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近
年
あ
ら
た
め
て
部
落
史
が
見
直
さ
れ
て
き
た
理
由
の
第
一

に
、
部
落
史
研
究
そ
の
も
の
の
蓄
積
が
こ
れ
ま
で
の
ど
の
時
期
よ

り
も
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
各
地
域
で
の
部
落

史
の
ま
と
め
が
進
展
し
、
こ
の
数
年
を
考
え
て
み
て
も
『
京
都
の

部
落
史
』
全
一
○
巻
が
完
結
し
、
『
和
歌
山
県
同
和
運
動
史
』
史
料

し
は
幅
広
い
時
代
を
貫
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
近
年
言
わ
れ
て

い
る
部
落
史
の
見
直
し
は
、
一
九
八
○
年
代
以
来
の
議
論
の
延
長

線
上
に
あ
る
と
同
時
に
、
近
世
・
近
現
代
を
含
む
部
落
史
全
体
に

関
わ
る
問
題
と
し
て
、
部
落
史
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
よ
り
奥
深
い
問
題
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

部
落
史
に
限
ら
ず
、
歴
史
研
究
と
い
う
も
の
じ
た
い
、
た
え
ず

見
直
し
が
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
時
期
に
知
ら
れ
て
い
る
史
料
に

密
着
し
た
研
究
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
時
代
の
史
料
の
あ
り
方
、

問
題
意
識
、
研
究
の
段
階
な
ど
、
歴
史
的
な
状
況
に
制
約
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
今
問
わ
れ
て
い
る
部
落
史
の
見
直
し
は
、
お
そ
ら

く
そ
う
し
た
一
般
的
な
意
味
で
の
歴
史
研
究
の
特
質
で
は
説
明
で

き
な
い
、
部
落
史
研
究
に
も
っ
と
固
有
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
だ

ろ
う
。 部
落
史
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
が
い
つ
頃
か
ら
一
一
一
一
口
わ
れ
始
め
た

の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
解
放
新
聞
社
の
編
集
で
一
九
九
二
年
に

『
部
落
史
を
読
み
な
お
す
』
（
解
放
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ

に
収
録
さ
れ
た
上
杉
聰
さ
ん
と
寺
木
伸
明
さ
ん
の
論
文
が
一
九
九

○
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
見
直
し
と
い
う
議
論
そ
の
も
の

は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
部
落
史
の
見
直

し
を
意
識
し
て
い
た
研
究
者
は
も
っ
と
早
く
か
ら
い
た
わ
け
で
、

師
岡
佑
行
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
京
都
部
落
史
研
究
所
は
一
九
七
七
年

の
発
足
当
時
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
近
世
政
治
起
源
説
を
棚
上
げ
に
し

て
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
ｓ
解
放
新
聞
』
一
七
五
五
号
、
一
九
九

六
年
二
月
）
。

部
落
解
放
研
究
所
で
も
、
’
九
八
二
年
の
研
究
者
集
会
で
「
被

特
集
１

一
、
部
落
史
の
見
直
し
の
背
景

は
じ
め
に

部
落
史
の
可
能
性

。
『
。

編
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
か
、
関
東
に
お
け
る
部
落
史
研
究
の
進
展
も

め
ざ
ま
し
い
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
大
阪
で
も
一
○
ヵ
年
計
画
で
部

落
史
の
編
纂
が
始
ま
り
「
新
修
大
阪
の
部
落
史
』
二
巻
が
刊
行

さ
れ
、
そ
の
後
「
大
阪
の
部
落
史
通
信
』
で
も
史
料
紹
介
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
歴
史
的
事
実
、

例
え
ば
か
な
り
の
近
世
「
か
わ
た
」
村
が
中
世
と
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
中
世
・
近
世
・
近
代
と
い
う
社
会
構

造
の
変
化
で
時
代
を
単
純
に
輪
切
り
に
す
る
従
来
の
部
落
史
の
発

想
を
修
正
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ま
た
リ
パ
テ
ィ
お
お
ざ
か
に
よ
る
水
平
社
七
○
周
年
の
特
別
展

