
東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

-
あ
き
る
野
市
大
字
網
代
字
引
谷
の
事
例

は
じ
め
に

一
九
九
二
年
と
二
〇
〇
五
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
全
国
の
棚
田
分
布
調
査
が

実
施
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
中
島
峰
広
氏
の
「
全
国
市
町

(
-
)

村
別
の
棚
田
分
布
に
つ
い
て
-
一
九
九
二
年
と
二
〇
〇
五
年
の
比
較
-
」
に
詳

し
い
。全

体
的
に
は
東
日
本
の
棚
田
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
中

で
、
首
都
圏
の
場
合
を
見
る
と
'
千
葉
県
・
神
奈
川
県
で
は
九
二
年
に
続
い
て

〇
五
年
に
お
い
て
も
複
数
地
区
で
存
在
し
、
千
葉
県
鴨
川
市
の
大
山
千
枚
田
は

全
国
的
に
も
そ
の
保
全
活
動
が
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

埼
玉
県
で
は

九
二
年
に
O
で
あ
っ
た
も
の
が
、
〇
五
年
に
は
秩
父
地
方
で
の
報
告
が
あ
り
へ

こ
の
間
の
棚
田
保
全
の
努
力
が
実
を
結
ん
だ
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
へ
東
京
都
に
お
い
て
は
九
二
年
に
お
い
て
も
〇
五
年
に
お
い
て
も
報

告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
棚
田
空
白
区
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
自
身
へ

東
京
都
の
奥
多
摩
町
に
生
ま
れ
へ
確
か
に
こ
の
地
に
は
わ
さ
び
畑
(
大
量
の
水

を
必
要
と
す
る
)
は
あ
っ
て
も
'
棚
田
は
な
か
っ
た
と
納
得
し
っ
つ
も
、
幼
い

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

海
老
津

衷

頃
、
祖
母
の
実
家
の
あ
っ
た
青
梅
市
内
の
小
曽
木
地
区
で
は
小
さ
な
谷
間
に
水

田
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
存
在
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

時
代
の
変
遷
で

多
摩
地
域
の
棚
田
は
消
滅
し
た
も
の
か
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇

写真1　弁天山の棚田(2005年8月20日撮影)

五
年
に
あ
き
る
野
市

の
自
宅
か
ら
約
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離

れ
た
弁
天
山
の
麓
を

歩
い
て
い
た
と
こ

ろ
、
小
さ
な
谷
間
に

水
田
が
営
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
た

(
写
真
-
参
照
)
0こ

の
地
は
'
旧
五
目
市

町
の
大
字
網
代
字
引

谷
(
ひ
き
や
)
で
、

秋
川
渓
谷
の
景
勝
地

三



図1あきる野市弁天山の棚田(国土地理院発行2万5千分の1地形図(拝島))

と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た

(
図
1
参
照
)
。

都
内
の
丘
陵
地
に
あ
る

水
田
と
し
て
は
貴
重
な
存
在
で
あ
-
、
現
況
と
そ
の
歴
史
的
環
境
に
つ
い
て
若

干
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
み
た
。

図2　東京都法務局西多摩支局所蔵図面(あきる野市網代)

一
水
田
の
現
況
と
耕
作
の
実
態

東
京
法
務
局
西
多
摩
支
局
(
福
生
市
所
在
)
　
の
図
面
に
よ
れ
ば
(
図
2
参
照
)
、
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京
都
弁
天
山
の
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田
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図3　空中写真測量図「弁天山の棚田(東京都あきる野市)」 (1974年)
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写真2　大字網代小字集成図



r
a
乃

こ
の
地
は
あ
き
る
野
市
網
代
字
引
谷
の
二
七
～
1
二
二
番
地
で
あ
る
.

国
土

地
理
院
が
一
九
七
四
年
に
撮
影
し
た
空
中
写
真
に
基
づ
い
て
図
面
を
作
成
し
た

と
こ
ろ
(
原
図
二
〇
〇
分
の
1
)
l
六
両
の
水
田
あ
る
い
は
水
田
跡
と
考
え
ら

れ
る
平
坦
面
が
確
認
で
き
る
(
図
3
参
照
)
0

便
宜
の
た
め
下
か
ら
番
号
を
付
し

た
が
'
公
図
で
は
二
七
番
か
ら
一
二
〇
番
ま
で
が
①
～
⑨
の
面
に
、
一
二
一

番
と
一
二
二
番
が
⑲
～
⑮
の
面
に
対
応
す
る
。

公
図
は
土
地
の
権
利
関
係
を
示

す
も
の
で
あ
り
'
土
地
の
形
態
を
直
接
的
に
示
す
も
の
で
は
な
い
が
'
ほ
ぼ
対

応
し
て
お
り
、
数
画
に
-
つ
の
地
番
を
振
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
～
⑨
を
甲
群
と
し
、
⑲
～
⑬
を
乙
群
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
斜
度
を
測
る
と
A

群
が
二
〇
分
の
一
二
一
三
八
t
B
群
が
二
〇
分
の
一
・
五
六
五
と
な
り
へ
い
ず

れ
も
一
九
九
二
年
に
農
林
水
産
省
が
定
め
た
斜
度
二
〇
分
の
一
以
上
と
な
り
、

棚
田
と
見
な
し
て
差
し
支
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

(
3
)

こ
の
棚
田
の
近
年
の
状
況
を
語
る
も
の
と
し
て
'
「
大
字
網
代
小
字
集
成
図
」

が
あ
る
(
写
真
2
参
照
)
0
旧
五
日
市
町
が
行
政
の
必
要
上
作
成
し
た
も
の
で
も

縮
尺
を
二
千
四
百
分
の
一
と
し
へ
小
字
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
字
図
を
大
字
単
位

で
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

作
製
し
た
正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
'
東
境

に
「
秋
川
市
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
続
期
間
(
一
九
七
二
年
～
一
九
九

五
年
)
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

地
番
ご
と
に
地
目

の
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
も
Ⅱ
が
水
田
へ
Ⅱ
が
畑
、
金
が
山
林
へ
並

が
原
野
と
な
っ
て
い
る
。

引
谷
の
棚
田
部
分
に
注
目
す
る
と
'
二
七
番
地
、

二
八
番
地
へ
二
九
番
地
へ
一
二
〇
番
地
、
一
二
一
番
地
、
〓
≡
番
地
は

水
田
奉
不
と
な
っ
て
お
り
へ
二
六
番
地
、
一
二
三
番
地
が
原
野
と
な
っ
て
い

六

る
。し
た
が
っ
て
へ
最
近
ま
で
地
目
の
上
で
水
田
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
こ
こ
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。

な
お
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
は
漢
数
字
で
面
積

(
平
米
)
が
記
さ
れ
て
い
る
。

r
a
氏

旧
公
図
に
は
、
「
増
戸
村
網
代
引
谷
二
十
1
枚
ノ
内
五
号
九
十
二
番
よ

り
百
二
十
六
番
に
至
る
」
が
あ
り
へ
こ
の
地
の
か
つ
て
の
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
増
戸
村
は
一
八
八
九
年
に
近
世
村
を
合
併
す
る
形
で
生
ま
れ
へ

一
九
六
〇
年
に
五
日
市
町
と
な
っ
て
い
る
の
で
'
こ
の
間
の
状
況
を
示
す
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
'
彩
色
が
あ
り
へ
田
(
黄
色
)
・
畑
(
茶
色
)
・
宅

