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カ
ト
リ
ッ

ク
漁
民
の
家
族
分
封

土

居藤

莞

平爾

内

本

稿

の

問

題

点

か
ね
て
五
島
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
族
分
封
に
つ
い
て
、
考
え
る
と
と
ろ
が
あ
っ

bv
そ
し
て
そ
の
概
略
を
「
村
落
社
会
研

り
リ
1
フ

究
会
」
の
第
十
八
回
大
会
に
お
い
て
報
告
し
て
お
い
た
。
そ
れ
で
本
稿
は
、
乙
の
報
告
の
集
約
と
い
う
よ
り
も
二
部
の
浮
彫
と
い
っ
た
ほ

わ
れ
わ
れ
は
小
説
や
丸
山
郁
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
一
般
的
な
発
言
を
お
こ
な
っ
た
。
乙
れ
と
の

わ
れ
わ
れ
は
、

う
が
正
し
い
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
後
、

関
連
か
ら
し
て
、

そ
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

は
じ
め
に
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
点
で
あ

る。
（1
）
内
藤
莞
爾
『
五
島
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
族
分
封
』
北
川
基
金
刊
行
会
、
一
九
七
O
年。

（2
）
内
藤
莞
爾
『
西
南
九
州
の
米
子
相
続
』
（
村
落
社
会
調
査
研
究
叢
書
第
二
輯
）
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
。

（3
）
内
藤
莞
爾
「
『
家
』
と
末
子
相
続
に
関
す
る
覚
書
」
（
九
州
大
学
文
学
部
『
哲
学
年
報
』
第
三
O
輯
、
一
九
七
一
年
、
一

J
五
三
頁
）
。
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そ
こ
で
こ
の
リ
リ
ー
フ
に
当
た
っ
て
の
要
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
本
稿
の
表
題
で
用
い
た
「
分
封
」
と
い
う
乙
と
ば
に
示
さ
れ
る

か
と
思
う
。
少
し
く
説
明
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
西
南
九
州
の
特
殊
相
続
慣
行
に
つ
い
て
、
か
な
り
の

数
を
手
掛
け
て
き
た
。
そ
の
実
態
は
、
地
点
ご
と
に
ち
が
っ
て
い
た
が
、
形
態
と
し
て
は
通
説
に
よ
る
末
子
相
続
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
長
男
が
成
人
・
結
婚
す
る
と
、
早
晩
、

乙
れ
を
分
家
さ
せ
る
。
次
男
に
も
、
同
様
な
措
置
を
と
る
。
乙
う
し
て
こ
と
が
順

調
に
進
め
ば
、
親
と
末
子
夫
婦
と
の
終
世
的
な
同
居
が
実
現
す
る
。
と
乙
ろ
が
実
際
に
は
、
そ
う
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
長
男
が
跡
と

り
に
な
る
乙
と
も
あ
る
し
、
米
子
ま
で
至
ら
な
い
で
、
仲
兄
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
末
子
ま
で
分
家
さ
せ
て
、
老
夫
婦
だ
け

こ
の
種
の
相
続
形
態
に
不
定
相
続
の
乙
と
ば
を
提

の
完
全
隠
居
が
実
現
す
る
場
合
も
あ
る
。
乙
う
し
た
点
に
注
目
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

案
し
た
乙
と
も
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
長
男
家
督
が
、
相
続
人
を
長
男
に
決
め
て
か
か
る
の
と
対
照
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
五
島

に
関
し
て
は
、
諸
報
告
に
よ
る
と
、
同
じ
く
特
殊
慣
行
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
末
子
相
続
と
は
ち
が
っ
た
タ
イ
プ
の
も
の
が

と
、
や
が
て
親
た
ち
は
、

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
隠
居
分
家
と
い
わ
れ
る
形
態
で
あ
る
。

も
と
い
え

乙
の
長
男
夫
婦
を
本
家
に
残
し
て
、
他
の
世
帯
員
と
と
も
に
隠
居
家
に
移
る
。
次
男
が
成
人
・
結
婚
す
る
と
、

乙
乙
で
は
長
男
が
成
人
・
結
婚
す
る

乙
の
隠
居
家
を
次
男
夫
婦
に
渡
し
て
、
ま
た
残
り
の
世
帯
員
と
と
も
に
、

さ
ら
に
別
の
隠
居
家
に
移
る
。
こ
う
し
て
最
後
に
末
子
夫
婦
と

の
終
世
的
な
同
居
と
な
る
乙
と
も
あ
る
が
、
末
子
ま
で
か
た
づ
け
て
、
親
は
長
男
や
自
分
の
一
好
き
な
子
ど
も
の
と
乙
ろ
に
か
か
る
例
も
み

ら
れ
る
。
き
ら
に
完
全
隠
居
と
な
る
場
合
も
現
わ
れ
る
。
そ
乙
で
末
子
相
続
・
隠
居
分
家
と
も
、
伝
統
的
な
長
男
家
督
か
ら
大
き
く
逸
脱

し
て
い
る
こ
と
は
、

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
双
方
・
と
も
、
な
る
べ
く
親
夫
婦
と
子
夫
婦
と
の
同
居
、

つ
ま
り
直
系
家
族
の
形
成
を
避
け

ょ
う
と
す
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
、
末
子
夫
婦
と
の
同
居
の
場
合
を
考
え
る
と
、

こ
れ
は
結
果
と
し
て
も



－
も
と
い
え

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
の
道
筋
が
大
き
く
ち
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
末
子
相
続
で
は
、
親
と
末
子
と
は
終
始
、
本
家
を
動
か