開
催
や
、
奈
良
県
御
所
市
に
あ
る
。
仮
称
）
水
平
社
歴
史
館
」
を

中
心
と
し
た
水
平
運
動
史
関
係
史
料
の
組
織
的
な
掘
り
起
こ
し
・

収
集
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
水
平
社
を
そ
の
運
動
方
針
の
分

析
な
ど
を
中
心
に
肯
定
的
に
の
み
評
価
し
て
き
た
視
点
を
大
幅
に

修
正
し
、
各
地
域
の
運
動
の
実
態
に
即
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
き
た
。

第
二
に
は
、
部
落
史
に
限
ら
ず
、
曰
本
史
・
世
界
史
そ
の
も
の

の
見
直
し
が
進
み
、
そ
の
こ
と
が
部
落
史
に
も
影
響
を
与
え
つ
つ

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
網
野
善
彦
「
日
本
論
の
視
座
』
二

九
九
○
年
）
な
ど
は
、
部
落
史
を
考
え
る
う
え
で
大
き
な
示
唆
と

な
る
。
近
世
の
「
農
民
」
と
言
わ
れ
て
い
る
身
分
の
実
相
は
農
民

差
別
部
落
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
寺
木
伸
明
・
落
合
重

信
・
安
達
五
男
の
三
氏
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
が

（
『
部
落
解
放
研
究
』
三
一
号
）
、
議
論
は
か
な
ら
ず
し
も
か
み
合

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
部
落
史
研
究
が
ど
の
方
向
に
進

も
う
と
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

私
自
身
が
部
落
解
放
研
究
所
の
研
究
者
集
会
で
「
い
ま
「
部
落

史
」
を
問
い
直
す
」
と
い
う
報
告
を
し
た
の
は
一
九
九
二
年
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
時
に
主
に
意
識
し
て
い
た
の
は
部
落
史
研
究
の
進

展
と
比
較
し
て
立
ち
後
れ
て
、
あ
い
か
わ
ら
ず
近
世
「
か
わ
た
」

身
分
が
あ
た
か
も
権
力
の
窓
意
で
作
り
出
さ
れ
た
り
、
「
解
放
令
」

が
出
た
後
も
近
世
と
か
わ
ら
な
い
差
別
が
引
き
続
い
た
か
の
よ
う

な
、
旧
態
依
然
と
し
た
部
落
史
像
を
繰
り
返
し
て
い
る
部
落
史
教

育
・
啓
発
へ
の
危
機
感
だ
っ
た
。

し
か
し
近
年
と
み
に
感
じ
る
こ
と
は
、
教
育
・
啓
発
の
み
な
ら

ず
、
部
落
史
研
究
そ
の
も
の
が
見
直
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
見
直

渡
辺
俊
雄
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だ
け
で
は
な
く
、
農
村
に
住
む
商
人
や
手
工
業
者
、
廻
舟
問
屋
な

ど
を
含
む
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
百
姓
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
実
は
こ
れ
ま
で
も
「
か
わ
た
」
身

分
は
死
牛
馬
の
処
理
と
行
刑
役
だ
け
で
は
な
く
、
農
業
や
さ
ま
ざ

ま
な
手
工
業
を
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
同

じ
こ
と
が
百
姓
身
分
に
も
一
一
一
一
口
え
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
土
地
所
有
の
面
積
だ
け
で
貧
富
を
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
る
し
、
近
年
の
議
論
で
は
近
世
農
民
の
年
貢
負
担
率
は
平
均

す
れ
ば
一
一
一
～
四
割
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
言
わ
れ
る
（
佐
藤
常

雄
『
貧
農
史
観
を
見
直
す
三
九
九
五
年
）
。
ま
た
、
す
で
に
近
世

農
民
の
中
に
は
今
曰
で
言
う
「
人
権
」
思
想
の
萌
芽
が
あ
っ
た
と

も
言
わ
れ
る
（
布
川
清
司
『
江
戸
時
代
の
民
衆
思
想
」
一
九
九
五

年
）
。と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
部
落
の
起
源
に
つ
い
て
、
近
世
の
農
民