地
(
白
色
に
屋
根
型
の
記
号
を
加
え
る
)
・
道
(
赤
色
)
・
川
(
藍
色
)
・
山

林
(
緑
色
)
・
芝
地
(
黄
土
色
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
治
時
代
に
製
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
-
、
宅
地
の
表
現
に
近
世
村
落
図
的
な
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
勘
案
す
る
と
全
国
的
に
字
図
が
作
成
さ
れ
た
明
治
二
十
年
代
の
前
半
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
後
年
の
写
し
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一
九
六
〇
年
以
前
の

状
況
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

現
在
の
公
図
の
筆
界

は
、
ほ
ぼ
旧
公
図
を
踏
襲
し
て
お
-
、
公
図
の
二
六
番
と
1
二
三
番
は
芝
地

と
な
っ
て
い
る
。
二
七
・
二
八
・
一
l
九
二
二
〇
番
地
の
甲
群
は
'
旧

公
図
に
お
い
て
畦
畔
の
線
が
さ
ら
に
二
本
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
変

更
は
な
-
、
黄
色
に
塗
ら
れ
'
「
田
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
二

一
一
二
二
番
地
の
乙
群
に
お
い
て
は
さ
ら
に
五
本
の
畦
畔
の
線
が
加
え
ら
れ
、

旧
公
図
の
方
が
棚
田
景
観
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
ち
ら
も
黄

色
に
塗
ら
れ
'
「
田
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
へ
こ
の
地

は
明
治
か
ら
昭
和
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
確
実
に
地
目
上
の
水
田
で
あ
り
'
棚
田
と



呼
ば
れ
る
景
観
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

調
査
を
行
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
時
点
に
お
い
て
、
乙
群
は
山
林
化
し
て
お
り
、

甲
群
の
み
で
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
た
。

水
田
を
所
有
し
て
い
る
の
は
、
網
代
に

居
住
す
る
野
島
誠
五
郎
氏
で
、
弟
の
野
島
福
松
氏
の
お
二
人
か
ら
聞
き
取
-
調

u
s

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

①
は
、
近
年
水
田
耕
作
さ
れ
て
お
ら
ず
へ
空
き
地

と
な
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
に
使
わ
れ
る
。

②
は
、
ホ
-
ロ
ク
と
呼
ば

れ
る
と
こ
ろ
で
へ
素
焼
き
の
平
た
い
土
鍋
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
水
持
ち

が
悪
-
、
直
ぐ
乾
燥
す
る
。

③
は
オ
オ
タ
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地
で
最
も
大
き
い

水
田
で
も
耕
作
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

④
は
ナ
ガ
タ
と
い
う
細
長
い
水
田
で

水
持
ち
も
ま
ず
ま
ず
で
あ
る
。

⑤
は
水
持
ち
が
良
く
、
こ
こ
を
苗
床
に
し
た
。

わ
ず
か
な
が
ら
湧
水
が
あ
る
。

⑥
と
⑦
は
水
持
ち
が
悪
く
⑧
と
⑨
は
小
さ
く

て
こ
の
4
枚
は
水
田
農
耕
に
適
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

②
～
⑨
の
水
田
の

合
計
面
積
は
六
畝
ほ
ど
で
籾
で
七
俵
ほ
ど
の
収
穫
で
あ
っ
た
。

乙
群
の
水
田

(
6
)

は
、
岸
速
男
氏
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
既
に
休
耕
田
に

し
た
が
、
水
が
な
-
、
陸
稲
を
栽
培
す
る
方
が
楽
で
あ
っ
た
。

水
田
七
枚
の
合

計
は
五
畝
ほ
ど
で
、
籾
に
し
て
三
俵
の
収
穫
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
谷
田
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
あ
ま
り
用
水
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

南
辺
に
水
路
が
あ
る
の
だ

が
'
常
に
流
水
が
あ
る
よ
う
な
沢
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

水
量
が
な
い
谷
間
で

あ
っ
た
た
め
、
河
川
の
状
態
を
示
す
よ
う
な
浸
食
は
な
-
、
小
谷
全
体
を
水
田

化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
見
合
う
用
水
は
確
保
で
き
な
か
っ

た
と
い
え
よ
う
。

湧
水
が
あ
れ
ば
、
小
溜
め
池
を
築
造
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

こ
と
で
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
⑤
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
こ
こ
を
池
と
し

て
以
下
の
水
田
を
荘
漉
し
て
い
た
時
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
水
田
化

の
意
識
が
先
行
し
て
さ
ら
に
上
流
部
に
開
発
が
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

日
本
人

の
水
田
に
対
す
る
執
念
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
'
不
安
定
耕
地
を
多
く

含
む
棚
田
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二
〇
〇
五
年
の
段
階
で
、
こ
の
地
を
耕
し
て
い
る
の
は
'
自
然
体
験
を
重
視

す
る
「
こ
ろ
り
ん
村
幼
児
園
」
(
あ
き
る
野
市
菅
生
)
の
保
護
者
の
有
志
の
人
た

ち
で
、
子
供
た
ち
に
田
植
え
の
体
験
を
さ
せ
へ
モ
チ
米
を
栽
培
L
t
収
穫
後
は

モ
チ
つ
き
大
会
を
し
て
、
お
米
の
で
き
る
プ
ロ
セ
ス
を
子
供
た
ち
に
理
解
さ
せ

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

所
有
者
の
野
島
氏
も
こ
の
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
積
極
的
に
支
援
し
て
い
る
。

賛
同
者
は
三
〇
名
ほ
ど
い
る
が
'
実
際
に

耕
作
に
携
わ
れ
る
人
は
一
〇
名
程
度
で
あ
る
と
い
う
。

〇
五
年
に
は
'
天
気
が

良
-
、
降
雨
も
あ
っ
て
成
長
は
順
調
で
あ
る
が
'
農
薬
と
肥
料
を
使
わ
ず
に
行

っ
て
い
る
た
め
へ
い
も
ち
病
が
発
生
し
た
が
、
自
然
治
癒
し
た
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。既

に
こ
の
よ
う
な
形
で
五
年
程
度
継
続
し
て
お
-
、
今
後
も
持
続
さ
せ

た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
は
西
多
摩
地
域
一
帯

に
居
住
し
て
お
-
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
自
動
車
で
二
〇
分
以
上
か
け
て
こ
の
地

に
や
っ
て
-
る
。

全
国
的
に
見
て
棚
田
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
は
む
し
ろ
近
距

離
に
属
す
る
方
か
も
し
れ
な
い
が
'
野
島
氏
も
高
齢
で
、
小
規
模
な
水
田
で
は

あ
る
が
維
持
し
て
い
-
の
は
容
易
で
は
な
い
。

乙
群
所
有
者
の
岸
達
男
氏
が
語

る
と
こ
ろ
で
は
、
網
代
の
北
辺
を
流
れ
る
秋
川
に
は
大
き
な
堰
が
か
け
ら
れ
、

網
代
村
の
対
岸
に
あ
る
山
田
村
お
よ
び
そ
の
東
隣
の
引
田
村
に
は
合
わ
せ
て
一

七



○
町
歩
程
度
の
水
田
が
あ
-
'
大
き
な
苦
労
を
す
る
こ
と
な
-
'
収
穫
で
き
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
へ
多
摩
川
の
支
流
で
最
大
の
水
量
を
誇
る
秋
川
は