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
隠
居
分
家
で
は
、

こ
の
親
と
末
子
と
が
も
っ
と
も
多
く
居
を
転
じ
る
。
動
態
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
対
極
を
え

が
く
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
二
つ
の
慣
行
は
、

ほ
か
に
も
類
似
点
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
財
産
分
与
の
様
態
で

あ
る
。
末
子
相
続
が
共
同
相
続
H
分
割
制
、

と
り
わ
け
均
分
制
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
も
確
か
め
る
乙
と
が

で
き
た
。
と
こ
ろ
が
諸
報
告
に
よ
る
と
、
隠
居
分
家
も
乙
れ
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
財
産
相
続
に
つ
い
て
、
長
男
家
督
が
長
子
一
括
を

た
て
ま
え
と
し
た
の
と
較
べ
て
、

双
方
と
も
、

こ
れ
か
ら
の
逸
脱
が
は
げ
し
い
。
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、
「
家
産
」
の
観
念
に
は
う

す
い
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
さ
き
の
「
分
封
」
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
「
相
続
」
と
は
い
ち
お
う
区
別
す

も
隠
居
分
家
は
、

る
意
味
で
っ
か
つ
て
み
た
。
す
な
わ
ち
「
家
督
相
続
」
、
「
家
」
の
相
続
と
は
別
の
響
き
を
も
つ
こ
と
ば
と
し
て
つ
か
っ
て
み
た
。
も
っ
と

乙
れ
を
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
、
隠
居
で
あ
り
、
分
家
で
あ
っ
て
も
、
相
続
で
は
な
い
。
し
か
し
乙
の
隠
居
分
家
ば
か

り
で
な
く
、
末
子
相
続
の
場
合
で
も
、

こ
れ
は
相
続
と
い
う
よ
り
、
家
族
集
団
の
細
胞
分
裂
と
い
っ
た
感
じ
が
強
い
。
そ
乙
で
リ
リ
ー
フ

の
第
二
の
要
点
と
な
る
が
、

そ
れ
は
隠
居
分
家
を
形
成
せ
し
め
た
諸
要
因
の
検
討
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
末
子
相
続
に
関
す
る
わ
れ
わ

れ
の
研
究
で
は
、

乙
の
慣
行
を
と
り
ま
く
諸
要
因
に
つ
い
て
、
多
少
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
乙
れ
と
対
照
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
な

お
こ
の
さ
い
、
末
子
相
続
と
隠
居
分
家
の
時
代
性
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
も
諸
説
が
あ
っ
た
の
で
、

や
や
さ
か
の
ぼ
っ
て
資
料
の
検
出
も
詰

み
て
み
た
。
と
い
っ
て
も
と
も
と
史
家
で
な
い
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
時
代
湖
及
は
、
す
で
に
そ
の
能
力
を
越
え
る
。
と
と
も

に
資
料
そ
の
も
の
も
、
き
わ
め
て
貧
し
い
検
出
に
と
ど
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
資
料
以
上
の
発
言
を
お
こ
な
っ
た
と
思
う
が
、

乙
の
非
難
は
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甘
ん
じ
て
お
受
け
し
た
い
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
上
五
島
・
青
砂
ケ
浦
の
カ
ト
リ
ッ
ク
家
族
で
あ
る
。

て
は
、
実
は
す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
中
川
善
之
助
の
報
告
が
そ
れ
で
あ
む
そ
乙
で
乙
の
中
川
に
よ
る
と
、
青
砂
ケ
浦
の
慣
行

わ
れ
わ
れ
が
対
象
と
し
た
の
は
、

と
こ
ろ
で
当
地
の
慣
行
に
つ
い

は
、
本
来
的
に
末
子
相
続
に
属
し
て
い
る
。

し
か
し
末
子
相
続
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
「
末
子
相
続
の
崩
壊
過
程
に
お
け
る
、

ひ
と
つ
の

過
渡
的
な
形
態
」
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

言
お
う
と
す
る
の
は
、

乙
う
で
あ
る
。

乙
乙
で
は
親
は
、
長
男
夫
婦
に
家
屋
敷
を
渡
し
て
、

次
三
男
以
下
、
世
帯
員
を
連
れ
て
分
家
す
る
。

次
男
・
三
男
の
家
分
か
れ
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
か
え
す
。

乙
う
し
て
最
後

は
、
末
子
に
老
後
を
看
て
も
ら
う
と
い
う
。
だ
と
す
る
と
、

一
般
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
隠
居
分
家
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
と
と

に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
中
川
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
乙
れ
は
結
眉
、
解
釈
の
問
題
と
な
っ
て

乙
れ
は
、

く
る
。
も
っ
と
は
っ
き
り
い
う
と
、
「
正
統
性
」
の
判
断
で
あ
る
。

五
島
式
の
慣
行
で
は
、
長
男
が
分
家
し
な
い
で
、
か
え
っ
て
次
男
以

乙
れ
が
末
子
に
ま
で
遣
す
る
。
た
だ
乙
の
さ
い
、
親
と
位
憾
と
が
つ
い
て
移
動
す
る
。
中
川
に
よ
る
と
、
乙
れ
は
移
動

下
が
分
家
し
て
、

す
る
ほ
う
が
正
統
だ
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
だ
か
ら
考
え
か
た
．
と
す
れ
ば
、
長
男
以
下
を
分
家
さ
せ
て
、
末
子
と
と
も
に
本
家
に
と
ど
ま

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
乙
で
・
中
川
が
こ
の
五
島
式
を
「
過
渡
的
な
形
態
」
と
し
た
乙
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
末
子
制
か

