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１ 

は
じ
め
に

人
が
生
存
を
確
保
す
る
た
め
に
は
自
然
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
不
可
欠
で
あ
る
。

原
初
的
な
採
集
・
狩
猟
中
心
の
社
会
か
ら
農
耕
社
会
、
そ
し
て
工
業
社
会
に
い
た
る

ま
で
、
人
は
自
然
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
調
達
し
て
生
存
を
は
か
っ
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
資
源
の
枯
渇
や
生
態
環
境
の
悪
化
な
ど
の
諸
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
自
然
を
含
む
大
き
な
生
態

系
の
な
か
で
相
互
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
生
き
て
お
り
、
自
然
が
人
の
独
占
物
で
あ

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
人
が
生
態
系
の
一
部
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な

の
だ
が
、
人
は
古
く
か
ら
「
万
物
の
長
」
と
し
て
の
観
念
を
も
っ
て
自
然
を
凌
駕
し

て
き
た
側
面
を
否
定
し
え
な
い
。

近
世
社
会
に
お
い
て
も
、
人
は
自
然
と
さ
ま
ざ
ま
な
諸
関
係
を
築
い
て
い
た
。
自

然
は
人
の
資
源
供
給
の
場
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
精
神
作
用
に
貢
献
す
る
場
で
あ

っ
た
り
す
る
一
方
で
、
災
害
を
も
た
ら
す
脅
威
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
人
と
自
然
と

の
こ
う
し
た
関
係
は
、
自
然
に
生
息
す
る
野
生
動
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
い
え
る
。
自
然
に
生
息
す
る
鳥
獣
は
、
人
の
資
源
と
し
て
食
料
・
衣
類
、

あ
る
い
は
道
具
づ
く
り
の
材
料
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
人
に
危
害
券
与
え
、
ま

た
農
作
物
を
食
い
荒
ら
す
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
人
と
鳥
獣
と
は
こ
の

大
地
に
と
も
に
生
き
る
生
物
と
し
て
共
生
関
係
に
あ
っ
た
が
、
一
方
で
互
い
の
生
存

を
か
け
て
敵
対
し
あ
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
近
代
の
日
本
の
主
た
る
産
業
は
農
業
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
農
業
は

山
林
・
原
野
・
河
川
の
開
発
を
前
提
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
然
に

生
き
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
脅
か
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
鳥
獣
が
耕
地

の
農
作
物
に
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
人
が
自
然
の
一
部
を
耕
地
化
、
す
れ

近
世
農
民
の
害
鳥
獣
駆
除
と
鳥
獣
観

ぱ
、
そ
こ
に
生
息
し
て
い
た
鳥
獣
は
開
発
さ
れ
た
二
次
的
自
然
の
も
と
で
生
き
て
い

く
か
、
あ
る
い
は
奥
地
の
自
然
に
住
処
を
求
め
て
移
っ
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
種
の
保
存
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
農
地
・
宅
地
造
成
の
た
め
の
開

発
が
動
植
物
の
生
態
環
境
を
著
し
く
変
化
さ
せ
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
く
、
鳥

獣
の
な
か
に
は
住
処
を
狭
め
ら
れ
、
奪
わ
れ
て
、
絶
滅
も
し
く
は
そ
の
危
機
に
瀕
し

て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

元
来
、
二
次
的
自
然
を
そ
の
場
と
し
た
農
業
は
鳥
獣
の
被
害
と
隣
合
わ
せ
て
い
た

と
い
え
よ
う
が
、
山
林
・
原
野
の
さ
ら
な
る
耕
地
化
が
そ
の
被
害
を
助
長
さ
せ
た
こ

と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
農
民
は
作
物
を
喰
い
荒
ら
す
鳥
獣
を
追
い
払
い
、

そ
の
駆
除
に
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
は
鳥
獣
に
対
し

て
敵
対
感
と
親
近
感
を
も
ち
な
が
ら
共
生
関
係
を
育
む
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

鳥
獣
に
対
す
る
感
情
や
感
覚
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
害
鳥
獣
駆
除
の
思
考
も
方

法
も
集
団
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
習
俗
や
文
化
の
問
題
が

深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
人
と
鳥
獣
と
の
関
係
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
鳥
獣
害
に
限

っ
て
み
て
も
、
人
は
害
鳥
獣
を
い
か
に
駆
除
し
た
か
と
い
う
技
術
的
な
問
題
ば
か
り

で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
共
に
生
存
を
は
か
っ
て
き
た
の
か
を
問
う
こ
と
も

重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
近
世
の
関
東
地
方
を
事
例
と
し
て
、
人
の
鳥
獣
害
へ
の
対
応

と
鳥
獣
と
の
共
生
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
咽
具
体
的
に
は
農
耕
へ

の
鳥
獣
害
の
実
態
と
そ
れ
へ
の
対
応
の
問
題
、
ま
た
鳥
獣
害
対
策
を
め
ぐ
っ
て
の
社

会
関
係
に
つ
い
て
も
み
て
い
く
こ
と
と
に
し
、
さ
ら
に
は
人
と
鳥
獣
と
の
共
生
関
係

を
も
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

根
崎
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一
農
耕
と
鳥
獣
害

近
世
社
会
に
お
い
て
、
農
作
物
を
喰
い
荒
ら
す
鳥
獣
に
は
、
鳥
で
は
烏
・
雁
・

雀
・
鳩
・
鴨
な
ど
、
獣
類
で
は
主
に
猪
鹿
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の

場
合
、
猪
鹿
と
い
う
言
葉
は
イ
ノ
シ
シ
と
読
ま
れ
、
獣
肉
を
食
用
に
供
す
る
こ
と
の

で
き
る
動
物
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、
必
ず
し
も
生
物
学
上
の
猪
と
鹿
と
を
特
定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
に
、
農
作
物
に
被
害
を
も
た
ら
す
獣
類
に
は
猪
や

鹿
の
ほ
か
、
猿
・
兎
・
狼
・
山
犬
・
狐
・
鼠
・
モ
グ
ラ
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
世
の
日
本
全
土
に
わ
た
る
農
作
物
へ
の
鳥
獣
害
の
全
容
を
知
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
被
害
の
程
度
を
量
的
に
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
や

農
民
が
ど
の
程
度
の
鳥
獣
被
害
を
受
け
る
と
、
そ
の
対
策
に
乗
り
出
す
の
か
と
い
っ

た
こ
と
も
厳
密
に
は
わ
か
り
に
く
い
。
鳥
獣
害
の
被
害
認
識
は
時
代
や
地
域
、
そ
し

て
そ
の
時
々
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
農
民

た
ち
は
平
年
よ
り
も
極
度
に
鳥
獣
の
被
害
が
深
刻
で
あ
る
場
合
に
そ
の
対
策
を
講
じ

た
の
で
あ
ろ
う
し
、
経
験
的
に
被
害
の
度
合
い
を
認
識
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
は
江
戸
城
の
周
辺
で
す
ら
、
わ
ず
か
な

山
野
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
猪
・
鹿
・
猿
・
狼
な
ど
が
生
息
し
て
い
た
し
、
ま
た

江
戸
か
ら
多
少
隔
た
っ
た
山
付
き
の
村
で
は
数
多
く
の
獣
類
が
日
常
的
に
作
物
を
喰

い
荒
ら
し
、
さ
ら
に
上
野
国
の
山
間
部
村
落
に
は
熊
も
出
没
し
て
い
た
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
平
野
部
の
農
村
に
お
け
る
鳥
類
に
よ
る
被
害
も
慢
性
的
に
発
生
し
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。

猪
や
鹿
な
ど
が
ど
の
地
域
に
ど
の
程
度
生
息
し
て
い
た
か
を
数
量
的
に
示
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
下
総
国
小
金
原
で
行
っ
た
鹿
狩
り
の
際
の

獲
物
は
、
享
保
一
○
年
（
一
七
二
五
）
の
場
合
、
鹿
八
○
○
余
、
猪
三
、
狼
一
、

惟
子
一
○
と
あ
り
、
そ
の
翌
年
の
場
合
に
は
鹿
四
七
○
、
猪
一
二
、
狼
一
と
記
録
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
獣
類
が
将
軍
の
鹿
狩
り
に
合
わ
せ
て
小
金
原
の
周
辺
か
ら
農
民
を

動
員
し
て
寄
せ
集
め
て
き
た
も
の
と
は
い
え
、
当
時
、
こ
の
地
域
一
帯
に
は
か
な
り

の
数
の
獣
類
が
生
息
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

享
保
六
年
の
自
序
が
あ
り
、
南
関
東
の
農
民
生
活
に
詳
し
い
田
中
丘
隅
の
「
民
間

省
要
」
に
は
、
「
朝
夕
野
畠
よ
り
水
田
河
海
沼
地
の
辺
へ
、
飛
来
り
飛
帰
る
雁
鴨
の

羽
音
、
雪
よ
り
も
す
凄
じ
く
、
そ
の
響
き
山
を
崩
し
地
を
動
か
す
如
く
成
し
」
と
あ

り
、
ま
た
山
間
の
田
畑
で
は
「
秋
に
至
て
は
猪
鹿
猿
な
ど
の
為
に
、
毎
日
毎
夜
番
を

し
て
貝
を
吹
き
、
か
ね
を
鴫
し
て
色
々
の
心
遣
ひ
辛
苦
し
て
、
四
時
鳥
獣
に
苦
し
め

ら
る
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
か
ら
享
保
頃
ま
で
の
農
村
で
は
、
大
な
り
小

な
り
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
丘
隅
が
こ
こ

で
力
説
し
て
い
る
の
は
、
農
村
に
お
け
る
鳥
獣
害
の
深
刻
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ

の
実
情
を
知
ら
ず
に
容
赦
な
く
年
貢
を
賦
課
す
る
役
人
の
思
い
や
り
の
な
さ
を
非
難

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
鳥
獣
の
農
作
物
へ
の
被
害
の
深
刻
さ
を
示
す
農
村
側
の
記
録
も
い
く

つ
か
み
ら
れ
る
。
享
保
一
五
年
四
月
、
武
蔵
国
足
立
郡
源
左
衛
門
新
田
の
惣
百
姓

は
、
去
年
の
冬
に
蒔
い
た
麦
が
猪
鹿
に
食
い
荒
ら
さ
れ
て
収
穫
の
見
込
み
の
な
い
畑

が
増
え
、
ま
た
食
い
残
っ
た
麦
が
あ
る
畑
で
も
来
年
の
種
に
も
満
た
な
い
状
況
で
あ

っ
た
こ
と
を
領
主
に
報
告
し
て
い
る
。
さ
ら
に
猪
鹿
の
害
は
夏
作
に
も
及
び
、
困
窮

の
度
合
い
が
増
長
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、
年
貢
減
免
の
た
め
の
麦
作
見
分
を
願
い

出
て
い
る
。
田
畑
に
は
本
年
貢
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
作
物
へ
の
鳥
獣
害
は
規
定
通

り
の
年
貢
を
納
入
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
農
民
生
活
を
貧
窮
状
態
へ
と
追
い
込
む
原

因
と
も
な
っ
た
。

享
保
一
二
年
二
月
、
武
蔵
国
荏
原
郡
下
丸
子
村
の
村
役
人
は
、
「
六
郷
領
下
丸
子

村
麦
作
鳥
喰
畑
書
上
帳
」
と
「
六
郷
領
下
丸
子
村
麦
作
鳥
喰
畑
壱
人
別
帳
」
と
い

う
帳
簿
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
村
内
の
妙
蓮
塚
耕
地
の
麦
畑
が
鳥
害
に
よ
っ