網
代
地
区
を
境
と
し
て
上
流
と
下
流
で
は
大
き
-
そ
の
景
観
が
変
わ
る
。

下
流

で
は
近
世
村
落
を
単
位
と
し
て
一
ケ
村
に
一
つ
程
度
大
き
な
井
堰
が
あ
-
'
そ

こ
か
ら
水
路
が
引
か
れ
て
規
模
の
大
き
な
水
田
が
営
ま
れ
て
い
た
。

現
在
で
は

サ
マ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
遊
園
地
や
住
宅
団
地
な
ど
に
変
貌
し
'
水
田
は
大
幅
に

減
少
し
た
が
、
井
堰
は
そ
の
ま
ま
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

一
方
も
網

代
よ
り
上
流
の
秋
川
は
深
い
渓
谷
と
な
り
へ
水
田
開
発
の
可
能
な
地
は
限
ら
れ
、

鮎
漁
な
ど
の
適
地
と
な
る
。

と
り
わ
け
へ
網
代
に
お
い
て
は
、
丘
陵
地
に
深

谷
が
刻
ま
れ
る
様
相
を
呈
し
て
お
-
'
棚
田
以
外
の
水
田
を
確
保
す
る
こ
と
は

難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。

二
　
棚
田
と
し
て
の
位
置
づ
け

筆
者
は
棚
田
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
へ
水
資
源
を
供
給
す
る
視
点
か

Q
乃

ら
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
き
た
。

A
型
(
長
水
路
型
)

日
本
で
は
十
九
世
紀
以
降
に
な
っ
て
全
国
的
に
展
開
す
る
も
の
で
'
尾
根
の

中
腹
お
よ
び
頂
上
の
水
路
開
削
が
進
み
、
山
林
の
一
部
や
段
々
畑
を
一
気
に
棚

田
化
し
た
も
の
で
あ
る
。現

地
景
観
の
特
徴
と
し
て
は
張
-
出
し
た
尾
根
を
巻

-
よ
う
な
壮
大
な
棚
田
と
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。乾
田
で
あ
-
'
生
産
効

率
は
よ
い
が
何
ら
か
の
理
由
で
水
路
を
切
断
さ
れ
た
時
に
は
収
穫
は
仝
-
期
待

A

で
き
な
い
。

B
型
(
迫
田
型
)

十
三
世
紀
以
降
、
荘
園
史
料
で
も
確
認
で
き
る
も
の
で
、
狭
い
谷
間
を
這
う

よ
う
に
上
る
棚
田
で
あ
る
。

水
量
の
多
い
湧
水
点
(
九
州
で
は
イ
ノ
コ
な
ど
と

呼
ぶ
)
が
あ
る
場
合
に
は
発
達
し
た
も
の
と
な
る
。

多
-
の
場
合
湿
田
で
あ
り
'

中
世
に
は
安
定
し
た
収
量
を
見
込
め
る
水
田
と
し
て
、
領
主
の
直
轄
田
と
な
る

場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
'
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
生
産
効
率
の
高
い
水
田
と

は
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

C
型
(
短
水
路
乾
田
塑
)

谷
の
開
口
部
や
丘
陵
地
の
先
端
部
分
な
ど
比
較
的
開
か
れ
た
空
間
に
展
開
さ

れ
る
も
の
で
、
水
田
の
造
成
に
あ
た
っ
て
土
砂
の
切
-
盛
り
を
と
も
な
う
も
の

で
中
世
の
領
主
館
を
築
造
す
る
技
術
と
共
通
性
を
有
す
る
0

谷
川
か
ら
の
短
い

水
路
を
必
要
と
す
る
。

J
,
I
l
l

当
初
'
A
型
と
B
型
の
み
を
考
え
て
い
た
が
'
二
〇
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
第

二
回
棚
田
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
し
た
際
に
、
C
型
こ
そ
「
棚
田
」

と
い
う
用
語
の
発
生
に
関
わ
る
基
本
的
な
類
型
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
へ
追

加
し
た
も
の
で
あ
る
。
A
型
は
日
本
に
お
い
て
は
t
l
九
世
紀
以
降
も
ト
ン
ネ

ル
工
事
を
伴
う
長
大
な
水
路
工
事
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
'
形
態
的
に

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
な
ど
に
お
い
て
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
-
、

ア
ジ
ア
的
な
広
が
り
が
あ
る
。

B
型
は
ヤ
チ
ダ
(
谷
田
)
へ
ヤ
ツ
ダ
(
谷
田
)
、

ヤ
ト
ダ
(
谷
戸
田
)
も
サ
コ
タ
(
迫
田
)
な
ど
と
も
呼
ば
れ
へ
日
本
の
地
勢
に
適

合
し
て
い
て
関
東
以
西
に
広
-
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
後
期
か
ら



本
格
化
す
る
名
主
と
呼
ば
れ
る
独
立
農
民
に
よ
る
開
発
は
こ
れ
が
一
番
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
を
占
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
C
型
は
小
領
主
が
丘
陵
上
に
居
館
を
築

く
よ
う
に
な
る
南
北
朝
期
か
ら
本
格
化
す
る
も
の
で
、
か
な
-
の
土
木
工
事
が

必
要
で
あ
-
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
性
格
を
有
す
る
。

「
棚
田
」
と
い
う
語
義
は
C
型

E
J

か
ら
生
ま
れ
へ
や
が
て
B
型
・
A
型
を
も
含
む
総
体
的
な
用
語
へ
と
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
類
か
ら
す
れ
ば
'
弁
天
山
の
棚
田
は
B
型
に
な
る
が
、
二
章

で
述
べ
た
よ
う
に
当
初
は
甲
群
の
水
田
の
う
ち
へ
⑤
を
湧
水
点
と
す
る
④
・

③
・
②
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
地
を
、
山
林
に
囲
ま

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
見
る
な
ら
ば
へ
開
発
は
遅
-
、
近
代
に
入
っ
て

か
ら
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
貴
志

嶋
神
社
に
向
か
う
道
が
こ
の
棚
田
に
寄
-
添
う
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
(
写
真
3
参
照
)
0

大
字
網
代
の
字
引
谷
は
、
旧
公
図
に
よ
る
と
ほ
ぼ
全
域
を
山
林
が
占
め
て
い

て
、
耕
地
は
少
な
-
'
屋
敷
と
畑
地
も
1
カ
所
に
固
ま
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
へ
引
用
と
い
う
深
い
浸
食
谷
が
字
引
谷
の
南
辺
を
通
り
、

そ
の
支
流
か
ら
引
水
す
る
水
田
が
弁
天
山
の
棚
田
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
面

積
で
措
か
れ
て
い
る
。

こ
の
水
田
は
安
定
的
な
用
水
が
供
給
さ
れ
、
収
量
も
弁

天
山
の
場
合
よ
-
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

網
代
村
に
関
し
て
は
'
名
主
で

あ
っ
た
網
代
氏
に
文
書
が
残
さ
れ
て
お
-
'
近
世
の
耕
地
状
況
を
示
す
文
書
が

存
在
す
る
。「
寛
文
七
丁
未
年
三
月
二
日
武
蔵
国
多
麻
郡
網
代
村
御
検
地
水
帳
」

(
1
0
)

に
よ
れ
ば
'
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)
に
田
畑
合
わ
せ
て
九
町
二
段
四
畝
一
一
十