ら
長
子
制
に
移
る
、

ひ
と
つ
の
中
間
形
態
」
を
指
す
乙
と
に
な
る
。
中
川
の
持
説
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
末
子
相
続
の
「
原
始
性
」
と
い

つ
ま
り
フ
レ
ー
ザ
ー
と
同
じ
く
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
古
い
相
続
形
態
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
と
に
か
く
末
子

う
点
に
求
め
ら
れ
る
。

制
は
、
長
子
制
に
先
だ
っ
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
五
島
式
の
慣
行
を
中
間
形
態
だ
と
す
る
の
も
、

乙
の
発
想
に
よ
っ
て



い
る
わ
け
で
あ
る
。

（1
）
中
川
善
之
助
「
末
子
相
続
に
つ
い
て
」
（
日
本
法
社
会
学
会
編
『
家
族
制
度
の
研
究
』
下
、
昭
和
三
十
二
年
）
。

（2
）
む
ろ
ん
カ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
と
も
と
か
れ
ら
は
、
位
牌
を
持
た
な
い
。
だ
か
ら
位
牌
を
持
ち
、
一
こ
の
位
牌
が
親
と
と
も
に
移
動
す

る
の
は
、
仏
教
徒
か
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
の
場
合
と
な
っ
て
く
る
。

（

3
）

ω昨
』

・

司

円

回

NRu

明。－
W
H
O
B
E
F
m
。
冨
吋
冊
目

g
g
g
F
」
呂
田
・
同
－

H由回
申
・

と
こ
ろ
が
こ
の
中
川
の
解
釈
に
対
し
て
、
民
俗
学
者
・
竹
田
旦
か
ら
は
反
論
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
な
竹
田
に
よ
る
と
、

乙
の

五
島
式
の
慣
行
は
、

い
わ
ゆ
る
隠
居
分
家
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
。

と
く
に
中
川
が
青
砂
ケ
浦
そ
の
他
で
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
「
単

式
隠
居
分
家
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
隠
居
分
家
で
も
、
当
地
の
よ
う
に
、
末
子
と
の
終
世
的
な
同
居
と
な
る
場
合
ぱ

か
り
で
は
な
い
。

乙
の
末
子
ま
で
分
家
さ
せ
て
、
親
は
そ
の
後
、
長
男
や
好
き
な
子
ど
も
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
る
例
も
出
て
く
る
。
竹

田
の
い
う
「
複
式
隠
居
分
家
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
老
人
だ
け
で
、
別
世
帯
を
張
り
と
お
す
例
も
現
わ
れ
る
。
そ
乙
で
竹
田
に
よ
る
と
、

だ
い
た
い
五
島
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
は
、
末
子
を
正
統
だ
と
す
る
観
念
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
川
説
で
は
、
末
子
相
続
と
い

う
考
え
か
た
が
動
か
な
い
。
そ
れ
で
分
家
形
成
の
方
式
の
ほ
う
が
変
化
し
た
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
乙
れ
は
、
妥
当
で
は
な
い
。

む
し
ろ
逆
に
、
隠
居
分
家
の
方
式
に
末
子
相
続
の
観
念
が
乗
じ
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
根
幹
は
、
隠
居
分
家
の
慣
行
だ
と
い

う
乙
と
に
な
る
。

（1
〉
竹
田
旦
『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
一
九
六
四
年
。

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

四
五
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体
的
な
実
態
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
竹
田
の
文
章
で
は
、
青
砂
ケ
浦
だ
け
で
な
く
、

と
い
う
わ
け
で
、
両
者
の
見
解
は
、
ま
さ
に
あ
い
対
立
し
て
く
る
。
た
だ
中
川
は
、
以
上
の
所
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
青
砂
ケ
浦
の
具

〈
ま
た
か

乙
れ
に
接
し
た
熊
高
の
地
名

ま
で
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
乙
れ
ま
た
、
報
告
と
し
て
は
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
達
観
的
な

問
題
意
識
の
よ
う
な
も
の
を
述
べ
て
お
い
た
が
、

あ
え
て
青
砂
ケ
浦
を
選
ん
だ
動
機
は
、
実
は
も
っ
と
低
位
な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
学
の

指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
実
態
が
空
白
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
埋
め
て
み
た
い
、

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

地

域

の

概

況

南
松
浦
郡
上
五
島
町

地
域
の
詳
細
は
、

乙
れ
を
述
べ
る
余
裕
を
持
た
な
い
が
、
対
象
地
の
青
砂
ケ
浦
は
、

五
島
列
島
と
し
て
は
も
っ
と
も
本
土
に
近
い
中
通

あ
担
カ

t

現
在
の
行
政
所
属
は
、
南
松
浦
郡
上
五
島
町
で
あ
る
が
、
合
併
前
は
、
旧
育
方
町
の
一
地
域
で
あ
っ
た
。

育
方

島
に
位
置
し
て
い
る
。

は
、
鎌
倉
以
来
の
名
族
・
青
方
氏
の
所
在
地
で
あ
る
が
、

富
江
藩
に
移
っ
た
。

五
島
氏
に
臣
礼
を
と
っ
て
以
来
、
福
江
藩
に
属
し
、

そ
の
後
、
福
江
の
支
藩
・

上
五
島
町
は
、
町
制
は
し
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
町
が
か
っ
て
い
る
の
は
、