て
大
打
撃
を
受
け
、
年
貢
減
免
の
た
め
の
見
分
を
願
う
際
に
提
出
し
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
妙
蓮
塚
耕
地
の
畑
は
検
地
に
よ
っ
て
上
畑
・
中
畑
・
下
畑
・
下
々
畑
・
見
取

畑
の
等
級
で
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
農
民
が
所
持
す
る
畑
を
一
人
毎
に
被
害

の
程
度
を
「
大
喰
」
「
中
喰
」
と
分
類
し
て
、
見
分
を
受
け
る
べ
き
畑
と
受
け
な
い

畑
と
の
峻
別
を
行
っ
て
い
る
。
第
１
表
は
そ
の
被
害
反
別
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
初
村
側
で
は
、
妙
蓮
塚
耕
地
の
麦
畑
一
○
町
二
反
四
畝
二
歩
の

う
ち
約
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
畑
が
「
大
喰
」
「
中
喰
」
の
鳥
害
に
あ
っ
て
い
る
と
認
識

し
て
そ
の
見
分
を
願
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
畑
に

限
定
し
て
申
告
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
被
害
総
反
別
は
当
初
の
「
大
喰
」
と

判
断
し
た
反
別
に
ほ
ぼ
見
合
う
も
の
で
、
「
中
喰
」
と
認
識
し
て
い
た
反
別
は
領
主
に

被
害
面
積
と
し
て
申
告
せ
ず
に
取
り
下
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
鳥
害
の
被
害
認
識
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３ 

第１表下丸子村妙蓮塚耕地の麦作鳥喰畑反別

反６畝０１歩

(注）享保12年２月「六郷領下丸子村麦作鳥喰畑書上帳」（｢大田区史」平川家文薔3）より作成。

が
農
民
の
間
で
も
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
ま
た
領
主
の
き
び
し

い
見
分
を
想
定
し
て
被
害
反
別
の
過
大
な
申
告
を
や
め
た
結
果
と
み
ら
れ
る
。
領
主

に
と
っ
て
、
鳥
獣
の
被
害
を
受
け
た
反
別
の
認
定
は
年
貢
減
少
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
そ
の
見
分
は
相
当
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
妙
蓮
塚
耕

地
の
お
よ
そ
半
分
近
く
の
畑
が
大
な
り
小
な
り
の
鳥
害
に
あ
っ
た
と
い
う
現
状
は
そ

の
被
害
の
凄
ま
じ
さ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
鳥
獣
の
被
害
は
農
業
経
営
を
不
安
定
な
も
の
と
し
、
農
業
に
依
存
す

る
農
民
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
、
山
付
き
の
村
々
で
は
猪

鹿
な
ど
の
被
害
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
被
害
堂
別
提
に
生

業
の
組
み
立
て
を
は
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
二

月
、
古
来
よ
り
農
業
の
合
間
に
山
稼
ぎ
を
行
っ
て
き
た
房
総
内
湾
の
鬼
泪
山
付
き
の

村
々
で
は
山
役
人
・
村
役
人
の
結
託
に
よ
っ
て
そ
の
稼
ぎ
を
差
し
止
め
ら
れ
た
た
め
、

そ
の
継
続
を
領
主
に
願
っ
た
願
書
の
な
か
で
、
「
鹿
田
畑
殊
二
猪
鹿
多
く
、
作
物
喰

荒
シ
、
惣
穀
実
り
悪
敷
、
耕
地
斗
リ
ニ
テ
ハ
難
相
立
村
々
故
、
往
古
占
右
山
二
而

稼
仕
相
続
仕
来
償
」
と
述
べ
、
猪
鹿
害
に
よ
る
農
業
生
産
の
減
少
を
補
う
た
め
山
稼

ぎ
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
山
間
村
落
で
は
一
般
的

に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
猪
鹿
の
被
害
を
前
提
に
生
業
を
組
み
立
て
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
、
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
猪
鹿
害
は
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
多
少
の
被

害
は
是
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
農
業
の
合
間
に
お
け
る
小
規
模
な

山
林
資
源
の
利
用
を
前
提
と
し
た
山
稼
ぎ
は
、
資
源
の
分
散
的
利
用
や
持
続
的
利
用

に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
り
、
環
境
へ
の
負
荷
も
最
小
限
に
く
い
と
め
る
こ
と
に
作
用

し
た
の
で
あ
る
。

享
保
期
の
前
後
と
い
う
の
は
、
近
世
前
期
の
耕
地
開
発
に
よ
っ
て
人
が
獣
類
の
生

息
環
境
を
脅
か
し
た
結
果
、
従
来
に
も
ま
し
て
獣
類
が
作
物
を
喰
い
荒
ら
す
よ
う
に

な
り
、
人
と
獣
類
の
闘
い
が
激
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
近
世
後
期

に
な
っ
て
も
、
鳥
獣
害
は
農
民
を
苦
し
め
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
殊
に
関

東
の
平
野
部
は
鳥
獣
に
と
っ
て
し
だ
い
に
生
息
し
に
く
い
環
境
へ
と
変
化
し
、
そ
の

数
が
著
し
く
減
少
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
端
は
小
金
原
で
の
将
軍
の
鹿
狩

り
の
獲
物
数
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
二
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
寛
政
七
年
（
一
七
九

五
）
の
鹿
狩
り
の
獲
物
は
、
鹿
一
一
二
、
猪
一
三
、
兎
九
、
狐
一
一
一
、
絡
三
、
狸
一
、

畑の等級 総反別 当初の被害認識反別 訂正後の被害申告反別

上畑 2町2反6畝01歩 0 0 

中畑 １町9反l畝03歩

8反8畝12歩

内訳 3反8畝大喰

5反１２歩中喰

3反8畝

内訳 8畝21歩大喰

2反9畝09歩中喰

下畑 1町0反3畝24歩

6反3畝10歩

内訳 2反1畝10歩大喰

4反2畝中喰

2反1畝14歩中喰

下々畑 1町4反l畝03歩

6反6畝13歩

内訳 2反1畝10歩大喰

4反5畝03歩中喰

2反1畝10歩

内訳 9畝19歩大喰

1反1畝21歩中喰

見取畑 3町6反2畝01歩

1町7反7畝26歩

内訳 6反1畝10歩大喰

1町1反6畝16歩中喰

6反1畝10歩

内訳 2反1畝08歩大喰

4反０２歩中喰

計 10町2反4畝02歩

3町9反6畝01歩

内訳 1町4反2畝大喰

2町5反4畝01歩中喰

1町4反2畝04歩

内訳 3反9畝18歩大喰

1町２畝16歩中喰
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二
害
鳥
獣
駆
除
を
め
ぐ
る
政
治
の
作
用

近
世
農
民
が
四
季
を
通
じ
て
鳥
獣
の
被
害
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
特
に
関
東

農
民
は
そ
の
駆
除
を
自
由
に
は
行
い
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
鳥
獣
の
駆
除
を
め

ぐ
っ
て
も
、
人
の
側
の
社
会
関
係
が
色
濃
く
反
映
し
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ

た
。
特
に
、
関
東
地
方
は
幕
府
の
お
膝
元
で
あ
っ
た
関
係
で
、
そ
の
規
制
を
強
く
受

け
た
。
と
い
う
の
は
、
関
東
地
方
の
大
部
分
の
村
々
が
幕
府
や
諸
藩
の
鵬
場
や
留
場

な
ど
に
指
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
購
場
は
文
字
通
り
将
軍
や
大
名
な
ど
の

鷹
狩
り
に
か
か
わ
っ
て
特
定
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
留
場
で
は
一
般
民
衆
の
一
切
の

鳥
獣
の
捕
獲
・
殺
生
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
も
自
然
の
空
間
は
身
分
制

社
会
を
反
映
し
て
、
領
主
・
農
民
ら
に
よ
っ
て
棲
み
分
け
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

椎
子
一
で
あ
っ
檸
鹿
狩
り
の
獲
物
の
目
標
は
鹿
で
あ
り
、
鹿
以
外
の
鳥
獣
が
少
な

い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
鹿
は
享
保
期
の
八
○
○
余
と
比
較
し
て
も
激
減
し
て

い
る
。
そ
れ
も
こ
れ
ら
の
鳥
獣
を
集
め
る
農
民
の
動
員
は
享
保
期
に
は
二
か
国
五
郡

下
の
村
々
で
あ
っ
た
も
の
が
、
寛
政
期
に
は
四
か
国
一
五
郡
の
村
々
へ
と
拡
大
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
の
嘉
永
二

年
（
一
八
四
九
）
の
鹿
狩
り
で
は
、
鹿
一
一
九
、
猪
一
二
二
、
狸
五
、
兎
一
○
○
、

ｐ
 

雅
子
一
一
と
な
っ
て
い
か
。
し
か
し
、
一
」
の
鹿
狩
り
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
獲
物
と

し
て
の
猪
や
鹿
は
諸
国
か
ら
買
い
集
め
て
飼
育
し
、
狩
場
に
放
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
大
名
や
村
々
に
猪
や
鹿
の
生
け
捕
り
頭
数
を
割
当
て
調
達
し
て
い

た
。
常
陸
谷
田
部
藩
主
細
川
興
元
は
、
「
此
度
小
金
御
鹿
狩
二
付
、
去
申
と
し
小
金

の
御
手
当
と
し
て
、
鹿
猪
の
内
何
づ
れ
も
当
れ
ん
生
れ
の
分
八
疋
御
用
被
仰
付
候
、

勘

し
か
る
所
、
領
分
に
そ
の
類
す
ぐ
な
き
よ
い
」
と
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
猪
鹿
一
疋
を

割
り
当
て
ら
れ
た
上
総
国
市
原
郡
の
村
々
は
、
生
け
捕
り
用
の
「
生
囲
ひ
」
を
つ
く

っ
て
そ
の
捕
獲
に
備
え
た
が
、
「
近
年
猪
鹿
一
向
相
見
江
不
申
候
」
と
い
う
状
況
の

な
か
で
、
割
当
て
分
を
捕
獲
す
る
決
意
を
表
明
し
て
い
か
。
こ
の
頃
、
常
陸
・
下

総
・
上
総
国
内
の
平
野
部
で
は
猪
や
鹿
が
著
し
く
減
少
し
、
も
し
く
は
そ
の
生
息
が

確
認
で
き
な
い
ほ
ど
の
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
兎
な
ど
の
小
動
物
が

増
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
、
鳥
獣
の
生
態
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
悪

化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
近
世
中
期
以
降
の
江
戸
十
里
四
方
の
農
村
の
山
野
や
耕
地
は
、
幕
府
の

鷹
場
（
御
拳
場
）
、
幕
府
の
御
留
場
、
領
主
の
御
林
、
農
民
の
秣
場
・
耕
地
な
ど
と

し
て
、
一
つ
の
山
野
・
耕
地
の
空
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
の
形

が
同
時
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
他
を
侵
犯
し
な
い
と

い
う
棲
み
分
け
的
利
用
の
規
範
が
で
ざ
あ
が
っ
て
い
た
。
特
に
、
こ
の
地
域
で
の
鰯

狩
り
と
い
う
側
面
で
は
、
幕
府
は
排
他
的
利
用
を
実
現
し
、
御
拳
場
の
指
定
を
受
け

た
村
々
は
徹
底
し
た
鷹
場
維
持
の
法
的
規
制
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