は
厳
し
い
搾
取
に
よ
っ
て
た
え
ず
生
き
る
か
死
ぬ
か
ぎ
り
ぎ
り
の

生
活
を
強
い
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
た
え
ず
不
満
を
持
ち
、
団
結
す

る
と
恐
い
の
で
、
民
衆
を
分
裂
し
て
支
配
す
る
と
い
う
政
治
的
な

目
的
の
た
め
に
部
落
が
作
ら
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
近
世
政
治

起
源
説
の
説
明
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

に
な
る
。

第
三
は
、
部
落
史
に
隣
接
す
る
領
域
、
た
と
え
ば
在
曰
朝
鮮
人

史
研
究
の
側
の
尹
健
次
『
孤
絶
の
歴
史
意
識
』
二
九
九
○
年
）
や

か
つ
た
こ
と
な
ど
、
従
来
の
部
落
史
が
通
説
と
し
て
き
た
こ
と
が

ま
ち
が
っ
て
い
る
（
前
川
修
コ
オ
ー
ル
。
ロ
マ
ン
ス
事
件
」
と
「
オ

ー
ル
・
ロ
マ
ン
ス
行
政
闘
争
」
の
史
実
を
求
め
て
」
『
部
落
解
放
史
・

ふ
く
お
か
』
八
○
号
）
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
に
も
部
落
史
の
見
直
し
に
は
、
一
九
八
○

年
代
の
後
半
か
ら
冷
戦
の
枠
組
み
、
社
会
主
義
体
制
が
崩
壊
し
て
、

従
来
の
歴
史
を
見
る
価
値
観
が
根
本
的
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
部
落
解
放
運
動
が
「
第
三
期
」
を
提
唱
し
、
部
落
問

題
の
根
本
的
解
決
あ
る
い
は
部
落
と
は
、
部
落
民
と
は
何
な
の
か

と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
が
依
拠
し
て
き
た
基
本
的
な
概

念
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

情
が
反
映
し
て
い
る
。
奥
田
均
『
部
落
解
放
へ
の
挑
戦
』
（
解
放
出

版
社
）
な
ど
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

今
後
な
お
し
ば
ら
く
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
噴
出
し
、
活
発

な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
部
落
史
研
究
が

進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
方
向
が
あ
る
程
度
見
通
せ
る
状
況
に
な
り
つ

つ
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

ま
ず
い
わ
ゆ
る
部
落
の
起
源
、
近
世
の
「
か
わ
た
」
身
分
の
成

立
に
関
し
て
は
、
従
来
の
機
械
的
・
抽
象
的
な
政
治
起
源
説
へ
の

二
、
近
世
の
「
か
わ
た
」
身
分
を
め
ぐ
っ
て

キ
ム
チ
ョ
ン
ミ
「
水
平
運
動
史
研
究
』
二
九
九
四
年
）
な
ど
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
の
視
点
、
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
厳

し
く
問
題
提
起
が
さ
れ
た
。
部
落
史
研
究
が
い
わ
ば
相
対
化
さ
れ
、

批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

戦
前
の
水
平
運
動
に
関
す
る
か
っ
て
の
評
価
は
、
水
平
社
を
善

と
し
、
そ
れ
以
外
の
部
落
改
善
運
動
や
融
和
運
動
の
意
義
を
ほ
と

ん
ど
評
価
し
な
い
と
い
う
、
単
純
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

水
平
社
の
評
価
に
関
し
て
も
、
そ
の
な
か
の
社
会
主
義
の
潮
流
Ⅱ

左
翼
を
軸
に
評
価
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
運
動
史
の
評
価

に
対
し
て
は
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
秋
定
嘉
和
さ
ん
が
異
議
を

唱
え
、
水
平
社
内
部
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
や
社
会
民
主
主
義
の
潮
流
、

融
和
運
動
の
再
評
価
を
提
唱
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
評
価
の
流

