
れ
が
国
漁
業
に
わ
け
ろ
土
へ
風
経
酋
の
典
型

大
　
山

敷
　
太
郎

∴

一
、
は
　
し
　
が
　
き

二
、
丹
後
伊
根
村
に
お
け
る
共
同
経
営

　
Ｈ
　
丹
後
伊
根
村
の
概
観
　
　
　
　
臼
　
共
同
経
営
以
前
の
経
営
形
態

　
臼
　
共
同
経
営
へ
の
移
行
過
程
　
　
同
　
共
同
経
営
下
の
経
営
状
態

　
国
　
共
同
経
菅
以
外
の
漁
業
経
営

三
、
三
河
赤
羽
根
村
に
お
け
る
共
同
経
営

　
Ｈ
　
三
河
赤
羽
根
村
の
概
観
　
　
　
白
　
共
同
経
営
以
前
の
経
営
形
態

　
　
ｅ
　
共
同
経
営
へ
の
移
行
過
程
　
　
岡
　
共
同
経
営
下
の
経
営
状
態

四
、
む
　
　
す
　
　
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
は
　
し
　
が
　
き

か
一
て
指
摘
し
て
さ
た
よ
う
に
・
わ
が
国
墾
隻
一
て
、
共
同
警
の
事
例
は
、
か
な
鼻
則
か
、
、
言
ぺ
と
こ
ろ
で
あ

る
・
今
・
…
で
・
そ
の
発
生
の
時
期
を
明
確
に
断
定
す
る
こ
と
療
来
奮
が
、
お
そ
ら
く
、
蓋
社
会
の
末
期
に
は
、
そ
の
繭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
六
一
三
）

　
’
わ
が
国
漁
業
に
。
拍
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

、



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
八
Ｏ
（
六
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

芽
と
み
る
べ
き
も
の
が
あ
ら
わ
れ
か
け
、
明
治
稚
新
後
の
解
放
的
な
一
般
風
潮
の
う
ち
に
、
ユ
、
れ
よ
り
以
前
、
古
く
か
ら
根
強
く
存

継
し
て
き
た
親
方
制
度
が
、
徐
々
に
山
朋
壌
し
か
け
て
き
た
の
に
代
り
、
ヤ
、
生
長
し
、
明
冶
末
か
ら
大
正
．
昭
和
と
な
る
に
つ
れ
て
、

増
加
し
て
き
た
が
、
殊
に
、
敗
戦
後
に
お
け
る
民
主
化
○
線
に
沿
う
て
、
か
な
り
の
程
度
に
普
及
し
て
き
た
よ
う
、
て
あ
る
。

　
〔
竈
〕
　
た
だ
、
こ
こ
で
、
農
業
の
酉
で
佳
古
行
わ
れ
た
か
と
搾
定
せ
ら
れ
て
い
る
耕
地
そ
の
他
の
総
有
と
同
じ
く
、
漁
業
に
。
あ
っ
て
も
、
漁
場
の
総

　
有
が
行
わ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
共
同
経
営
が
、
き
わ
め
て
古
い
時
代
か
ら
行
わ
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
点

　
に
■
関
し
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
は
ま
だ
生
産
技
術
が
き
わ
め
て
幼
稚
で
、
経
済
生
活
は
自
給
自
足
の
段
階
に
。
あ
り
、
従
っ
て
、
漁
獲
物
の

　
商
晶
化
と
い
う
こ
と
は
あ
リ
得
な
か
っ
た
か
ら
、
協
同
労
働
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
て
も
、
共
同
経
営
と
い
う
こ
と
は
あ
リ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
．

　
そ
し
て
、
漁
獲
物
の
商
晶
化
が
、
あ
る
程
度
み
ら
れ
る
よ
う
な
段
階
に
進
ん
だ
こ
ろ
に
は
、
た
と
い
、
漁
場
の
総
有
が
な
拍
残
存
す
る
に
し
て
も
、

　
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
の
共
同
経
営
が
、
果
し
て
、
行
わ
れ
た
か
、
ど
う
か
。
刹
見
に
■
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
で
屯
、
共
同
経
営
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
個

　
々
の
個
人
経
営
に
。
移
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。
け
だ
し
、
漁
場
と
い
う
も
の
は
、
農
耕
地
に
あ
っ
て
、
っ
と
に
。
私
有
化
が
決
定
的
と
な
っ
た

　
後
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
と
異
っ
て
、
そ
の
本
来
の
性
質
上
、
明
確
に
二
線
を
劃
し
て
の
紬
分
化
が
ぼ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
う
べ
く
、
こ
の
ゆ
え
に
・
、

　
政
治
的
権
力
者
の
一
元
的
友
配
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
む
し
ろ
、
総
有
乃
至
共
有
と
し
て
、
い
わ
ば
、
何
人
も
閏
漁
白
肉
と
い
う
こ
と
が
、
鉄
則

　
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
た
だ
、
僅
か
に
、
各
村
単
位
に
そ
の
地
先
海
酉
の
分
劃
的
用
益
が
申
合
わ
さ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の

　
よ
う
な
総
有
を
基
盤
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
、
個
人
経
営
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
、
自
然
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

　
る
（
拙
稿
「
わ
が
国
漁
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錨
」
　
「
立
命
館
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
諭
文
集
」
経
済
学
篇
所
収
、
参
照
）
。

　
尤
も
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
真
に
文
字
通
り
の
意
味
に
お
い
て
、
共
同
経
営
と
い
い
得
る
も
の
、
い
わ
ば
、
典
型
的
な
る
そ
れ
は
、

い
ま
だ
比
較
的
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
、
出
資
を
共
同
に
す
る
と
い
っ
た
だ
け
の
も
の
を
、
共
同
経
営
と
呼

ん
で
い
る
事
例
が
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
一
・
二
の
き
わ
め
て
少
数
の
旧
親
方
（
網
元
．
船
主
）
が
、

大
部
分
を
出
資
し
、
ン
、
○
残
余
の
少
額
を
、
多
数
の
旧
子
方
（
網
子
．
船
子
）
に
分
散
的
に
出
資
せ
し
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な



も
の
が
、
ず
い
ぷ
ん
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
実
質
上
は
、
む
し
ろ
、
旧
態
依
然
た
る
、
親
方
制
度
に
よ
る
経
営
と

全
く
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
べ
く
、
た
と
い
、
共
同
出
資
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に
、
直
ち
に
、
そ
れ
が
共
同
経
営
だ
と
速

断
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
お
も
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
形
態
上
、
一
応
、
株
式
会
杜
と
い
っ
た

近
代
的
な
組
織
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
、
こ
れ
ま
た
す
く
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
如
何
に
、
形
態
上
、
近
代

的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
質
か
ら
み
れ
ば
、
き
わ
め
て
、
非
近
代
的
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
叉
、
漁
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
、
多
人
数
の
協
同
労
働
を
必
要
と
す
る
、
す
く
な
く
と
も
有
利
と
す
る
、
と
い
う
建
前
か
ら
、

同
族
に
よ
る
も
の
が
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
続
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
共
同
経
営
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
果
し
て
、
こ
れ
が
妥
当
、
て
あ
ろ
う
か
。
大
き
な
疑
問
で
あ
る
と
お
も
う
。
け
だ
し
、

こ
れ
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
出
資
関
係
は
、
多
く
は
不
平
等
で
あ
り
、
し
か
も
、
ン
、
れ
が
、
他
を
排
除
し
て
の
、
同
族
だ
け
に
よ
る
経

営
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
更
に
は
、
い
わ
ゆ
る
同
族
関
係
そ
の
も
の
が
、
宗
家
を
中
心
と
し
、
ン
、
の
権
威
を
絶
対
視
す
る
と

い
っ
た
、
多
分
に
、
封
建
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
こ
れ
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
、
真
に
共
同
経
営
の
名
に
値
す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
こ

ろ
の
、
地
域
的
な
集
団
を
構
成
す
る
一
群
の
漁
業
者
が
、
ン
、
の
必
要
と
す
る
生
産
手
段
を
共
有
し
、
彼
等
各
自
の
間
に
お
い
て
、
出

資
は
も
ち
ろ
ん
、
漁
獲
物
の
分
配
そ
の
他
の
両
に
お
い
て
も
、
平
等
的
な
関
係
に
つ
ら
な
っ
て
、
い
わ
ば
、
民
主
的
に
、
ン
、
の
経
営

を
共
同
し
て
営
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
お
も
う
。

　
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
共
同
経
営
が
、
果
し
て
、
如
何
な
る
事
情
の
も
と
に
茅
現
し
、
且
つ
、
ン
、
れ
が
、
如
何
に
発
展
し
て

き
た
か
、
．
更
に
は
、
叉
、
そ
の
将
来
性
は
、
果
し
て
ど
う
か
、
と
い
っ
た
問
趣
は
、
決
し
て
、
単
な
る
学
的
興
味
の
そ
れ
で
な
く
、

　
　
わ
が
国
漁
業
に
お
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
八
一
（
六
一
五
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
（
六
ニ
ハ
）

わ
が
国
漁
業
の
、
ひ
い
て
は
、
更
に
ひ
ろ
く
い
っ
て
、
わ
が
国
社
会
・
経
済
組
織
の
向
う
べ
き
進
路
如
何
と
い
っ
た
点
に
も
、
つ
ら

な
る
問
題
ノ
し
あ
っ
て
・
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
、
適
確
な
る
解
答
を
与