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

写真3　貴志嶋神社の参道と鳥居

五
歩
と
あ
-
'
耕

地
の
少
な
い
村
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。一
番
か
ら

三
六
三
番
ま
で
記

さ
れ
'
所
在
の
地

字
が
明
ら
か
な
も

の
と
不
明
な
も
の

が
あ
る
が
、
幸
い

に
も
「
字
引
谷
」

の
記
載
が
あ
り
、

他
の
資
料
と
の
照

合
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。そ

の
記

我
が
あ
る
も
の
を
列
挙
す
る
。

～
-
)
字
引
谷
四
拾
九
番

(
2
)
字
引
谷
五
拾
番

(
3
)
六
拾
壱
番

(
4
)
字
引
谷
七
拾
九
番

(
5
)
溝
谷
百
六
番

(
6
)
字
引
谷
弐
百
弐
十
八
番

(
7
)
字
引
谷
弐
百
五
拾
四
番

九
間

四
間

下
畑
一
畝
六
歩
　
彦
三
郎

諦
川
下
畑
壱
畝
拾
九
歩
同
人

晶
ひ
き
や
下
々
畑
弐
拾
八
歩

諦
下
々
田
弐
歩
七
郎
右
衛
門

源
右
衛
門

2縞
下
々
畠
拾
八
歩

語
間
切
畑
弐
拾
弐
歩

縞
切
畑
壱
畝
五
歩

同
人
(
茂
左
街
門
)

い
な
柑
久
右
衛
門

弥
兵
衛
九



(
8
)
字
引
谷
弐
百
七
拾
番

r
'
.

i
e
y
呼

八
開

下
畑
六
畝
四
歩
　
五
兵
衛

(
9
)
字
引
谷
三
百
四
拾
三
番
甜
下
田
弐
拾
弐
歩
畑
成
茂
左
衛
門

(
3
)
の
み
は
地
目
の
上
に
「
ひ
き
や
」
と
記
さ
れ
'
他
の
地
名
記
載
と
位
置

が
異
る
が
'
筆
致
は
寛
文
年
間
の
も
の
で
へ
こ
の
時
期
か
ら
「
引
谷
」
は
「
ひ

き
や
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
う
ち
、
水
田
は
(
4
)
と

(
9
)
の
二
カ
所
で
'
小
規
模
な
が
ら
大
字
網
代
字
引
谷
の
公
図
に
記
さ
れ
た
水

田
は
寛
文
年
間
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。た
だ
し
、
(
9
)
に

は
「
畑
成
」
の
記
載
が
あ
-
'
用
水
の
不
足
は
当
時
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
安
定
的
な
水
田
と
は
な
っ
て
い
な
い
。な
お
、
こ
の
検
地
帳
に
は
、

「
引
谷
萱
戸
」
と
い
う
字
名
が
あ
り
、
「
引
谷
」
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
も
の

(
1
2
)

が
あ
る
.第
一
章
で
言
及
し
た
「
大
字
網
代
小
字
集
成
図
」
の
な
か
に
「
字
引

谷
ケ
谷
戸
」
が
あ
る
。こ
れ
に
は
多
-
の
宅
地
が
載
せ
ら
れ
、
網
代
村
の
中
心

地
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。『
角
川
日
本
地
名
辞
典
』
の
巻
末
小
字
一
覧
に
は

「
並
沢
'
揚
場
沢
、
城
山
、
瀬
戸
、
引
谷
へ
下
ケ
谷
戸
、
門
口
へ
薗
峰
、
坪
松
、

八
丁
地
へ
松
畑
、
御
前
石
へ
長
尾
へ
秋
伏
'
網
代
山
、
蟹
ケ
人
へ
引
谷
ケ
谷
戸
へ

赤
坂
、
船
窪
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。こ

の
よ
う
に
「
引
谷
」
と
「
引
谷
萱
戸
」

m
e
t

(
引
谷
ケ
谷
戸
)
は
ま
っ
た
-
別
の
字
で
あ
っ
た
が
へ
そ
の
伝
統
は
既
に
寛
文
期

に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
。

2

文
政
一
二
年
(
一
八
二
九
)
八
月
の
「
取
下
場
小
前
帳
」
に
よ
れ
ば
'
引
谷

の
水
田
四
カ
所
が
取
り
下
げ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

(
-
)
一
引
谷
董
下
田
一
畝
弐
歩
新
蔵
(
印
)

芝
地
成
起
返
了
取
下

e
x
,
)
I
引
谷
十
八
番
下
々
田
四
歩
.

儀
書
(
印
)

芝
地
成
起
返
候
取
下

(
c
o
)
|
同
所
十
九
番
下
々
田
壱
畝
五
歩
勇
吉
(
印
)

丑
山
崩
芝
地
成
取
下

(
4
)
一
引
谷
廿
-
下
々
田
一
畝
廿
四
歩
同
寺
(
印
)

丑
山
崩
芝
地
成
取
下

こ
こ
で
示
さ
れ
た
番
号
は
、
取
下
地
を
列
挙
し
た
番
号
で
あ
り
、
寛
文
七
年

の
検
地
帳
の
筆
毎
に
振
ら
れ
た
番
号
と
は
一
致
し
な
い
。ま

た
、
ま
た
寛
文
検

地
帳
と
文
政
取
下
帳
で
は
引
谷
の
水
田
で
畝
歩
が
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。寛

文
検
地
帳
で
は
、
三
四
三
筆
の
総
て
の
田
畑
に
字
が
明
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
'
文
政
一
二
年
の
田
畑
石
高
か
ら
除
去
さ
れ
た
地
が
含
ま
れ
て
い

た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
寛
文
検
地
帳
で
確
認
で
き
る
も
の

以
外
に
も
引
谷
に
は
水
田
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
自
然
条
件
の
厳
し
さ
か
ら

そ
れ
ら
が
山
林
化
し
て
い
る
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
3

明
治
初
年
に
作
成
さ
れ
た
「
検
地
取
調
帳
写
」
は
、
一
八
七
二
年
(
明
治
五
)

か
ら
1
八
七
三
年
(
明
治
六
)
に
か
け
て
の
地
租
改
正
の
準
備
の
た
め
、
寛
文

検
地
帳
を
書
写
し
、
さ
ら
に
当
時
の
耕
作
者
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。近

代
の
税
制
・
土
地
制
度
を
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
必
須
の
作
業
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
'
検
地
取
調
帳
写
の
記
載
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い

る
。

(
-
)
-
九
番
下
畑
一
畝
六
歩
新
助

(
2
)
嘉
番
下
畑
一
畝
拾
八
歩
外
弐
±
二
歩
入
新
助

彦
三
郎

同
人



(
3
)
甜
新
郎
下
々
畑
弐
拾
八
歩

(
4
)
七
慧
番
下
々
田
弐
歩
山
二
成
翠
帳

(
5
)
百
六
番
下
々
畑
拾
八
歩

(
6
)
二
百
叉
番
切
畑
廿
拾
弐
歩

(
7
)
弐
宝
十
四
番
切
畑
壱
畝
五
歩

(
8
)
二
百
七
拾
一
番
下
畑
六
畝
四
歩

(
9
)
-
-
三
番
下
田
弐
拾
歩
山
二
蚊
雫

新
助

弥
左
衛
門

佐
右
衛
門

五
兵
衛

禅
昌
寺

イ
ナ
新
助

新
助

源
右
衛
門

七
郎
左
衛
門

茂
左
衛
門

久
右
ヱ
門

弥
兵
衛

五
兵
衛

茂
左
衛
門

以
上
の
よ
う
に
、
記
載
順
の
番
号
が
共
通
す
る
た
め
'
寛
文
検
地
帳
と
の
照

合
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
へ
検
地
取
調
帳
に
は
地
字
が
ほ
と
ん
ど
記