関
東
地
方
に
お
い
て
幕
府
鷹
場
に
指
定
さ
れ
た
村
々
で
は
、
将
軍
や
鷹
匠
な
ど
の

鷹
狩
り
の
場
に
指
定
さ
れ
て
い
た
関
係
で
鳥
獣
の
保
護
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
日
常
的

に
「
鳥
追
立
」
「
鳥
殺
生
」
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
、
留
場
で
も
「
鳥
お
ど
し
」
が
禁
止

さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
規
制
の
一
端
は
近
世
初
期
の
幕
府
法
令
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
寛
永
末
期
の
大
凶
作
の
な
か
で
、
同
一
九
年
〈
一
六
四
二
）
九
月
一
四
日
、
一
一
一

代
将
軍
徳
川
家
光
の
政
権
が
代
官
・
給
人
に
出
し
た
法
令
で
は
、
百
姓
の
撫
育
と
食

料
の
消
費
抑
制
と
を
求
め
な
が
ら
、
農
村
で
の
害
鳥
獣
の
駆
除
に
か
か
わ
っ
て
「
江

戸
廻
り
御
膳
場
」
以
外
で
の
案
山
子
立
て
と
「
御
鹿
狩
之
場
所
」
以
外
で
の
鹿
・

心

猪
追
い
と
を
奨
励
し
て
い
み
。
換
言
す
れ
ば
、
｝
」
の
よ
う
な
状
況
で
す
ら
、
「
江
戸
廻

り
御
鷹
場
」
と
「
御
鹿
狩
之
場
所
」
で
の
鳥
獣
駆
除
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
「
江
戸

廻
り
御
鷹
場
」
と
「
御
鹿
狩
之
場
所
」
と
は
徳
川
政
権
が
設
定
し
た
狩
猟
の
場
所
で

あ
っ
た
が
、
将
軍
の
狩
猟
場
の
維
持
は
農
民
の
鳥
獣
駆
除
よ
り
も
優
先
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
内
容
に
よ
る
農
村
へ
の
法
令
は
、
四
代
将
軍
家
綱
政
権
下
の
万

ヂ
エ

圃

治
元
年
（
一
六
五
Ⅳ
）
・
同
三
年
の
凶
作
聯
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

時
は
「
御
鷹
場
」
で
あ
っ
て
も
案
山
子
立
て
と
猪
鹿
追
い
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
、
将
軍
家
の
狩
猟
場
で
は
凶
作
時
な
ど
に
害
鳥
獣
の
駆
除
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
み
れ
ば
そ
の
規
制
は
徹
底
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
関
東
で
の
害
鳥
獣
の
駆
除
規
制
は
、
享
保
期
の
幕
府
鷹
場
の
再
編
及
び

鉄
砲
の
規
制
強
化
の
な
か
で
、
綿
密
な
地
域
編
成
を
伴
い
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
享

保
期
の
将
軍
の
鷹
狩
り
の
再
開
は
、
単
に
鷹
場
存
復
活
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
鷹
場

の
再
編
を
と
も
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
近
世
前
期
か
ら
す
で
に
顕
在
化
し
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
よ
り
明
確
化
し
、
鷹
場
の
区
分
と
そ
の
支
配
管
轄
の
組
織
化

を
は
か
っ
た
。
幕
府
鷹
場
に
つ
い
て
い
え
ば
、
御
拳
場
と
御
捉
飼
場
と
が
明
示
さ
れ
、
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そ
の
支
配
管
轄
は
前
者
が
鳥
見
役
、
後
者
が
鷹
匠
頭
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
鳥
の
殺筋

生
な
ど
を
禁
じ
、
そ
の
地
の
農
民
に
鳥
獣
の
保
護
と
鷹
場
の
取
締
り
と
を
命
じ
が
。

同
様
に
、
享
保
期
に
は
鉄
砲
令
も
再
編
さ
れ
、
特
に
関
東
で
の
鉄
砲
規
制
は
地
域
編

成
を
と
も
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
鉄
砲
は
害
鳥
獣
を
打
ち
と
め
る
た
め
の
農
具
と
し
て
の

咽

鉄
砲
ば
か
り
で
な
く
、
武
器
と
し
て
の
鉄
砲
を
も
含
ん
沼
。
｝
」
の
鷹
場
令
と
鉄
砲
令

と
が
関
東
農
民
の
鳥
獣
害
対
策
に
深
く
か
か
わ
っ
た
。
．

鷹
場
令
で
は
原
則
的
に
は
御
拳
場
・
御
捉
飼
場
と
も
に
「
鳥
追
立
」
「
鳥
殺
生
」

な
ど
を
禁
じ
、
そ
の
害
鳥
獣
の
駆
除
を
大
き
く
制
限
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
の
鉄
砲
の
使
用
を
き
び
し
く
規
制
し
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
御
拳
場
と
御
捉
飼
場

と
の
間
に
は
そ
の
措
置
に
違
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貞
享
四
年
二
六
八

七
）
一
二
月
の
諸
国
鉄
砲
改
め
は
、
獣
害
駆
除
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
月
切
り
鉄

砲
・
断
鉄
砲
の
所
持
を
認
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
空
砲
で
害
獣
を
驚
か
す
こ
と
を
目

的
と
し
た
威
し
鉄
砲
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
両
者
に
は
そ
の
所
持
と
使
用
と
が
期
限

付
き
で
あ
る
か
ど
う
か
の
違
い
が
あ
っ
抄
・
害
獣
へ
の
鉄
砲
の
利
用
が
空
砲
に
限
定

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
頃
か
ら
本
格
的
に
発
令
さ
れ
た
生
類
憐
み
の
令
の
影
響
と

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
空
砲
に
よ
る
害
獣
駆
除
に
は
限
界
が
あ
り
、
元
禄
二
年
二

六
八
九
）
六
月
に
は
条
件
付
き
で
の
玉
込
鉄
砲
の
使
用
を
認
め
麺
。
こ
の
段
階
で
は

害
獣
駆
除
に
お
け
る
鉄
砲
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
地
域
を
制
限
し
た
条
項
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
享
保
期
に
入
る
と
そ
の
利
用
は
地
域
編
成
を
と
も
な
っ
て
細
か
に
規
定
さ

れ
て
い
っ
た
。
享
保
二
年
二
七
一
七
）
五
月
の
鉄
砲
令
は
、
「
関
八
州
之
外
国
々
」

「
関
八
州
」
「
江
戸
よ
り
十
里
四
方
」
に
区
分
し
て
そ
の
利
用
の
手
続
き
を
定
め
神
。

ま
ず
「
関
八
州
之
外
国
々
」
の
地
域
は
「
鉄
炮
改
役
え
例
年
証
文
等
差
出
侯
事
、
以

来
不
及
其
儀
候
」
こ
と
と
な
り
、
鉄
砲
改
役
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
領
主
か

ら
鉄
砲
の
拝
借
を
許
さ
れ
れ
ば
そ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
地
域
で
は
鉄
砲
の

使
用
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
江
戸
よ
り
十
里
四
方
」
を
除
く

「
関
八
州
」
の
地
域
で
は
、
「
猪
鹿
狼
多
出
、
田
畑
を
あ
ら
し
候
節
は
、
不
及
相
同
、

御
料
私
領
寺
社
領
共
に
月
切
日
切
を
極
、
玉
込
鉄
炮
に
て
う
た
せ
、
其
段
早
速
鉄

炮
改
役
え
可
相
届
候
、
打
仕
廻
候
ハ
、
、
鉄
炮
取
上
之
、
是
又
其
趣
改
役
え
可
相

届
候
事
」
と
な
り
、
鉄
砲
改
役
と
の
か
か
わ
り
は
領
主
か
ら
拝
借
し
た
玉
込
鉄
砲
の

打
ち
始
め
と
終
了
後
の
届
け
出
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
江
戸
よ
り
十
里

四
方
」
の
地
域
で
は
、
鳥
獣
害
対
策
の
鉄
砲
使
用
の
み
な
ら
ず
、
猟
師
の
使
用
さ
え

も
禁
じ
、
「
猪
鹿
多
く
出
、
田
畑
を
あ
ら
し
、
人
馬
え
掛
り
、
百
姓
及
難
儀
候
節
は
、

鉄
炮
改
役
え
相
同
、
可
受
差
図
候
事
」
と
な
っ
た
。
幕
府
が
江
戸
町
に
隣
接
す
る
十

里
四
方
地
域
の
鉄
砲
の
利
用
に
神
経
を
と
が
ら
せ
、
警
戒
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。

享
保
六
年
四
月
一
八
日
、
幕
府
は
同
二
年
五
月
の
鉄
砲
令
の
う
ち
、
「
江
戸
よ
り

十
里
四
方
」
を
除
く
「
関
八
州
」
地
域
の
鳥
獣
害
対
策
時
の
鉄
砲
利
用
に
つ
い
て
修

正
を
加
え
、
「
自
今
は
御
拳
場
之
外
は
四
月
朔
日
よ
り
七
月
晦
日
迄
日
切
之
無
構
為

打
可
申
侯
」
と
し
、
御
拳
場
の
外
側
地
域
で
は
鉄
砲
使
用
の
期
限
を
設
け
、
そ
の
範

囲
内
で
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
し
葎
・
鳥
獣
害
対
策
と
し
て
の
鉄
砲
の
使
用
は
、
鷹
場

の
維
持
と
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
同
一
四
年
一
一
月
の
鉄
砲
令
で
は

そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
条
文
を
作
成
し
て
い
浄
。
こ
こ
で
は
鉄
砲
の
取
締
り
区

分
を
「
関
八
州
」
「
御
拳
場
弁
江
戸
拾
里
四
方
」
「
捉
飼
場
」
と
し
、
そ
の
対
象
地

域
を
明
確
化
し
た
。
「
御
拳
場
井
江
戸
十
里
四
方
」
と
「
捉
飼
場
」
と
を
除
く
「
関

八
州
」
地
域
で
は
、
「
猪
鹿
多
出
、
作
毛
荒
候
節
、
只
今
迄
は
月
切
日
切
二
て
鉄
炮

為
打
候
得
共
、
自
今
ハ
不
及
其
儀
、
猪
鹿
打
候
鉄
炮
百
姓
二
預
、
四
季
と
も
為
打

可
申
候
、
尤
初
候
節
鉄
炮
改
え
承
合
、
証
文
差
出
可
申
侯
、
翌
年
よ
り
ハ
正
月
中

一
度
充
、
証
文
鉄
炮
改
え
差
出
可
申
侯
事
」
と
な
り
、
そ
の
規
制
が
よ
り
い
っ
そ
う

緩
和
さ
れ
た
。
ま
た
「
捉
飼
場
」
地
域
で
は
「
四
月
朔
日
よ
り
七
月
晦
日
迄
は
、
無

構
鉄
炮
為
打
可
申
候
、
八
月
朔
日
よ
り
来
三
月
晦
日
迄
ハ
為
打
申
間
敷
候
事
」
と

な
り
、
そ
の
禁
止
期
間
中
で
あ
っ
て
も
「
不
苦
所
ハ
御
鷹
匠
頭
え
承
合
、
鉄
炮
為
打

可
申
候
、
尤
其
節
鉄
炮
改
え
も
可
相
談
事
」
と
い
う
特
例
事
項
も
付
加
さ
れ
、
幾
分

そ
の
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
御
拳
場
井
江
戸
十
里
四
方
」
地