え
る
に
は
・
わ
た
く
し
の
準
備
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
単
に
、
そ
の
一
端
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
の
共
同
経
営
の
典
型
的
と
お
も
わ
れ
る
一
・
二
の
事
例
を
、
素
描
的
に
提
示
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
の
，
て
あ
る
。

二
、
丹
後
伊
根
村
に
お
け
る
共
同
経
営

一
、
丹
後
伊
根
村
の
概
観

　
丹
後
伊
根
村
（
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
村
）
は
、
与
謝
海
の
北
西
岸
に
位
し
、
宮
津
町
か
ら
巡
航
船
で
約
二
時
間
の
距
離
に
あ
り
、
亀

島
．
平
田
．
日
出
の
相
連
ら
な
る
三
部
落
か
ら
成
る
純
漁
村
で
あ
る
。
こ
の
地
の
漁
村
と
し
て
の
歴
史
は
、
す
こ
ぶ
る
古
い
ら
し
く
、

殊
に
、
亀
島
に
関
し
て
は
コ
只
都
府
漁
業
誌
」
に
、

『
亀
島
は
今
を
去
る
千
有
余
年
前
、
天
暦
年
間
或
は
共
以
前
の
創
始
に
し
て
、
其
当
時
既
に
漁
村
な
り
し
な
ら
ん
。
之
を
証
す
る
も

　
の
は
・
亀
島
部
落
小
字
青
島
に
安
置
し
あ
る
姪
子
神
杜
は
、
元
来
漁
業
家
の
信
霊
神
に
し
て
、
同
社
は
天
暦
年
間
の
建
立
と
す
』

云
六
と
見
え
、

　
越
え
て
、
か
の
「
方
丈
記
」
の
晋
者
と
し
て
有
名
な
鴨
長
明
も
、
『
伊
根
浦
』
と
題
し
て
、

　
『
わ
か
め
刈
与
佐
の
入
海
か
す
み
ぬ
と
、
海
士
に
そ
つ
け
よ
伊
根
の
浦
風
』

と
味
じ
て
お
り
、
更
に
、
貝
原
益
軒
が
、
「
丹
後
与
佐
海
名
勝
略
記
」
の
一
餉
と
し
て
、

『
伊
爾
の
浦
。
名
所
也
。
伊
彌
は
惣
名
に
し
て
、
凡
そ
日
出
よ
り
亀
島
村
ま
で
入
海
○
裏
向
な
り
。
晴
岸
に
網
を
さ
ら
し
、
漁
火
漢



　
を
焼
風
景
一
な
ら
ず
。
与
謝
海
辺
一
臨
の
勝
景
な
り
。
丹
後
鰯
と
い
う
は
此
所
に
て
と
る
。
鯨
な
ど
も
取
也
』

云
六
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
鎌
倉
時
代
初
期
乃
至
は
、
江
戸
時
代
中
期
以
前
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
漁
村
と
し
て
、

．
相
当
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
二

　
こ
の
村
は
、
地
勢
と
し
て
、
与
謝
半
島
の
東
端
が
、
更
に
小
さ
く
湾
曲
し
て
、
自
然
の
防
波
堤
を
な
し
て
、
一
少
湾
を
彫
づ
く
り
、

漁
村
と
し
て
、
天
与
の
好
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
背
後
は
、
山
地
が
海
岸
ま
で
遣
っ
て
お
り
、
耕
地
は
、
ほ
と
ん

ど
い
う
に
足
ら
ず
、
住
民
と
し
て
、
い
き
お
い
、
漁
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
最
近
の
統
計
に
よ
る
に
、

総
戸
数
三
百
九
十
六
戸
の
う
ち
、
漁
家
が
三
百
四
十
三
戸
と
い
う
大
多
数
を
占
め
、
残
余
は
、
教
員
・
僧
侶
・
商
工
業
者
の
少
数
で

　
むあ

り
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
に
も
、
全
く
漁
業
に
無
関
係
と
い
う
の
は
数
え
る
に
足
ら
ず
、
他
面
、
純
農
家
と
み
る
べ
き
も
の

は
皆
無
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
、
純
漁
村
と
呼
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
お
も
う
。
そ
し
て
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
が
、
村
氏
の
住
宅
の
如

き
を
み
て
も
、
か
な
り
平
均
化
せ
ら
れ
、
彼
等
の
経
済
生
活
の
程
度
が
、
か
な
り
高
度
な
の
が
、
こ
の
村
に
足
一
歩
踏
み
入
れ
た
何

人
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。

二
、
共
同
経
営
以
前
の
経
営
形
態

　
今
日
、
丹
後
伊
根
村
に
お
け
る
漁
業
は
、
共
同
経
営
と
し
て
営
ま
れ
、
し
か
も
、
典
型
的
な
そ
れ
ノ
し
あ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
一

通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
創
始
は
、
比
較
的
近
時
の
こ
と
に
属
し
、
決
し
て
、
そ
ん
な
に
古
く
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
村
で
は
、

古
く
、
お
そ
ら
く
、
戦
国
時
代
の
末
期
、
も
し
く
は
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
、
鰯
漁
業
そ
の
他
に
関
し
て
、
株
制
が
と
ら
れ
、
漁
場

の
共
同
利
用
が
、
そ
の
仲
間
同
志
の
間
で
行
わ
れ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
は
、
株
制
の
本
質
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
伸
間
連
中
だ
け
の
排

他
独
占
的
な
漁
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
わ
が
国
漁
業
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お
け
る
共
同
経
営
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（
大
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立
命
館
経
済
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一
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六
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八
四
（
六
一
八
）

　
尤
も
、
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
株
制
が
相
当
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
と
し
、
且
つ
、
そ
の
本
質
と
し
て
、
「
社
会
集
団
の
一
部
の
利
益

や
特
権
の
た
め
に
出
発
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
制
定
の
対
象
が
、
部
落
総
員
の
た
め
に
あ
っ
た
』
も
の
で
あ
る
と
し
『
部
落
総
員
が

有
つ
総
有
的
共
同
財
産
の
使
用
収
益
権
を
平
等
に
行
便
せ
し
め
ん
が
た
め
に
多
人
数
の
無
規
律
的
漁
者
に
一
定
の
秩
序
と
利
用
法
を

定
め
、
相
亙
の
利
益
を
保
護
せ
ん
と
す
る
一
社
会
全
員
の
総
意
に
基
く
社
会
的
共
同
利
益
の
立
場
か
ら
成
立
し
た
』
と
し
、
そ
こ
に
、

共
同
経
営
が
成
立
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
説
く
見
解
が
あ
る
（
羽
原
叉
吉
氏
「
丹
後
伊
根
浦
の
鱗
糠
制
と
そ
の
経
済
史
的
発
震
」
（
「
杜
会
経

済
史
学
」
五
ノ
八
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
漁
場
の
総
有
関
係
と
い
わ
ゆ
る
株
制
が
、
表
裏
一
体
的
に
直
結
し
、
そ
の
ゆ
え
を
以
て
、

そ
こ
に
、
わ
た
く
し
の
い
わ
ゆ
乃
共
同
経
営
が
み
ら
れ
た
と
速
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
否
か
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
論
断
が
可
能
な
た
め
に
は
、
ま
ず
、
株
の
所
持
が
部
落
総
員
に
平
等
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従

っ
て
叉
、
収
益
の
分
配
が
総
員
に
等
分
せ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
確
実
な
史
料
の
示
す
限
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は

な
い
。
事
実
と
し
て
は
、
第
一
に
、
株
の
所
持
そ
の
も
の
が
、
．
決
し
て
一
様
で
な
く
、
全
収
益
の
一
部
分
が
、
そ
の
持
株
高
に
応
じ

　
・
ぐて

分
配
せ
ら
れ
、
第
二
と
し
て
、
そ
の
残
額
が
、
有
株
無
株
を
問
わ
ず
、
部
落
総
員
に
平
等
に
等
分
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し

て
、
第
二
の
事
惜
も
、
決
し
て
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
漁
業
が
共
同
経
営
で
あ
る
と
の
論
証
に
な
ら
ず
、
わ
ず
か
に
、
漁
場
そ
の
も
の

が
村
民
の
総
有
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
結
果
に
外
な
ら
ぬ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。

　
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
特
権
者
だ
け
の
漁
場
の
共
同
利
用
と
い
う
限
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
、
共
同
経

営
と
は
、
全
く
、
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
ン
、
の
も
の
と
し
て
は
、
主
と
し
て
、
単
独
的
な
個
人
経
営
に
外
な
ら

な
か
っ
た
、
た
だ
、
収
益
の
幾
分
か
が
村
氏
の
総
員
に
等
分
せ
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
が
、
特
異
な
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
漁
場
そ

の
も
の
が
、
古
く
か
ら
総
有
関
係
に
お
か
れ
て
き
た
事
情
に
因
る
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
叉
、
こ
の
株
の
売
買
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て



い
て
、
主
と
し
て
資
力
関
係
か
ら
、
そ
の
移
動
が
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
。
今
、
延
宝
九
年
（
ニ
ハ
八
一
年
）
の
平
田
部
落
の
「
田
畑

永
代
分
け
帳
」
な
る
記
録
に
徴
す
る
に
、
そ
れ
は
、
一
株
毎
に
そ
れ
に
附
属
す
る
耕
地
が
あ
る
と
い
う
、
他
に
余
り
類
例
を
見
な
い

特
異
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
株
を
一
人
で
所
有
す
る
場
合
と
、
数
人
で
所
有
す
る
場
合
と
が
あ
り
、
決
し
て
、
平
等
的
な
関
係
で
な