れ
は
、
も
は
や
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
ま
た
水
平
社
の
戦
争
協
力
、

戦
争
責
任
の
問
題
も
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

戦
後
に
お
い
て
は
戦
後
責
任
の
問
題
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
て

い
く
だ
ろ
う
し
、
雑
誌
『
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ニ
の
「
特
殊
部
落
」

と
い
う
小
説
が
京
都
市
内
の
被
差
別
部
落
を
舞
台
に
し
て
い
る
と

と
も
に
、
そ
の
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
在
曰
朝
鮮
人
で
あ
り
、

小
説
の
内
容
が
部
落
差
別
と
同
時
に
朝
鮮
人
差
別
を
助
長
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
の
部
落
解
放
運
動
が
民
族
差
別
と
の
闘

い
を
に
な
い
得
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
京
都
市
の
行
政
担
当
者
の

前
に
白
地
図
を
広
げ
て
丸
印
を
打
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
が
な

批
判
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
政
治
あ
る
い
は
権
力
と
の
関
わ
り
を

否
定
す
る
峯
岸
賢
太
郎
『
部
落
問
題
の
歴
史
と
国
民
融
合
』
の
よ

う
な
議
論
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
政
治
権
力
が
い
か
に
強
大
で
あ

っ
て
も
、
な
に
も
前
提
が
な
い
と
こ
ろ
に
新
し
い
差
別
や
被
差
別

身
分
を
作
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
の
が
、
近
年
の
近
世

史
の
研
究
状
況
で
あ
り
、
ま
た
中
世
末
期
の
差
別
意
識
を
利
用
し

た
と
い
う
説
明
も
、
結
局
は
差
別
意
識
を
利
用
し
て
差
別
や
被
差

別
身
分
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
論
争
の
根
本
的
な

決
着
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
の
「
か
わ
た
」
身
分

が
成
立
す
る
前
提
に
は
、
す
で
に
差
別
さ
れ
て
い
た
身
分
な
い
し

階
層
の
存
在
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

朝
尾
直
弘
「
近
世
身
分
と
そ
の
変
容
」
（
朝
尾
直
弘
編
『
曰
本
の

近
世
」
第
八
巻
八
身
分
と
格
式
Ｖ
’
九
九
二
年
）
は
一
九
八
○
年

代
の
歴
史
研
究
の
状
況
を
総
括
し
、
「
身
分
や
身
分
制
度
は
政
治
権

力
が
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
の
だ
と
す
る
楽
観
的
な
見

方
は
、
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
身
分
制
度
は
、

た
し
か
に
各
時
代
の
支
配
権
力
に
よ
る
政
治
的
・
法
制
的
な
規
制

や
編
成
の
こ
こ
ろ
み
に
よ
っ
て
秩
序
化
・
制
度
化
が
は
か
ら
れ
る

が
、
身
分
そ
の
も
の
は
、
各
時
代
の
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に

即
し
て
内
在
的
に
生
み
出
す
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
構
造

の
な
か
で
広
く
人
び
と
の
存
在
形
態
、
意
識
や
感
覚
と
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
分
析
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
把
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敏
之
。
部
落
史
」
の
終
わ
り
」
（
か
も
が
わ
出
版
）
な
ど
の
よ
う

な
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
。

歴
史
に
は
連
続
と
非
連
続
（
断
絶
）
の
両
面
あ
る
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
何
事
も
説
明
し
て
い
な
い
の
に
等
し
い
。
私

自
身
は
、
歴
史
の
連
続
と
非
連
続
（
断
絶
）
と
い
う
よ
り
も
、
歴

史
は
重
層
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
（
歴
史
の
重
層
性
）
と
表
現
し

