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、運
動
参
加
者
の
口
か
ら
図
ら
ず
も
吐
露
さ
れ
た
よ
う
に
、

実
際
に
は
賤
民
と
「
仲
良
く
」
付
き
合
う
百
姓
は
普
通
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
こ

と
は
、
同
じ
百
姓
の
間
で
も
賤
民
に
対
す
る
向
き
合
い
方
が
一
様
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
し
、
一
人
の
人
間
の
な
か
で
も
、
賤
民
に
厳
し
く
接
す
る
姿
勢

と
、「
友
達
」
の
ご
と
く
振
る
舞
え
る
態
度
と
は
、
同
居
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
賤
民
の
「
あ
る
べ
き
」
立
ち
居
振
る
舞
い
方
を

求
め
た
訴
願
や
協
定
は
、
実
際
に
は
賤
民
と
交
流
し
て
い
る
と
い
う
「
客
観
的
な
実

態
」
と
、「
あ
る
べ
き
」
百
姓
と
し
て
の
自
画
像
を
、
ひ
た
す
ら
乖
離
さ
せ
て
い
く

よ
う
な
運
動
な
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
対
廻
在
者
で「
百
姓
」を
自
覚
す
る

　
村
社
会
の
人
び
と
に
、「
百
姓
」と
し
て
の
自
己
を
目
覚
め
さ
せ
た
も
う
一
人
の「
他

者
」
が
、種
々
の
名
目
で
村
々
へ
巡
っ
て
く
る
廻
在
者
で
あ
っ
た
。
近
世
社
会
で
は
、

座
頭
・
虚
無
僧
・
修
験
や
、
寺
社
の
維
持
資
金
を
募
る
勧
化
と
い
っ
た
諸
種
の
宗
教

者
の
ほ
か
、
米
銭
を
乞
う
物
乞
い
（「
非
人
」「
乞
食
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
）、

あ
る
い
は
「
浪
人
」
を
名
乗
っ
て
金
銭
を
乞
う
人
び
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

村
に
来
訪
し
て
く
る
人
た
ち
が
い
た
。
彼
ら
へ
は
当
初
、
個
々
の
村
民
の
家
か
ら
志

し
次
第
の
布
施
や
祝
儀
・
不
祝
儀
、
あ
る
い
は
寄
付
金
な
ど
が
渡
さ
れ
て
い
た
が
、

一
八
世
紀
に
入
る
と
、
そ
う
し
た
人
び
と
が
村
に
や
っ
て
く
る
こ
と
の
宗
教
的
・
社

会
的
意
義
が
次
第
に
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、
廻
在
者
は
村
人
た
ち
に
、「
ど
こ
の
馬

の
骨
か
も
わ
か
ら
な
い
連
中
に
、
大
し
た
理
由
も
な
く
金
品
の
差
し
出
し
を
強
要
さ

れ
て
い
る
」
と
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
村
々
は
、
廻
在

者
に
対
す
る
姿
勢
を
徐
々
に
硬
化
さ
せ
始
め
、
受
け
入
れ
人
数
を
制
限
し
た
り
、
本

来
志
し
次
第
で
あ
っ
た
は
ず
の
布
施
な
ど
を
定
額
の
年
間
一
括
払
い
に
し
た
り
、
あ

る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
村
へ
の
立
ち
入
り
そ
の
も
の
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
る

（
11
（

。

　
早
く
に
は
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）、
旗
本
小
出
氏
を
領
主
と
す
る
河
内
国
丹
北

郡
の
一
一
カ
村
が
倹
約
を
申
し
合
わ
せ
た
際
、「
諸
勧
進
」
や
「
物
も
ら
い
」
を
村

内
に
入
れ
さ
せ
な
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
た

（
11
（

。
こ
の
と
き
村
々
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
内

容
は
、「
不
相
応
な
服
装
を
す
る
な
」「
派
手
な
葬
式
を
す
る
な
」「
物
見
遊
山
を
す

る
な
」「
博
打
を
す
る
な
」
な
ど
、
限
り
な
く
「
努
力
目
標
」
に
近
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
恒
久
的
な
村
法
と
い
う
よ
り
、
一
時
的
な
経
済
的
苦
境
を
乗
り
切
る
た
め
の
時

限
立
法
的
な
地
域
協
定
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
外
」
か
ら
来
る
勧
進
や
物
乞

い
へ
の
米
銭
提
供
を
、受
け
入
れ
側
の
村
人
た
ち
が
「
負
担
」
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
一
八
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
廻
在
者
に
対
す
る
村
側
の
排
他
的
な
姿

勢
は
よ
り
鮮
明
化
し
て
い
き
、
し
か
も
そ
れ
を
単
に
地
域
協
定
と
い
う
か
た
ち
だ
け

で
な
く
、
幕
府
法
と
し
て
も
具
現
化
さ
せ
よ
う
と
、
政
治
権
力
を
取
り
込
む
訴
願
運

動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）、
摂
津
国
豊
嶋
・
川
辺

郡
の
三
〇
カ
村
は
大
坂
町
奉
行
所
に
対
し
、
近
年
、「
宿
所
」（
身
元
・
素
性
）
も
知

れ
ず
、
刀
・
脇
差
を
帯
び
て
「
浪
人
」
を
名
乗
り
、
村
々
に
「
合
力
」（
施
し
）
を

頼
み
込
ん
で
く
る
連
中
や
、
幕
府
の
「
御
免
」（
認
可
）
を
も
ら
っ
て
い
な
い
「
諸
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寺
社
の
勧
化
」、
あ
る
い
は
「
売
薬
」
な
ど
の
名
目
で
村
々
へ
や
っ
て
く
る
人
び
と

が
非
常
に
多
く
、
加
え
て
彼
ら
の
態
度
が
極
め
て
「
理
不
尽
」
で
あ
る
と
訴
え
た

（
11
（

。

村
側
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
仕
方
な
く
少
額
の
「
ふ
せ
」
を
渡
し
て

も
、
額
面
に
不
服
を
申
し
立
て
て
立
ち
去
ろ
う
と
は
せ
ず
、
さ
ら
に
庄
屋
・
年
寄
が

用
事
で
村
に
い
な
か
っ
た
り
、
村
人
が
農
業
で
出
払
っ
て
い
る
と
き
な
ど
は
、
家
で

留
守
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
「
女
壱
人
」
に
あ
れ
や
こ
れ
や
言
い
迫
っ
て
金
品
を
要
求

す
る
の
で
甚
だ
難
儀
し
て
い
る
と
い
う
。
よ
っ
て
、
今
後
は
こ
う
し
た
者
た
ち
が
村

を
「
徘
徊
」
し
な
い
よ
う
奉
行
所
か
ら
命
令
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
村
々
は
願
い
出

た
の
で
あ
っ
た
。
多
数
派
攻
勢
で
幕
府
か
ら
法
を
引
き
出
す
（
つ
く
り
出
す
）
こ
と

に
よ
っ
て
、
素
性
も
知
れ
ず
辺
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
よ
う
な
連
中
を
、
地
域
か
ら

排
除
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
の
願
い
出
が
そ
の
後
、
大
坂
町
奉
行
所
で
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
以
後
、
時
期
や
地
域
は
異
な
れ
ど
、
廻
在
者
の

規
制
法
令
が
断
続
的
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
明
和
六
年

（
一
七
六
九
）
に
は
関
八
州
お
よ
び
伊
豆
・
甲
斐
国
の
幕
領
・
私
領
村
々
に
対
し
、

「
少
分
の
合
力
銭
」
に
ケ
チ
を
つ
け
合
力
銭
を
余
計
に
ね
だ
り
取
ろ
う
と
す
る
浪
人

が
い
た
ら
即
刻
召
し
捕
ら
え
よ
、
と
す
る
触
書
が
ま
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
の
大
坂
で
は
、
浪
人
・
旅
僧
・
修
験
・
瞽
女
・
座
頭
・
物
貰
い
の
「
ね