か
っ
た
。
尤
も
、
一
株
毎
の
内
容
は
均
一
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
株
の
売
買
譲
渡
が
認
め
ら
れ
、
事
実
と
し
て
そ
の
移
動
が
頻

繁
に
行
わ
れ
た
以
上
、
こ
の
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
隈
り
、
大
し
た
意
味
を
も
つ
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
、
一
人
で
十
数
株
を
所
有
す
る
名
の
が
出
現
し
、
逆
に
、
半
株
若
し
は
四
分
の
一
株
し
か
所
有
し
な
い

も
の
が
多
数
と
な
っ
て
、
更
に
は
、
全
く
株
を
持
た
な
い
も
の
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
年
）
の

「
御
納
所
算
用
帳
平
田
村
」
に
よ
れ
ば
、
総
戸
数
九
十
九
戸
の
う
ち
、
有
株
者
二
十
六
戸
に
対
し
、
無
株
者
は
七
十
三
戸
の
多
き
に

達
し
て
い
る
。
主
と
し
て
、
次
第
に
増
進
し
て
き
た
個
人
間
の
資
力
関
係
の
懸
絶
が
、
そ
う
さ
せ
た
と
見
る
の
外
は
な
い
と
お
も
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
な
お
、
こ
こ
で
二
一
胃
附
加
す
べ
き
は
、
論
者
あ
る
い
は
、
有
株
者
を
「
百
姓
」
、
無
株
者
を
「
水
香
百
姓
」
と
唱
え

た
と
い
う
事
実
か
ら
、
『
こ
れ
は
、
無
株
者
が
専
ら
有
株
者
の
小
作
人
と
し
て
耕
作
に
従
事
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る

が
、
〔
前
掲
、
羽
原
又
吉
氏
論
文
参
照
〕
果
し
て
、
こ
の
よ
う
に
断
定
す
べ
き
か
、
否
か
の
点
で
あ
る
。
さ
き
に
言
及
し
て
お
い
た
よ
う

に
、
こ
の
地
は
、
地
勢
上
、
耕
地
は
ご
く
僅
少
で
あ
っ
て
、
株
毎
の
面
積
は
、
田
畑
合
し
て
漸
く
一
反
余
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
位
の
耕
地
な
ら
ば
、
有
株
者
と
い
え
ど
も
、
普
通
に
は
、
十
分
自
家
労
働
で
耕
作
す
る
こ
と
に
差
支
え
な
い
筈
で
、
あ
え
て
、

無
株
者
に
小
作
さ
す
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
の
み
な
ら
ず
、
無
株
者
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
僅
少
な
耕
地
を
耕
作
す
る
だ

け
で
ン
、
の
生
活
を
維
持
し
得
る
筈
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
彼
等
の
ほ
と
ん
ど
全
部
は
、
一
部
の
有
株
者
に
雇
わ
れ

て
、
そ
の
漁
業
に
労
力
を
提
供
し
た
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
る
し
こ
の
地
の
生
業
の
は
と
ん
ど
が
、
漁
業
で
あ
っ
た
こ
と
の
当
然
の
成

　
　
わ
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国
漁
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り
ゆ
き
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の
婆
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
局
部
的
と
し
て
も
、
こ
の

地
の
漁
業
に
圭
二
讐
君
れ
る
よ
う
に
、
か
の
親
方
制
艮
次
第
に
生
長
し
て
き
；
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
に
外
季
り
き

で
あ
ろ
う
。

…
、
共
同
経
営
へ
の
移
行
過
程

　
右
の
よ
う
な
形
態
は
・
明
治
以
後
も
な
お
持
続
せ
ら
れ
、
殊
に
、
漁
株
は
田
地
に
附
属
す
る
も
の
と
し
て
、
『
総
百
姓
熟
議
の
上
」
、

『
田
地
を
売
買
譲
渡
の
節
は
・
漁
株
を
分
離
す
る
事
決
し
て
不
相
成
、
漁
株
共
に
売
買
譲
渡
す
べ
き
事
』
と
定
め
、
何
人
と
い
え
ど

も
こ
れ
に
対
し
『
苦
惜
申
立
て
間
敷
侯
』
と
申
合
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
三
十
七
年
に
至
つ
て
、
大
敷
網
な
る
大
規
模

な
漁
具
が
・
新
た
に
移
入
せ
ら
れ
、
多
大
の
資
本
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ご
れ
ま
で
の
よ
う
な
単
独
的
な
個
人
経
営
が
難
か

．
し
く
な
り
・
特
に
鰯
大
敷
漁
業
に
関
し
て
、
一
時
的
に
、
一
種
の
親
方
制
度
が
採
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
資
本
を
主
と
し
て
外
部
に
仰

ぎ
・
村
方
に
お
い
て
労
力
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
、
僅
、
一
年
有
余
ノ
し
解
体
し
た
。
こ
の
間
の
詳
し
い

事
情
は
不
明
で
あ
る
が
・
思
う
に
、
こ
の
村
で
の
旧
来
の
慣
行
と
乖
離
す
る
こ
の
新
ら
し
い
形
態
は
、
村
民
の
多
く
に
歓
迎
せ
ら
れ

ず
・
当
者
間
の
調
和
に
事
欠
く
と
い
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
主
因
ノ
し
は
な
か
つ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
こ
の
鰯
大
敷
網
漁
業
の
み

に
関
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
る
程
度
現
在
実
施
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
ち
か
い
共
同
経
営
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
だ
が
、

こ
の
村
の
漁
業
全
体
と
し
て
は
、
な
お
、
旧
来
の
慣
行
に
基
く
も
の
が
主
で
あ
つ
た
し
、
こ
の
新
規
の
大
敷
網
漁
業
を
、
魚
具
の
改

良
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
新
漁
具
に
よ
る
以
上
、
新
権
利
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
旧
来
の
有
株
者

に
よ
り
・
大
敷
網
漁
業
を
彼
等
だ
け
の
狼
占
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
力
強
く
主
張
さ
れ
る
一
方
、
当
時
と
し
て
、
数
と
し
て
、
無
株

者
の
方
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
人
六
に
よ
る
、
漁
場
総
有
の
基
本
体
制
を
根
拠
と
す
る
反
対
意
見
も
亦
強
硬
で
あ
つ
て
、
両
者
間
に
し



ば
し
ば
抗
争
が
起
り
、
遂
に
は
、
訴
訟
沙
汰
ま
で
持
ち
上
り
、
た
め
に
、
村
政
そ
の
も
の
ま
で
が
困
雑
視
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
か
く
し
て
、
一
時
的
な
妥
協
は
、
か
え
っ
て
問
題
を
後
日
に
残
し
、
こ
れ
を
再
燃
さ
せ
る
だ
け
○
も
○
で
あ
る
と
し
て
、
根
本
的

な
解
決
策
が
要
望
せ
ら
れ
て
来
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
決
策
と
し
て
は
、
最
も
根
本
的
に
は
、
有
株
者
の
既
得
権

若
く
は
、
村
民
の
漁
場
総
有
権
の
い
ず
れ
か
を
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
歴
史
的
発
達
を
と
げ
て
き
て
い
る
現

実
を
無
視
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
い
う
べ
く
し
て
到
底
実
行
し
う
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
そ
こ
で
、
弥
縫
策
と
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た

よ
う
な
当
者
間
の
利
益
配
分
率
の
変
更
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
が
、
一
方
の
利
益
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
、
他
方
の
不
利
と

な
り
、
問
題
は
後
日
に
残
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
最
後
的
に
、
漁
業
組
合
と
し
て
　
　
事
実
上
、
有
株
者
は

明
治
三
十
五
年
の
漁
業
法
発
布
を
好
機
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
保
護
の
下
に
、
彼
等
の
既
得
権
を
Ｈ
層
強
固
な
も
の
と
し
、
鰯
大
敷

網
漁
法
を
採
用
し
た
以
後
も
、
漁
業
組
合
を
大
敷
網
定
置
漁
業
権
者
と
し
、
そ
の
実
際
上
の
経
営
に
お
い
て
、
従
来
の
慣
行
を
理
由

と
し
て
、
彼
等
自
身
の
手
中
に
収
め
て
来
た
の
で
あ
る
が
　
　
鰯
大
敷
網
漁
業
の
既
得
権
を
買
収
し
、
結
局
に
お
い
て
、
い
わ
ば
、

株
の
解
放
を
実
現
さ
せ
、
そ
の
権
利
を
村
民
全
体
に
均
雷
享
受
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
最
も
合
理
的
解
決
策
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
の
提
案
も
、
当
初
は
、
実
行
上
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
視
さ
れ
た
も
の
で
、
談
合
は
遅
次
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
が
、
こ
の
問
題

を
解
決
し
な
く
て
は
、
村
政
の
運
営
そ
れ
自
体
も
、
全
く
不
可
能
と
い
う
最
悪
の
事
態
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
結
果
、
睦
六
議
論
は
百

出
し
た
が
、
つ
い
に
、
昭
和
十
五
年
に
至
っ
て
、
こ
れ
が
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
。
但
、
こ
の
時
は
、
土
地
は
従
来
の
ま
ま
の
所
有

関
係
を
持
続
さ
す
こ
と
と
し
、
漁
業
権
と
し
て
漁
業
組
合
が
買
収
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
総
金
額
十
三
万
円
と
決
定
せ
ら
れ
た

（
昭
和
十
五
年
五
月
一
日
）
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
総
株
数
百
三
十
八
。
内
、
巳
出
部
落
十
二
、
平
田
部
蒋
四
十
五
、
亀
島
部
落
八
十
一

で
あ
っ
た
。

　
　
わ
が
国
漁
業
に
お
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
犬
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
（
穴
二
一
）