た
ほ
う
が
い
い
よ
う
に
思
う
。

歴
史
は
基
本
的
に
、
連
続
し
て
い
る
。
近
世
と
い
う
社
会
が
中

世
の
さ
ま
ざ
ま
な
慣
行
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
、
近
代

の
社
会
も
近
世
を
踏
ま
え
て
成
立
す
る
。
近
代
の
初
頭
、
い
わ
ゆ

る
「
解
放
令
」
の
直
後
、
全
国
各
地
で
「
解
放
令
」
反
対
一
侯
が

起
き
た
の
は
、
こ
の
歴
史
の
連
続
面
の
現
わ
れ
だ
っ
た
。
反
対
一

摸
に
参
加
し
た
民
衆
の
意
識
は
、
当
時
の
状
況
か
ら
考
え
て
決
し

て
例
外
的
に
遅
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
反
動
的
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
近
世
か
ら
連
続
す
る
ご
く
当
然
の
意
識
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
歴
史
を
重
層
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
連
続
面
だ

け
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し

た
連
続
面
に
加
え
て
、
近
代
に
は
近
代
に
特
有
な
課
題
が
登
場
す

る
こ
と
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

な
に
よ
り
も
、
近
代
の
差
別
意
識
は
近
世
の
差
別
意
識
を
そ
の

ま
ま
継
承
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
に
固
有
な
意
識
が
含
ま
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
貧
困
・
不
衛
生
・
不
就
学
を
理
由
と
し
た
差

握
さ
れ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
高
埜
利
彦
「
移
動
す
る
身
分
」

が
「
身
分
は
社
会
の
認
知
と
国
家
権
力
の
承
認
の
両
方
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
（
同
前
『
曰

本
の
近
世
」
第
八
巻
）
。

そ
の
点
で
、
中
世
か
ら
の
連
続
性
は
無
視
で
き
な
い
。
死
牛
馬

の
処
理
は
今
曰
命
じ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
明
曰
か
ら
で
き
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
技
術
と
熟
練
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う

し
た
伝
統
を
も
っ
た
集
団
が
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
ま
た
草

場
の
権
利
も
、
近
世
以
降
に
成
立
し
た
「
か
わ
た
」
村
は
持
っ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
中
世
以
来
の
伝
統
あ

る
い
は
慣
行
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
斎
藤
洋
一
さ
ん
が
『
身

分
差
別
社
会
の
真
実
罠
講
談
社
現
代
新
書
）
で
中
世
の
被
差
別
民
、

近
世
の
被
差
別
民
は
「
み
ん
な
が
つ
く
っ
た
も
の
」
と
書
い
た
こ

と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
斎
藤
さ
ん
は
お
そ
ら
く
近
世
「
か
わ

た
」
身
分
が
成
立
す
る
歴
史
的
前
提
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
で
妥
当
な
も
の
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
、
中
世
の
身
分
は
い
ま
だ
流
動
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
近

世
「
か
わ
た
」
身
分
と
し
て
固
定
化
さ
れ
て
い
く
に
は
、
な
ん
ら

か
の
政
治
権
力
の
か
か
わ
り
を
想
定
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。

「
か
わ
た
」
は
、
宗
門
改
め
の
制
度
が
実
施
ざ
れ
近
世
身
分
制
の

一
環
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
七

世
紀
な
か
ば
で
あ
ろ
う
。
太
閤
検
地
の
時
期
は
、
ま
だ
成
立
の
始

別
意
識
は
、
近
代
に
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
藤
野
豊
さ
ん
は
そ
こ

に
「
優
生
思
想
」
を
見
出
し
て
い
る
（
「
被
差
別
部
落
」
『
岩
波
講

座
曰
本
通
史
』
一
八
）
。
こ
う
し
た
意
識
は
、
近
代
社
会
の
な
か

で
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
政
策
的
に
強
化
さ
れ
た
。
近
代
初
頭
に

各
府
県
で
制
定
さ
れ
た
「
違
式
詮
違
条
例
」
は
、
そ
の
こ
と
を
如

実
に
示
し
て
い
る
。

「
特
殊
部
落
」
と
い
う
言
葉
も
、
近
世
の
「
え
た
」
と
い
う
一
一
一
一
口

葉
の
単
な
る
一
一
一
一
口
い
換
え
で
は
な
く
、
近
代
的
な
価
値
観
が
含
ま
れ

た
歴
史
的
な
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
小
林
丈
広
。
特
殊
部
落
」