だ
り
が
ま
し
い
」
行
為
を
規
制
す
る
法
令
が
出
て
い
る

（
11
（

。
廻
在
者
の
存
在
を
「
鬱
陶

し
く
」
感
じ
る
村
人
た
ち
の
思
い
は
、
明
ら
か
に
幕
府
の
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
く

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
廻
在
者
た
ち
は
一
八
世
紀
以
降
、
村
々
の
地
域
協
定
や
訴
願
運
動
に

よ
っ
て
、
社
会
に
と
っ
て
「
迷
惑
」
な
存
在
と
し
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
百
姓
た
ち
に
よ
る
こ
う
し
た
「
敵
の
あ
ぶ
り
出
し
」
運
動
は
、
摂
津
国
豊
嶋
・

川
辺
郡
の
八
九
カ
村
が
天
保
一
五
年（
一
八
四
四
）、伊
丹
を
拠
点
と
す
る「
無
宿
」（
身

元
不
明
）
の
座
頭
―
実
態
は
「
無
宿
」
で
は
な
く
、
池
田
在
住
の
座
頭
で
あ
っ
た
―

に
よ
る
「
権
柄
が
ま
し
い
」
態
度
に
反
発
し
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
百
姓

0

0

共
家
業
へ

差
し
障
る
」
と
大
坂
町
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
よ
う
に

（
11
（

、〔
身
元
が
は
っ
き
り
し
、
村
・

地
域
に
根
付
く
百
姓
〕
×
〔
素
性
が
知
れ
ず
、
辺
り
を
う
ろ
つ
く
廻
在
者
〕
と
い
う

対
立
図
式
を
ひ
た
す
ら
先
鋭
化
さ
せ
、「
宿
所
」
や
「
徘
徊
」
を
基
準
と
し
た
「
百
姓
」

意
識
を
ひ
た
す
ら
高
め
て
い
く
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
百
姓
同
士
で「
百
姓
」を
自
覚
す
る

　
こ
こ
ま
で
は
賤
民
や
廻
在
者
と
い
う
、「
百
姓
世
界
の
外
」
に
い
る
（
と
み
な
さ

れ
た
）
存
在
と
の
関
係
を
通
し
て
、
百
姓
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
「
百
姓
」
と
し
て
の

自
己
を
自
覚
し
て
い
っ
た
の
か
を
み
て
き
た
。
だ
が
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
に

昂
揚
す
る
「
百
姓
」
意
識
は
、
何
も
こ
う
し
た
「
わ
か
り
や
す
い
」
他
者
と
の
対
峙

だ
け
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
百
姓
×
百
姓
と
い
う
、
同
じ
百
姓
同
士

で
の
対
抗
関
係
に
よ
っ
て
も
「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
認
識
は
高
め
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
と
り
わ
け
村
内
の
上
層
百
姓
に
対
す
る
小
百
姓
（
中
下
層
百
姓
）
側
の
平

等
要
求
運
動
で
そ
の
動
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）、

丹
波
国
保
津
村
の
小
百
姓
が
、
村
内
の
長
百
姓
に
対
し
て
主
張
し
た
待
遇
改
善
要
求

は
、
そ
う
し
た
運
動
の
典
型
例
で
あ
る

（
1（
（

。

　
前
章
で
も
用
い
た
保
津
村
で
は
中
世
後
期
以
来
、「
五
苗
」
と
い
う
五
つ
の
苗
字

を
名
乗
る
家
々
（
長
百
姓
）
が
村
政
の
主
導
権
を
握
り
続
け
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら

も
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
を
歴
任
し
て
い
た
。
五
苗
は
村
の
大
半
の
土
地
を
所
持
し
、

保
津
川
の
筏
問
屋
株
も
独
占
す
る
な
ど
、
経
済
的
に
も
小
百
姓
よ
り
優
位
な
立
場
に

あ
り
、
し
か
も
両
者
の
格
差
は
村
政
や
経
済
面
だ
け
で
な
く
、
五
苗
に
対
す
る
小
百

姓
側
の
日
常
的
な
立
ち
居
振
る
舞
い
の
仕
方
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。
そ
の
象
徴
が

寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
に
定
め
ら
れ
た
村
掟
で
、そ
こ
で
は
「
百
姓
」（
小
百
姓
）

と「
下
人
」（
五
苗
に
抱
え
ら
れ
た
譜
代
下
人
）が
刀
や
脇
差
を
さ
す
こ
と
は
お
ろ
か
、

「
か
ら
か
さ
」（
傘
）
を
さ
し
た
り
、足あ

し
な
か半

以
外
の
雪
踏
や
草
履
を
履
い
た
り
、「
を
れ
」

（
俺
）
と
名
乗
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、「
侍
衆
」（
五
苗
）
と
出
会
っ
た
ら

履
き
物
を
脱
ぎ
、「
ほ
う
し
」（
帽
子
）
を
と
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
た
。
保
津
村
で
は
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五
苗
に
対
し
、
万
事
「
慮
外
」
を
働
か
な
い
こ
と
が
〈
村
の
公
法
〉
と
し
て
成
文
化

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
村
掟
を
わ
ざ
わ
ざ
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
も
再
締

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
実
際
に
は
右
の
行
動
規
制
は
あ

ま
り
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
五
苗
内
で
作

成
さ
れ
た
起
請
文
で
も
、「
古
来
」
か
ら
の
「
当
村
定
式
」
や
「
礼
儀
作
法
」
を
忘
れ
、

小
百
姓
ら
と
「
同
輩
の
ご
と
く
」
付
き
合
う
こ
と
が
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
と
う
と
う
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
は
、
あ
る
小
百
姓
が
裏
革
つ
き
草
履
を
履

い
て
い
た
の
を
見
咎
め
た
長
百
姓
三
名
が
、
そ
の
小
百
姓
に
暴
力
を
ふ
る
う
事
件
が

お
き
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
両
者
の
関
係
は
一
気
に
緊
迫
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
五
苗
は
天
明
元
～
二
年
、
領
主
の
亀
岡
藩
に
対
し
、「
村
方
古

法
」
の
遵
守
を
求
め
て
、
小
百
姓
全
体
を
相
手
取
っ
た
訴
訟
を
お
こ
し
て
い
く
。
そ

こ
で
提
訴
さ
れ
た
内
容
は
、
五
苗
―
小
百
姓
間
の
「
主
従
の
礼
義
」
の
徹
底
に
加
え

て
、
小
百
姓
と
の
小
作
契
約
の
方
法
や
、
小
百
姓
の
他
村
奉
公
規
制
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
の
争
点
に
も
貫
か
れ
て
い
た
の
は
、「
小
百
姓
は

そ
も
そ
も
長
百
姓
の
『
家
来
の
身
分
』
に
あ
た
る
の
だ
か
ら
、
長
百
姓
の
言
う
こ
と

を
聞
い
て
当
た
り
前
だ
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
小
百
姓
側
は
、
景
気
や
豊
凶
の
変
動
に
対
応
し
た
柔
軟
な
小
作
・
奉

公
人
契
約
を
求
め
る
一
方
、
長
百
姓
が
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
家
来
」
扱
い
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
す
な
わ
ち
長
百
姓
側
は
、
や
れ
小
百
姓