い
ま
述
べ
た
青
方
地
区
ぐ
ら
い
に
す
ぎ
な
い
。
他
は
だ
い

た
い
、
半
漁
半
農
の
部
落
で
あ
る
。
島
の
全
体
が
そ
う
で
あ
る
が
、
至
る
と
こ
ろ
に
山
地
が
起
伏
し
て
い
て
、
平
坦
地
に
と
ぼ
し
い
。
課

税
地
だ
け
の
シ
ェ
ヤ
ー
か
ら
す
る
と
（
表
1
）
、
畑
が
田
を
大
き
く
上
廻
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
山
を
拓
い
た
畑
地
が
多
い
。

い
わ
ゆ
る

「
耕
し
て
支
に
至
る
」
の
た
ぐ
い
で
、
離
島
特
有
の
段
々
畑
を
展
開
し
て
い
る
。
農
業
に
関
し
て
は
、
ま
ず
畑
作
村
と
押
え
る
こ
と
が
で



べ
る
と
、

上五島町地目構成表 1

% 

17.2 

42.2 

33.3 

2.1 

3.9 

1. 3 

100.。

(ha) 

147.7 

361. 4 

285.2 

18.5 

34.5 

9.3 の

856.6 昔1・

き
る
。
し
か
し
傾
斜
地
の
広
い
乙
と
と
な
ら
ん
で
、
海
岸
線
の
屈
曲
も
ま
た
大
き
い
。
南
の

積面

若
松
瀬
戸
は
、
西
海
国
立
公
図
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
湾
と
し
て
も
、
青
砂
ケ
浦
の
位
置

す
る
奈
摩
湾
を
最
大
と
し
て
、
曲
浦
の
か
ぎ
り
を
尽
く
し
て
い
る
。
漁
港
・
避
難
港
と
し
て

の
利
用
度
が
高
い
。

町
内
の
行
政
区
分
は
、
青
方
郷
以
下
、

一
O
郷
に
分
か
れ
、

こ
れ
が
三
二
の
部
落
に
、
部

林

野

地

他

回

畑

山

原

宅

そ

落
は
さ
ら
に
幾
つ
も
の
班
に
細
分
さ
れ
る
（
表
2
1
「
郷
」
は
五
島
藩
と
大
村
藩
と
で
と
ら

れ
て
き
た
旧
村
の
こ
と
で
あ
る
。
当
町
で
は
こ
ん
に
ち
で
も
、
地
理
的
名
称
と
し
て
用
い
て

い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
自
体
も
、
自
治
組
織
を
形
成
し
て
い
る
。
行
政
の
末
端
組
織
は
、
部

落
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
は
駐
在
員
が
配
注
れ
る
。

一
方
、
郷
を
あ
ず
か
る
の
は
、
郷
長
で
あ

る
。
郷
の
財
政
は
、
郷
の
自
主
的
財
源
に
よ
っ
て
賂
わ
れ
る
。
昭
和
四
十
年
の
園
調
当
時
、

上
五
島
町
の
一
戸
数
は
ニ
、

二
ハ
六
、
人
口
一
て
三
二
九
で
あ
っ
た
。
三
十
五
年
当
時
と
較

五
・
三
%
の
人
口
減
と
な
っ
て
い
る
が
、
県
全
体
の
減
少
率
は
六
・
八
%
、
南
松
浦
郡
の
そ
れ
は
一

0
・
七
%
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
離
島
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
歩
ど
ま
り
が
高
い
が
、

網
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
、
若
年
労
働
力
の
流
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
元
の
あ
ぐ
り
・
底
引

そ
の
雇
用
力
に
よ
る
と
乙
ろ
が
大
き
い
。
そ
れ
か
ら
表
2
の
部
落
の
う
ち
、
＊
印
を
つ
け
た
の
が
い
わ
ゆ
る
カ

一
二
、
三
一
戸

ト
リ
ッ
ク
部
落
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
二
部
落
の
う
ち
、

一
二
部
落
が
乙
れ
に
当
た
る
。
こ
の
う
ち
、
大
曽
は
六

O
一戸中、

が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
の
を
別
に
す
れ
ば
、
他
は
全
一
戸
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

つ
ま
り
乙
乙

四
七



上五島町部落構成

｜｜ 

表 2

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

戸

39 

青 本 町 l101 同

｜｜ 佐桂
9 

ノ

新 町 133 浦 ノ 8 

潜 町 103 
d寸"- ~ 里 73 

方
塩 見 町 100 

浜 46 
大 曽 60 

塁 真手ノ浦＊ 46 

相河｜相 116 
道土井｜ 道 土 弁｜ 63 

舟 99 
本 松＊ 17 

崎 浜 一
続 65 

三ヌ；.ミミ
オt 町 107 ノ 浜 ノ 浦 91 

南 町 153 ノ 橋事 28 

内 方＊ 94 浦 島＊ 26 
摩 口 方＊ 91 

飯 飯ノ瀬戸 91 

網 86 
ノ

焼 崎＊ 26 
瀬

上 81 戸 青 木＊ 13 

10 
計

次＊ 45 

落

浦ノ日

部

一一

郷戸

130 

落

浜

部

7G 

郷

四
｝＼ 

で
は
仏
教
徒
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
部

落
を
別
に
し
て
い
る
。
全
町
人
口
の
う
ち
、

カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
は
そ
の
三
分
の
て
と
い
う
の
が
お
お
ま
か
な