と
は
な
に
か
」
『
こ
ぺ
る
」
一
六
号
）
。
ま
た
、
古
い
意
識
だ
と
考

え
ら
れ
が
ち
な
家
意
識
も
、
守
る
べ
き
家
や
財
産
の
な
い
「
無
産

者
」
を
も
含
め
て
と
ら
え
て
い
く
の
は
、
近
代
以
降
だ
ろ
う
。
部

落
差
別
は
、
こ
う
し
た
意
識
と
か
ら
み
あ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
い

く
。も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
意
識
は
、
意
識
だ
け
で
存
在
し
た
の
で

は
な
く
、
意
識
を
支
え
る
社
会
構
造
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
が
近
代
天
皇
制
で
あ
り
、
曰
本
の
資
本
主
義
で
あ
り
、

あ
る
い
は
華
族
制
度
、
戸
籍
制
度
、
民
法
、
家
制
度
な
ど
で
あ
っ

た
。歴
史
の
重
層
性
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
戦
後
社
会
も
、
近

世
を
ふ
ま
え
て
登
場
し
た
近
代
社
会
の
特
質
を
色
濃
く
持
ち
続
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
近
世
以
来
の
身
分
意
識
、
近
代
に
な
っ
て

ま
り
あ
る
い
は
端
緒
で
あ
り
、
太
閤
検
地
は
近
世
「
か
わ
た
」
身

分
の
成
立
の
指
標
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に
思
う
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
い
く
ら
近
世
「
か
わ
た
」
身
分
の
成
立

を
説
明
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
か
わ
た
」
身
分
に
対
す
る

差
別
の
あ
り
様
、
例
え
ば
死
牛
馬
処
理
や
皮
革
に
対
す
る
差
別
意

識
の
発
生
や
「
か
わ
た
」
身
分
の
具
体
的
姿
を
説
明
す
る
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
今
日
の
部
落
史
研
究
の
問
題
意
識
に
な
り

つ
つ
あ
る
。

そ
う
し
た
差
別
意
識
の
あ
り
様
は
、
身
分
制
度
か
ら
で
は
な
く
、

差
別
意
識
そ
れ
自
体
の
発
生
と
変
化
の
歴
史
と
し
て
解
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
中
世
は
部
落
史
の
単
な
る
前

史
で
は
な
く
、
近
世
以
降
の
歴
史
を
理
解
す
る
う
え
で
決
定
的
に

重
要
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
の
部
落
史
の
解
明
は
ま
ず
運
動
史
の
研
究
か

ら
始
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
「
か
わ
た
」
身
分
の
成
立
と

展
開
に
く
ら
べ
て
、
近
代
の
部
落
差
別
・
部
落
問
題
の
解
明
は
ま

だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
近
代
の
部
落
史
に
関
し
て
い

え
ば
、
そ
の
連
続
面
を
重
視
す
る
議
論
に
対
し
て
、
断
絶
面
を
強

調
し
近
世
と
近
代
の
部
落
と
の
系
譜
的
な
連
続
を
否
定
す
る
畑
中

三
、
近
現
代
の
部
落
問
題
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い
た
近
世
政
治
起
源
説
と
は
「
別
の
内
実
を
も
っ
て
、
い
わ
ば
ひ

と
廻
り
し
て
再
び
権
力
と
差
別
が
い
か
な
る
有
機
関
係
に
あ
る
の

か
な
い
の
か
」
が
、
そ
も
そ
も
権
力
の
実
態
は
ど
う
い
う
も
の
か

を
含
め
て
、
部
落
史
研
究
の
今
後
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
く