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
'
地
字
の
異
同
は
確
認
で
き
な
い
が
'
こ
こ
で
は

寛
文
検
地
帳
に
示
さ
れ
た
地
字
に
沿
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

寛
文
検

地
帳
の
作
人
が
そ
の
ま
ま
示
さ
れ
、
そ
れ
に
検
地
取
調
帳
作
成
時
の
作
人
を
記

入
し
た
も
の
で
あ
る
が
へ
こ
の
時
代
に
は
所
有
者
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
に
な
っ
て

い
た
ー
(
^
)
の
よ
う
に
個
人
の
所
有
で
は
な
-
'
檀
家
寺
で
あ
る
禅
昌
寺
に
変

わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

(
4
)
お
よ
び
(
9
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
引
谷

に
あ
っ
た
水
田
は
二
カ
所
と
も
取
下
地
と
な
っ
て
い
る
。

無
主
地
と
は
な
っ
て

い
な
い
が
'
水
田
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の
後
、

旧
公
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
引
谷
の
地
に
は
再
び
水
田
が
形
成
さ
れ
た
。

農
業
土
木
的
に
見
て
新
た
な
技
術
が
取
-
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
第

一
章
で
み
た
よ
う
に
合
計
一
反
一
畝
ほ
ど
の
水
田
が
切
-
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

近
代
社
会
の
人
口
増
加
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
人
の
米
作

に
対
す
る
執
念
に
感
動
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

安永2年(1773)空地絵図

三
棚
田
の
歴
史
的
環

境網
代
家
文
書
に
は
、
村
絵

図
と
呼
べ
る
も
の
は
見
あ
た

ら
な
い
が
'
安
永
二
年
(
一

七
七
三
)
一
二
月
に
新
田
開

発
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に

「
空
地
絵
図
」
が
作
成
さ
れ

(
」
)

た
(
写
真
4
)
。

こ
の
開
発

は
'
網
代
村
の
東
端
で
、
秋

川
の
氾
濫
原
で
あ
-
'
引
田

村
及
び
山
田
村
と
接
す
る
地

で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

絵
図
は
簡
略
な
が
ら
網
代
村

全
体
を
傭
轍
し
て
お
-
へ
こ

の
時
期
の
貴
重
な
情
報
が
含

ま
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
開
発
地
を
見
る
と
、

①
八
畝
三
歩
、
②
二
畝
三
歩
、

③
一
畝
三
歩
へ
④
二
一
歩
の

蝣



合
計
l
反
丁
畝
三
〇
歩
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が
、
水
田
の
乏
し
い
網
代
村
に
と

2
)

っ
て
は
'
大
き
な
恵
み
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
絵
図
が
村
全
体
を
措
い

た
の
は
'
開
発
地
の
位
置
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
へ
こ
の
村
が
い
か
に
水
田

が
乏
し
-
今
回
の
開
発
の
意
義
が
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
っ

sた
と
推
測
さ
れ
る
。

網
代
村
は
'
三
つ
の
深
い
谷
が
刻
ま
れ
'
三
分
割
さ
れ
た

台
地
上
に
集
落
が
営
ま
れ
て
い
る
の
を
特
徴
と
す
る
が
、
こ
の
絵
図
に
は
そ
れ

3
慨
E

ぞ
れ
に
「
居
付
」
と
呼
ば
れ
る
屋
敷
群
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
と
は
表
現
が
異
な

る
堂
字
が
三
つ
描
か
れ
て
い
る
。

①
「
禅
昌
寺
」
(
御
除
地
)
②
堂
名
不
記
(
御

朱
印
地
)
③
「
弁
才
天
堂
」
(
御
朱
印
地
)
で
あ
-
、
②
は
そ
の
位
置
か
ら
弁
才

2
)

天
堂
の
別
当
寺
で
あ
る
妙
台
寺
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
ほ
か
へ
山
の

陰
に
民
家
と
は
異
な
る
屋
根
が
わ
ず
か
に
見
え
る
が
'
こ
れ
は
『
新
編
武
蔵
風

土
記
稿
』
に
示
さ
れ
た
揚
場
権
現
社
で
あ
ろ
う
。

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
で
は

五
十
年
前
に
泉
源
は
途
絶
え
た
と
さ
れ
る
が
そ
の
後
も
温
泉
と
し
て
存
在
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
へ
こ
の
絵
図
の
耕
地
の
記
載
を
見
た
い
。

絵
図
中
に
、

「
畑
」
が
三
カ
所
、
「
切
畑
」
が
二
カ
所
に
記
さ
れ
'
「
田
」
が
三
カ
所
に
記
さ
れ

て
い
る
。こ

の
う
ち
二
カ
所
は
、
南
の
山
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
小
字
「
蟹

ヶ
入
」
・
「
網
代
山
」
と
「
並
沢
」
の
境
目
を
流
れ
る
沢
の
上
流
部
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
山
中
に
記
載
が
あ
-
'
奇
異
な
感
が
あ
る
が
、
水
田
の
少
な
い
網

代
村
の
中
で
は
最
も
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
で
は
五
日

市
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
敷
地
内
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
-
、
そ
の
景
観
は
失
わ

れ
て
い
る
。
残
-
一
つ
の
「
田
」
に
つ
い
て
は
妙
台
寺
の
脇
の
谷
の
上
流
に
措

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
弁
天
山
の
裾
野
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
は
「
田
」
の
記

二
一

載
は
な
い
。
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
'
寛
文
七
年
の
段
階
で
存
在
し
た
弁
天
山

の
棚
田
は
'
空
地
絵
図
の
描
か
れ
た
安
永
二
年
の
段
階
で
い
っ
た
ん
消
滅
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
こ
の
絵
図
は
そ
の
事
実
を
伝
え
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
へ
水
資
源
に
乏
し
-
'
土
砂
災
害
も
起
こ
り
や
す

い
こ
の
地
が
何
故
注
目
さ
れ
て
寛
文
年
間
以
前
に
水
田
開
発
の
努
力
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
述
の
よ
う
に
弁
天
山
の
棚
田
群
の
横
に
は
朱
の
鳥
居
が
あ
り
'
目
を
引

存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鳥
居
は
網
代
村
の
鎮
守
で
あ
る
貴
志
嶋
神
社
の
参

道
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
神
社
の
祭
神
は
'
い
わ
ゆ
る
宗
像
三
女
神
の
一

神
と
し
て
知
ら
れ
る
市
杵
島
姫
命
で
あ
-
、
明
治
初
年
の
神
仏
判
然
令
で
明
確

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
社
号
は
弁
財
天
で
、
現
在
で
も
一
般

に
は
「
網
代
の
弁
天
様
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

貴
志
嶋
神
社
の
社
殿
は
、

尾
根
上
の
削
平
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
が
'
弁
天
山
の
頂
上
(
図
1
参
照
)
に

は
洞
穴
が
あ
と
一
九
七
三
年
に
行
わ
れ
た
「
網
代
弁
天
洞
穴
発
掘
調
査
」
に

8
)