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
（
六
二
二
）

　
以
上
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
村
の
樵
業
共
同
経
営
は
、
・
後
述
の
通
り
典
型
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
へ
の
移
行
過

程
は
、
か
な
ら
ず
し
も
坦
六
た
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

四
、
共
同
経
営
下
の
経
営
状
態

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
村
内
の
全
漁
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
組
合
員
と
し
て
、
平
等
出
資
の
下
に
漁
業
協
同
組
合
に
参
加
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
現
在
の
出
資
額
は
、
各
戸
平
等
に
金
十
万
円
〔
こ
の
額
は
、
共
同
経
営
と
し
て
出
発
後
漸
次
増
大
し
て
来
た
〕
、
前
述
の
通
り
、

全
漁
家
三
百
四
士
二
戸
で
あ
る
か
ら
、
出
資
総
額
は
二
千
四
百
三
十
万
円
に
昇
り
、
全
国
で
も
屈
指
の
額
で
あ
る
。
尤
も
、
十
万
円

の
う
ち
、
約
六
万
円
程
が
払
込
済
み
、
て
、
近
く
政
府
買
上
の
漁
業
権
証
券
の
補
償
金
を
各
戸
平
等
出
資
金
に
充
当
し
、
ほ
と
ん
ど
満

額
と
な
る
見
込
み
と
い
う
。

　
組
合
へ
の
新
規
加
入
は
、
大
体
、
組
合
員
た
る
も
の
の
子
弟
で
分
家
し
た
も
の
を
主
と
し
、
真
に
漁
民
と
し
て
や
っ
て
ゆ
く
と
認

め
ら
れ
る
以
上
、
組
合
の
決
議
に
よ
り
承
認
せ
ら
れ
る
。
全
村
、
共
同
経
営
と
い
う
建
前
か
ら
、
円
満
主
義
の
精
神
で
こ
れ
が
行
わ

れ
て
き
て
い
る
。
現
に
、
最
近
十
力
年
程
の
間
に
士
二
戸
が
、
新
規
加
入
者
で
あ
る
が
、
以
上
の
外
、
別
段
の
条
件
な
く
、
こ
れ
が

承
認
せ
ら
れ
て
き
た
。

　
組
合
員
と
し
て
、
実
際
稼
働
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
所
定
の
賃
銀
を
支
給
す
る
，
こ
○
給
与
と
、
ン
、
れ
以
外
の
必
要
経
費
と
を

差
引
い
た
残
額
を
、
全
組
合
員
に
、
平
等
に
、
利
益
と
し
て
配
当
す
る
。
稼
働
は
、
原
則
と
し
、
二
戸
一
人
と
す
る
が
、
場
合
に
よ

り
、
例
外
と
し
て
、
二
戸
二
人
を
組
合
総
会
に
お
い
て
承
認
せ
ら
れ
る
。
叉
、
稼
働
は
組
合
員
と
し
て
の
当
然
の
義
務
と
は
さ
れ
て
い

な
い
。
各
家
庭
．
の
事
情
に
よ
り
、
稼
働
不
能
の
こ
と
が
あ
る
が
（
巧
気
一
一
、
の
他
）
、
ン
、
の
た
め
に
、
所
要
人
員
に
不
足
を
来
た
し
た
と

い
う
事
例
は
、
従
来
ま
だ
な
い
、
賃
銀
の
支
給
方
法
は
、
現
在
、
固
定
給
と
し
て
月
額
五
千
円
〔
但
し
、
八
月
は
毎
年
漁
猟
も
少
な
く
、



－
旦
っ
暑
熱
の
た
め
網
等
の
漁
具
の
損
傷
が
ひ
ど
い
と
し
て
休
漁
す
る
の
で
、
栓
与
せ
ず
〕
、
外
に
歩
合
給
と
し
、
年
間
総
水
揚
高
の
一
万
分
の

　
六
を
支
給
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
○
額
は
各
年
に
よ
り
多
少
違
う
が
、
予
算
と
し
て
は
、
近
年
、
年
間
総
水
揚
高
を
二
億
円
と
見
積

っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
歩
合
給
は
一
カ
年
十
二
万
円
と
な
る
。
結
局
、
固
定
給
月
額
五
千
円
の
十
一
ヵ
月
分
五
万
五
千

円
と
、
こ
の
十
二
万
円
の
合
計
、
十
七
万
五
千
円
が
、
稼
働
組
合
員
の
一
ケ
年
の
労
賃
で
あ
る
。

　
　
以
上
ｏ
労
賃
は
、
固
定
給
・
歩
合
給
を
通
じ
て
、
年
鈴
及
び
経
験
の
多
少
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
、
何
等
の
差
等
を
つ
け
な
い
。

　
叉
・
組
合
に
理
事
・
監
事
等
の
役
員
を
お
く
が
（
後
述
参
照
）
、
こ
れ
等
も
、
特
別
の
賞
与
な
く
、
固
定
給
。
歩
合
給
共
に
、
一
般
漁

　
夫
と
同
率
で
あ
る
な
ど
、
全
村
漁
氏
の
共
同
経
営
の
精
神
か
ら
き
て
い
る
氏
主
的
な
建
前
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
例
外
と

　
し
て
、
漁
猿
長
（
定
置
一
人
、
巾
着
三
人
）
副
漁
機
長
（
定
置
五
人
、
巾
憲
三
人
）
及
び
本
船
（
六
髪
）
、
附
属
船
（
九
隻
）
の
各
船
長
機
関

　
長
に
対
し
て
は
、
漁
機
長
二
人
分
、
副
漁
猿
長
一
人
半
乃
至
一
人
四
分
、
船
長
・
機
関
長
一
人
四
分
乃
至
一
人
二
分
と
し
、
特
別
加

給
が
あ
り
、
組
六
の
監
督
、
掛
り
等
に
も
、
若
干
づ
つ
半
期
毎
に
特
別
賞
与
が
出
さ
れ
る
。
然
し
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
、
す
べ
て
全

　
組
合
員
の
選
挙
（
一
年
の
佳
期
毎
に
改
選
）
に
よ
り
、
信
任
を
得
た
も
の
が
任
命
せ
ら
れ
る
仕
組
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
叉
、
必
要
経
費
と
は
、
船
舶
そ
の
他
漁
具
の
修
理
賛
、
燃
料
ン
、
の
他
で
あ
る
が
、
食
料
は
各
稼
働
者
の
自
弁
と
し
て
い
る
。
前
述

　
の
通
り
、
給
与
と
こ
の
必
要
経
費
を
差
引
い
た
残
額
が
、
利
益
と
し
て
、
全
組
員
に
平
等
に
配
当
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
総
会
の
決

議
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
で
倉
庫
・
船
舶
等
の
建
造
ヤ
土
地
購
入
等
の
資
金
に
充
て
ら
れ
る
。
然
し
、
こ
れ
ら
も
、
組
合
資
産
と

　
し
て
、
結
局
は
、
共
同
経
営
の
建
前
か
ら
、
当
然
、
平
等
の
関
係
に
立
つ
各
組
合
員
の
共
有
財
産
の
増
殖
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
最
後
に
、
組
合
の
理
事
・
監
事
等
の
役
員
は
、
す
べ
て
、
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
、
理
事
七
名
、
う
ち
組
合
長
一
名
を
亙
選
に
よ
り

　
選
出
、
こ
の
外
、
専
務
理
事
・
会
計
理
事
・
資
材
理
事
・
定
置
理
事
・
巾
着
理
事
・
販
売
理
事
と
各
事
務
を
分
担
す
る
。
任
期
は
各

　
　
．
わ
が
国
漁
業
に
．
お
け
る
共
同
艦
首
の
典
型
（
犬
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
（
六
二
三
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
（
六
二
四
）

　
　
立
命
舘
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）

ニ
カ
年
・
監
事
七
名
の
任
期
は
各
一
ケ
年
と
す
る
。
こ
の
外
、
若
干
の
職
員
が
あ
る
ボ
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
一
般
漁
夫
と
固
定

給
一
歩
合
給
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
特
別
に
役
員
賞
与
と
い
う
べ
き
も
の
が
な
い
こ
と
等
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

五
、
共
同
経
営
以
外
の
漁
業
経
営

　
以
上
述
べ
た
通
り
・
こ
の
村
に
お
け
る
狼
業
経
営
は
、
昭
和
十
五
年
以
来
、
純
然
た
る
共
同
経
営
を
特
色
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
例
外
が
若
千
あ
る
こ
と
を
附
加
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
任
意
組
合
組
織
に
よ
る
も
の
巾
着
網
二
統
、
及
び
個
人
経
営

以
東
底
引
網
二
統
（
二
戸
）
、
こ
牝
で
あ
る
が
、
後
者
の
経
営
は
、
近
年
ほ
と
ん
ど
不
振
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
の
組
合
員
も
共
に
、

い
ず
れ
も
伊
根
漁
業
協
同
組
合
員
で
あ
っ
て
、
特
に
、
組
合
の
了
解
の
下
に
経
営
し
て
い
る
と
い
う
。
結
局
、
こ
の
村
の
漁
氏
と
し

て
・
組
合
の
自
営
（
共
同
経
営
）
に
従
事
せ
ぬ
も
の
も
、
こ
れ
ら
に
吸
収
せ
ら
れ
て
、
残
ら
ず
漁
業
に
携
る
も
の
ノ
し
、
大
体
、
組
合