だ
ろ
う
。

奈
良
県
の
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
提
起
す
る
、

農
業
だ
け
で
も
成
り
立
ち
う
る
「
か
わ
た
」
村
像
は
、
必
ず
し
も

「
か
わ
た
」
村
の
方
が
周
辺
の
百
姓
村
よ
り
も
豊
か
だ
っ
た
と
い

う
提
唱
で
は
な
く
、
従
来
の
よ
う
な
「
か
わ
た
」
村
の
貧
困
が
差

別
の
原
因
だ
と
い
う
定
説
が
成
り
立
た
ず
、
貧
困
と
差
別
と
は
別

の
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
差
別
は
差
別
と
し
て
解
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
問
題
提
起
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

近
現
代
の
部
落
史
や
水
平
運
動
史
を
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
の
部

落
史
研
究
は
さ
ら
に
繊
密
に
、
ま
た
史
料
に
沈
潜
し
た
歴
史
研
究

と
し
て
豊
か
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
で
も
あ

る
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
う
し
た
近
年
の
部
落
史
研
究
の
進
展
に
比
べ
て
、
な
お
部
落

史
教
育
・
啓
発
の
立
ち
遅
れ
は
否
定
で
き
な
い
。
研
究
と
教
育
・

啓
発
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
全
国
大
学

同
和
教
育
研
究
協
議
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ほ
か
、
各
地
の
同
和
教

育
研
究
会
レ
ベ
ル
で
も
徐
々
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ギ

ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
な
お
今
後
の

登
場
す
る
貧
困
・
不
衛
生
・
不
就
学
な
ど
へ
の
差
別
意
識
、
家
意

識
な
ど
、
こ
う
し
た
意
識
を
私
た
ち
は
ま
だ
完
全
に
払
拭
し
き
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
意
識
を
支
え
た
社
会
の
あ

り
方
が
、
曰
本
の
敗
戦
と
と
も
に
す
ぐ
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。

戦
後
は
、
そ
う
し
た
近
代
の
問
題
に
戦
後
固
有
の
問
題
が
加
わ

る
。
戦
後
改
革
は
戦
前
に
く
ら
べ
て
曰
本
を
よ
り
民
主
的
な
社
会

と
し
て
再
生
し
た
が
、
そ
の
改
革
に
は
歴
史
的
な
限
界
も
あ
っ
た
。

曰
本
国
憲
法
は
平
和
主
義
、
基
本
的
人
権
、
主
権
在
民
を
特
徴
と

す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
平
和
主
義
は
象
徴
天
皇
制
と
沖
縄
の
軍

事
基
地
化
を
代
償
と
し
た
も
の
だ
っ
た
し
、
基
本
的
人
権
は
そ
こ

か
ら
除
外
さ
れ
る
多
く
の
人
び
と
が
い
た
。
ま
た
主
権
在
民
と
は

い
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
曰
本
人
Ⅱ
曰
本
国
籍
を
持
つ
も
の
の
み
の

権
利
で
あ
っ
て
、
在
日
朝
鮮
人
な
ど
が
曰
本
人
つ
ま
り
「
国
民
」

で
な
い
こ
と
を
理
由
に
除
外
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
部
落
差
別
は
憲
法
の
う
え
で
は
「
社
会
的

身
分
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
よ
っ
て
、
形
式
的
に
は
否
定
さ
れ
た
が
、

現
実
に
あ
る
差
別
意
識
や
差
別
実
態
に
対
す
る
国
の
取
り
組
み
は

遅
れ
、
そ
の
こ
と
が
二
○
年
後
の
一
九
六
五
年
に
同
和
対
策
審
議

会
の
答
申
で
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
五
○
年
代
後
半
か
ら

の
高
度
経
済
成
長
を
経
る
な
か
で
、
曰
本
型
戦
後
社
会
が
成
立
す

る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
差
別
を
解
決
す
る
こ
と
の
な

課
題
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
教
科
書
の
部
落
史
記
述
が
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
る

時
期
に
来
て
い
る
。
た
だ
し
、
教
科
書
の
記
述
が
変
ら
な
け
れ
ば

現
場
の
部
落
史
が
教
え
に
く
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
そ
れ
も
事