よ
っ
て
弥
生
時
代
に
遡
る
洞
穴
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
洞

穴
に
は
室
町
時
代
に
成
立
し
た
七
福
神
信
仰
が
い
ち
早
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
で
知
ら
れ
、
石
造
の
大
黒
天
像
や
毘
沙
門
天
像
な
ど
が
安
置
さ
れ
て
い
た
0

現
在
貴
志
嶋
神
社
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
大
黒
天
像
は
、
総
高
三
五
セ
ン
チ
、

給
幅
二
八
セ
ン
チ
ほ
ど
の
伊
奈
石
製
の
も
の
で
も
背
面
に
「
文
明
九
年
丁
酉
閏

S
)

正
月
六
日
」
の
紀
年
銘
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
一
四
七
七
年
、
弁
財
天
信
仰
の
あ

っ
た
こ
の
地
に
、
七
福
神
信
仰
が
も
た
ら
さ
れ
、
石
造
神
像
が
彫
刻
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。以

上
の
よ
う
に
も
も
と
も
と
洞
穴
信
仰
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
'
弁



財
天
信
仰
が
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
1
五
世
紀
の
後
半
に
は
七
福
神
信
仰
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
弁
天
山
の
裾
野
を
巡
る
よ
う
に
、
最
も

西
寄
-
の
鎌
倉
街
道
が
整
備
さ
れ
、
さ
ら
に
古
甲
州
街
道
が
東
西
に
走
っ
て
い

/
:
こ

た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
地
に
注
目
し
た
の
が
小
田
原
北
条
氏
で
あ
っ
た
。

「
網
代
家
文
書
」

に
は
著
名
な
北
条
氏
の
発
給
文
書
が
二
点
残
さ
れ
て
い
る
。

一
点
は
'
永
禄
三

・
/
)
.

午
(
一
五
六
〇
)
三
月
一
六
日
の
北
条
家
朱
印
状
で
(
写
真
5
)
へ
北
条
氏
康

が
当
主
で
あ
っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
-
'
年
貢
が
銭
納
か
ら
現
物
納
に
転
換
さ

れ
て
い
く
こ
と
な
ど
重
要
な
政
策
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

合
計
六
ヶ
条
よ
り
な
る
が
こ
こ
で
は
そ
の
第
一
条
に
注
目
し
よ
う
。

l
、
来
秋
御
年
貢
半
分
、
米
成
二
被
定
畢
、
納
法
六
升
目
へ
七
升
目
之
間
二

可
定
之
'
猶
随
世
見
之
売
買
へ
来
秋
御
印
判
可
被
仰
出
、
残
半
分
以
精
銭
可
納

之
、
如
其
年
走
百
文
之
内
へ
廿
五
銭
ハ
可
為
中
銭
、
重
而
料
足
之
本
を
可
被
下

事
、
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
来
秋
に
は
、
年
貢
の
半
分
を
米
に
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
、
北
条
氏
の
領
国
に
お
い
て
は
貫
高
利
が
採
ら
れ
、
年
貢
は
銭

で
徴
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
針
を
大
き
-
転
換
し
て
半
分
は
米
納

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
則
竹
雄
一
氏
は
へ
こ
の
背
景
に
は
徳
政
を
求
め
る
農
民

の
動
き
が
あ
-
、
北
条
氏
が
そ
れ
に
応
え
る
形
で
示
し
た
政
策
で
あ
る
と
し
て

(
S
)

い
る
。首
肯
で
き
る
指
摘
で
あ
-
、
結
果
と
し
て
農
民
の
米
生
産
に
対
す
る
意

欲
(
あ
る
い
は
米
生
産
に
向
け
て
の
農
民
へ
の
圧
力
)
が
増
す
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
米
成
」
政
策
へ
の
転
換
が
弁
天
山
に
お
け
る
棚
田
関

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

写真5　(永禄3年) 3月16日北条家朱印状



発
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

水
田
農
耕
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
自

然
条
件
が
劣
悪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
田
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
治

、
さ

的
状
況
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
と
-
わ
け
網
代
村
に
関
心
を
持
っ
た

の
が
'
北
条
氏
1
族
の
中
で
も
領
国
支
配
に
才
能
を
発
揮
し
て
い
た
氏
照
で
あ

る
。氏

照
は
、
三
代
目
の
当
主
北
条
氏
康
の
子
で
、
滝
山
城
の
城
主
と
な
り
、

さ
ら
に
豪
華
な
御
主
殿
を
有
す
る
八
王
子
城
を
造
築
し
て
こ
こ
を
居
城
と
し
、

下
野
国
や
下
総
国
に
ま
で
支
配
を
広
げ
た
名
将
で
あ
っ
た
。

網
代
の
弁
天
に
は
'

別
当
寺
と
し
て
引
谷
山
妙
台
寺
が
あ
っ
た
が
、
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
よ
れ

ば
'
こ
れ
は
北
条
氏
照
が
保
護
し
た
禅
宗
の
寺
院
で
'
「
寺
領
五
百
石
も
堂
塔
三

十
六
院
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

氏
照
は
'
武
田
信
玄
に
よ
る
甲
斐
国
か
ら
の
侵

攻
を
強
-
警
戒
L
へ
滝
山
城
の
西
方
に
い
-
つ
か
の
枝
城
を
築
い
た
が
、
そ
の

1
つ
が
弁
天
山
の
西
方
に
お
か
れ
た
城
山
で
あ
っ
た
。

網
代
村
は
、
鎌
倉
街
道

と
武
蔵
か
ら
甲
斐
に
通
じ
る
道
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
あ
た
り
、
氏
照
は
こ
の

交
通
の
要
衝
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

網
代
家
が
所
蔵
す
る
も
う
一
点
の
北

(
2
6
)

条
氏
文
書
は
、
天
正
五
年
(
一
五
七
七
)
十
一
月
七
日
北
条
氏
照
朱
印
状
で
も

網
代
村
が
小
田
原
北
条
氏
の
直
轄
領
か
ら
北
条
氏
照
額
に
変
化
し
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
'
氏
照
が
網
代
村
の
支
配
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
網
代
村
は
北
条
氏
照
と
の
関
係
が
深
い
が
、
そ
れ
故
に
天

正
一
八
年
六
月
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
城
攻
め
に
当
た
っ
て
先
鋒
の
前

田
・
上
杉
両
軍
が
、
八
王
子
城
攻
略
の
際
、
網
代
村
を
経
て
南
下
し
'
妙
台
寺

は
徹
底
的
に
焼
か
れ
、
破
壊
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

こ
の
時
、
貴
志
嶋
弁
天
に

一
四

あ
っ
た
鐘
は
奪
わ
れ
へ
こ
の
鐘
が
落
城
後
に
拾
わ
れ
て
八
王
子
の
大
法
寺
に
納

(
節
)

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

現
在
こ
の
鐘
は
存
在
せ
ず
へ
真
偽
の
詳
細
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
'
豊
臣
政
権
に
対
す
る
主
戦
派
で
あ
っ
た
氏
照
の
戦
力
拠
点
の
1

っ
と
見
な
さ
れ
て
、
前
田
・
上
杉
軍
の
激
し
い
破
壊
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

ら
し
い
。こ

こ
で
は
、
小
田
原
攻
城
戦
の
歴
史
的
な
意
味
づ
け
を
目
的
と
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
ま
さ
に
こ
の
弁
天
山
の
棚
田
の
周
辺
が
多
く
の
人
の
行
き