の
選
（
抽
簸
に
ょ
る
）
に
も
れ
た
も
の
、
或
は
、
四
十
歳
以
上
の
年
配
の
も
の
が
、
任
意
組
合
の
方
へ
廻
り
、
全
体
と
し
て
、
全
村
の

労
務
配
分
は
ほ
と
ん
ど
過
不
足
な
い
現
状
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
任
意
組
合
の
賃
銀
は
、
ほ
と
ん
ど
本
組
合
に
範
を
と
り
、
大
差

が
な
い
と
い
う
。

三
、
三
河
赤
羽
根
村
に
お
け
る
共
同
経
営

一
、
三
河
赤
羽
根
村
の
概
観

　
三
河
赤
羽
根
村
（
愛
知
県
渥
美
郡
赤
羽
根
村
）
は
、
渥
美
半
島
の
先
端
伊
良
湖
岬
に
ち
か
く
、
太
平
洋
岸
に
両
し
、
豊
橋
市
よ
り
バ

ス
・
て
・
約
一
時
間
の
距
雛
に
あ
り
、
赤
羽
根
・
高
松
・
若
見
・
越
戸
等
の
諾
部
落
よ
り
成
る
半
農
半
漁
の
村
で
あ
る
う
漁
村
と
し
て

の
こ
の
地
に
関
し
て
は
、
何
等
そ
の
起
元
・
沿
革
等
を
徴
す
べ
き
記
録
は
な
い
。
だ
が
、
暖
流
の
影
響
を
う
け
て
、
、
！
、
の
気
候
す
こ



ぶ
る
温
暖
、
近
く
に
、
考
古
学
上
著
名
な
吉
胡
遺
跡
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
往
古
か
ら
、
こ
の
地
方
一
帯
が
、
好
適
な
る
住

居
地
と
し
て
占
翅
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
が
な
く
、
従
っ
て
、
こ
の
地
方
の
漁
業
そ
の
も
の
も
、
き
わ
め
て
古
い

歴
史
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
、
こ
の
村
は
、
全
体
と
し
て
、
地
勢
上
、
平
垣
部
に
恵
ま
れ
、
耕
地
も
多
く
、
そ
れ
に
、
気
候
温
暖
の
好
条
件
に
よ
っ
て
、

農
耕
も
す
こ
ぶ
る
さ
か
ん
で
、
穀
類
蕨
菜
等
の
通
常
の
農
作
物
に
加
え
て
、
蔵
菜
・
花
弁
等
の
温
室
利
用
の
早
期
速
成
栽
培
も
、
併

せ
行
わ
れ
、
半
農
半
漁
と
い
う
う
ち
に
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
農
主
漁
従
の
経
営
状
態
、
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
目
の
総
戸

数
約
千
三
百
戸
の
う
ち
、
漁
家
は
四
百
五
十
戸
で
あ
っ
て
、
漁
家
は
総
戸
数
の
約
三
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
漁
家

も
、
い
ず
れ
も
、
兼
ね
て
農
業
を
も
営
ん
で
い
る
も
の
ば
か
り
で
、
専
業
漁
家
は
一
軒
も
な
い
。
然
し
、
近
来
、
こ
の
地
の
漁
業
も

相
当
さ
か
ん
で
、
そ
の
特
産
、
チ
リ
メ
ン
シ
ラ
ス
網
漁
業
は
、
中
間
商
人
排
除
の
目
的
で
そ
れ
ぞ
れ
加
工
場
を
設
置
し
、
絶
え
ず
市

場
の
景
況
を
み
て
、
出
荷
を
調
節
し
、
殊
に
、
京
都
・
大
阪
市
場
の
大
半
は
、
こ
の
地
の
産
を
以
て
占
め
、
多
く
は
、
直
営
ト
ラ
ッ

ク
を
以
て
輸
送
し
、
．
相
当
の
実
績
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
。

二
、
共
同
経
営
以
前
の
経
営
形
態

　
三
河
赤
羽
根
村
に
お
け
る
漁
業
も
亦
、
現
在
、
共
同
経
営
と
し
て
営
ま
れ
、
し
か
も
、
典
型
的
な
そ
れ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
っ

て
は
、
通
常
の
漁
村
で
み
ら
れ
る
通
り
の
、
親
方
制
度
に
よ
る
も
の
と
、
一
個
人
六
の
、
小
規
模
な
単
独
経
営
と
の
併
存
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
前
者
の
起
元
・
沿
革
等
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
記
録
と
し
て
徴
す
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
不
明

で
あ
る
、
然
し
、
肩
親
方
の
一
人
で
あ
る
Ｗ
家
の
如
き
は
、
こ
の
半
島
で
も
古
く
か
ら
著
明
な
旧
家
で
あ
り
、
永
く
地
方
銀
行
の
頭

取
で
も
あ
っ
た
程
で
、
相
当
な
資
産
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
み
て
、
か
な
り
古
く
か
ら
漁
業
の
親
方
と
し
て
、
そ
の
経
営

　
　
わ
が
国
漁
業
に
拍
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
（
六
二
五
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
（
六
二
六
）

　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
五
．
六
号
）

を
続
け
て
き
た
も
の
と
襲
苫
れ
る
の
で
雲
。
そ
紮
、
大
体
、
明
治
三
十
五
．
六
年
頃
篭
と
し
て
、
嚢
に
帰
し
、
そ
の

後
に
・
え
に
代
る
き
と
し
て
、
あ
る
程
度
、
蕎
警
的
組
織
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
序
奈
ら
、
こ
の
間
の
事
惜
は
、

当
時
わ
が
国
の
漁
業
の
一
穫
言
れ
た
機
麗
の
嚢
に
伴
つ
て
、
個
人
の
資
力
で
は
、
到
底
出
し
荒
き
大
き
菱
と
ま
つ

た
資
本
が
必
要
と
な
一
て
の
こ
と
と
麦
完
、
こ
の
事
惜
は
、
各
地
呈
つ
て
、
ぼ
と
ん
ど
軌
竺
に
し
て
、
こ
の
頃
み
完
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
・
こ
の
よ
う
な
事
借
に
も
拘
ら
ず
、
若
千
の
、
あ
る
程
度
大
き
な
資
力
を
有
し
て
い
た
親
方
は
、
独
力

で
機
械
隻
実
現
し
得
た
宣
・
纂
と
し
て
、
そ
の
ま
事
地
位
を
葎
し
得
た
き
で
、
今
日
喜
地
墨
存
す
る
親
方
製

は
、
多
く
は
、
そ
の
存
続
で
あ
る
わ
け
，
で
あ
る
。

…
、
共
同
経
営
へ
の
移
行
過
程

前
略
の
晋
・
明
治
三
十
五
・
六
年
頃
を
境
と
し
て
、
こ
の
村
で
の
親
方
製
は
崩
壊
し
青
、
、
一
、
の
後
を
う
け
て
、
有
志
網
と

い
う
新
ら
し
い
経
営
組
織
が
生
れ
た
。
こ
の
呼
称
の
真
義
は
ハ
ツ
キ
リ
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
有
志
の
も
の
だ
け
が
参
加
し
て
、

網
を
持
つ
・
つ
畜
は
襲
を
営
む
と
い
一
た
意
味
で
名
付
け
完
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
註
、
さ
き
の
経
薯
た
る

親
方
か
ら
・
漁
雀
必
要
と
す
る
一
切
の
資
材
を
、
彼
等
か
つ
て
の
網
子
一
こ
れ
を
、
こ
の
地
方
で
は
ア
ソ
ゴ
と
呼
ん
だ
一
達
が
、
共
同

に
出
資
し
て
譲
り
う
け
て
経
営
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
か
つ
て
の
親
方
も
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
清
算
し
、
彼
等
と
同
じ
資

格
で
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
彼
等
は
、
出
資
者
で
あ
る
と
共
に
、
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
稼
働
し
て
い
る
。

　
但
し
・
親
方
の
う
ち
に
は
、
そ
の
経
営
が
思
わ
し
く
ゆ
か
な
い
た
め
に
、
漁
業
経
営
を
断
念
し
、
自
己
所
有
の
一
切
の
資
材
を
部

落
に
寄
附
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
部
落
持
ち
（
セ
コ
持
ち
）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
経
営
組
織
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
経
営
に
歩
み
を
進
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
と
よ
り
、



ま
だ
未
成
熟
な
設
階
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
の
出
資
関
係
が
、
な
お
、
幾
分
不
平
等
な
も
の

で
あ
り
、
且
叉
、
各
出
資
者
を
、
元
祷
ち
、
若
く
は
、
元
方
〔
橡
主
の
意
だ
と
い
う
。
又
、
旧
親
方
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
っ
ま

り
、
そ
こ
に
、
か
っ
て
の
親
方
樹
度
の
残
影
が
、
観
念
的
な
が
ら
も
残
さ
れ
て
い
る
〕
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、
彼
等
以
外
、
何
等
出
資
す
る

こ
と
な
く
、
た
だ
、
網
子
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
と
し
て
、
彼
等
に
雇
わ
れ
て
労
働
に
従
事
す
る
だ
け
の
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
共

同
経
営
に
歩
を
進
め
た
と
い
い
う
る
だ
け
で
、
決
し
て
、
わ
た
く
し
の
い
わ
ゆ
る
共
同
経
営
に
成
り
切
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
の
で

あ
る
。

　
こ
の
場
合
の
利
益
分
配
方
法
は
、
総
水
揚
高
か
ら
日
常
の
必
要
経
費
（
燃
料
そ
の
他
）
を
差
引
き
、
残
り
の
五
分
を
出
資
者
た
る
元