は
傘
を
さ
す
な
、
雪
駄
を
履
く
な
と
言
い
立
て
、
そ
れ
を
「
古
来
よ
り
の
村
法
」
だ

と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
小
百
姓
全
体

0

0

の
「
平
生
」
の
「
法

度
」
と
な
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
ま
た
そ
も
そ
も
我
々
小
百
姓
全
員

0

0

が
長
百
姓

の
「
家
来
」
と
な
っ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
確
か
に
小
百
姓
の
な
か
に
は
、
長
百

姓
の
「
家
来
筋
」
に
あ
た
る
者
（
譜
代
下
人
）
も
お
り
、
彼
ら
が
傘
や
雪
駄
を
遠
慮

す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
小
百
姓
全
体
か
ら
み
れ
ば
あ
く
ま
で
も
ご
く
一
部
の

人
た
ち
の
話
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
一
部
の
「
家
来
筋
の
も
の
」
で
す
ら
、「
三
代
・

五
代
以
前
」
ま
で
は
長
百
姓
に
「
奉
公
」
し
て
き
た
も
の
の
、
現
在
は
長
百
姓
と
の

関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
大
半
の
小
百
姓
が
普
段
、
傘
や
雪
駄
を
用

い
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
々
が
「
困
窮
」
し
て
い
て
自
然
と
そ

の
よ
う
な
品
々
を
使
わ
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
決
し
て
長
年
「
長
百
姓
中

法
度
」
を
心
得
て
き
た
結
果
で
は
な
い
。

　
元
来
、
長
百
姓
も
小
百
姓
も
「
一
同
同
様
の
百
姓
」
な
の
だ
か
ら
、
長
百
姓
側
も

あ
ま
り
「
威
光
が
ま
し
い
」
こ
と
を
言
わ
ず
、
た
と
え
我
々
と
道
で
出
く
わ
し
た
と

し
て
も
、多
少
の
こ
と
は
大
目
に
み
て
く
れ
れ
ば
、自
然
と
小
百
姓
た
ち
も「
気
ふ
く
」

（
帰
服
）し
、長
百
姓
の「
詞
」に
も
従
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
我
々
に「
主

従
あ
し
ら
い
」
を
強
要
す
る
の
は
や
め
て
ほ
し
い
。
保
津
村
の
小
百
姓
は
、
日
常
の

所
作
に
ま
で
口
や
か
ま
し
く
介
入
し
て
く
る
長
百
姓
に
対
し
、
譜
代
下
人
と
の
差
を

微
妙
に
主
張
し
な
が
ら
も
、自
分
た
ち
も
ま
た
長
百
姓
と
同
じ「
百
姓
」身
分
で
あ
り
、

「
家
来
」扱
い
さ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
い
う
自
負
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、同
じ「
百

姓
」
と
し
て
の
し
か
る
べ
き
扱
い
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
小
百
姓
側
の
動
向
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
の
ち
し
ば
ら
く
し
て
、
彼
ら

が
突
如
と
し
て
江
郷
村
か
わ
た
の
保
津
山
利
用
を
問
題
視
し
始
め
た
の
も
、
故
な
き

こ
と
で
は
な
か
っ
た
点
が
み
え
て
こ
よ
う
。
小
百
姓
が
、「
目
下
」
の
江
郷
村
に
対

し
て
「
百
姓
」
意
識
を
ふ
り
か
ざ
し
、
も
っ
て
自
分
た
ち
の
生
活
利
益
を
守
ろ
う
と

し
た
時
期
と
い
う
の
は
、折
り
し
も
彼
ら
が
「
目
上
」
の
五
苗
に
対
し
、同
じ
く
「
百

姓
」
意
識
を
鮮
明
に
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
小
百
姓
た
ち

が
、
す
で
に
長
百
姓
と
の
対
抗
関
係
を
通
し
て
「
百
姓
」
と
し
て
の
自
己
に
強
烈
に

目
覚
め
て
い
た
以
上
、
そ
の
返
す
刀
で
賤
民
に
向
か
っ
て
「
百
姓
」
意
識
を
剥
き
出

し
に
し
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
時
代
状
況
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
長
百
姓
に
出
会
っ
た
ら
履
き
物
を
脱
ぎ
、
か
ぶ
り
も
の
を
と
れ
と
言
わ

れ
、
そ
れ
が
村
の
法
な
の
だ
か
ら
と
迫
ら
れ
る
あ
り
よ
う
は
、
ま
る
で
播
磨
国
の
楢

原
村
皮
多
が
仕
事
先
で
、
や
れ
履
き
物
を
脱
げ
、
土
下
座
を
し
ろ
、
そ
れ
が
藩
の
法
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な
の
だ
か
ら
と
言
い
寄
ら
れ
た
状
況
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
言
う
こ

と
を
聞
か
な
か
っ
た
ら
暴
力
が
登
場
す
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
状
況
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
側
が
、「
同
じ
百
姓
身
分
な
の
だ
か
ら
…
」
と
主

張
し
て
な
る
べ
く
対
等
な
人
間
関
係
を
求
め
、「
差
別
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
人
間

は
別
の
と
こ
ろ
に
い
る
」
と
、
自
分
た
ち
の
不
遇
を
他
者
（
保
津
村
小
百
姓
で
あ
れ

ば
譜
代
下
人
、
楢
原
村
皮
多
で
あ
れ
ば
他
国
賤
民
）
に
振
り
向
け
よ
う
と
し
た
点
も

見
事
に
一
致
す
る
。
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
各
々
の
身
分
的
立
場
を
強
く
自
覚
す
る

に
い
た
っ
た
賤
民
と
百
姓
が
、
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
一
つ
の
証
左
で
あ
り
、
彼

ら
の
求
め
た
「
平
等
」
が
、
単
な
る
「
反
差
別
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
―
「
百
姓
」
と
し
て
の
同
等
性
を
主
張
し
た
保
津
村
の
小
百
姓
も
、
些
細
な
こ

と
に
目
く
じ
ら
を
た
て
な
け
れ
ば
長
百
姓
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
も
い
い
と
、
五
苗

と
の
上
下
関
係
を
一
応
認
め
て
は
い
た
―
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

（
4
）
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
と
い
う
時
代

　
こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
は
、
賤
民
と
百
姓
の
双
方
が
、
各
々
に

降
り
か
か
る
種
々
の
不
利
益
を
は
ね
の
け
る
運
動
を
通
し
て
、「
己
の
身
分
と
は
何

な
の
か
」
を
強
烈
に
意
識
し
出
す
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
、
身
分
を
拠
り
所

に
「
自
己
を
発
見
す
る
」
時
代
の
到
来
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
庭
作
り
の
名
手
と
し
て
名
を
は
せ
た
善
阿
弥
の
孫
、
又
四
郎
が
延
徳
元

年
（
一
四
八
九
）、
京
都
の
相
国
寺
で
作
庭
を
し
た
際
、
同
寺
鹿
苑
院
の
院
主
に
向

か
っ
て
、
自
分
が
「
河
原
者
」（
穢
多
）
と
い
う
「
屠
家
」
に
生
ま
れ
た
こ
と
の
悲

し
み
を
語
っ
た
ご
と
く

（
11
（

、
賤
民
が
自
ら
の
身
分
的
立
場
を
自
覚
す
る
と
い
う
行
為
そ

の
も
の
は
、
中
世
後
期
で
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
庄
屋
中
心
に
ま
わ
さ
れ
る
村
落

自
治
に
対
し
、
小
百
姓
の
監
視
機
能
を
高
め
よ
う
と
す
る
村
政
改
革
運
動
（
村
方
騒

動
）
を
、「
村
政
を
支
え
る
一
員
と
し
て
、
我
々
小
百
姓
も
同
等
に
扱
え
」
と
要
求

す
る
動
き
だ
と
み
な
す
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
運
動
が
す
で
に
一
七
世
紀
初
頭
に
は
登