域
は
、
「
只
今
迄
之
通
鉄
炮
為
打
申
間
敷
候
」
と
し
て
依
然
と
し
て
き
び
し
い
措
置

が
と
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
域
で
田
畑
へ
の
鳥
獣
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
幕
府

Ｊ
 

鉄
砲
隊
が
派
遣
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
つ
か
・
た
と
え
ば
、
武
蔵
国
荏
原
郡
内
の
村
々
で

は
ほ
ぼ
毎
年
鉄
砲
方
の
出
動
に
よ
っ
て
烏
打
、
鳶
打
、
鷺
打
が
行
わ
れ
、
特
定
の
鳥

類
の
駆
除
が
恒
例
化
し
て
い
た
。
こ
れ
は
作
物
を
鳥
害
か
ら
守
る
こ
と
に
も
機
能
し

た
が
、
そ
の
主
た
る
ね
ら
い
は
鷹
狩
り
の
獲
物
と
な
る
鳥
類
の
生
息
を
確
保
す
る
た

め
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
法
令
で
「
江
戸
十
里
四
方
」
の
範
囲
は
「
日
本
橋
よ
り
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東
西
南
北
え
五
里
充
」
と
明
示
さ
れ
、
「
五
里
四
方
」
と
い
う
地
域
概
念
で
と
ら
え

ら
れ
る
御
拳
場
と
は
異
な
る
領
域
で
あ
る
こ
と
も
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。

鷹
場
は
基
本
的
に
は
幕
藩
領
主
の
鷹
狩
り
を
執
行
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
場
所

で
あ
っ
た
か
ら
、
腿
場
に
指
定
さ
れ
た
村
々
は
日
常
生
活
や
農
業
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
で
規
制
を
受
け
た
。
農
業
の
局
面
で
は
、
秋
の
稲
刈
り
後
か
ら
春
先
の
農
耕

開
始
ま
で
、
田
へ
の
水
掛
け
や
田
の
う
な
い
返
し
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
、
害
鳥
獣
駆
除

と
し
て
の
鉄
砲
の
使
用
も
制
限
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
将
軍
の
鷹
狩
り
や
鷹
匠
の
捉

飼
御
用
が
こ
の
期
間
中
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
鷹
場
村
々

は
鷹
場
役
人
か
ら
廠
野
御
用
の
終
了
一
座
ロ
知
さ
れ
る
ま
で
農
耕
を
開
始
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
告
知
は
毎
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
行
わ
れ
、
「
当
年
最
早
冬
鳥
御
用

無
之
候
間
、
田
う
な
い
返
し
水
掛
ケ
候
義
勝
手
次
第
二
可
致
傭
」
と
い
う
内
容
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
告
知
は
御
拳
場
・
御
捉
飼
場
の
村
々
と
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な

か
っ
た
が
、
御
捉
飼
場
の
村
々
だ
け
は
「
当
春
御
用
相
済
候
間
、
猪
鹿
狩
致
度
村
方

ハ
勝
手
次
第
二
可
致
傭
」
と
い
う
よ
う
に
、
猪
鹿
の
駆
除
も
開
始
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
関
東
農
村
の
多
く
は
幕
府
が
設
定
し
た
鷹
場
の
維
持
と
の
関
連
で
、

獣
害
対
策
に
つ
い
て
も
大
き
な
制
限
を
受
け
、
幕
府
の
主
た
る
政
治
基
盤
に
位
置
づ

く
地
理
的
条
件
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
政
治
的
作
用
を
受
け
ず
に
は
す
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
腿
場
に
指
定
さ
れ
た
村
々
の
一
部
に
は
そ
の
解
除
を
願
う
こ
と
も
み

ら
れ
た
。
相
模
国
三
浦
郡
の
一
部
村
々
は
、
享
保
一
四
年
六
月
頃
か
ら
御
捉
飼
場

に
編
入
さ
れ
た
が
、
同
年
九
月
に
「
山
間
之
沢
田
二
而
御
座
候
得
者
、
只
今
迄
鳥

附
不
申
侯
」
と
か
、
「
猪
鹿
霧
敷
出
、
田
畑
耕
作
荒
し
、
村
々
難
義
仕
候
」
と
い
う

理
由
に
よ
っ
て
、
鷹
場
指
定
の
解
除
を
幕
府
代
官
日
野
小
左
衛
門
に
願
っ
て
い
》
。

こ
の
村
々
で
は
こ
れ
ま
で
猪
鹿
の
被
害
対
策
に
鉄
砲
の
使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、

「
此
上
御
鵬
御
捉
飼
場
御
入
替
被
為
仰
付
候
ハ
、
、
鉄
砲
御
停
止
一
一
も
可
被
為
仰
付

哉
と
乍
恐
奉
存
侯
」
と
い
う
よ
う
に
、
鷹
場
の
指
定
に
よ
っ
て
鉄
砲
の
使
用
が
禁
止

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
機
感
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

前
述
し
た
よ
う
に
御
捉
飼
場
で
も
期
日
を
限
っ
て
鉄
砲
の
使
用
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
地
域
で
は
鷹
場
の
指
定
に
よ
っ
て
鉄
砲
の
使
用
が
よ
り
制
限
を
加
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
こ
と
に
危
愼
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
猪
鹿
の
被
害
に
苦
慮
し
て

三
農
民
の
鳥
獣
害
対
策
ｌ
鳥
獣
お
ど
し
と
防
除
施
設

領
主
に
と
っ
て
も
、
作
物
へ
の
鳥
獣
の
被
害
は
年
貢
の
賦
課
に
直
結
す
る
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
重
大
事
に
ち
が
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
認
識
の
度
合
い
は
農
民
よ
り
も
は

る
か
に
劣
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
凶
作
時
に
購
場
内
で
の
案
山
子
立
て
や
猪
鹿
追
い

な
ど
を
許
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
鳥
獣
害
対
策
の
主
体
は
農
民
に
あ
っ
た
と
み
て
い

い
。
近
世
の
領
主
は
兵
農
分
離
の
原
則
に
よ
っ
て
村
落
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
城
下
町

に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
農
業
経
営
の
細
部
を
熟
知
す
る
機
会
を
も
た
ず
、
鳥

獣
害
の
深
刻
な
現
状
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
農
民
の
鳥

獣
害
対
策
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
領
主
が
か
か
わ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
鳥
獣

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
下
総
国
葛
飾
郡
舟
戸
村
な
ど
一
六
か
村
は
、
水

戸
徳
川
家
が
こ
の
地
の
恩
賜
鷹
場
を
幕
府
に
返
上
し
て
い
た
際
に
ｌ
こ
の
よ
う
な
状

態
を
御
休
野
、
御
休
場
と
い
っ
た
が
、
そ
の
地
域
の
村
々
は
な
お
殺
生
人
の
取
締
り

な
ど
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
’
二
度
と
朧
場
に
指
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
寛
政
二

年
（
’
七
九
○
）
三
月
、
鷹
場
の
破
棄
を
意
味
す
る
「
御
捨
場
」
を
願
い
出
て
い

が
。
そ
の
理
由
は
疲
弊
し
て
農
業
を
維
持
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

困
窮
の
原
因
は
牧
場
・
鷹
場
・
助
郷
御
用
の
た
め
に
多
大
な
人
馬
と
入
用
と
を
賦
課

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
「
猪
鹿
諸
鳥
充
満
仕
、
既
二
村
々
不
相
立
」
と
説
明
さ

れ
る
。
村
々
の
窮
状
は
「
小
金
野
原
附
故
猪
鹿
諸
島
群
集
仕
、
且
御
野
馬
内
入
仕
、

作
毛
荒
、
連
々
田
畑
荒
地
二
罷
成
、
困
窮
相
募
、
渡
百
姓
懸
敷
出
来
仕
、
家
数
人

数
相
減
候
二
付
、
田
畑
年
々
荒
増
、
追
々
百
姓
退
転
可
仕
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

鷹
場
の
設
定
は
村
々
に
鷹
野
役
を
強
制
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
の
鳥
獣
害
対
策

を
も
脅
か
す
も
の
と
な
り
、
日
常
生
活
や
農
業
経
営
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
る
。こ
の
よ
う
に
、
幕
府
は
関
東
地
方
の
広
い
範
囲
に
鷹
場
を
設
定
し
て
そ
の
地
の
農

民
に
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
護
を
求
め
た
た
め
、
鉄
砲
の
使
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
農

民
の
あ
ら
ゆ
る
鳥
獣
害
対
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

鉄
砲
の
使
用
に
あ
た
っ
て
の
関
東
農
村
の
地
域
編
成
は
、
鳥
獣
害
駆
除
の
用
具
や
施

設
な
ど
の
使
用
・
築
造
に
つ
い
て
も
機
能
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
農
民
は
さ
ま
ざ

ま
な
条
件
の
も
と
で
鳥
獣
害
対
策
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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害
対
策
上
の
許
認
可
や
扶
持
米
の
給
付
な
ど
に
限
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
農
民
た
ち
が
自
ら
の
田
畑
を
鳥
獣
の
被
害
か
ら
ど
の
よ
う
に
守
っ
て
い

た
の
か
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
鳥
獣
お
ど
し
の
用
具
と
し
て
は
、
案
山
子
・
鹿
驚
・

張
縄
・
鳴
子
・
添
水
（
僧
都
・
添
出
）
・
鉄
砲
な
ど
が
用
い
ら
れ
樺
。
幕
府
の
寺
社

行
政
に
関
す
る
記
録
類
な
ど
を
編
集
し
た
「
祠
曹
雑
識
』
と
い
う
書
物
に
は
、
「
北

村
季
吟
力
俳
譜
山
井
ノ
中
二
案
山
子
ヲ
鳥
畏
シ
ト
注
シ
、
次
二
僧
都
・
引
板
・
鳴
子

ヲ
記
ス
、
其
下
二
案
山
子
ハ
鳥
オ
ト
シ
ノ
人
形
ナ
リ
、
僧
都
ハ
添
出
ト
書
ク
、
水
辺

二
仕
掛
テ
水
ノ
カ
ヲ
添
テ
音
ヲ
出
ス
、
鹿
オ
ト
シ
ナ
リ
、
引
板
ハ
板
二
木
を
添
テ
縄

ヲ
引
テ
鴫
ス
モ
ノ
ナ
リ
、
鳴
子
ハ
尋
常
ノ
事
ナ
リ
、
（
中
略
）
案
山
子
ヲ
鹿
驚
ト
称

シ
テ
、
力
、
シ
ノ
唐
名
ト
ス
ル
事
久
”
」
と
あ
り
、
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

案
山
子
・
鹿
驚
・
張
縄
は
鳥
獣
が
も
の
や
臭
い
に
敏
感
に
反
応
す
る
素
性
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
古
着
な
ど
を
着
せ
た
案
山
子
を
田
畑
に
立
て
て
お
く
と
人
の
気
配