数
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
対
象
地
・
青
砂
ケ
浦
は
、
表

2
の
部
落
か
ら
す
れ
ば
、
内
方
・
口
方
と
い
う
の
が
そ

れ
に
当
た
る
。
す
な
わ
ち
奈
摩
湾
の
内
部
に
あ
る
の
が

内
方
、
湾
口
に
近
い
ほ
う
が
口
方
で
あ
る
。
な
お
内
方

・
口
方
は
、

こ
ん
に
ち
「
青
砂
郷
」
を
と
な
え
て
、
式
部

摩
郷
か
ら
は
分
離
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
信
仰

上
の
理
由
が
大
き
い
が
、

と
い
っ
て
町
当
局
が
こ
の

「
青
砂
郷
」
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
町
は
、
内

方
・
口
方
の
「
部
落
」
を
掌
握
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、

「
青
砂
郷
」
は
あ
く
ま
で
、
奈
摩
郷
内
部
の
了
解
事
項

と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
青
砂
ケ
浦
も
そ
う
で
あ
る

が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
部
落
は
、
概
し
て
町
の
周
辺
部

に
点
在
し
て
い
る
。

あ
と
で
も
触
れ
る
乙
と
に
な
る



じ

げ

つ
ま
り
地
下
の
者
で
は
な
い
。
近
世
の
後

が
、
か
れ
ら
は
地
付
の
住
民
、

に
し
そ
由
主

期
、
大
村
藩
の
西
彼
杵
地
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
。
そ
し
て
不
毛
の
土
地

の
開
拓
に
従
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
の
立
地
条
件
は
、

こ
う
し
た
移
住

の
歴
史
と
関
係
し
て
い
る
。

町
の
労
働
力
構
成
は
、
表
3
お
よ
び
表
4
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

農
業
（
四
九
%
）
と
漁
業
（
二
五
%
）

と
が
二
つ
の
柱
と
な
っ
て
、

局
、
第
一
次
部
門
が
七
六
%
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
他
は
、
言
う
ほ
ど

の
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
最
大
の
農
業
に
し
て
も
、

そ
の
内
容
は
ま
と

と
に
貧
し
い
（
表
5
）
。
す
な
わ
ち
三
反
以
下
の
農
家
が
過
半
に
当
た
り
、

ま
た
一
二
｜
五
反
層
が
二
四
%
を
占
め
る
。
と
い
う
わ
け
で
「
五
反
百
姓
」

以
下
が
、
実
に
全
農
家
の
八
割
弱
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
前
表
の
労

働
力
構
成
か
ら
し
で
も
、
農
業
の
「
女
性
佑
」
が
は
な
は
だ
し
い
。

い
ず

れ
に
し
て
も
、
販
売
農
家
の
体
質
で
は
な
い
。

一
一
戸
当
た
り
の
平
均
規
模

は
、
三
・
四
反
で
、

乙
れ
で
暮
ら
し
の
立
つ
わ
け
が
な
い
。
と
乙
ろ
が
カ

ト
リ
ッ
ク
農
家
だ
け
を
と
る
と
、

乙
れ
が
さ
ら
に
零
細
化
す
る
。
と
と
も

に
畑
作
の
比
重
が
増
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
表
6
の
よ
う
に
、

カ
ト
リ
ッ

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

結

成構力働労表 3

% 

76.0 

6.0 

18.。
次

次

次

t
i
q
G
q
o
 

第

第

第

100.。計

四
九 訳内

男

r目部次第

総 女

1,805 

57 

141 

931 

61 

1,252 

% 

49.0 

2.1 

24.9 

数

2,736 

HS 
1,393 

業

業

業

農

林

漁



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

ク
部
落
の
耕
地
占
拠
率
は
、
二
三
%
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
乙
の

占
拠
率
は
、
と
り
わ
け
水
田
の
場
合
に
劣
っ
て
い
て
、

乙
れ
が

一
O
%
に
満
た
な
い
。

つ
ま
り
水
田
の
九
割
ま
で
は
、
仏
教
徒

の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
田
・
畑
の
シ
ェ
ヤ
l

は
、
田
一
O
%
、
畑
九
O
%
と
な
る
。
全
町
の
水
田
率
は
、

六
M

初
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
経
営
規
模
の
点
で
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク

の
そ
れ
は
、
か
な
り
低
下
す
る
（
表
7
1
す
な
わ
ち
零
細
農

が
圧
倒
的
な
点
は
、
共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
青
砂
ケ
浦
で

は
、
三
反
以
下
が
七
四
%
、

つ
ま
り
四
分
の
三
に
当
た
る
の
に

対
し
て
、
全
町
の
そ
れ
は
、

五
四
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま

た
青
砂
ケ
浦
で
は
、
最
大
の
農
家
に
し
も
‘
七
反
経
営
の
二
一
戸

に
す
ぎ
な
い
。

と
い
う
わ
け
で
労
働
力
構
成
と
は
反
対
に
、

町
の
主
産
業

は
、
漁
業
・
水
産
業
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば

昭
和
四
十
年
度
、
町
民
所
得
の
推
計
で
は
、
総
額
八
億
六
、

0
0万
円
の
う
ち
、
農
林
業
所
得
は
一
一
%
に
す
ぎ
な
い
（
表

模（反）営

ーナ

五

% 

～3 

3～5 

5～10 

10～15 

15～ 

54.5 

24.4 

19.0 

1. 8 

0.2 

家

823 

368 

286 

27 

6 

農

営

l, 126(28. 9)1 
(89.4) I 

2, 757 (71. 1) I 
(68.5) I 

3, 684(100.。）I 
(73.5) I 

100.0 

経業

五
O

計

1, 261 (23. 8) 
(100. 0) 

4,026(76.2) 
(100.0) 