場
し
て
い
た（

11
（

以
上
、
百
姓
同
士
の
対
抗
関
係
で
「
百
姓
」
を
自
覚
す
る
と
い
う
動
向

も
、
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
き
っ
か

け
で
自
ら
の
身
分
を
「
発
見
」
す
る
と
い
う
行
為
は
、そ
れ
自
体
と
し
て
は
今
（
一
八

世
紀
後
半
）
に
始
ま
っ
た
話
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
だ
が
、
自
己
の
発
見
の
仕
方

0

0

と
い
う
点
で
み
れ
ば
、
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀

と
い
う
時
代
は
、
前
代
と
ま
っ
た
く
一
緒
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
賤
民
に
寄

り
添
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
己
の
身
分
的
立
場
の
自
覚
を
、
単
に
自
己
の
内
面
に
だ

け
お
さ
め
て
お
く
の
で
は
な
く
、
訴
願
と
い
う
具
体
的
な
運
動
―
本
共
同
研
究
の
共

通
課
題
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
実
践
」
―
を
通
し
て
外
に
向
け
て
大
々
的
に
公
表
し
、

し
か
も
他
賤
民
と
の
差
別
化
を
声
高
に
主
張
し
て
自
己
を
発
見
し
て
い
く
動
き
は
、

そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
時
代
的
特
徴
は

百
姓
側
に
つ
い
て
も
言
え
、
彼
ら
も
ま
た
訴
願
運
動
や
地
域
協
定
に
よ
っ
て
、
賤
民

や
廻
在
者
あ
る
い
は
譜
代
下
人
と
の
差
別
化
を
公
言
し
、「
百
姓
」
と
し
て
の
自
負

を
高
め
る
方
法
を
自
ら
の
も
の
に
し
て
い
た
。

　
た
だ
、
そ
も
そ
も
「
身
分
」
と
い
う
も
の
が
、
は
な
か
ら
社
会
の
複
雑
な
実
態
と

対
応
な
ど
し
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
身
分
を
拠
り
所
に
し
た
「
自
己
の
発
見
」
運
動

は
、
ど
う
し
て
も
現
実
と
は
か
け
離
れ
た
、
理
念
的
な
他
者
像
と
自
画
像
―
本
共
同

研
究
の
共
通
課
題
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
言
説
」
―
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
人
び
と
は
、
こ
の
運
動
に
邁
進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
ら
の
手
で
「
客
観
的

な
自
己
」（
身
体
）
と
「
自
分
が
自
覚
す
る
自
己
」（
人
格
）
を
引
き
裂
く
こ
と
に
な
っ

た
。
賤
民
が
、賤
視
か
ら
の
解
放
と
い
う
切
実
な
思
い
に
か
ら
れ
て
創
り
出
し
た（
他

の
）
賤
民
像
が
、
奇
し
く
も
百
姓
側
が
自
分
の
生
活
利
益
を
守
り
、
賤
民
生
活
を
圧

迫
す
る
た
め
に
掲
げ
た
「
決
め
つ
け
」
の
賤
民
像
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
「
自
己
の
分
裂
」
に
ま
と
わ
り
つ
く
重
苦
し
さ
を
十
二
分
に
象
徴
す
る
出

来
事
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
以
上
、一
八
世
紀
後
半
以
降
の
賤
民
と
百
姓
が
お
こ
し
た
種
々
の
運
動
を
用
い
て
、

「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い
う
課
題
を
近
世
史
研
究
の
な
か
で
い

か
に
論
じ
得
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
運

動
に
よ
る
身
分
的
立
場
の
表
明
と
い
う
「
言
説
と
実
践
」
が
、
賤
民
と
百
姓
の
「
身

体
と
人
格
」
を
引
き
裂
い
て
い
く
時
代
と
し
て
の
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
、
と

い
う
歴
史
像
で
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
き
た
諸
事
例
は
、
い
ず
れ
も
先
行
研
究
で
す
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
事
実
そ
の
も
の
に
目
新
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
こ
れ
ま
で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
事
象
が
バ
ラ
バ
ラ
に
議
論
さ
れ
て
き
て
し

ま
い
、
一
つ
の
研
究
史
、
あ
る
い
は
一
つ
の
歴
史
像
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
ま
で
に

は
至
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
村
々
が
国
訴
や
郡
中
議
定
に
よ
っ
て
「
百
姓
」
と
し
て
結

集
す
る
こ
と
が
、
賤
民
（
お
よ
び
廻
在
者
）
排
除
を
強
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
点
は
つ

と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
11
（

、
賤
民
自
身
も
そ
の
百
姓
た
ち
と
同
じ
価

値
観
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
正
面
切
っ
て
は
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

し
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
諸
々
の
解
放
運
動
も
、
賤
民
史
研
究
と
い
う
狭
い
研
究

分
野
の
な
か
で
す
ら
、
今
ま
で
一
緒
に
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
筆

者
も
含
む
）。

　
そ
の
点
、「
身
体
と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
に
触
発
さ
れ
て
導
入
し
た
、

近
世
賤
民
・
百
姓
の
自
他
認
識
論
と
い
う
研
究
視
角
は
、
こ
れ
ら
の
諸
事
実
を
う
ま

く
接
合
さ
せ
、
さ
ら
に
は
先
行
研
究
で
い
っ
た
ん
は
提
起
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
後

の
研
究
で
な
か
な
か
深
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
重
要
な
論
点
を
、「
再
浮
上
」

さ
せ
る
道
を
拓
く
も
の
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
か
わ
た
の
「
百
姓
」
宣
言
が
、
そ
れ

自
身
賤
民
排
除
の
論
理
（
本
稿
で
い
う
他
賤
民
と
の
差
別
化
）
を
内
包
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
こ
と
の
苦
渋
と
困
難
さ
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が

（
11
（

、
同
様
の
傾
向
は
非
人
・
三
昧
聖
・
夙
の
解
放
運
動
で
も
見
出
す
こ

と
が
で
き
、
し
か
も
い
ず
れ
の
場
合
も
、「
客
観
的
な
実
態
」
と
は
ズ
レ
た
他
賤
民

像
（
も
し
く
は
百
姓
・
平
人
像
）
を
自
分
と
対
置
し
て
、
自
己
の
身
分
的
立
場
の
優

位
性
や
同
等
性
あ
る
い
は
固
有
性
を
高
ら
か
に
表
明
し
、
運
動
を
通
し
て
「
自
己
を

発
見
す
る
」
点
で
共
通
し
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る
賤

民
も
賤
視
か
ら
の
解
放
を
希
求
し
よ
う
と
す
る
と
、
他
賤
民
と
の
差
別
化
と
そ
れ
に

も
と
づ
く
賤
視
の
積
極
的
肯
定
の
主
張
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、そ
の
よ
う
な
運
動
に
邁
進
す
る
こ
と
は
、自
分
自
身
が
苦
し
ま
さ
れ
て
き
た
「
あ

り
も
し
な
い
」
賤
民
像
の
定
着
に
、賤
民
自
ら
が
手
を
貸
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

自
分
が
良
か
れ
と
思
っ
て
推
進
し
た
運
動
が
、
複
雑
な
現
実
か
ら
乖
離
し
た
他
者
／

自
画
像
を
創
り
出
し
て
人
口
に
膾
炙
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
、
結
果
、「
客
観
的
な