を
感
じ
て
近
寄
ら
な
か
っ
た
し
、
ぼ
ろ
布
を
束
ね
て
点
火
し
た
り
、
古
い
灯
油
や
獣

脂
に
ひ
た
し
た
糸
を
木
に
つ
り
下
げ
て
お
く
鹿
驚
は
特
に
獣
類
の
嗅
覚
を
逆
利
用
し

て
追
い
払
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
百
姓
伝
記
』
で
は
「
稲
を
植
て
後
、
必
田
の

う
ち
に
か
わ
づ
・
ど
じ
や
う
・
ざ
こ
・
田
に
し
あ
る
ゆ
へ
仁
、
鳩
・
黒
か
も
．
ご
い
さ

ぎ
付
て
、
植
田
を
ふ
み
込
、
苗
き
る
蚤
、
稲
手
な
を
り
し
、
少
そ
だ
ち
て
は
、
痛
み

す
ぐ
な
し
、
其
内
竹
を
さ
し
、
縄
を
は
り
用
心
せ
弊
」
と
、
水
鳥
の
被
害
を
回
避
す

る
た
め
に
田
に
竹
を
指
し
て
縄
を
張
り
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鳴

子
・
添
水
・
威
し
鉄
砲
は
音
を
利
用
し
て
鳥
獣
を
撃
退
す
る
も
の
で
、
特
に
鉄
砲
は

玉
込
鉄
砲
で
あ
れ
ば
殺
生
を
と
も
な
っ
た
。
な
お
、
害
鳥
獣
の
捕
獲
の
た
め
に
綱
な

ど
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
害
鳥
獣
防
除
の
た
め
の
施
設
に
は
小
規
模
な
も
の
で
は
落
と
し
穴
が
あ

り
、
大
規
模
な
も
の
で
は
猪
垣
・
猪
土
手
な
ど
が
あ
っ
た
。
御
捉
飼
場
に
指
定
さ
れ

て
い
た
下
総
国
葛
飾
郡
藤
原
新
田
の
寛
政
二
年
二
七
九
○
）
七
月
の
記
録
に
は
、

幕
府
の
鵬
匠
が
雲
雀
上
ヶ
烏
御
用
で
来
村
す
る
知
ら
せ
が
あ
っ
た
際
に
、
「
猪
鹿
落

し
穴
等
有
之
場
所
ハ
目
印
致
置
、
捉
飼
之
障
二
不
相
成
候
様
二
可
被
致
繍
」
と
鷹

場
役
人
で
あ
る
野
廻
り
役
の
大
野
幸
蔵
か
ら
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
村
内
の
各
所
に

田
畑
へ
の
猪
鹿
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
落
と
し
穴
が
築
か
れ
て
い
た
。
寛
政
七
年
の

家
斉
に
よ
る
小
金
原
で
の
鹿
狩
り
の
こ
と
を
記
録
し
た
「
小
金
御
狩
記
」
に
も
、
小

金
原
付
近
の
情
景
を
記
し
た
部
分
に
「
山
奥
に
鳴
子
ヶ
池
と
い
へ
る
池
ニ
ハ
、
い
づ

く
と
も
な
く
鳴
子
の
如
き
音
聞
へ
候
な
ど
、
（
中
略
）
又
高
柳
村
新
田
・
佐
津
間
山

杯
へ
参
り
候
へ
ぱ
、
猪
鹿
驍
敷
く
、
中
に
も
六
方
野
と
申
侯
に
は
壱
丈
余
の
猪
す
み

候
て
、
異
名
を
つ
め
ま
か
り
と
よ
べ
る
由
、
五
助
木
戸
の
脇
に
は
狼
落
し
穴
有
之
跨
」

と
あ
る
。
こ
の
付
近
に
は
猪
・
鹿
・
狼
を
捕
獲
す
る
た
め
の
落
と
し
穴
が
設
置
さ
れ
、

害
鳥
獣
に
対
処
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
落
と
し
穴
の
設
置
に
よ
る
害
獣
の
捕
獲
も
領

主
の
許
可
を
必
要
と
し
、
佐
倉
藩
の
「
年
寄
部
屋
日
記
」
の
宝
暦
五
年
二
七
五

五
）
二
月
一
三
日
条
に
は
、
下
総
国
印
旛
郡
瀬
戸
村
な
ど
八
か
村
が
「
猪
鹿
出
田

畑
荒
シ
候
付
、
八
ヶ
村
左
之
通
組
合
、
瀬
戸
村
地
内
二
落
シ
穴
ヲ
掘
、
来
ル
十
八

日
・
十
九
日
両
日
狩
申
鰍
」
と
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
比
較
的
簡

単
に
造
る
こ
と
が
で
き
る
落
と
し
穴
に
よ
る
捕
獲
は
、
便
利
な
害
獣
対
策
と
し
て
広

く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
地
域
の
農
民
は
将
軍
に
よ
る
鹿
狩
り
を

「
稀
成
御
鹿
狩
之
義
、
兼
而
村
々
諸
作
物
を
荒
し
難
儀
及
ぱ
せ
候
猪
鹿
、
此
時
節
な

ら
て
ハ
た
や
し
可
申
様
無
之
候
間
、
｜
村
限
猪
鹿
不
残
追
出
し
、
御
狩
之
方
江
追

出
可
申
事
」
と
認
識
し
、
そ
の
追
い
出
し
に
協
力
し
て
い
燕
・
事
実
、
幕
藩
領
主
の

鹿
狩
り
に
は
そ
う
し
た
機
能
が
内
包
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
幕
藩
領
主
が
農

民
の
猪
鹿
の
被
害
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
猪
垣
・
猪
土
手
・
猪
堀
は
文
字
通
り
垣
根
や
土
手
・
堀
を
築
い

て
田
畑
の
作
物
を
害
獣
か
ら
防
御
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
築
造
や
維
持
の
た
め
に
は

村
中
も
し
く
は
村
々
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
防
除
施
設
は
も
っ
と

も
獣
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
山
間
村
落
に
多
く
、
ま
さ
に
そ
の
地
は
猪
鹿
と
の
闘
い

の
も
っ
と
も
激
し
い
最
前
線
で
あ
っ
た
。
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
閏
一
二
月
の
上

野
国
群
馬
郡
渋
川
村
の
明
細
帳
で
は
猪
堀
の
一
項
を
設
け
て
、
「
是
者
水
沢
山
麓
ら

黒
沢
当
村
迄
、
堀
丈
弐
里
、
深
サ
壱
丈
弐
尺
程
年
々
堀
さ
ら
い
、
渋
川
村
・
石
原

村
・
湯
上
村
右
三
ヶ
村
二
而
、
最
合
自
普
請
修
覆
等
来
り
、
人
足
等
壱
ヶ
年
凡
弐

千
人
余
相
掛
申
傭
」
と
説
明
し
て
い
る
。
三
か
村
で
築
い
た
猪
堀
は
長
さ
二
里
（
約

八
キ
ロ
）
、
深
さ
一
丈
二
尺
（
約
一
一
一
・
六
メ
ー
ト
ル
）
に
及
ぶ
も
の
で
、
そ
の
維
持

の
た
め
に
毎
年
二
○
○
○
人
の
人
足
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
こ
の

村
は
猪
鹿
の
害
に
対
処
す
る
た
め
、
「
四
季
打
鉄
炮
御
願
申
置
候
而
、
年
々
正
月
占

猪
追
来
り
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鉄
砲
に
よ
る
捕
獲
も
行
っ
て
い
た
。
生
活
の
糧
を

Hosei University Repository



８ 

守
る
た
め
に
多
く
の
労
力
が
投
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
防
除
施
設
の
設
置
だ
け
で
獣
害
を
全
面
的
に
防
ぎ
え
た
わ
け
で
は
な
い
．

山
間
村
落
の
人
々
に
は
、
害
鳥
獣
と
の
闘
い
に
終
わ
り
は
な
か
っ
た
。
天
明
三
年

（
’
七
八
三
）
一
一
一
月
の
上
野
国
利
根
郡
追
貝
村
の
記
録
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
罰
・当
村
之
義
者
山
附
之
村
方
二
而
御
座
候
処
、
近
来
猪
鹿
発
向
致
防
兼
候
二
付
、

畑
付
之
山
境
江
防
之
囲
仕
候
処
、
（
中
略
）
右
猪
鹿
防
之
義
者
、
面
々
持
高
二

応
シ
村
役
人
５
人
足
ヲ
割
付
、
右
人
足
差
出
候
而
囲
仕
候
処
、
且
私
義
山
付

之
畑
之
義
者
荒
増
人
作
仕
候
故
、
難
儀
之
筋
二
も
無
御
座
候
得
共
、
村
中
一

統
之
義
御
座
候
間
、
村
役
人
方
割
付
通
人
足
差
出
、
随
分
出
精
致
囲
仕
候
処
、

多
分
猪
鹿
二
而
毎
夜
囲
ヲ
破
耕
作
ヲ
荒
、
中
々
囲
計
二
而
者
防
兼
候
二
付
、
村

中
一
同
申
合
、
此
上
囲
二
而
不
相
叶
候
二
付
、
面
々
持
歩
限
り
相
防
可
申
由

相
談
決
着
致
、
其
後
者
自
分
持
歩
限
毎
夜
番
等
仕
相
防
申
候

「
防
之
囲
」
と
は
猪
垣
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
築
造
は
農
民
個
々
の
所
持

高
に
応
じ
て
村
役
人
か
ら
割
り
つ
け
ら
れ
た
人
足
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
村
で

は
害
獣
の
防
除
施
設
が
村
役
人
の
主
導
に
よ
っ
て
組
織
立
っ
て
築
か
れ
、
そ
れ
も
持

高
割
と
い
う
平
等
な
人
足
拠
出
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
猪
鹿
は

「
防
之
囲
」
を
も
打
ち
破
っ
て
作
物
を
荒
ら
し
、
こ
の
施
設
に
よ
る
防
除
の
限
界
を
知

ら
し
め
た
。
こ
の
た
め
、
村
人
の
労
力
動
員
に
よ
る
夜
番
に
よ
っ
て
被
害
を
防
ぐ
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ
の
地
域
で
は
害
獣
の
防
除
に
は
夜
番
と
い
う
人
力
に
よ

る
も
の
が
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

番
人
の
見
張
り
に
よ
る
害
鳥
獣
の
防
除
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
慶
応
元
年
二
八
六
五
）
七
月
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
・
葛
飾
郡
、
下
総
国
葛

飾
郡
内
の
二
七
か
村
は
、
「
近
年
猪
鹿
多
田
畑
諸
作
喰
荒
候
二
付
、
村
毎
昼
夜
二
か

き
ら
す
番
人
付
置
候
得
共
、
防
方
何
分
不
行
届
」
と
し
て
、
「
花
積
村
へ
壱
挺
、
梅

田
村
へ
壱
挺
、
都
合
弐
挺
御
拝
借
奉
願
上
、
外
村
々
へ
猪
鹿
来
り
田
畑
諸
作
喰
荒

候
ハ
、
、
早
速
右
弐
ケ
村
へ
罷
越
、
前
書
鉄
砲
借
受
打
威
候
様
仕
度
」
と
鉄
砲
の

拝
借
を
幕
府
代
官
今
川
要
作
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
二
月

に
は
、
「
遠
村
二
て
ハ
拝
借
人
方
へ
及
沙
汰
、
同
人
駆
付
候
迄
ニ
ハ
諸
作
多
分
被
喰

荒
甚
難
渋
仕
候
間
、
今
般
村
々
一
同
相
談
之
上
増
拝
借
御
願
奉
申
上
傭
」
と
し
て
、

拝
借
鉄
砲
を
増
や
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
は
村
ご
と
の

番
人
設
置
に
よ
る
対
応
か
ら
拝
借
鉄
砲
に
よ
る
防
除
へ
と
変
化
し
た
。
拝
借
鉄
砲
の

要
請
は
、
必
ず
し
も
一
村
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
組
合
村
と
い
う