持
ち
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
額
に
応
じ
て
配
当
（
尤
も
、
資
材
と
し
て
の
網
、
船
等
の
新
調
修
理
費
は
、
こ
の
う
ち
で
賄
い
、
そ
の
残
額
を

配
当
す
る
。
場
合
に
１
よ
っ
て
、
利
益
の
少
な
い
と
き
は
、
不
足
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
元
持
ち
連
中
が
、
平
箏
に
負
担

し
合
う
）
、
他
の
五
分
を
、
網
子
も
元
持
ち
も
、
す
べ
て
、
そ
の
稼
働
日
数
に
応
じ
て
平
等
に
割
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
村
の
一

部
、
若
見
部
落
の
如
き
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
、
ソ
ウ
ロ
ク
持
（
惣
蕨
持
の
意
か
）
と
呼
ん
で
、
利
益
全
部
を
平
等
に
分

配
し
合
う
仕
方
も
見
ら
れ
た
。

四
、
共
同
経
営
下
の
潅
営
状
鵬

　
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
有
志
網
の
経
営
の
も
と
で
は
、
な
お
、
共
同
精
神
に
徹
底
し
難
く
、
従
っ
て
、
参
加
者
全
員
の
和
が
保

ち
兼
ね
、
こ
の
た
め
、
そ
の
事
業
成
績
の
向
上
発
展
が
、
や
や
も
す
れ
ば
阻
害
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
た
き
。
加
え
て
、
敗
戦
後

の
資
材
価
格
の
急
騰
時
代
に
あ
っ
て
、
前
述
の
五
分
だ
け
の
配
当
を
以
て
し
て
は
、
資
材
費
に
ン
、
の
全
部
を
ハ
タ
キ
出
し
、
元
持
の

配
当
皆
無
の
時
が
続
き
、
元
持
連
中
と
し
て
、
到
底
、
や
っ
て
ゆ
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
多
く
は
、
昭
和
二
十
一
年
頃

　
　
わ
が
国
漁
業
に
お
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
（
六
二
七
）



ノ
・
土
、

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
↓
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
九
四
（
六
二
八
）

か
ら
、
全
漁
業
者
が
、
全
く
平
等
な
関
係
に
立
っ
て
、
共
同
精
神
を
徹
底
す
る
と
共
に
、
利
益
の
分
配
も
、
平
等
と
す
る
、
純
粋
な

共
同
経
営
組
織
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
新
ら
し
い
組
織
を
、
世
古
（
瀬
古
）
網
と
呼
ん
で
い
る
。
枇
古
（
瀬
古
）
と
は
、
こ
の
地
方
で
、
字
の
更
に
小
さ
い

も
の
を
い
い
、
そ
の
部
落
六
で
一
個
の
網
組
な
る
も
の
を
組
織
し
、
彼
等
だ
け
の
間
で
、
共
同
経
営
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
で
は
、
漁
獲
物
収
益
の
分
配
が
、
必
要
経
費
を
差
引
い
て
、
残
り
を
、
各
網
組
を
単
位
と
し
、
ン
、
れ
を
構
成
す
る
漁
業
者
が
、
１

す
べ
て
平
等
権
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
平
等
に
分
配
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
今
、
主
と
し
て
、
赤
羽
根
部
落
の
中
世
古
の
規
約
に
基

づ
い
て
、
そ
の
概
要
を
い
え
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
ま
ず
、
網
組
の
組
合
員
た
る
資
格
は
、
『
組
合
規
定
の
出
資
者
に
し
て
、
稼
働
巨
数
九
十
日
以
上
、
組
合
員
名
簿
に
捺
印
し
て
あ

る
も
の
」
と
す
る
（
規
約
第
三
条
）
。
こ
こ
で
、
「
組
合
員
名
簿
に
捺
印
」
云
友
と
は
、
普
通
に
は
、
組
合
員
と
し
て
登
録
済
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
叉
、
組
合
員
た
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
組
合
出
資
者
た
る
こ
と
を
要
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
れ
だ
け

で
は
、
組
合
員
と
し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
ず
、
そ
の
「
稼
働
日
数
」
が
年
間
を
通
じ
て
『
九
十
日
以
上
に
及
ぶ
も
の
で
な
く
て
は

な
い
（
尤
も
、
こ
の
際
、
稼
働
者
各
自
の
個
人
的
な
作
業
能
率
の
棉
違
は
、
あ
え
て
問
題
と
さ
れ
ず
、
す
べ
て
一
様
、
平
等
と
し
て

報
酬
が
与
え
ら
れ
る
）
一
こ
れ
は
、
全
員
が
出
資
者
で
あ
る
と
共
に
、
同
時
に
稼
働
者
と
し
て
、
共
同
経
営
す
る
と
い
う
建
前
か

ら
、
単
な
る
出
資
者
と
し
て
、
稼
働
せ
ぬ
、
い
わ
ゆ
る
羽
織
猟
師
（
旧
親
方
の
如
き
）
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
労
働
力
を

組
合
内
部
だ
け
で
確
保
せ
ん
と
す
る
目
的
か
ら
出
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
、
こ
○
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
、
こ
の
村
が
、
む
し
ろ
農

主
漁
従
の
経
営
状
態
に
あ
り
、
専
業
漁
家
と
い
う
べ
き
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
農
繁
期
に
当
っ
て
、
あ
た
か
も
叉
、
漁
業
労
働

力
を
多
分
に
必
要
と
す
る
事
情
の
あ
る
際
に
、
そ
の
必
要
労
力
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
一
こ
こ
で
、
参
考
と
す
べ

○



を
は
、
同
様
、
必
要
労
働
力
確
保
の
目
的
か
ら
こ
の
地
で
行
わ
れ
て
い
る
．
「
貰
い
網
』
ｏ
制
度
で
あ
ろ
う
、
、
こ
れ
は
、
右
の
目
的
か

ら
、
通
常
の
場
合
と
異
っ
て
、
漁
獲
物
収
益
の
残
ら
ず
全
部
を
、
そ
の
と
き
の
出
動
者
だ
け
で
分
配
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
尤

も
、
そ
の
期
間
．
配
当
は
世
話
役
た
る
網
元
が
こ
れ
を
決
定
す
る
（
後
に
述
べ
る
通
り
、
網
元
と
い
う
親
方
制
度
時
代
の
呼
称
が
、

世
話
役
と
し
て
残
存
し
て
い
る
）
　
（
第
二
十
七
条
）
。

　
右
の
よ
う
な
事
借
に
よ
り
「
稼
働
Ｒ
数
十
九
Ｒ
」
に
及
ぶ
こ
と
が
、
組
合
員
た
り
得
る
条
件
〇
一
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
例
外
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
不
在
・
病
気
そ
の
他
事
惜
已
む
を
得
ず
』
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
代
人
を
以
て
稼
働
す

る
こ
と
が
出
来
る
（
第
二
十
六
条
）
、
こ
れ
に
反
し
「
組
合
員
が
農
業
に
従
事
し
た
場
合
』
に
は
、
代
人
が
全
く
認
ら
れ
な
い
（
第
二
十

五
条
）
の
は
、
上
述
の
趣
臣
か
ら
み
て
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
叉
、
作
業
中
の
事
故
に
よ
り
故
障
を
生

じ
、
休
養
中
の
も
の
に
対
し
て
は
、
配
当
金
の
全
額
を
支
給
す
る
。
但
し
、
長
期
間
を
要
す
る
休
養
の
場
合
に
は
、
総
会
の
認
定
に

よ
る
（
第
二
十
三
条
）
。

　
次
に
、
こ
の
網
組
は
部
落
内
屠
住
者
の
う
ち
、
右
○
よ
う
な
組
合
員
資
格
を
有
す
る
も
の
を
以
て
組
織
す
る
（
第
二
条
）
。
さ
き
に

示
し
た
通
り
、
こ
の
村
の
漁
家
戸
数
は
、
全
戸
数
の
約
三
分
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
網
組
が
部
落
毎
に
組
織
さ
れ
た
共
同
経
営
組
織

だ
と
は
い
っ
て
も
、
部
落
○
全
員
が
、
こ
れ
に
参
加
す
る
も
○
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
村
で
、
汰
家
は
い
ず
れ
も
皆
、

例
外
な
く
、
組
合
員
資
杵
を
具
備
し
て
、
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
網
組
に
新
た
に
加
入
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
そ
の
旨
巾
込
を

す
る
、
網
元
は
、
そ
の
に
に
け
、
総
会
を
招
集
し
、
そ
の
協
議
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
第
六
条
）
。
総
会
に
お
い
て
、
そ
の
加
入
○

承
認
を
得
た
も
の
は
、
出
資
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
八
条
）
。
出
資
の
基
本
は
、
軸
力
船
及
び
魚
具
の
兇
積
価
格
を
以

て
算
定
す
る
も
の
で
（
第
四
条
）
、
そ
の
額
は
一
定
し
な
い
が
、
昭
和
二
十
六
年
現
在
、
こ
の
部
落
で
、
二
百
万
円
と
定
め
ら
れ
、
一

　
　
わ
が
国
漁
業
に
拍
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
（
六
二
九
）
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｝

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
、
第
五
・
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
六
三
〇
）

組
合
員
の
出
資
は
、
現
金
出
資
一
万
円
、
稼
働
出
資
四
万
円
、
計
五
万
円
と
な
つ
て
い
る
（
第
五
条
）
。
こ
の
新
加
入
者
の
稼
働
出
資

金
は
、
決
算
勘
定
に
お
い
て
剰
余
金
を
生
じ
た
場
合
、
組
合
員
に
配
当
す
る
。
但
し
、
一
ヶ
年
内
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
十
条
）
。