自
己
」
と
「
自
分
が
自
覚
す
る
自
己
」
と
の
分
裂
を
加
速
さ
せ
る
。
そ
の
点
は
、
賤

民
と
対
峙
し
た
百
姓
側
が
持
ち
出
し
た
理
屈
と
も
共
通
し
て
お
り
、
本
稿
で
繰
り
返

し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
賤
民
と
百
姓
は
自
己
表
明
を
す

る
と
き
、
明
ら
か
に
そ
の
論
法
と
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、「
身
分
」
を
拠
り
所
に
し
た
自
他
認
識
の
発
露
と
い
う
視
点
で
み
る
と
、

賤
民
×
百
姓
、
賤
民
×
賤
民
、
あ
る
い
は
百
姓
×
廻
在
者
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
ら
と
一
見
関
係
が
な
さ
そ
う
に
み
え
る
百
姓
同
士
の
対
抗
関
係
も
、
同
じ
問
題
群

の
な
か
で
あ
つ
か
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
右
の
諸
事
例
を
そ
の
よ
う
な
観
点
で

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
歴
史
像
、
す
な
わ
ち
、
賤
民
・

百
姓
双
方
の
運
動
に
よ
っ
て
、
身
分
が
「
生
き
生
き
」
と
し
て
い
く
時
代
と
し
て
の

一
八
世
紀
後
半
～
一
九
世
紀
、
と
い
う
新
た
な
時
代
像
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。

　
通
常
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
日
本
社
会
は
、
民
衆
の
力
に
よ
っ
て
既
往
の
身
分

（
制
）
社
会
が
「
動
揺
」
な
い
し
は
「
崩
壊
」（
解
体
）
し
て
い
く
時
期
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。「
生
活
者
」
の
な
か
か
ら
「
士
農
工
商
身
分
を
相
対
化
す
る
」
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「
平
等
思
想
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、「
近
世
日
本
の
崩
壊
期
」
を
描
こ
う
と

す
る
深
谷
克
己
や
、「
強
固
な
身
分
制
ゆ
え
に
民
間
社
会
に
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
知

力
と
経
済
力
」
が
、
近
世
後
期
～
幕
末
に
「
こ
れ
ま
で
の
強
固
な
身
分
制
社
会
そ
の

も
の
の
土
台
を
ゆ
る
が
す
に
至
っ
た
」
と
す
る
青
木
美
智
男
の
説
な
ど
は
、
そ
の
典

型
的
な
説
明
の
仕
方
で
あ
ろ
う

（
11
（

。

　
だ
が
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、こ
の
時
代
の「
民
間
社
会
」に
生
き
た「
生
活
者
」

た
ち
は
、
身
分
を
「
相
対
化
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
身
分
に
こ

だ
わ
り
ま
く
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
身
分
を
拠
り
所
に
し
た
自
己
表
明
を
、
運
動
に

よ
っ
て
公
言
し
て
憚
ら
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
情
熱
は
、
三
昧
聖
が

一
八
七
一
年
に
お
こ
し
た
解
放
運
動
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
明
治
初
年
に
い
た
っ
て

も
決
し
て
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
我
々
は
、「
身
分
（
制
）
社
会
の
も
と
に
生

き
る
人
び
と
は
、
そ
の
呪
縛
か
ら
き
っ
と
逃
れ
よ
う
と
す
る
に
違
い
な
い
（
ゆ
え
に

身
分
に
囚
わ
れ
た
態
度
は
、
人
び
と
の
「
限
界
」
を
あ
ら
わ
す
）」
と
い
う
思
い
込

み
を
排
し
て
、
身
分
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
人
び
と
の
切
実
な
思
い
に
、
も
っ
と
接

近
し
得
る
よ
う
な
柔
ら
か
い
発
想
と
時
代
（
時
間
）
認
識
を
も
つ
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

（
11
（

。

　
柔
軟
な
時
間
認
識
で
い
え
ば
、「
前
近
代
／
近
代
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
も
脱
却

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
自
分
で
つ
く
り
あ
げ
た
他
者
／
自
画
像
に
よ
っ
て

自
分
自
身
が
苦
し
め
ら
れ
る

（
11
（

と
い
う
本
稿
の
主
要
論
点
に
つ
い
て
は
、
何
が
「
前
近

代
的
」
で
何
が
「
近
代
的
」
な
の
か
に
、
一
切
囚
わ
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）、
兵
庫
県
加
東
郡
大お

お
べ部

村
之
内
土
橋
村
（
旧

か
わ
た
村
、
兵
庫
県
小
野
市
）
で
作
成
さ
れ
た
「
同
盟
確
定
証
」
で
は
、
斃
牛
馬
の

売
買
や
処
理
と
い
う
「
賤
し
き
所
業
」
に
従
事
し
て
い
る
う
ち
は
、「
他
よ
り
貶
め

ら
れ
」
ひ
い
て
は
「
村
内
一
同
の
恥
辱
」
に
も
な
る
の
で
、
斃
牛
馬
に
は
決
し
て
関

与
し
な
い
よ
う
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る

（
11
（

。

　「
恥
辱
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
、斃
牛
馬
不
関
与
と
い
う
「
あ
る
べ
き
」

自
画
像
と
、
実
際
に
は
斃
牛
馬
商
売
に
関
わ
り
続
け
る
村
民
が
い
る
と
い
う
「
客
観

的
な
実
態
」
の
分
裂
を
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、〔
他
人
か
ら
貶
め
ら
れ
る
筋
合
い

の
な
い
人
＝
斃
牛
馬
不
関
与
の
者
〕
×
〔
貶
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
人
＝
斃
牛
馬
に

関
わ
り
続
け
る
者
〕
と
い
う
二
分
法
で
、
旧
賤
民
自
身
、
自
分
に
降
り
か
か
る
「
恥

辱
」
の
正
当
化
方
法
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
価
値
観
は
、「
賤

視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
、
斃
牛
馬
処
理
と
い
う
穢
れ
た
仕
事
ば
か
り
し
て
い
る
連

中
だ
」
と
し
て
、他
賤
民
へ
の
賤
視
を
肯
定
し
た
、一
九
世
紀
初
頭
の
か
わ
た
の
「
百

姓
」
宣
言
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
し
か
も
両
者
と
も
、
賤
視
・
恥
辱
か
ら

解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
切
実
な
思
い
が
そ
の
よ
う
な
発
言
を
促
し
て
い
る
。
そ
こ
ま

で
共
通
し
て
い
る
事
例
の
間
に
、「
前
近
代
／
近
代
」
と
い
う
時
代
認
識
を
持
ち
込

む
こ
と
は
極
め
て
不
毛
で
あ
り
、
双
方
の
事
実
を
同
じ
土
俵
の
上
で
論
じ
た
方
が
よ

ほ
ど
広
が
り
の
あ
る
議
論
を
期
待
で
き
よ
う
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
浮
ヶ
谷
幸
代
が
論
じ
た
（
型
糖
尿
病
者
に
よ
る
病
名
変
更
運
動

で
も
指
摘
し
得
る

（
11
（

。
糖
尿
病
は
、
成
因
や
発
症
時
期
・
発
症
率
な
ど
の
違
い
に
よ
り

（
型
と
（
型
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
（
型
の
み
が
「
生
活
習
慣
病
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
（
型
の
方
が
、よ
り
患
者
本
人
の「
不
摂
生
」や「
自

己
責
任
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
じ
「
糖
尿
病
」
と
い
う
病
名
を
冠
し

て
い
る
た
め
、
社
会
的
に
は
（
型
糖
尿
病
者
も
「
自
己
管
理
能
力
の
な
い
人
」
と
さ

れ
が
ち
で
、
学
校
や
職
場
で
種
々
の
偏
見
や
差
別
を
こ
う
む
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、

（
型
糖
尿
病
者
で
構
成
さ
れ
た
患
者
会
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
う
し
た
誤
解