村
連
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
村
々
の
結
束
を
強
め
る
こ

と
に
も
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

獣
害
の
防
除
対
策
は
、
番
人
な
ど
の
人
に
よ
る
も
の
、
用
具
・
施
設
を
用
い
る
も

の
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
天
保
三
年
（
一
八
三
一
一
）
の

下
総
国
香
取
郡
吉
岡
村
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
「
御
林
有
之
候
而
者
、
田
畑
猪
鹿
入
込

難
儀
二
付
、
願
之
上
郷
持
受
地
二
仕
傭
」
と
あ
り
、
領
主
が
設
定
し
た
御
林
の
近
く

の
田
畑
で
は
猪
鹿
の
被
害
が
深
刻
な
の
で
、
領
主
の
許
可
を
も
ら
っ
て
御
林
を
村
落

の
管
理
と
し
て
所
持
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
猪
鹿
の
被
害
を
ど

の
よ
う
に
防
い
だ
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
御
林
に
立
ち
入
っ
て
猪
鹿
の
番
を
し
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
御
林
は
四
町
歩
ほ
ど
の
広
さ
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
御

林
管
理
の
農
民
へ
の
委
譲
に
対
し
て
領
主
は
一
反
当
た
り
氷
三
七
文
五
分
の
年
貢
を

賦
課
し
て
い
た
。
猪
鹿
の
被
害
の
防
除
と
い
う
理
由
で
あ
っ
て
も
、
所
有
す
る
土
地

を
農
民
に
貸
し
渡
せ
ば
領
主
は
年
貢
を
賦
課
し
、
そ
の
納
入
と
引
き
換
え
の
形
で
そ

の
土
地
の
管
理
が
村
側
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
鳥
獣
害
防
除
へ
の
領
主
の
か
か

わ
り
は
一
般
的
に
は
間
接
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
防
除
の
主
体
や
手
段
の
考
案
は

農
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
人
災
と
し
て
の
鳥
獣
害
へ
の
対
応

田
畑
へ
の
鳥
獣
の
被
害
は
、
自
然
の
作
用
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
人
が
原
野
・
山
林
な
ど
を
開
発
し
た
結
果
、
そ
の
被
害
を
助
長
さ
せ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
自
然
界
で
の
人
間
中
心
の
思
考
は
、
害
鳥
獣
防
除
の
面

で
も
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
わ
た
し
た
ち
に
示
し
て
く
れ
る
。
安
永
三
年
二
七
七
四
）

二
月
の
幕
府
法
令
に
は
、
「
御
林
茂
り
侯
場
所
は
猪
鹿
寵
り
、
田
畑
諸
作
喰
荒
し

伽

難
儀
い
た
し
候
旨
に
て
、
伐
払
新
開
之
義
被
相
伺
候
も
有
之
懐
」
と
あ
り
、
幕
府
が

設
定
し
た
御
林
周
辺
の
田
畑
で
は
猪
鹿
の
被
害
が
多
発
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
付
近

の
村
々
で
は
御
林
を
伐
り
払
っ
て
開
発
を
願
う
願
書
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
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猪
鹿
の
被
害
を
理
由
と
す
る
御
林
の
開
発
は
、
近
世
前
期
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
宝
永
四
年
二
七
○
七
）
四
月
、
駿
河
田
中
藩
の
領
地
で
あ
っ
た
下
総
国

相
馬
郡
布
施
村
は
、
同
国
葛
飾
郡
船
戸
村
に
お
か
れ
た
陣
屋
に
常
駐
し
て
い
た
代
官

渡
辺
平
兵
衛
に
村
内
の
長
山
御
林
の
新
開
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
御
林
の
面

積
は
二
一
町
九
反
七
畝
二
一
歩
に
及
ぶ
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一

三
町
五
反
九
畝
一
八
歩
の
開
発
を
願
い
出
た
。
そ
の
理
由
は
「
御
林
之
義
田
畑
之

真
中
二
御
座
侯
、
猪
鹿
大
分
住
作
毛
荒
シ
、
作
時
分
ニ
ハ
番
人
等
差
置
百
姓
難
渋

仕
傭
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
「
五
ヶ
年
之
耕
野
二
而
畑
二
開
発
」
し

た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
「
耕
野
」
と
は
開
墾
し
た
ば
か
り
の
生
産
性
の
低
い
耕

地
を
示
す
言
葉
だ
が
、
こ
の
開
発
を
許
可
し
て
く
る
な
ら
ば
「
耕
野
」
の
間
で
あ
っ

て
も
従
来
通
り
「
下
草
野
銭
」
と
い
う
雑
税
を
上
納
し
、
ま
た
五
年
後
か
ら
は
通
常

の
年
貢
を
上
納
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
開
発
予
定
の
御
林
を
金
六
○
両
で
払

い
下
げ
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。
結
局
、
こ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
て
畑
や
屋
敷
地
に

開
発
さ
れ
、
正
徳
二
年
（
’
七
一
二
）
六
月
に
は
検
地
も
行
わ
れ
て
土
地
の
所
持
者

が
決
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
山
林
の
畑
へ
の
開
発
は
猪
鹿
の
被
害
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

享
保
一
○
年
二
七
二
五
）
九
月
、
安
房
国
長
狭
郡
浜
荻
村
が
作
成
し
た
議
定
書

に
は
、
本
畑
続
き
の
山
林
の
一
部
を
新
畑
に
開
発
し
た
と
こ
ろ
、
「
是
迄
猪
鹿
出
不

申
本
畑
へ
、
新
畑
開
発
ニ
付
山
続
二
相
成
候
故
、
猪
鹿
多
出
、
作
物
あ
ら
し
難
粋
」

と
い
う
状
況
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
本
畑
の

所
持
者
と
新
畑
開
発
の
者
た
ち
と
の
間
で
口
論
が
発
生
し
、
「
長
立
候
百
姓
」
の
仲

介
に
よ
り
、
「
是
迄
者
御
年
貢
へ
割
方
ハ
本
畑
・
新
畑
・
見
取
二
至
迄
夫
々
高
下
を

付
、
御
割
付
通
り
割
来
り
侯
へ
ど
も
、
已
来
納
高
辻
之
金
高
本
畑
・
新
畑
・
見
取

共
平
均
反
別
割
二
仕
、
猪
鹿
防
之
義
猟
師
共
雇
威
鉄
炮
為
打
、
右
給
金
・
塩
硝
代

共
、
猪
鹿
出
不
申
表
通
り
本
畑
・
新
畑
共
、
平
均
二
反
別
出
銭
ニ
致
し
候
」
と
い

う
和
解
案
に
よ
っ
て
決
着
を
み
て
い
る
。
新
畑
開
発
に
よ
る
本
畑
へ
の
獣
害
の
解
決

は
、
こ
の
村
で
は
猟
師
を
雇
っ
て
威
鉄
砲
に
よ
っ
て
獣
害
を
防
除
す
る
と
い
う
手
だ

て
を
講
じ
た
ば
か
り
で
な
く
、
年
貢
や
村
入
用
な
ど
の
割
り
付
け
に
も
影
響
を
与
え

た
。
こ
の
よ
う
に
、
開
発
に
よ
る
獣
害
の
発
生
に
伴
う
争
論
は
、
村
落
の
伝
統
的
な

年
貢
・
村
入
用
な
ど
の
割
賦
の
秩
序
を
改
変
す
る
機
会
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

人
は
田
畑
の
作
物
を
喰
い
荒
ら
す
猪
鹿
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
そ
の
生
息
す
る
山

林
を
開
発
し
て
畑
地
を
造
成
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
獣
害
の
防
除
の
み

な
ら
ず
、
耕
地
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
農
民
生
活
の
基
盤
を
安
定
さ
せ
る
も
の
と
も

な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
山
林
の
開
発
は
獣
害
を
よ
り
い
っ
そ
う
助
長
さ
せ
た
り

も
し
た
。
人
が
耕
地
を
求
め
て
山
林
に
食
い
込
ん
で
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
獣
害
は
避

け
ら
れ
な
か
っ
た
。
山
林
を
野
焼
き
し
て
耕
作
す
る
焼
畑
農
業
は
そ
の
最
た
る
も
の

で
、
常
に
害
獣
と
向
き
合
っ
て
い
た
。
武
蔵
国
秩
父
郡
内
の
一
部
村
々
で
行
わ
れ
た

焼
畑
農
業
は
、
そ
の
実
情
を
伝
え
て
い
評
・

季
春
よ
り
初
冬
に
至
る
ま
で
は
遠
く
一
一
一
里
も
隔
て
、
山
の
頂
き
又
は
中
腹
な

ど
を
ひ
ら
き
し
焼
畑
の
場
所
へ
虚
を
結
び
、
夫
妻
子
母
こ
閏
に
移
住
し
て
播
種

し
、
禾
熟
の
時
に
至
り
て
は
昼
は
猿
を
衛
り
、
夜
は
鹿
を
逐
ひ
、
夫
妻
み
な
処

を
異
に
し
、
あ
な
た
こ
な
た
と
山
を
越
へ
、
谷
を
隔
て
嵐
仮
り
の
小
屋
に
通
ひ

て
、
夜
な
ノ
ー
板
木
を
打
或
は
声
を
あ
げ
て
、
猪
鹿
を
防
ぐ
こ
と
風
雨
と
い
へ

ど
も
怠
ら
ず
、
其
顛
難
知
ん
ぬ
く
し
、
早
年
に
は
薄
地
に
て
作
物
傷
み
や
す
く
、

雨
多
き
年
に
は
山
谷
な
れ
ば
登
り
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
斯
る
猪
鹿
の
多
け
れ
ば
六

組
の
内
に
は
、
上
よ
り
渡
り
し
猟
師
筒
と
、
四
季
打
鉄
炮
と
合
せ
て
四
五
十
挺

も
あ
り
し
こ
と
な
り
と
云
、
さ
れ
ど
も
猪
鹿
喰
い
荒
し
も
あ
れ
ば
と
て
、
下
畑

下
々
畑
半
免
の
土
貢
を
納
め
し
と
な
り

こ
こ
に
は
焼
畑
農
業
の
現
実
の
選
び
し
さ
と
害
獣
と
対
時
す
る
姿
が
描
写
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
日
夜
猿
や
鹿
を
追
う
た
め
に
、
村
落
か
ら
離
れ
て
焼
畑
の
近
く
に
設
け

ら
れ
た
虚
と
そ
れ
と
は
別
に
つ
く
ら
れ
た
遠
隔
地
の
小
屋
に
夫
妻
別
々
に
な
っ
て
通

い
、
板
木
や
声
に
よ
っ
て
害
獣
を
駆
逐
す
る
様
子
は
焼
畑
農
業
の
き
び
し
さ
を
際
立

た
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
小
屋
掛
け
は
害
獣
の
防
除
が
主
要
な
目
的
と
な
っ
て
い
た
。