1,510 

別農

134( 9. 5)1 
(10.6〕｜

1, 268(90. 5)1 
(31.5〕｜

計

仰信表 6

畑回

ク

徒

ツ

教

トカ

仏

5, 287 (100. 0) 
(100.0) 

1, 403 (100. 0) 
(26.5〕計



8
1
 そ
し
て
五
O
%
は
、
水
産
業
所
得
に
よ
っ
て
占

め
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
う
ち
漁
業
就
労
所
得
、

つ
ま
り

雇
わ
れ
漁
夫
の
そ
れ
が
三
九
%
に
当
た
っ
て
い
る
。
五

分
の
四
が
こ
れ
で
あ
る
。
前
述
の
あ
ぐ
り
・
底
引
網
の

た
ぐ
い
で
、
以
西
底
引
網
が
い
ぜ
ん
健
全
で
あ
る
こ
と

を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
雇
用
先
の
水
産
会
社
や
網
元

は
、
隣
町
の
奈
良
尾
ゃ
、

そ
れ
に
長
崎
・
下
関
な
ど
に

あ
っ
て
、
町
内
の
経
営
者
は
、
四
統
（
雇
用
力
一

0
0

ん
V

を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
は
三
ト
ン
程
度
の
巾

着
網
が
一
本
づ
っ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
五
島
漁
協

の
組
合
員
は
、

正
・
準
あ
わ
せ
て
五
O
O
名
で
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
就
労
者
は
、
二
O
O
名
程
度
と
見
積
ら
れ
る
。
し
か
し
非
組
合
員
で
、
地
元
以
外
に
就
労
し
て
い
る
漁
夫
が
ひ
じ
よ
う
な

照対層階営経表 7

町全

54.5 

24.4 

12.8 

8.2 

100.0 100.0 計

町民所得推計一昭40ー表 8

% 

11. 2 

50.2 

(39. 8) 

5.1 

17.4 

16.1 

100.。

青砂ケ浦

74.0 

19. 7 

4.9 

1. 4 

所得
{100万円）

97 

438 

( 344) 

40 

151 

139 

農林

水産

（漁業就労所得）

建設・製造

商業・運輸

公務その他

計 865 

数
に
の
ぼ
る
わ
け
で
、

乙
れ
が
結
局
、
町
民
の
家
計
を
支
え
て
い
る
。
と
と
も
に
三
反
百
姓
で
も
、
な
お
暮
ら
し
の
立
つ
理
由
だ
と
も
い

～3 

3～5 
5～7 

7～ 

の
朝
、
帰
港
し
て
、
十
九
日
に
は
出
航
す
る
。

え
る
。
か
れ
ら
の
就
労
海
域
は
、
台
湾
か
ら
東
支
那
海
の
範
囲
で
、
月
一
回
の
航
海
と
な
る
。
最
近
は
協
定
に
よ
っ
て
、
旧
暦
の
十
四
日

つ
ま
り
満
月
の
あ
い
だ
だ
け
の
陸
上
生
活
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
育
砂
ケ
浦
の
実
態
も
、

乙
れ
と
変
わ
り
が
な
い
。

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

い
や
農
は
自
給
に
も
足
り
な
い
の
で
、
漁
業
の
比
重
は
、
も
っ
と
高
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

五



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

玉

2

青

砂

ケ

浦

次
に
青
砂
ケ
浦
で
あ
る
が
、
表
2
で
み
た
よ
う
に
、

乙
の
浦
は
、
内
方
・
口
方
あ
わ
せ
て
、

一
八
五
の
公
式
一
戸
か
ら
成
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
そ
の
開
拓
事
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
乙
乙
で
は
一
切
の
記
録
を
欠
い
て
く
る
。
だ
い
た
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
、
当
時
の
キ
リ

い
っ
き

シ
タ
ン
が
い
わ
ゆ
る
居
付
農
民
と
し
て
来
島
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
近
世
末
の
乙
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
寛
政
九
年
、
大
村
・
五

島
両
藩
の
あ
い
だ
に
、
「
人
送
り
」
の
議
が
結
ぼ
れ
て
、
以
来
、
集
団
単
位
・
家
族
単
位
の
移
民
を
含
め
て
、

そ
の
数
が
増
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
明
治
十
年
代
に
は
、
自
然
増
も
加
え
て
、
七
千
人
に
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
中
通
島
の
宗
門
史
に
つ
い
て
は
、
諸
書
は

ち

ゅ

う

ち

か

し

ら

す
で
に
福
見
（
奈
良
尾
）
・
鯛
ノ
浦
（
有
川
）
・
仲
知
（
北
魚
目
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
頭
ケ
島
（
有
川
）
の
開
墾
が
著
名

し
ゆ
っ

で
あ
る
。
か
れ
ら
は
出
津
（
西
彼
杵
郡
外
海
町
）
の
出
で
あ
る
が
、
は
じ
め
鯛
ノ
浦
に
渡
っ
て
き
た
。
が
、
安
政
年
間
、
有
川
代
官
の
許

し
を
え
て
、

乙
の
離
島
へ
と
移
住
し
た
。
と
こ
ろ
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
が
、
明
治
初
年
、

い
っ
せ
い
に
爆
発
す
る
。
中
通
島
の
居
付
部

落
で
も
、
前
述
の
地
点
の
ほ
か
‘
樽
見
（
育
方
）
・
曽
根
（
北
魚
目
）
・
冷
水
（
青
方
）
、

そ
れ
に
青
砂
ケ
浦
も
、

乙
の
残
酷
物
語
の
舞
台

と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
す
で
に
藩
政
期
か
ら
か
れ
ら
の
居
付
い
て
い
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
青
砂
ケ
浦