に
も
と
づ
く
偏
見
を
は
ね
返
す
た
め
、
（
型
糖
尿
病
を
「
イ
ン
ス
リ
ン
欠
損
症
」
と

病
名
変
更
し
、「
生
活
習
慣
病
」
で
あ
る
（
型
と
の
区
別
を
求
め
る
運
動
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
る
。

　
病
名
変
更
運
動
そ
の
も
の
は
、
自
身
を
と
り
ま
く
誤
解
と
偏
見
を
何
と
か
し
た
い

と
い
う
、
（
型
糖
尿
病
者
の
切
実
な
思
い
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
で
訴
え

ら
れ
た
（
型
と
の
区
別
は
、「
生
活
習
慣
病
で
は
な
い
（
型
糖
尿
病
者
は
差
別
さ
れ

る
筋
合
い
は
な
い
が
、
生
活
習
慣
病
で
自
己
責
任
を
問
わ
れ
る
（
型
は
差
別
さ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
、他
者
排
除
の
論
理
を
孕
み
か
ね
な
い
主
張
で
も
あ
っ
た
。
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そ
こ
に
は
、
差
別
に
立
ち
向
か
う
者
自
身
が
差
別
を
再
生
産
し
て
し
ま
う
と
い
う
重

苦
し
さ
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
近
世
賤
民
の
解
放
運
動
が
抱

え
た
苦
し
さ
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
共
通
性
を
確
認
で
き
る
以
上
、
そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
「
近
代
的
か
否
か
」

と
い
う
価
値
基
準
や
歴
史
認
識
を
持
ち
込
む
こ
と
は
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
か
ろ

う
。
む
し
ろ
我
々
が
も
つ
べ
き
は
、
た
と
え
取
り
扱
う
事
例
に
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
差

が
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
を
あ
つ
か
う
学
問
分
野
が
ど
れ
ほ
ど

異
な
っ
て
い
よ
う
と
も
（
こ
の
場
合
、
か
た
や
歴
史
学
、
か
た
や
医
療
人
類
学
）、

問
題
意
識
を
共
有
し
た
研
究
史
づ
く
り
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
研
究
史
を

積
極
的
に
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
研
究
姿
勢
で
あ
る
。

　
加
え
て
こ
の
よ
う
な
柔
軟
な
時
間
認
識

（
1（
（

に
た
て
ば
、
他
者
／
自
画
像
の
創
出
に
関

わ
る
あ
る
一
定
の
歴
史
事
実
に
つ
い
て
、
後
世
の
我
々
が
そ
れ
を
「
限
界
」
視
す
る

こ
と
の
不
毛
さ
も
露
わ
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
限
界
」
視
は
と
り
わ
け
賤
民
の
解

放
運
動
に
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、「
近
世
の
身
分
・
身
分
制
を
肯
定
し
て
し
ま
う

認
識
で
あ
っ
た
」
点
を
も
っ
て
、
か
わ
た
の
「
百
姓
」
宣
言
の
「
限
界
」
が
説
か
れ

た
り
、
幕
末
の
か
わ
た
が
「
穢
多
＝
異
民
族
」
説
を
部
分
的
に
し
か
相
対
化
で
き
な

か
っ
た
の
は
彼
ら
の
「
限
界
」
を
示
す
、
と
説
明
さ
れ
た
り
す
る

（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
評

価
づ
け
が
可
能
な
の
は
、
研
究
者
側
に
、「
本
来
な
ら
長
年
賤
視
を
こ
う
む
っ
て
き

た
賤
民
こ
そ
、
賤
視
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
が
で
き
て
し
か
る
べ
き
だ
」、
あ
る

い
は
「
現
代
の
我
々
は
、
近
世
人
よ
り
は
る
か
に
厳
し
く
差
別
を
批
判
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
発
想
が
前
提
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
こ
と
を
「
限
界
」
と
い
う
な
ら
ば
、
（
型
糖
尿
病
者
に
よ

る
病
名
変
更
運
動
が
象
徴
す
る
ご
と
く
、
今
の
我
々
も
似
た
よ
う
な
「
限
界
」
の
も

と
に
い
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
複
雑
な
社
会
実
態
と
か

け
離
れ
た
他
者
／
自
画
像
の
創
出
に
邁
進
し
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
諸
問
題
に
苦
悩
し

た
過
去
の
人
び
と
の
言
動
を
、
我
々
が
「
限
界
」
視
で
き
る
筋
合
い
な
ど
一
切
な
い

の
だ
。
本
稿
で
、
近
世
賤
民
・
百
姓
の
自
他
認
識
論
と
し
て
解
釈
し
直
し
た
「
身
体

と
人
格
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
」
と
い
う
課
題
設
定
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀

後
半
～
一
九
世
紀
と
い
う
時
代
に
対
す
る
新
た
な
見
方
と
、
柔
軟
な
時
間
認
識
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
過
去
の
史
実
に
対
す
る
我
々
研
究
者
の
向
き
合
い

方
を
も
問
い
た
だ
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註（
（
）　
浮
ヶ
谷
幸
代
「
現
代
社
会
の
生
物
医
療
に
お
け
る
身
体
と
自
己
を
め
ぐ
る
協
働
性
と
共
同
性

―
糖
尿
病
者
の
医
療
的
身
体
と
「
自
分
の
か
ら
だ
」
―
」（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
六
日
報
告
）。

浮
ヶ
谷
『
病
気
だ
け
ど
病
気
で
は
な
い
―
糖
尿
病
と
と
も
に
生
き
る
生
活
世
界
―
』（
誠
信
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）
も
参
照
。

（
（
）　
川
添
裕
子
「
外
見
を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
―
美
容
整
形
」（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
六
日
報

告
）。

（
（
）　
出
口
顯
「
国
際
養
子
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
例
を
中
心
に
」

（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
七
日
報
告
）。

（
（
）　
拙
著
『
近
世
三
昧
聖
と
葬
送
文
化
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
拙
稿
「
働
き
方
と
自
己
責

任
を
問
わ
れ
る
賤
民
た
ち
―
近
世
後
期
、
平
人
身
分
社
会
の
稼
働
―
」（
荒
武
賢
一
朗
編
『
近
世

史
研
究
と
現
代
社
会
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。

（
（
）　
臼
井
寿
光
『
兵
庫
の
部
落
史
』
二
・
三
（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
一
・
九
二

年
）、峯
岸
賢
太
郎
『
近
世
被
差
別
民
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、一
九
九
六
年
）、畑
中
敏
之
『「
か

わ
た
」
と
平
人
―
近
世
身
分
社
会
論
』（
か
も
が
わ
出
版
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（
（
）　『
部
落
史
史
料
選
集
』
三
（
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）、
一
五
〇
～
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
（
）　
安
永
七
年
、
幕
府
は
初
め
て
全
国
規
模
で
賤
民
の
行
動
規
制
を
法
令
の
か
た
ち
で
示
し
、

「
穢
多
・
非
人
等
之
類
」
が
「
百
姓
・
町
人
」
と
紛
ら
わ
し
い
行
動
を
と
る
こ
と
を
禁
じ
た
（
註

（
（
）
前
掲
書
一
三
一
～
一
三
二
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
安
永
七
年
令
を
う
け
、
各
藩
で
も
類
似
の
法
令

が
独
自
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
註
（
（
）
臼
井
・
峯
岸
前
掲
書
）。

（
（
）　
畑
中
敏
之
『
近
世
村
落
社
会
の
身
分
構
造
』（
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）、
藤
本
清