交
う
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
見
す
る
と
へ
弁
天
山
の
棚
田
は
山
林
に
囲
ま
れ
た
孤
立
し
た
土
地
で
あ
る

と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
'
貴
志
嶋
神
社
へ
の
参
道
が
棚
田
の
脇
を
通
-
、
直

近
に
鳥
居
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
引
谷
の
棚
田
の
地
は
'
中
世
後
期
か
ら
は
多

-
の
人
の
目
に
触
れ
る
場
所
に
あ
-
、
わ
ず
か
な
湧
水
も
あ
る
窪
地
で
、
そ
の

最
初
の
開
発
は
一
六
世
紀
後
半
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ

で
は
、
小
田
原
北
条
氏
の
米
年
貢
制
へ
の
移
行
が
棚
田
開
発
の
大
き
な
契
機
で

あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
そ
の
後
、
近
世
に
入
っ
て
寛
文
期
ま
で
は
水
田
の
形
態

を
保
っ
て
い
た
が
、
文
政
期
頃
ま
で
に
は
畑
地
化
し
'
さ
ら
に
は
芝
地
と
な
っ

て
い
っ
た
ん
山
林
化
し
た
が
'
近
代
に
入
っ
て
明
治
二
〇
年
頃
ま
で
に
は
棚
田

景
観
を
な
し
て
'
そ
れ
が
ま
が
-
な
-
に
も
現
代
に
ま
で
継
続
さ
れ
た
と
い
え

よ
、
つ
。お

わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年
の
段
階
で
'
東
京
都
に
は
小
規
模
な



が
ら
確
か
に
棚
田
が
存
在
し
た
。

た
だ
し
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
耕
作
で
も

農
家
に
よ
る
農
業
経
営
の
一
環
と
は
い
え
な
い
。

農
林
水
産
省
の
調
査
で
は
捉

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、

歴
史
的
背
景
と
由
緒
を
調
べ
る
と
日
本
人
の
水
田
農
耕
に
対
す
る
飽
-
こ
と
の

な
い
執
念
が
感
じ
ら
れ
'
「
棚
田
」
か
ら
見
た
目
本
社
会
の
一
断
面
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
t
l
股
に
'
棚
田
は
水
資
源
と
そ
の
成
立
の
歴
史

的
背
景
か
ら
大
き
-
三
つ
に
分
類
さ
れ
、
弁
天
山
の
棚
田
は
B
型
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
典
型
と
は
い
え
な
い
。

あ
ま
-
に
も
水
資
源
が
乏

し
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
的
な
景
観
と
し
て
価
値
を
有
す

る
の
は
'
周
囲
の
土
地
柄
が
小
田
原
北
条
氏
に
注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

歴
史
的
な
背
景
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
B
型
の
棚
田
が
発
達
し
た
と

こ
ろ
に
は
そ
の
谷
間
の
入
り
口
か
、
あ
る
い
は
上
り
詰
め
た
棚
田
を
見
下
ろ
す

位
置
に
堂
字
が
建
立
さ
れ
、
中
世
後
期
の
仏
像
や
石
造
文
化
財
が
存
在
す
る
こ

と
が
あ
-
、
文
化
財
の
宝
庫
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
が
調

た
し
ぷ
ひ
ら
の
お
お
ま
が
り

査
し
た
大
分
県
豊
後
高
田
市
の
田
染
平
野
に
存
在
す
る
大
曲
の
棚
田
な
ど
は
そ

の
典
型
で
あ
-
、
棚
田
を
見
下
ろ
す
位
置
に
薬
師
堂
が
立
て
ら
れ
、
南
北
朝
期

の
紀
年
銘
を
有
す
る
巨
大
な
石
造
宝
塔
で
あ
る
国
東
塔
が
存
在
す
る
ほ
か
、
文

明
年
間
の
五
輪
塔
や
同
じ
頃
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
像
底
の
墨
書
に
よ
っ
て
確

認
で
き
る
木
造
の
観
音
像
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
そ
の

視
点
か
ら
文
献
史
料
を
眺
め
る
と
荘
園
制
下
(
中
世
後
期
)
に
開
発
さ
れ
た
棚

(
8
)

田
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

弁
天
山
の
場
合
、
棚
田
と
し
て
の
発
達
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
が
'
文
化
財

の
視
点
か
ら
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
-
'
一
面
で
は
B
型
の
特
徴
を
備
え
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
棚
田
の
歴
史
研
究
に
先
鞭
を
付
け
ら
れ
た
宝
月
圭
吾
氏
は
'

そ
れ
が
農
民
に
と
っ
て
は
生
命
維
持
装
置
的
な
機
能
を
有
L
t
農
民
が
独
自
に

開
発
し
'
そ
こ
で
は
農
民
が
自
由
に
処
分
で
き
る
可
能
性
を
も
つ
米
を
栽
培
し

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
「
棚
田
の
隠
田
的
価
値
」
と
名
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
棚
田
の
歴
史
的
価
値
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。

幕
末
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
五
日
市
周
辺
は
、
養
蚕
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
'

水
田
農
耕
は
あ
ま
り
表
面
化
し
な
い
が
、
現
代
に
お
い
て
は
'
養
蚕
は
ほ
ぼ
完

全
に
姿
を
消
し
も
む
し
ろ
水
田
耕
作
を
実
見
で
き
る
と
こ
ろ
に
米
作
-
の
懐
の

深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
る
。

米
作
-
は
常
に
共
同
作
業
を
と
も
な
う
も
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
共
同
作
業
に
文
化
が
生
ま
れ
る
。

現
在
も
日
本
の
多
-
の

地
域
で
田
植
え
と
収
穫
の
共
同
作
業
が
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
へ
手

で
植
え
る
田
植
え
や
鎌
を
使
っ
た
収
穫
に
皆
価
値
を
見
出
し
て
実
践
的
に
行
っ

て
い
る
が
、
こ
の
弁
天
山
の
棚
田
に
お
い
て
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
米
作

が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

当
論
文
作
成
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
調
査
は
'
二
〇
〇
五

年
の
も
の
で
あ
っ
た
が
'
幸
い
に
な
こ
と
に
二
〇
〇
七
年
度
に
お
い
て
も
田
植

え
が
行
わ
れ
た
。
〇
七
年
度
に
お
い
て
は
、
八
月
に
入
っ
て
酷
暑
と
な
っ
た
た

め
、
ほ
と
ん
ど
港
概
設
備
を
有
さ
な
い
こ
の
地
の
棚
田
に
あ
っ
て
は
、
干
害
の

状
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
'
そ
れ
で
も
稲
は
簡
単
に
枯
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
生
命
体
と
し
て
の
強
さ
に
改
め
て
感
慨
を
持
つ
に
至

一
五



っ
た
が
、
昔
の
稲
は
我
々
の
想
像
以
上
に
強
敬
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。多
-
の
自
然
災
害
や
戦
乱
の
中
で
も
収
穫
を
も
た
ら
す
稲
で
あ
れ
ば
こ
そ

多
-
の
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
弁
天
山
に
お
い
て
も
さ
ら

に
米
作
り
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

最
後
に
も
こ
の
報
告
を
サ
ボ
1
-
し

て
い
た
だ
い
た
あ
き
る
野
市
教
育
委
員
会
お
よ
び
五
日
市
郷
土
館
の
方
々
に
改

め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

注(
-
)
『
日
本
の
原
風
景
・
棚
田
』
八
(
棚
田
学
会
二
一
〇
〇
七
年
)