に
た
〈
ぴ

教
会
の
宿
老
・
平
瀬
半
次
郎
氏
に
よ
る
と
、
か
れ
の
住
む
口
万
地
域
は
、
も
と
似
首
（
新
魚
目
町
）
の
新
聞
で
あ
っ
た
。
土
地
は
、
た
ぷ

そ
の
庄
屋
の
小
作
人
と
な
っ
て
い
る
者
も
い
た
。
上

そ
と
め

と
の
分
だ
け
を
代
官
か
ら
頂
い
た
。
外
海
（
西
彼
杵
半
島
西
岸
）

じ

げ

か
ら
逃
げ
て
き
た
人
が
多
く
、
か
れ
ら
は
山
蔭
に
隠
れ
て
、
掘
立
小
屋
を
建
て
た
。
食
い
物
に
困
る
の
で
、
地
下
の
人
た
ち
が
相
手
に
し

ん
福
江
の
殿
さ
ま
の
も
の
だ
っ
た
と
思
う
が
、
し
か
し
地
籍
が
似
首
だ
っ
た
の
で
、

の
山
は
、
当
時
、
何
人
か
で
拓
い
た
の
だ
が
、

そ
の
世
話
賃
と
し
て
、

な
い
よ
う
な
山
を
拓
い
た
。
小
作
人
と
な
っ
た
者
は
、
盆
暮
に
は
、
地
主
の
掃
除
や
薪
切
り
に
た
だ
で
働
か
さ
れ
た
。
し
か
し
小
作
人
が



病
気
に
な
っ
て
も
、
地
主
は
な
に
も
し
て
く
れ
な
か
っ
た
、

と
語
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
の
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
育
砂
ケ
浦
が
奈
摩
郷
に
属
し
な
が
ら
も
、

み
ず
か
ら
「
青
砂
郷
」
を
と
な
え
て
い
る
こ
と
は
、

さ
き
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ

自
身
も
郷
長
を
選
び
、

郷
運
営
の
た
め
に
郷
委
員
会
を
設
け
て
い
る
。

ま
た
経
営
に
要
す
る
費
用
は
、

各
戸
か
ら
徴
収
し
た
区
費
や
そ

の
他
、
自
主
的
な
財
源
で
賄
わ
れ
る
。
郷
委
員
は
、
内
方
・
口
万
か
ら
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
四
名
、
計
八
名
か
ら
成
る
。

郷
長
も
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、

い
ず
れ
も
任
期
は
二
年
で
あ
る
。
な
お
青
砂
ケ
浦
か
ら
は
、
現
在
、
二
名
の
町
議
を
出
し
て
い
る
が
、

乙
れ
は
後
見
者
と
し
て
、
随
時
、
委
員
会
に
出
席
す
る
。
区
費
は
、
年
間
一
、

0
0
0円
で
、

こ
れ
は
均
等
割
。
生
活
保
護
者
だ
け
に
そ

の
半
額
あ
る
い
は
全
額
が
免
除
さ
れ
る
。
郷
の
共
有
財
産
と
し
て
は
、

郷
有
地
が
一
二
町
あ
り
、

乙
れ
は
分
村
の
と
き
、

奈
摩
郷
か
ら

分
離
し
た
。
と
こ
ろ
で
全
郷
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
成
る
青
砂
ケ
浦
で
は
、
町
行
政
・
郷
行
政
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
教
会
の
秩
序
が
加
わ

っ
て
く
る
。
役
職
と
し
て
は
、
宿
老
・
使
徒
職
・
教
え
方
が
区
別
さ
れ
る
が
、
教
え
方
は
、
子
ど
も
た
ち
に
公
教
要
理
を
教
え
る
の
が
役

目
で
、

こ
れ
に
は
教
会
の
修
道
女
が
当
た
っ
て
い
る
。
使
徒
職
は
、
宿
老
の
補
佐
役
で
、
実
務
上
の
こ
と
を
扱
う
。
し
た
が
っ
て
宗
教
共

同
体
の
乙
と
は
、
だ
い
た
い
宿
老
に
一
元
佑
し
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
信
仰
に
関
す
る
こ
と
が
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら

神
父
に
属
し
て
い
る
。

し
か
し
神
父
と
信
者
と
の
仲
介
、

そ
れ
か
ら
教
会
の
維
持
は
、
宿
老
の
仕
事
と
な
っ
て
く
る
。

教
会
の
維
持
費

は
、
年
間
一
世
帯
七
五

O
円、

こ
れ
は
嫁
を
も
ら
う
と
、
す
ぐ
か
か
っ
て
く
る
。
な
お
神
父
の
生
活
費
は
、
長
崎
司
教
区
か
ら
送
っ
て
く

る
の
で
、
信
者
と
し
て
の
負
担
は
な
い
。
宿
老
に
は
、
信
仰
の
厚
い
者
が
な
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
も
終
世
の
職
で
は

な
い
。
四
年
目
と
と
の
選
挙
で
選
ば
れ
る
。
た
だ
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。
ま
た
宿
老
は
、
郷
委
員
を
兼
ね
る
の
が
普
通
な
の
で
、

乙
の
あ

た
り
行
政
と
教
政
と
の
パ
イ
プ
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
郷
と
教
会
の
癒
着
状
態
は
、
典
型
的
に
は
公
民
館
の
場
合
に
現
わ
れ
て
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ノ
＼
場
。
。

い
う
ま
で
も
な
く
部
落
公
民
館
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
郷
の
も
の
で
は
な
い
。