二
郎
『
近
世
賤
民
制
と
地
域
社
会
』（
清
文
堂
、
一
九
九
七
年
）、
渡
辺
尚
志
『
近
世
村
落
の
特
質

と
展
開
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
（
）　
註
（
（
）
臼
井
・
畑
中
前
掲
書
、
註
（
（
）
前
掲
書
一
八
一
～
一
八
八
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
（0
）　
左
右
田
昌
幸
「
幕
末
期
に
お
け
る
あ
る
被
差
別
寺
院
の
動
向
―
「
夙
寺
」
を
め
ぐ
る
史
料
と

そ
の
注
目
点
―
」（『
種
智
院
大
学
研
究
紀
要
』
二
、二
〇
〇
一
年
）、
愛
知
県
部
落
解
放
運
動
連
合

会
編
（
木
下
光
生
全
文
執
筆
）『
近
世
尾
張
の
部
落
史
』（
同
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
（（
）　
註
（
（
）
畑
中
前
掲
書
な
ど
。

（
（（
）　
以
下
、
三
昧
聖
に
関
す
る
記
述
は
、
す
べ
て
註
（
（
）
前
掲
拙
著
参
照
。



288

国立歴史民俗博物館研究報告
第 169集　2011年 11月

（
（（
）　
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
編
『
奈
良
の
被
差
別
民
衆
史
』（
奈
良
県
教
育
委

員
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
吉
田
栄
治
郎
「
近
世
夙
村
の
被
賤
視
解
除
の
戦
略
を
め
ぐ
っ
て
」（
奈
良

県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
一
三
、二
〇
〇
七
年
）。
と
も
に
、同
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

（
（（
）　
か
わ
た
の
生
活
実
態
に
つ
い
て
は
、
註
（
（
）
前
掲
臼
井
『
兵
庫
の
部
落
史
』
二
、
註

（
（
）
藤
本
前
掲
書
、
註
（
（（
）
前
掲
『
奈
良
の
被
差
別
民
衆
史
』
な
ど
参
照
（
賤
民
が
諸
種
の

仕
事
に
つ
い
て
い
た
事
実
は
、
現
行
の
中
学
・
高
校
の
歴
史
教
科
書
に
も
記
述
さ
れ
る
ぐ
ら
い
、

い
ま
や
常
識
の
部
類
に
入
っ
て
い
る
）。
な
お
、
近
世
百
姓
の
柔
軟
な
生
業
複
合
の
あ
り
よ
う
に

つ
い
て
は
、
平
野
哲
也
『
江
戸
時
代
村
社
会
の
存
立
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

が
も
っ
と
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）　
拙
稿
「
没
落
と
敗
者
復
活
の
社
会
史
―
近
世
の
「
物
乞
い
」「
家
出
」
再
考
―
」（
世
界
人
権

問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
救
済
の
社
会
史
』
同
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（（
）　
註
（
（0
）
前
掲
『
近
世
尾
張
の
部
落
史
』。

（
（（
）　
註
（
（
）
前
掲
拙
著
。

（
（（
）　
朝
尾
直
弘
『
将
軍
権
力
の
創
出
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
四
年
）、深
谷
克
己
『
百
姓
成
立
』（
塙

書
房
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
（（
）　
井
ヶ
田
良
治「
近
世
後
期
の
部
落
差
別
政
策（
下
）」（『
同
志
社
法
学
』一
一
一
、一
九
六
九
年
、

の
ち
鈴
木
良
編
『
歴
史
科
学
大
系
第
二
一
巻

　
部
落
問
題
の
史
的
究
明
』
校
倉
書
房
、
一
九
七
六

年
、
お
よ
び
部
落
問
題
研
究
所
編
『
戦
後
部
落
問
題
論
集
』
四
、
同
研
究
所
、
一
九
九
八
年
に
再

録
）、
同
『
近
世
村
落
の
身
分
構
造
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）、『
新
修
亀
岡
市
史
』
本
文

編
第
二
巻
（
二
〇
〇
四
年
）
五
七
四
～
五
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
（0
）　
註
（
（
）
峯
岸
前
掲
書
。

（
（（
）　
中
世
～
近
世
の
無
年
季
的
質
地
請
け
戻
し
慣
行
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
と
し
て

は
、
白
川
部
達
夫
『
近
世
の
百
姓
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
渡
辺
尚
志
『
百
姓
た

ち
の
江
戸
時
代
』（
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）、
井
原
今
朝
男
『
中
世
の
借
金
事
情
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
（（
）　
註
（
（（
）
前
掲
井
ヶ
田
『
近
世
村
落
の
身
分
構
造
』。

（
（（
）　「
摂
河
在
方
番
人
并
最
寄
小
頭
共
御
取
締
方
御
改
革
ニ
付
奉
差
上
候
御
請
証
文
写
并
手
続
書
」

（
豊
中
市
立
岡
町
図
書
館
所
蔵
原
田
郷
中
倉
村
文
書
Ｇ
―
治
安
―
（
）。
な
お
こ
の
運
動
は
、
の

び
し
ょ
う
じ
「
広
域
非
人
番
制
の
展
開
と
村
々
の
抵
抗
（
一
）（
二
）」（『
地
域
史
研
究
』
一
七
―

二
・
三
、一
九
八
八
年
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
国
訴
、お
よ
び
後
述
す
る
郡
中
議
定
に
つ
い
て
は
、藪
田
貫
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』（
校

倉
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
同
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）、
平

川
新
『
紛
争
と
世
論
―
近
世
民
衆
の
政
治
参
加
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）、
谷
山

正
道
『
近
世
民
衆
運
動
の
展
開
』（
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
参
照
。

（
（（
）　
註
（
（（
）
前
掲
藪
田
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
』。

（
（（
）　
近
世
の
村
々
が
、
国
訴
や
郡
中
議
定
に
よ
っ
て
廻
在
者
に
対
す
る
排
他
姿
勢
を
強
め
て
い
く

動
向
に
つ
い
て
は
、
註
（
（（
）
藪
田
前
掲
書
参
照
。

（
（（
）　『
松
原
市
史
』
四
（
一
九
七
四
年
）、
一
二
～
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
（（
）　『
豊
中
市
史
』
史
料
編
三
（
一
九
六
二
年
）、
一
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
（（
）　『
御
触
書
天
明
集
成
』（
岩
波
書
店
、一
九
三
六
年
）
九
二
二
～
九
二
三
ペ
ー
ジ
、『
大
阪
市
史
』

三
（
一
九
一
一
年
）
八
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
（0
）　『
豊
中
市
史
』史
料
編
三
、三
九
〇
～
三
九
三
ペ
ー
ジ
、『
新
修
豊
中
市
史
』通
史
一（
二
〇
〇
九

年
）
八
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
（（
）　
以
下
、
保
津
村
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
註
（
（（
）
前
掲
井
ヶ
田
『
近
世
村
落

の
身
分
構
造
』参
照
。
な
お
関
係
史
料
の
一
部
は
、『
新
修
亀
岡
市
史
』資
料
編
第
二
巻（
二
〇
〇
二

年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
横
井
清
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）。

（
（（
）　
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）。

（
（（
）　
註
（
（
）
臼
井
前
掲
書
、
註
（
（（
）
藪
田
前
掲
書
。

（
（（
）　
註
（
（
）
の
諸
文
献
参
照
。

（
（（
）　
深
谷
克
己
『
江
戸
時
代
の
身
分
願
望
―
身
上
り
と
上
下
無
し
―
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
六
年
）、
青
木
美
智
男
『
全
集
日
本
の
歴
史

　
別
巻

　
日
本
文
化
の
原
型
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
（（
）　
筆
者
は
註
（
（
）
前
掲
拙
稿
で
、
本
稿
と
ほ
ぼ
同
じ
事
例
を
使
い
な
が
ら
、「
勤
労
と
自
己