実
だ
ろ
う
が
、
現
場
が
変
っ
て
い
っ
て
、
こ
の
記
述
で
は
部
落
史

は
教
え
ら
れ
な
い
と
い
う
声
が
強
く
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
自

然
に
教
科
書
の
記
述
が
変
っ
て
い
く
こ
と
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

教
育
現
場
の
教
師
一
人
ひ
と
り
の
部
落
史
認
識
が
問
わ
れ
て
い
る

と
も
言
え
る
。

そ
の
他
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
近
代
展
示
の
な
か
で
部
落

問
題
を
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
こ
と
、
リ
パ
テ
ィ
お
お
さ
か
が
大

阪
人
権
博
物
館
と
し
て
再
開
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
機
会
に
、
部
落

史
関
係
の
展
示
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
の
も
近
年
の
特
徴
で
『
こ

ぺ
る
』
誌
上
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

ま
た
リ
パ
テ
ィ
お
お
ざ
か
で
は
す
で
に
早
い
時
期
か
ら
部
落
解

放
運
動
に
対
す
る
立
場
の
違
い
を
越
え
て
研
究
者
の
結
集
を
図
っ

て
い
た
が
、
一
九
九
五
年
の
部
落
問
題
研
究
所
の
研
究
者
全
国
集

会
の
歴
史
分
科
会
で
も
幅
広
い
研
究
者
が
顔
を
揃
え
て
い
た
。
部

落
解
放
研
究
所
編
『
部
落
史
の
再
発
見
』
で
も
こ
れ
ま
で
に
な
い

幅
広
い
執
筆
者
が
か
か
わ
る
な
ど
、
部
落
史
研
究
の
分
野
で
は
次

第
に
部
落
解
放
運
動
へ
の
評
価
・
立
場
の
違
い
を
越
え
て
、
同
じ

議
論
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
機
会
が
徐
々
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
部
落
史
研
究
は
多
く
の
課
題
を
か
か
え
て
い
る

が
、
そ
う
し
た
課
題
を
多
く
の
研
究
者
が
自
覚
し
始
め
、
積
極
的

に
新
し
い
部
落
史
像
を
提
示
し
始
め
た
。
先
に
触
れ
た
斎
藤
洋
一

『
身
分
差
別
社
会
の
真
実
」
、
上
野
茂
編
『
被
差
別
民
の
精
神
世
界
』

（
明
石
書
店
）
な
ど
も
、
そ
う
し
た
試
み
で
あ
る
。

今
曰
、
近
世
政
治
起
源
説
は
批
判
の
矢
面
に
立
っ
て
い
る
感
が

あ
る
。
確
か
に
、
民
衆
の
分
裂
支
配
と
い
う
政
治
的
目
的
の
た
め

に
近
世
「
か
わ
た
」
身
分
が
「
作
ら
れ
た
」
と
い
う
説
明
は
説
得

力
を
失
っ
て
き
た
が
、
か
と
い
っ
て
「
か
わ
た
」
身
分
の
成
立
に

ま
っ
た
く
政
治
が
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
も
、
ま
た

楽
天
的
す
ぎ
る
。
『
被
差
別
民
の
精
神
世
界
』
の
「
は
し
が
き
」
で

上
野
茂
さ
ん
が
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
通
俗
的
に
理
解
さ
れ
て

い
、
社
会
体
制
で
あ
っ
た
（
拙
稿
「
日
本
型
戦
後
社
会
の
枠
組
み

を
超
え
て
」
「
部
落
解
放
』
三
八
一
一
一
号
）
。

そ
う
し
た
戦
後
の
曰
本
社
会
を
規
定
し
た
戦
後
民
主
主
義
や
戦

後
日
本
社
会
の
あ
り
方
、
意
義
と
限
界
が
今
曰
問
い
直
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
戦
後
の
部
落
史
を
ど
の
よ
う
に
構
想
す

る
か
は
、
そ
う
し
た
今
曰
の
時
代
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
、
深
く

関
わ
っ
て
い
る
。

四
、
部
落
史
の
可
能
性