な
お
、
網
組
に
よ
っ
て
は
、
小
縄
二
束
、
苫
二
枚
を
提
供
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
・
組
合
員
と
し
て
、
脱
退
せ
ん
と
欲
す
る
場
合
に
は
、
自
由
意
思
を
以
て
こ
れ
を
な
し
得
る
。
尤
も
、
こ
れ
を
網
元
に
通
告

す
る
義
務
が
あ
る
（
第
七
条
）
。
脱
退
者
に
は
、
そ
の
出
資
金
を
返
納
し
な
い
。
但
し
、
一
且
悦
退
し
た
も
の
が
、
再
度
加
入
せ
ん
と

す
る
場
合
に
は
、
重
ね
て
出
資
金
を
必
要
と
し
な
い
（
第
十
一
条
）
。

　
以
上
、
網
組
規
定
に
よ
り
、
そ
の
組
織
・
運
営
等
の
概
要
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
な
お
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ

の
村
ノ
・
、
か
っ
て
親
方
制
度
の
行
わ
れ
た
名
残
り
に
梢
違
な
い
が
、
親
方
（
網
元
）
の
名
称
が
あ
る
が
、
そ
の
実
質
が
全
く
一
変
し

て
、
む
し
ろ
、
網
組
の
枇
話
役
と
な
り
、
そ
れ
も
、
一
交
代
制
に
よ
る
選
挙
に
よ
っ
て
、
選
ば
れ
る
と
い
う
、
民
主
化
せ
ら
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
何
等
格
別
の
報
償
が
な
く
、
た
だ
、
年
額
二
百
円
程
度
の
、
今
日

と
し
て
、
全
く
煙
草
銭
と
い
う
に
も
値
し
な
い
僅
か
の
包
金
が
差
出
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
誰
も
、
面
倒
が
っ
て
、
親
方
と
な
る
こ

と
を
燦
い
、
な
る
べ
く
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
役
員
に
は
、
こ
の
網
元
の
外
、
ン
、
の
下
に
、
会
計
、
賄
、
道
目
ぺ
掛
等
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
選
挙
に
よ
り
任
命
せ
ら
れ
る
こ
と
、
格
別
の
報
酬
の
な
い
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
網
元
と
同
じ
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
網
組
は
、
現
在
、
全
村
を
通
じ
て
、
二
十
五
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
赤
羽
根
部
落
八
、
高
松
部
落
六
、
若
戸
部
落
十
一

と
な
っ
て
お
り
、
更
に
、
赤
羽
根
部
落
が
東
（
五
）
・
中
（
一
）
・
西
（
二
）
、
若
戸
部
藩
が
池
尻
（
三
）
．
若
見
（
五
）
．
越
戸
（
三
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
各
枇
古
に
分
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
網
組
の
構
成
人
員
は
、
五
十
四
戸
を
最
大
と
し
、
十
八
戸
が
最
小
で

あ
る
。
叉
、
こ
れ
ら
が
、
ほ
と
１
ん
ど
み
な
、
世
古
名
で
広
く
、
ン
、
れ
ぞ
れ
の
か
つ
て
の
親
方
の
性
を
冠
し
て
、
渡
会
組
、
柳
原
粗
な



ど
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
も
亦
、
親
方
制
度
の
余
影
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
、

四
、
む

す
　
　
び

　
以
上
、
わ
が
国
漁
業
に
お
け
る
共
同
経
営
の
典
型
と
し
て
、
丹
後
伊
根
村
及
び
三
河
赤
羽
根
村
に
お
け
る
諾
事
惜
を
擬
説
し
た
も

の
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
通
り
、
共
同
経
営
化
の
方
向
は
、
ひ
と
り
漁
業
と
い
わ
ず
、
ひ
ろ
く
各
産
業
分
野
に
あ
つ
て
、
か
っ
て

の
封
建
性
を
払
拭
し
、
近
代
性
獲
得
の
指
標
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
事
実
で
あ
る
。
殊
に
、
そ
れ
が
、
同
じ
く
近
代
性
獲
得
の
指

標
と
し
て
、
現
在
支
配
的
な
勢
力
を
有
す
る
資
本
主
義
的
経
営
と
、
全
く
異
っ
た
別
箇
の
原
理
の
上
に
立
っ
て
、
ユ
、
の
経
営
が
推
進

せ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
将
来
性
如
何
は
、
な
お
、
多
分
に
疑
問
視
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
の
的
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
と
お
も
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
今
巳
の
社
会
体
制
が
、
全
体
と
し
て
資
本
主
義
杜
会
体
制
で
あ
る
以
上
、
例
え
ば
、
必
要
資
材
の
購
入
、
生
産
晶
の

販
売
等
の
面
に
お
い
て
、
彼
等
が
、
資
本
主
義
原
理
の
支
配
を
う
け
ざ
る
を
得
な
い
実
情
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
隈
ら
れ
た
る
一
小

地
域
毎
の
経
営
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
組
織
・
運
営
・
利
益
分
配
等
の
面
に
お
い
て
、
資
本
主
義
的
経
営
の
場
合
と
、
全
く
異
っ

た
、
平
等
出
資
．
平
等
分
配
と
い
う
理
想
的
原
理
を
貫
ぬ
き
、
共
同
社
会
と
し
て
、
一
敦
和
合
、
共
存
共
栄
へ
の
途
を
蓬
進
し
つ
つ

姿
は
、
将
来
の
理
想
杜
会
の
設
計
を
摘
き
つ
づ
け
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
、
多
大
の
暗
示
を
与
え
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
巷
間
、
ヤ
ヤ
も
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
態
に
あ
る
漁
村
を
呼
ん
で
、
「
共
旅
漁
村
」
と
い
う
声
を
聞
く
。
だ
が
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
ン
、
れ
は
、
全
く
の
誤
謬
で
あ
る
。
け
だ
し
、
ン
、
こ
で
の
漁
氏
は
、
漁
業
経
営
の
面
で
こ
そ
、
平
等
出
資
・
平
等
分
配

の
原
理
を
以
て
、
共
同
経
営
を
い
と
な
ん
で
い
る
が
、
そ
の
基
盤
は
、
や
は
り
、
個
人
主
義
経
済
以
外
の
何
物
で
ポ
な
く
、
且
叉
、

　
　
わ
が
国
漁
業
に
拍
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
六
三
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
．
第
五
ニ
ハ
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
六
三
二
）

彼
等
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
同
時
に
、
別
個
の
原
理
に
立
つ
農
業
を
併
せ
い
と
な
む
ば
か
り
で
か
く
、
全
体

と
し
て
の
彼
等
個
六
人
の
経
済
生
活
は
、
全
く
、
個
人
主
義
的
で
あ
り
、
資
本
主
義
杜
会
の
巧
外
に
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
れ
ら
の
村
六
で
は
、
か
っ
て
の
封
建
性
を
ほ
と
ん
ど
払
拭
し
去
り
、
近
代
性
の
獲
得
を
具
現
し
て
い
る
の
は
・

革
薪
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
叉
、
こ
こ
で
興
趣
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
は
、
今
夏
わ
た
く
し
が
史
料
採
訪
に
赴
い

た
際
、
本
稿
で
紹
介
し
た
丹
後
伊
根
村
の
青
年
諾
君
〔
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
〕
で
組
織
し
て
い

る
「
新
生
同
志
会
」
な
る
グ
ル
ー
プ
で
、
時
あ
た
か
も
、
「
伊
根
村
に
お
け
る
封
建
性
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
懸
賞
論
文
を
募
集
中

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
未
だ
そ
の
応
募
論
文
を
拝
見
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考

え
て
、
ほ
と
ん
ど
封
建
性
を
払
拭
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
こ
の
村
の
如
き
に
あ
っ
て
さ
え
、
そ
の
内
部
で
は
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
残

存
が
予
想
せ
ら
れ
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
論
題
を
以
て
、
懸
賞
論
文
を
募
集
す
る
音
年
諾
君
の
グ
ル
ー
プ
の

意
図
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ン
、
れ
を
、
徹
底
的
に
打
破
し
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
ひ
と
し
く
共
同
経
営
と
い
っ
て
も
、
ン
、
れ
ぞ
れ
の
漁
村
に
よ
っ
て
、
ン
、
の
縁
由
・
組
織
・
運
営
そ
の
他
、
か
な
ら
ず
し

も
一
様
で
な
い
こ
と
は
、
本
稿
に
挙
示
し
た
丹
後
伊
根
村
・
三
河
赤
羽
根
村
の
二
事
例
を
以
て
み
る
も
、
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

比
較
検
討
を
も
な
す
べ
き
で
あ
る
が
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
檀
過
し
た
Ｏ
で
、
こ
の
問
題
は
、
更
に
、
ひ
ろ
く
各
地
の
事
情

を
糖
査
し
、
他
日
別
稿
を
以
て
、
わ
が
国
漁
業
に
お
け
る
共
同
経
営
に
つ
い
て
公
表
す
る
際
に
ゆ
ず
ら
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
五
二
．
一
一
・
一
〇
夜
欄
筆
〕

〔
附
記
〕
　
本
稿
を
成
す
に
当
リ
、
史
料
の
採
訪
そ
の
他
実
地
調
査
上
、
丹
後
伊
根
村
に
関
し
て
は
、
同
村
漁
業
組
合
長
矢
木
琴
治
氏
、
同
専
務
理
事