責
任
」
観
と
い
う
別
の
視
角
か
ら
、
身
分
が
「
生
き
生
き
」
と
す
る
時
代
と
し
て
の
一
八
世
紀
後

半
～
一
九
世
紀
、
と
い
う
歴
史
像
を
描
い
て
い
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
強
調
す
る
「
身
分
に
こ
だ
わ
り
ま
く
る
」
近
世
民
衆
像
は
、
一
見
、「
特
権
の

体
系
と
し
て
成
り
立
つ
身
分
制
社
会
で
の
確
固
と
し
た
位
置
を
占
め
よ
う
と
す
る
衝
動
（
利
害
集

団
の
身
分
集
団
化
へ
の
衝
動
）」、
あ
る
い
は
「
自
ら
の
特
権
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
衝
動
」
に
か

ら
れ
て
、「
幕
藩
制
の
編
成
原
理
」
に
も
と
づ
く
「
政
治
社
会
」
で
の
「
公
認
」
を
求
め
る
近
世

の
人
び
と
、
と
い
う
塚
田
孝
の
歴
史
像
＝
身
分
制
論
（
身
分
的
周
縁
論
、『
近
世
身
分
制
と
周
縁

社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
玄
海
村
非
人
や
三
昧
聖
の
解
放
運
動
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
で
注
目
し
て
い

る
の
は
、
株
や
「
場
」
と
い
っ
た
何
か
「
具
体
的
」
な
「
特
権
」
の
「
公
認
」
に
腐
心
す
る
人
び

と
の
動
き
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
自
分
の
「
扱
わ
れ
方
」、
あ
る
い
は
（
敵
対
）
相
手
の
「
扱

い
方
」
と
い
う
、一
見
茫
漠
と
し
た
事
柄
の
主
張
に
精
魂
こ
め
て
取
り
組
む
人
び
と
の
姿
で
あ
り
、

そ
の
言
動
・
運
動
に
内
在
す
る
「
重
苦
し
さ
」
の
問
題
で
あ
る
（
自
分
の
身
分
的
な
立
ち
位
置
が
、

塚
田
の
い
う
「
政
治
社
会
」
レ
ベ
ル
で
「
公
認
」
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
関
係
な
い
）。「
他
人

に
ど
う
認
め
ら
れ
る
か
（
ど
う
認
め
ら
れ
た
い
か
）」（
塚
田
の
い
う
「
公
認
」）、
あ
る
い
は
「
身

分
に
ど
う
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
」
と
い
う
点
で
は
、
一
見
同
じ
土
俵
に
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

み
え
る
が
、
実
は
そ
の
基
準
や
問
題
意
識
の
お
き
ど
こ
ろ
か
ら
し
て
、
筆
者
と
塚
田
の
間
に
は
相
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当
な
落
差
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
塚
田
の
身
分
的
周
縁
論
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
身
分
的
周
縁
論
へ
の
向
き
合
い
方
」（
寺
木
伸
明
・
中
尾
健
次
編
著
『
部
落
史
研

究
か
ら
の
発
信
』
一
、
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
も
参
照
。

（
（（
）　
こ
う
し
た
発
想
は
、「
価
値
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
、
負
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
返
上
し
よ
う
」
と
す
る
被
差
別
者
の
「
存
在
証
明
」
に
、
種
々
の
矛
盾
が
孕
ま
れ
る
こ
と
に
注

視
す
る
、
石
川
准
の
議
論
と
呼
応
す
る
（「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
学
」『
岩
波
講
座
現
代
社

会
学
』
一
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

（
（（
）　『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
二
（
兵
庫
県
同
和
教
育
協
議
会
、
一
九
七
三
年
）、

四
八
四
～
四
八
六
ペ
ー
ジ
。
土
橋
村
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
の
「
村
方
治
定
書
」
で
も
、
病

牛
・
死
牛
処
理
に
一
切
関
与
し
な
い
旨
取
り
決
め
て
い
る
（
同
上
書
四
八
七
～
四
八
九
ペ
ー
ジ
）。

な
お
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
本
郷
浩
二
「
維
新
変
革
期
の
身
分
意
識
と
「
救
済
」」（
世
界

人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
第
二
部
前
近
代
班
報
告
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
五
日
）
よ
り
ご
教
示

を
得
た
。

（
（0
）　
浮
ヶ
谷
幸
代
「「
病
気
で
あ
る
」
と
「
病
気
で
は
な
い
」
を
生
き
る
―
（
型
糖
尿
病
者
の
事

例
か
ら
」（
近
藤
英
俊
・
浮
ヶ
谷
幸
代
編
著
『
現
代
医
療
の
民
族
誌
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
（（
）　
本
稿
で
い
う
柔
軟
な
時
間
認
識
の
問
題
は
、「
伝
統
」
と
「
近
代
」
の
対
置
、
お
よ
び
前
者

か
ら
後
者
へ
の
移
行
を
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
池
上
良
正
「
身
体
の
実
践
、

人
格
の
関
係
性
と
し
て
の
「
死
者
供
養
」」（
本
誌
所
収
）
の
議
論
と
呼
応
す
る
。

（
（（
）　
註
（
（
）
畑
中
前
掲
書
、
片
岡
耕
平
「「
神
国
」
の
形
成
」（
永
井
隆
之
ほ
か
編
『
日
本
中
世

の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
―
統
合
の
契
機
と
そ
の
構
造
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
奈
良
教
育
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
二
月
二
一
日
審
査
終
了
）
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Status Identities of Outcastes （Senmin） and Peasants （Hyakusho） in
 Late Tokugawa Japan

KINOSHITA Mitsuo

This paper focuses on how outcastes （senmin） and peasants （hyakusho） developed an awareness of their 

status identities and struggled to improve their status in Tokugawa Japan, especially from the late 18th century.

Late Tokugawa Japan is usually described as a transitional period in which the existing status system 

（mibunsei） moved towards collapse under the pressure of ordinary people expressing mounting dissatisfaction 

with the status quo. However, a closer look at the rights movements of outcastes and peasants attempting to 

improve their status and protect their interests reveals that far from eroding the status system, their efforts 

actually tended to reaffirm it.

For example, when sanmaihijiri tried to get rid of status prejudice against them, they appealed to the public 

to recognize their nobility and refrain from regarding them as outcastes like eta （kawata） or hinin. Kawata too 

objected to being labelled as eta, claiming that they were actually peasants （kawata-hyakusho） and attempting 

to shift discrimination against them to other outcastes by describing those they saw as genuine eta or outcastes 

as beggars. Further, when peasants found themselves in confrontation with outcastes, especially with regard to 

agricultural interests, they often claimed that from the outset outcastes lacked both the right and qualifications to 

engage in agriculture.

Although these people engaged in serious discussion about their identities, their views unfortunately did not 

match the reality. Not all outcastes were beggars （while, in fact, some beggars were of peasant status）, and many 

outcastes had been engaged in agriculture for a long time. （Recent studies show that the living standards of most 

outcastes were almost the same as those of peasants.） The above history of struggle to clarify status identities 

thus reveals bitter contradictions and dilemmas, with the rights movements creating an ever wider gap between 

subjective identity （how people viewed their status and that of others） and objective identity （actual status）. 

Clinging to a status system may seem like an old-fashioned, feudalistic attitude, but the fact is that similar 

movements have taken place in modern Japan too. As such, divisions such as “modern” and “pre-modern” （or 

feudalistic） are essentially meaningless, and we would do well to develop a new paradigm for thinking about 

historical time.

Keywords: senmin, hyakusho, perceptions of self and others, liberation movement, status