焼
畑
農
業
に
は
害
獣
の
駆
除
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
が
、
害
獣
の
存
在
を
前
提
に
し
た

農
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

農
民
は
常
に
鳥
獣
の
被
害
と
向
き
合
い
、
そ
の
駆
除
に
奔
走
し
た
が
、
そ
の
一
方

で
害
獣
の
存
在
を
是
認
し
、
開
発
し
た
畑
を
山
に
も
ど
し
て
生
存
の
途
を
さ
ぐ
る
こ

と
も
み
ら
れ
た
。
慶
応
四
年
七
月
の
上
野
国
吾
妻
郡
岡
崎
新
田
の
明
細
帳
に
は
、
「
山

下
々
畑
、
猪
鹿
荒
シ
候
二
付
、
畑
山
二
仕
、
雑
木
植
附
、
薪
二
仕
、
伊
香
保
其
外

市
場
へ
出
売
払
、
御
年
貢
足
合
二
仕
縛
」
と
あ
り
、
百
姓
林
の
一
部
を
下
々
畑
と
い
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１０ 

結
び
に
か
え
て
１
人
と
鳥
獣
と
の
共
生

農
民
の
経
験
的
な
人
智
は
、
鳥
獣
あ
る
い
は
害
鳥
獣
で
あ
っ
て
も
、
駆
除
の
対
象

と
し
て
ば
か
り
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
農
耕
に
役
立
つ
も
の
と
の
感
覚
を
も
育
ん
で
い

た
。
「
民
間
省
要
』
で
は
「
沼
田
に
し
て
常
に
水
湛
へ
、
冬
に
至
れ
ば
水
鳥
多
付
て

其
糞
を
落
し
、
年
々
に
土
肥
て
外
の
糞
し
を
入
る
餌
に
不
及
、
稲
能
出
来
実
評
」
と

述
べ
水
鳥
の
糞
の
肥
料
と
し
て
の
効
用
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
近
世
の
農
業
技
術

に
つ
い
て
詳
し
い
「
百
姓
伝
記
」
に
は
そ
の
こ
と
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
識
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
諸
鳥
の
ふ
ん
を
取
て
不
浄
と
合
し
、
く
さ
ら
せ
、
ね
か
し
、
田
畑
の

作
毛
こ
や
し
と
す
る
に
、
能
き
く
も
の
な
り
」
と
し
な
が
ら
、
過
度
の
使
用
は
肥
料

と
し
て
の
効
き
目
が
強
す
ぎ
て
作
物
が
枯
れ
て
し
ま
う
が
、
適
度
に
利
用
十
八
ぱ
「
稲

よ
く
も
て
、
真
性
に
し
て
、
米
大
し
ぽ
に
な
る
ぞ
」
と
し
て
品
質
の
よ
い
稲
が
収
種

で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
稲
の
肥
料
に
は
「
に
わ
と
り
・
鳩
の
ふ
ん
と
り
わ
け

よ
し
」
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
五
位
鷺
の
糞
を
糠
や
塵
芥
と
混
ぜ
て
寝
か
せ
、
腐
食

さ
せ
た
も
の
は
作
物
の
肥
料
と
な
り
、
烏
の
糞
も
糠
や
藁
と
混
ぜ
て
腐
食
さ
せ
れ
ば
、

「
大
方
麦
畑
の
こ
や
し
に
し
て
徳
分
多
し
」
と
す
る
。
鳶
や
鵬
・
燕
と
い
っ
た
糞
も
同

う
等
級
の
畑
地
に
開
発
し
た
が
猪
鹿
の
被
害
に
悩
ま
さ
れ
、
「
畑
山
」
と
い
う
名
目

の
山
林
に
も
ど
し
て
雑
木
を
植
林
し
、
そ
れ
を
薪
に
し
て
市
場
に
売
り
払
い
、
年
貢

の
一
部
に
充
当
し
た
と
い
う
。
開
発
畑
へ
の
猪
鹿
の
被
害
を
契
機
に
、
畑
を
山
に
も

ど
す
こ
と
で
害
獣
と
の
共
生
と
生
計
の
維
持
と
を
両
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
農
民
は
鳥
獣
害
の
防
除
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
用
具
や
施
設

を
用
い
た
ほ
か
、
獣
類
の
生
息
す
る
山
林
の
開
発
や
そ
れ
と
は
逆
に
畑
地
を
山
林
に

も
ど
す
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
い
た
。
鳥
獣
の
被
害
は
な
が
い
間
の
山
林
・
原
野
な

ど
の
耕
地
化
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
側
面
を
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
う
し
た
結
果

と
し
て
鳥
獣
の
駆
除
に
費
や
し
た
時
間
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一

方
で
、
農
民
の
害
鳥
獣
へ
の
対
策
は
経
験
的
な
学
習
を
通
じ
て
人
智
を
う
な
が
し
、

ま
た
村
や
地
域
の
結
束
を
も
う
な
が
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
農
民
の
経
験
的
学
習
は

さ
ま
ざ
ま
な
作
物
の
品
種
改
良
と
土
地
に
見
合
っ
た
作
物
の
限
定
を
う
な
が
し
て
鳥

獣
の
生
態
に
見
合
う
農
業
の
必
要
を
知
ら
し
め
さ
せ
、
き
び
し
い
条
件
下
に
あ
り
な

が
ら
も
地
域
に
適
合
し
た
農
業
を
育
ん
だ
の
で
あ
る
。

様
に
肥
料
と
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

寛
政
一
一
年
二
七
九
九
）
一
○
月
の
武
蔵
国
足
立
郡
染
谷
村
の
記
録
に
は
、

名
主
の
屋
敷
林
に
鷺
の
大
群
が
住
み
つ
い
て
「
苗
木
植
附
仕
候
得
共
、
糞
気
故
か
兎

角
生
立
不
宜
、
年
々
手
薄
罷
成
、
自
ラ
諸
鳥
込
合
候
二
付
、
屋
根
江
相
集
り
、
萱

家
二
御
座
侯
得
者
、
殊
之
外
踏
破
り
難
儀
至
極
仕
候
」
と
す
る
一
方
で
、
「
鷺
糞

少
々
宛
ハ
耕
作
仕
附
之
手
当
一
一
相
成
候
」
と
か
、
「
近
村
江
作
付
之
糞
二
売
遺
シ
、

少
々
宛
之
手
当
二
罷
成
申
繍
」
と
述
べ
鷺
の
糞
を
自
家
用
の
肥
料
の
ほ
か
、
近
村

に
も
売
り
払
っ
て
生
計
に
役
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鳥
の
糞
の
効
用
は
肥
料
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
「
百
姓
伝
記
」
に
は
「
枝
木
を

植
田
に
さ
し
置
、
な
わ
を
は
り
て
を
け
ば
、
小
鳥
羽
を
や
す
め
、
稲
に
付
虫
を
と
り

く
ら
ひ
、
虫
失
る
な
り
、
小
鳥
の
中
に
も
つ
ば
め
は
二
月
よ
り
八
月
迄
た
く
さ
ん
に

有
物
成
が
、
諸
虫
を
餌
と
す
る
、
つ
ば
め
の
ふ
ん
は
水
草
に
大
ど
く
な
る
故
、
こ
つ

ぜ
ん
と
田
の
草
う
す
く
な
る
ぞ
、
わ
づ
か
な
る
事
の
様
に
て
、
苗
代
よ
り
し
て
稲
の
色

抵

付
ま
で
、
小
鳥
壱
羽
の
喰
ふ
む
し
は
、
穂
り
て
大
分
な
る
べ
し
」
と
し
て
、
燕
は
除

虫
に
、
そ
の
糞
は
除
草
に
効
用
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

農
民
は
鳥
獣
を
必
ず
し
も
敵
視
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
長
年
の
経
験
に
基
づ
い

て
肥
料
や
除
虫
・
除
草
と
い
っ
た
側
面
で
農
耕
に
利
用
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

農
民
は
鳥
獣
の
行
動
を
作
物
の
植
え
付
け
や
収
穫
の
目
安
と
し
、
そ
の
害
も
農
耕
の

怠
慢
に
注
意
を
う
な
が
す
も
の
と
も
認
識
さ
れ
て
い
趣
・
鳥
獣
の
利
用
は
、
牛
馬
を

農
耕
に
使
っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
や
農
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
わ
た
っ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
食
料
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
が
、
殺
生
忌

避
の
伝
統
の
な
か
で
も
鳥
獣
の
一
部
は
貴
重
な
食
料
と
な
、
熊
の
肝
な
ど
の
よ
う

に
薬
用
に
用
い
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
農
民
の
害
鳥
獣
へ
の
敵
視
感
と
一
般
鳥
獣
へ
の
親
近
感
と
は
ど
の
よ
う

に
折
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
政
七
年
（
’
八
六
○
）
三
月
、
下
総
国
葛

飾
郡
藤
原
新
田
の
村
役
人
は
害
鳥
獣
駆
除
の
た
め
に
鉄
砲
を
領
主
か
ら
拝
借
し
た
際

に
、
「
田
畑
作
毛
荒
候
畜
類
之
外
、
鳥
類
者
勿
論
、
外
殺
生
堅
仕
間
敷
癖
」
と
い
う

内
容
の
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。
法
的
に
も
、
民
衆
の
感
覚
と
し
て
も
駆
除
の
対
象

と
な
っ
た
の
は
「
作
毛
荒
候
畜
類
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
民
衆

は
鳥
獣
、
あ
る
い
は
虫
さ
え
も
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
生
あ
る
も
の
と
の
感
覚
を
も
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1１ 
っ
て
い
た
し
、
無
闇
に
は
殺
生
を
し
な
か
っ
た
。
安
藤
昌
益
が
『
自
然
真
営
道
』
の

な
か
で
「
鳥
・
獣
・
虫
・
魚
ハ
、
大
ハ
小
ヲ
食
う
一
一
、
序
ヲ
以
テ
互
二
食
上
食
ル
、

四
類
ハ
四
類
ノ
食
物
ナ
リ
、
故
一
一
叺
ノ
食
物
二
非
ズ
、
之
ヲ
食
う
コ
ト
停
止
ス
、
人

一
一
備
ル
食
ハ
、
穀
・
菜
種
ノ
類
ナ
小
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
弱
肉
強
食
の
自
然

の
摂
理
の
な
か
で
四
類
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
し
、
人
と
四
類
と
の
棲

み
分
け
に
よ
っ
て
人
は
四
類
を
食
料
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
思
考
は

極
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
こ
そ
が
自
然
界
そ
の
も
の
に
備
わ
っ
て
い
る
調
和
の
原

則
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
制
限
に
生
類
を
殺
生
し
な
い
と
い
う
思
考
は
、
こ

の
社
会
で
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

生
類
の
殺
生
忌
避
は
仏
教
文
化
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
が
、
ほ
か
に
も
票
り
・
迷

信
な
ど
の
民
間
信
仰
は
こ
の
社
会
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
生
き
物
を

殺
す
と
巣
り
が
あ
る
、
バ
チ
が
あ
た
る
、
天
罰
が
く
だ
る
と
い
う
よ
う
な
迷
信
は
信
じ

ら
れ
て
い
た
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
人
々
は
殺
生
に
よ
る
票
り
を
恐
れ
て
い
た
。
こ