倉
謙
治
氏
、
水
産
庁
資
料
整
備
委
員
、
宮
津
町
岩
崎
英
精
氏
等
に
、
又
、
三
河
赤
羽
根
村
に
関
し
て
は
、
同
村
漁
業
組
含
長
杉
原
照
雄
氏
、
同
参
摩



鈴
木
豊
氏
、
加
工
主
任
斎
藤
徳
二
氏
等
に
．
、
多
大
の
御
世
話
と
御
教
示
に
預
っ
た
こ
と
を
附
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

〔
補
記
〕
　
本
稿
を
脱
稿
し
、
印
刷
所
に
廻
付
し
て
後
数
巨
、
わ
た
く
し
は
、
本
稿
末
尾
に
関
説
し
た
伊
根
村
青
年
会
た
る
新
生
同
志
会
々
長
西
橋
嘉

一
氏
か
ら
、
同
会
機
関
誌
「
潮
」
第
五
号
と
共
に
、
懇
切
な
る
書
筒
を
戴
い
た
。
同
誌
に
は
、
今
夏
わ
た
く
し
が
同
地
に
■
蒼
い
た
際
、
募
集
中
で
あ

っ
た
懸
賞
論
文
「
伊
根
村
に
１
お
け
る
封
建
性
に
つ
い
て
」
の
当
選
作
が
登
載
せ
ら
れ
、
同
氏
の
書
簡
に
も
、
こ
の
間
題
に
・
一
一
貢
及
し
て
い
ら
れ
る
の
で
、

こ
こ
に
．
補
記
と
し
て
・
そ
の
概
略
を
紹
介
し
、
大
方
の
参
考
に
供
す
る
と
共
に
１
、
碑
好
意
、
に
ー
酬
ゆ
る
一
端
と
し
た
い
と
拍
も
う
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
・
こ
の
論
題
は
、
会
長
た
る
西
橋
氏
の
発
案
に
な
る
も
の
で
、
氏
は
張
切
っ
て
募
集
を
せ
ら
れ
た
が
、
案
外
の
低
調
な
投
稿
振
り

に
、
心
外
の
感
を
強
く
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
原
因
を
、
氏
は

　
『
常
六
封
建
性
を
痛
烈
に
批
判
し
て
屠
り
、
叉
其
の
打
破
に
闘
う
べ
苔
だ
と
強
調
し
て
い
る
青
年
或
は
中
隼
層
が
多
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

や
は
リ
そ
こ
に
ー
は
・
古
い
顔
に
対
す
る
圧
遣
を
さ
け
る
た
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
口
に
ー
出
し
て
屠
る
が
、
公
然
と
こ
う
し
た
も
の
に
発
表
串
来
な

い
と
こ
ろ
に
・
現
呆
の
杜
会
情
勢
と
類
似
し
た
所
が
あ
呈
せ
う
。
或
る
程
度
青
年
は
闘
つ
て
お
呈
す
が
、
ま
だ
く
真
剣
に
闘
一
て
亨
ま

せ
ん
』

云
々
と
云
い
よ
こ
さ
れ
た
、
こ
の
獅
意
見
に
は
、
わ
た
く
し
も
全
く
同
感
の
外
は
な
い
。
氏
は
叉
、

　
『
青
年
が
旧
制
度
に
対
し
て
改
革
的
な
感
党
を
持
ち
、
古
い
人
達
を
啓
発
し
て
行
っ
て
始
め
て
民
主
化
が
完
成
串
来
る
と
思
い
ま
す
』

と
も
云
わ
れ
・
漁
協
内
部
に
て
も
・
理
事
選
挙
が
如
実
に
１
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
．
、
七
名
の
理
事
に
二
十
数
名
が
濫
立
し
、
政
界
．
財
界
す
べ
て
の

舞
台
に
－
汚
職
が
生
じ
て
い
る
と
同
じ
こ
と
が
、
合
ま
れ
て
、
見
苦
し
い
非
人
道
的
な
運
営
が
ど
う
し
て
も
取
去
ら
れ
て
い
な
い
と
痛
嘆
せ
ら
れ
て
い

る
・
た
だ
・
右
は
・
こ
の
よ
う
な
摘
象
的
な
立
言
に
止
ま
っ
て
、
わ
た
く
し
と
し
て
具
体
的
な
事
実
を
聴
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
と
も
確
言
で

き
な
い
の
で
あ
る
が
・
こ
の
伊
根
村
に
ー
あ
っ
て
も
、
封
建
性
は
、
決
し
て
十
分
に
は
、
払
拭
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
想
見
せ
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
懸
賞
論
丈
の
方
は
、
や
や
具
体
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
増
井
茂
氏
は
い
う
。

　
『
伊
根
村
に
封
建
制
度
が
残
っ
て
い
る
か
。
然
リ
、
一
つ
親
方
小
方
制
で
あ
リ
ま
す
。
一
っ
区
制
で
あ
リ
ま
す
。
但
し
、
区
制
度
は
民
主
化
を
阻

む
も
の
、
封
建
杜
会
の
残
物
と
し
て
挙
げ
る
次
第
で
す
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
封
建
杜
会
の
家
申
心
思
想
、
主
従
の
思
想
を
基
に
し
た
身
分
の
段

階
あ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
政
治
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
っ
の
制
度
は
、
本
村
民
主
化
の
大
障
碍
だ
と
恩
い
ま
す
。
反
対
に
、
こ
の
二

　
わ
が
国
漁
業
に
拍
け
る
共
同
経
営
の
典
型
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
（
六
三
三
）



　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
五
・
六
号
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
（
六
三
四
）

つ
の
制
度
を
打
破
す
れ
ば
、
卒
村
民
主
化
は
大
半
成
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
』
云
々
と
。

　
氏
は
、
又
、
更
に
突
込
ん
で
い
う
、
、

　
『
渡
協
理
事
』
、
、
『
そ
の
他
、
各
種
議
員
、
委
員
は
、
地
区
代
表
と
親
方
小
方
制
度
に
よ
る
代
表
、
親
戚
代
表
で
あ
っ
て
、
真
に
民
主
的
に
、

伊
根
村
全
体
か
ら
選
串
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
．
、
民
主
的
公
明
選
挙
を
阻
害
し
て
い
る
の
は
何
か
、
、
私
は
、
区
制
度
と

親
方
小
方
制
度
が
最
も
大
き
な
障
碍
だ
と
恩
い
ま
す
、
、
区
で
、
各
種
選
挙
に
区
内
か
ら
候
補
者
を
定
め
て
擁
立
し
た
こ
と
を
よ
く
聴
き
ま
す
。
こ
の

場
合
、
そ
の
候
補
者
を
定
め
る
迄
の
過
程
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
、
結
果
は
決
し
て
立
派
な
人
が
串
る
に
限
り
ま
せ
ん
』
云
々
と
。

　
こ
こ
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
親
方
小
方
制
が
、
漁
業
制
度
に
関
す
る
限
リ
、
典
型
的
な
共
同
経
営
に
移
行
し
て
い
る
こ
の
伊
根
村
に
お
い
て
、
清

算
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
然
し
、
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
内
実
が
、
右
の
通
リ
だ
と
す
れ
ば
、
典
型
的
だ
と
み
ら

れ
る
共
同
経
営
実
現
の
今
目
に
あ
っ
て
も
、
か
っ
て
の
親
方
の
権
威
が
、
な
お
、
し
っ
よ
う
に
残
存
し
つ
づ
け
て
い
て
、
有
形
無
形
に
・
、
或
は
意
識

的
無
意
識
的
に
、
村
人
の
間
に
働
き
か
け
て
い
る
の
か
と
も
お
も
う
。
か
っ
て
も
指
摘
し
て
拍
い
た
よ
う
に
、
こ
の
親
方
制
度
な
る
も
の
は
、
ひ
と

リ
漁
業
と
い
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
分
野
に
互
リ
、
否
、
ひ
ろ
く
わ
が
国
杜
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
－
互
っ
て
、
根
強
く
存
在
し
っ
づ
け
て
き
た
も
の
で
、

そ
こ
に
お
け
る
封
建
性
の
一
大
温
床
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
来
、
い
わ
ゆ
る
民
主
化
の
風
潮
に
伴
っ
て
、
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
つ
ｘ
あ
る
の
が
、

現
状
で
あ
る
。
わ
れ
ノ
＼
は
、
典
型
的
だ
と
み
ら
れ
る
共
同
経
営
を
実
現
し
得
て
い
る
伊
根
村
の
如
き
に
あ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
刈
二
掃
し
っ

く
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
事
情
、
右
に
い
わ
れ
る
如
し
と
す
れ
ば
、
今
更
ら
、
そ
の
根
強
さ
を
痛
感
せ
ぎ
る
を
得
な
い
の
一
、
あ
る
、
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
他
の
も
一
つ
の
懸
賞
論
丈
に
拍
い
て
、
吉
本
宏
氏
が

　
『
封
建
性
と
い
う
も
の
は
、
制
度
や
形
態
等
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
頭
の
中
、
却
ち
人
間
自
身
の
物
の
考
え
方
に
も
見
ら
牝
、
む
し
ろ

後
者
の
方
が
強
大
で
あ
り
ま
す
』
云
序

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
と
抽
も
う
。

　
最
後
に
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
見
識
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
伊
根
村
の
青
年
諾
兄
に
、
心
か
ら
な
る
敬
意
と
親
愛
の
念
を
抱
く
も
の
で
あ
リ
、

限
ら
れ
た
る
地
域
的
な
も
の
に
は
せ
よ
、
理
想
杜
会
の
建
設
に
向
っ
て
の
、
諾
兄
の
よ
リ
一
層
の
熱
意
と
健
闘
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。