(
2
)
東
京
法
務
局
西
多
摩
支
局
の
図
面
に
は
'
登
記
官
の
姓
名
と
と
も
に
公
印
が
あ
り
,

「
こ
れ
は
地
図
に
準
ず
る
図
面
の
写
し
で
あ
る
。
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

こ
こ
に
は

「
字
引
谷
」
の
記
載
は
な
い
が
へ
あ
き
る
野
市
役
所
課
税
課
に
は
、
「
こ
の
図
面
は
市

の
参
考
資
料
と
し
て
備
付
け
た
公
図
の
写
し
で
す
。
」
と
い
う
記
載
の
あ
る
図
面
に

は
欄
外
に
「
あ
き
る
野
市
網
代
字
引
谷
」
と
あ
り
。

小
字
ま
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
網
代
賢
治
郎
氏
所
蔵
。図
面
に
は
特
に
名
称
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
'
内
容
を

勘
案
L
へ
こ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
。

(
4
)
あ
き
る
野
市
役
所
所
蔵

(
5
)
二
〇
〇
五
年
七
月
二
九
日
に
野
島
福
松
氏
か
ら
、
八
月
二
〇
日
に
は
野
島
誠
五
郎

氏
か
ら
直
接
開
き
取
-
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

(
6
)
二
〇
〇
五
年
七
月
二
九
日
聞
き
取
-
調
査
を
行
っ
た
。

(
7
)
海
老
津
衷
「
棚
田
-
東
ア
ジ
ア
の
景
観
と
環
境
」
(
『
歴
史
を
よ
む
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
四
年
)

(
8
)
海
老
津
『
荘
園
公
領
制
と
中
世
村
落
』
(
校
倉
書
房
へ
二
〇
〇
〇
年
一
月
)
の
第

一
四
章
「
棚
田
と
水
資
源
-
豊
後
国
大
野
荘
の
場
合
-
」
で
は
ま
だ
二
類
型
を
考
え

て
い
た
。

(
9
)
二
〇
〇
〇
年
の
棚
田
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
'
紀
伊
国
荒
川
荘
の
棚
田
に
関
し

て
'
そ
れ
が
山
間
に
あ
る
も
の
で
は
な
-
、
平
野
を
見
下
ろ
す
丘
陵
上
に
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
後
、
高
木
徳
郎
氏
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

立
地
は
さ
ら
に
七
〇
年
ほ
ど
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

高
木
徳

郎
「
棚
田
の
妙
見
史
料
に
つ
い
て
」
(
棚
田
学
会
誌
七
'
二
〇
〇
六
年
)
参
照
の
こ

と
。

(
1
0
)
あ
き
る
野
市
五
日
市
郷
土
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。現在
へ
文
書
は

網
代
賢
治
郎
氏
が
所
蔵
し
て
お
り
へ
本
論
文
掲
載
の
絵
図
等
に
つ
い
て
は
写
真
撮
影

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

(
1
1
)
九
拾
壱
番
か
ら
百
九
拾
五
番
ま
で
1
部
の
例
外
(
1
七
八
～
7
八
一
)
を
除
い
て

「
畠
」
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
理
由
は
不
明
。

(
12)
注
3
参
照
。

(
13)
「
網
代
家
文
書
目
録
」
㈲
o
n

(
3
)
「
網
代
家
文
書
目
録
」
㈲
-
7
1
0

(
E
e
)
「
網
代
家
文
書
目
録
」
㈲
c
o
。

次
の
よ
う
な
文
が
付
け
ら
れ
て
い
る
O

右
者
へ
武
州
多
摩
郡
網
代
村
地
先
'
空
地
新
開
発
反
別
地
引
絵
図
少
も
相
違
無
御
座

候
へ
尤
、
地
所
小
割
銘
々
相
建
置
境
目
等
紛
敷
所
ハ
、
双
方
地
主
立
会
へ
境
杭
打
置

申
候
へ
若
シ
相
建
様
絵
図
面
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
ハ
、
如
何
様
之
越
度
こ
も
可
被

仰
付
候
へ
以
上
、

安
永
三
午
年
十
二
月
武
州
多
摩
郡
網
代
村
名
主
五
兵
衛

与
頭
庄
兵
衛

百
姓
代
源
兵
衛

伊
奈
半
左
衛
門
様
御
内

篠
原
惣
太
夫
殿

根
岸
定
右
衛
門
殿

(
2
)
現
在
で
は
、
こ
の
地
に
一
片
の
水
田
も
存
在
し
な
い
が
、
あ
き
る
野
市
営
山
田
グ

ラ
ン
ド
か
ら
ゴ
ル
フ
練
習
場
に
か
け
て
の
地
で
あ
っ
た
。

(
」
)
秋
川
に
か
か
る
網
代
大
堰
か
ら
は
取
水
せ
ず
、
近
-
の
谷
水
に
拠
っ
た
も
の
ら
し

い
。

現
在
で
は
地
形
が
改
変
さ
れ
へ
水
路
の
復
原
は
困
難
で
あ
る
。



:
s
)
「
居
付
」
と
い
う
語
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
採
ら
れ
て
い
な
い
。た
だ

し
へ
「
居
付
家
持
」
・
「
居
付
地
面
」
・
「
居
付
地
主
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

し

た
が
っ
て
へ
「
長
く
人
が
居
住
し
て
い
る
屋
敷
・
集
落
」
と
い
っ
た
意
味
を
含
む
語

で
あ
ろ
う
。

(
1
9
)
五
日
市
郷
土
館
清
水
菊
子
さ
ん
の
ご
教
示
に
よ
る
。

『
五
日
市
の
文
化
財
』
(
五
日
市
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
)

(
2
)
『
五
日
市
の
文
化
財
』
(
五
日
市
町
教
育
委
員
会
へ
一
九
八
八
年
)

『
五
日
市
町
史
』
二
二
五
頁
「
五
日
市
周
辺
の
古
道
」
(
五
日
市
町
、
一
九
七
六

年
)

I
c
M
)
『
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
』
①
六
二
四
号

l
o
o
)
則
竹
雄
一
『
戦
国
大
名
領
国
の
権
力
構
造
』
(
吉
川
弘
文
館
へ
二
〇
〇
五
年
)
の

第
二
部
第
一
章
「
後
北
条
領
国
下
の
徳
政
問
題
-
永
禄
三
年
徳
政
令
を
中
心
に
-
」

参
照
。

(
2
5
)
岸
達
男
氏
の
お
話
で
は
網
代
の
谷
間
に
あ
る
棚
田
と
秋
川
沿
い
の
大
堰
か
ら
用
水

を
濃
漉
し
て
い
る
田
と
で
は
そ
の
生
産
性
が
著
し
く
相
達
し
へ
網
代
村
の
農
民
の
労

苦
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

I
c
M
)
『
戦
国
遺
文
後
北
条
民
宿
』
③
一
九
五
六
号

I
c
M
I
『
五
日
市
町
史
」
二
三
三
頁
(
五
日
市
町
史
編
さ
ん
委
員
会
へ
一
九
七
六
年
)

海
老
淳
衷
『
荘
園
公
頒
制
と
中
世
村
落
』
(
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
)
第
六
章

第
四
節
参
照
。

東
京
都
弁
天
山
の
棚
田

七