の
た
め
、
生
類
を
殺
す
前
や
殺
し
た
あ
と
で
は
御
祓
い
や
供
養
を
行
っ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
が
生
類
の
無
制
限
な
殺
生
を
く
い
止
め
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
下
総
国
小
金
原
地
域
は
将
軍
の
鹿
狩
り
の
舞
台
と
な
っ
た

と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
、
付
近
の
農
民
は
猪
鹿
に
よ
る
作
物
の
被
害
を
受
け
、
鉄
砲

な
ど
に
よ
り
駆
除
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
林
野
を
伐
採
し
た
り
、
焼
き
払
っ
た

り
し
て
野
獣
の
住
処
を
奪
う
と
巣
り
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
地
域
に
は
強
く

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
幕
末
の
頃
、
佐
倉
藩
主
堀
田
正
陸
が
下
総
国
習
志
野
・
下
志

津
地
域
の
台
地
の
開
墾
を
命
じ
た
際
に
、
当
時
の
家
老
某
は
下
志
津
原
の
開
墾
の
鍬

入
れ
式
に
臨
ん
で
、
山
野
の
神
に
時
勢
を
説
い
て
開
墾
の
必
要
性
を
説
明
す
る
祭
文

を
読
ん
で
い
季
。
こ
の
よ
う
に
、
林
野
を
開
墾
し
て
野
獣
の
住
処
を
奪
う
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
票
り
を
恐
れ
る
風
潮
は
こ
の
社
会
で
の
安
易
な
開
発
へ
の
抑
止
力
と

し
て
作
用
し
、
開
発
を
大
き
く
規
制
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
鳥
獣
の
殺
生
を
業
と

し
た
猟
師
さ
え
も
、
殺
生
し
た
あ
と
に
は
祭
り
を
恐
れ
て
供
養
す
る
こ
と
を
常
と
し
て

い
た
。
人
は
鳥
獣
と
の
な
が
い
付
き
合
い
の
な
か
で
、
鳥
獣
殺
生
に
と
も
な
う
迷
信

や
そ
の
票
り
を
信
じ
、
そ
の
殺
生
を
自
己
規
制
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
鹿
や
猪
な
ど
を
神
聖
視
し
て
殺
生
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
地
域
は
多
く
、
た
と

え
ば
、
奈
良
の
春
日
大
社
、
常
陸
の
鹿
島
神
宮
、
陸
前
の
金
華
山
神
社
な
ど
に
は
鹿

が
放
養
さ
れ
て
そ
れ
が
神
鹿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
鹿
の
神
聖
視
は
そ
の
殺

生
を
し
に
く
い
も
の
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
白
鹿
と
同
じ
く
、
白
猪
も
そ
の
珍
し
さ

ゆ
え
に
神
聖
視
さ
れ
、
猟
師
の
間
で
さ
え
こ
れ
を
打
た
な
い
風
潮
が
あ
っ
た
と
い
認
・

人
は
自
ら
を
「
万
物
の
長
」
と
す
る
観
念
を
も
つ
な
か
で
鳥
獣
を
食
料
と
し
、
そ

の
駆
除
を
も
し
た
が
、
一
方
で
鳥
獣
を
同
列
視
・
神
聖
視
し
て
殺
生
を
樟
り
、
ま
た

殺
生
し
た
あ
と
も
巣
り
を
恐
れ
、
御
祓
い
や
供
養
な
ど
を
行
っ
た
。
人
は
鳥
獣
の

個
々
に
迷
信
や
票
り
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
ル
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鳥

獣
と
自
己
と
を
結
び
付
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
生
活
に
し
み
通
っ
た
人
の
感
覚
が
、

鳥
獣
に
対
す
る
畏
怖
や
過
剰
な
駆
除
に
鴎
路
を
う
な
が
し
、
と
も
に
自
然
界
に
生
き

る
も
の
と
し
て
鳥
獣
に
対
す
る
自
己
規
制
や
謙
虚
さ
を
育
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
が
信
仰
で
あ
れ
、
自
粛
で
あ
れ
、
そ
の
精
神
を
持
つ
が
ゆ
え
に
人
と
鳥
獣
と
の
共

存
を
可
能
た
ら
し
め
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
人
は
鳥
獣
に
対
し
て
親
近
感

と
畏
怖
感
と
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
農
耕
に
も
活
用
し
た
し
、
無
差
別
な
乱
穫
を
も

阻
止
し
、
人
と
環
境
と
の
関
係
を
調
整
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

⑩
塚
本
学
氏
は
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
」
（
平
凡
社
選
醤
印
、

平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）
の
な
か
で
、
「
生
類
概
念
と
鳥
獣
害
１
人
獣
交
渉
史
断
章
」

と
い
う
一
章
を
設
け
、
人
と
鳥
獣
と
の
歴
史
人
類
学
的
考
察
を
行
っ
て
い
て
参
考
に
な

る
。

②
「
徳
川
実
紀
」
第
八
篇
、
三
六
五
頁
。
な
お
、
こ
の
時
の
穫
物
は
鹿
狩
り
に
参
加
し
た

番
士
な
ど
に
分
配
さ
れ
た
。

③
「
徳
川
実
紀
」
第
八
篇
、
四
○
一
頁
。

い
「
日
本
経
済
大
典
」
第
五
巻
、
四
二
三
頁
。

⑤
「
日
本
経
済
大
典
』
第
五
巻
、
一
二
一
一
一
頁
。

⑥
『
川
口
市
史
」
近
世
資
料
編
Ⅱ
、
九
八
頁
。

い
「
大
田
区
史
」
（
資
料
編
）
平
川
家
文
誓
３
、
一
○
四
六
～
七
頁
。

⑧
「
大
田
区
史
」
（
資
料
編
）
平
川
家
文
瞥
４
、
四
三
五
～
六
頁
。

⑨
「
富
津
市
史
」
史
料
集
二
、
二
○
六
～
八
頁
。
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１２ 

㈱
「
群
馬
県
史
」
資
料
編
週
、
一
五
四
頁
。

⑪
「
百
姓
伝
記
」
下
（
岩
波
文
庫
）
、
五

⑫
「
船
橋
市
史
」
史
料
編
一
一
、
三
四
頁
。

㈱
「
松
戸
市
史
』
中
巻
、
近
世
編
、
三
六
一
～
七

御
「
印
旛
村
史
」
近
世
編
史
料
集
１
、
四
七
九
頁
。

㈱
「
千
葉
県
山
武
郡
九
十
九
里
町
誌
資
料
集
」
第
Ｌ

⑩
「
祠
曹
雑
識
」
三
、
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
篭
刊
」
９
、
一
七
一
八
～
九
頁
。

⑪
「
百
姓
伝
記
」
下
（
岩
波
文
庫
）
、
五
五
頁
。

⑲
陶
繍
甑
お
ど
し
用
具
の
一
部
に
つ
い
て
は
、

０
 

オ
ー
ク
ロ
ア
ー
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
「
続
徳
川
実
紀
」
第
一
篇
、
二
七
六
’
七
頁
。

⑪
「
松
戸
市
史
」
中
巻
、
近
世
編
、
三
九
四
頁
。

⑫
嘉
永
二
年
「
小
金
原
御
狩
記
」
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

⑬
「
松
戸
市
史
」
中
巻
、
近
世
編
、
三
七
七
頁
。

⑭
『
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
五
、
二
七
八
五
号
、
一
五
五
～
六
頁
。

⑮
「
御
触
轡
寛
保
集
成
」
二
一
一
九
号
、
一
○
二
九
頁
。

⑯
「
御
触
書
寛
保
集
成
』
一
一
一
一
一
一
号
、
一
○
三
○
頁
。

⑰
拙
著
「
将
軍
の
鷹
狩
り
一
同
成
社
、
一
九
九
九
年
、
一
四
一
～
五
八
頁
。

⑱
拙
稿
「
鉄
炮
令
と
「
江
戸
十
里
四
方
」
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
「
都
市
周
辺
の
地

方
史
」
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
○
年
）
。

⑲
「
御
触
蜜
寛
保
集
成
」
二
五
二
五
号
、
一
一
八
二
～
四
頁
。

⑳
「
御
当
家
令
條
」
巻
三
一
一
、
四
七
一
号
（
「
近
世
法
制
史
料
議
欝
」
２
、
二
一
一
一
八
頁
）
。

⑳
「
御
触
書
寛
保
集
成
」
二
五
三
二
号
、
一
一
八
六
頁
。

⑫
「
御
触
書
寛
保
集
成
」
’
’
五
三
八
号
、
一
一
八
八
頁
。

⑬
「
御
触
書
寛
保
集
成
」
二
五
四
五
号
、
二
九
○
１
－
頁
。

⑭
拙
稿
「
品
川
筋
御
鷹
場
」
（
「
大
田
区
史
」
中
巻
、
一
八
五
～
二
四
一
頁
）
。

⑬
安
永
一
○
年
正
月
「
丑
歳
御
廻
状
控
帳
」
（
「
徳
丸
本
村
名
主
（
安
井
家
）
文
書
」
第

一
巻
、
一
四
頁
）
。

㈱
寛
政
三
年
正
月
「
御
用
状
井
人
馬
触
留
帳
」
（
「
船
橋
市
史
」
史
料
編
二
、
四
九
頁
）
。

⑰
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
７
、
近
世
（
４
）
、
六
七
三
頁
。

⑰
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
７
、
近
世
（
４
）
、
六
七

⑱
「
松
戸
市
史
」
中
巻
、
近
世
編
、
四
○
七
～
八
頁
。

三
六
一
～
七
一
頁
。

塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
う

第
七
輯
上
巻
、

一
五
一
１
二
頁
。

⑰
『
群
馬
県
史
」
資
料
編
、
、
一
八
八
頁
。

㈱
「
春
日
部
市
史
」
第
三
巻
、
近
世
史
料
編
Ｖ
、
三
七
１
九
頁
。

㈱
「
大
栄
町
史
」
史
料
編
Ⅱ
、
近
世
一
、
二
○
頁
。

㈹
「
日
本
財
政
経
済
史
料
」
巻
二
、
一
二
五
一
頁
。

⑪
扇
詣
脂
と
資
料
編
五
、
’
七
九
頁
。

⑫
「
天
津
小
湊
町
史
」
史
料
集
１
、
六
五
頁
。

⑬
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
第
十
二
巻
、
三
○
六
頁
。

⑭
「
群
馬
県
史
」
資
料
編
、
、
二
三
八
頁
。

㈹
「
日
本
経
済
大
典
」
第
五
巻
、
二
二
頁
。

㈹
「
百
姓
伝
記
」
上
（
岩
波
文
庫
）
、
’
七
七
～
九
頁
。

㈹
「
浦
和
市
史
」
第
三
巻
、
近
世
史
料
編
Ⅱ
、
二
一
九
～
二
一
一
頁
。

㈹
「
百
姓
伝
記
」
下
（
岩
波
文
庫
）
、
五
五
頁
。

⑲
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
」
、
二
五
八
頁
。

⑩
「
船
橋
市
史
」
史
料
編
（
四
・
下
）
、
三
五
七
頁
。

③
日
本
古
典
文
学
大
系
卯
「
近
世
思
想
家
文
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
、
六
五

七
頁
。

⑫
千
葉
徳
爾
「
狩
猟
伝
承
」
（
も
の
と
人
間
の
文
化
史
ｕ
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

七
五
年
）
、
九
五
頁
。

倒
右
に
同
じ
、
九
一
～
一
四
八
頁
。
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