い
ま
で
も
教
会
の
所
有
で
あ
る
。

も
と
も
と
乙
れ

は
、
教
会
が
公
教
要
理
を
教
え
る
場
所
と
し
て
建
設
し
た
。
だ
か
ら
鍵
の
あ
ず
か
り
も
、
神
父
の
権
限
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
公
民
館

の
用
に
も
供
し
て
い
る
の
で
、
郷
と
し
て
も
、

そ
の
維
持
に
積
極
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
昭
和
三
十
七
年
の
郷
委
員
会
の
記
録
を
み

る
と
、
「
公
民
館
は
是
非
と
も
修
繕
す
る
が
、
神
父
様
の
協
力
を
お
願
い
、
今
一
度
、
支
配
な
る
（
？
）
公
民
館
と
し
て
立
で
な
け
れ
ば
、

委
員
会
と
し
て
の
面
子
が
立
た
な
い
の
で
、
宿
老
に
お
願
い
す
る
と
と
に
決
議
せ
り
」
。

乙
う
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
町
当
局
は
未
公
認
だ
と
し
て
も
、
奈
摩
郷
か
ら
の
フ
ラ
ク
活
動
に
よ
っ
て
、

乙
ζ

に
宗
教
的
な
地
域
共
同
体
が
成

立
し
た
。
ち
ょ
う
ど
他
部
落
の
神
社
の
よ
う
氏
、
青
砂
郷
の
中
央
高
台
に
は
教
会
が
そ
び
え
立
っ
て
、
郷
の
「
精
神
」
を
象
徴
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
み
え
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
独
立
に
た
と
え
る
の
は
お
お
げ
き
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
信
仰
を
と
も
に
す
る
人
た
ち
の
地
域

社
会
が
準
公
式
的
に
も
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
確
か
に
、
ひ
と
つ
の
純
化
で
あ
り
、
同
質
化
だ
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の

純
化
・
同
質
佑
が
、

か
れ
ら
の
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
結
果
と
な
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
同
時
に
、

乙
の

共
同
体
内
部
で
は
、

そ
の
階
層
分
佑
が
き
わ
め
て
未
発
達
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
よ
り
広
域
的
な
地
域
社
会
に
お
い
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
集
団
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
乙
と
、

そ
れ
か
ら
か
れ
ら
の
価
値
体
系
が
地
下
部
落
の
そ

れ
と
異
な
っ
て
い
る
乙
と
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
周
知
の
よ
う
に
、

カ
ト
リ
ッ
ク
は
宗
教
的
内
婚
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
フ
タ
イ
ト
コ
と
い
う

J
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3
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
落
内
婚
も
か
な
り
の
高
率
と
な
っ
て
く
る
。

と
と

も
に
通
婚
関
係
を
と
お
し
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
相
互
聞
の
連
帯
も
強
化
さ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。



分

封

の

類

型

佑

ー

そ

の

手

続

き

そ
乙
で
以
下
、
資
料
の
提
示
に
移
る
が
、
た
だ
そ
の
ま
え
に
、

乙
乙
で
の
分
析
の
枠
組
に
つ
い
て
、

三
回
国
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の

は
、
さ
き
の
中
川
や
竹
田
の
文
章
か
ら
す
る
と
、
当
地
の
慣
行
は
、
隠
居
分
家
を
基
本
と
す
る
よ
う
に
推
定
さ
れ
た
。
と
と
ろ
で
と
の
型

の
把
握
を
計
量
的
か
つ
動
的
に
お
ζ

な
う
と
な
る
と
、

そ
の
措
置
が
か
な
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
と
の
乙
と
は
、
わ
れ

わ
れ
が
こ
れ
ま
で
手
掛
け
て
き
た
末
子
相
続
の
場
合
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
比
較
的
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
末
子
相
続
の
調
査
で
、

わ
れ
わ
れ
が
相
続
の
指
標
と
し
た
の
は
、
（
1
）
家
屋
敷
の
継
承
、
（
2
）
位
牌
の
受
授
、
（
3
）
老
後
の
扶
養
の
三
点
で
あ
っ
た
。

7)ま

場
合
に
よ
っ
て
は
、

乙
れ
に

（4
）
隠
居
分
の
継
承
を
加
え
る
乙
と
も
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
末
子
相
続
と
い
う
け
れ
ど
も
、

跡
と
り
は

末
子
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

こ
の
三
な
い
し
四
の
指
標
は
、
同
一
人
に
帰
着
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
、

在
住
戸
の
分
類
で
も
、
わ
り
に
た
や
す
く
「
相
続
戸
」
と
「
分
家
」
と
の
類
別
が
で
き
る
乙
と
に
な
っ
た
。
だ
い
た
い
乙
の
慣
行
で
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
と
跡
と
り
が
、
ず
っ
と
本
家
を
動
か
な
い
。
だ
か
ら
跡
と
り
は
、
居
た
ま
ま
で
家
屋
敷
を
受
け
つ
ぐ
し
、
位

牌
も
、

乙
の
本
家
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
相
続
人
が
動
か
な
い
の
で
、

か
れ
は
当
然
、
老
親
の
扶
養
者
と
な
っ
て
く
る
。
扶
養
の
実

績
が
あ
る
の
で
、
臆
居
分
は
、
問
題
な
く
か
れ
の
所
有
に
帰
す
る
。
類
別
が
た
や
す
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
隠
居
分
家
で
は
、

乙
う
し
た
同
一
人
へ
の
帰
着
が
で
き
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
分
散
の
方
向
を
と
っ
て
く
る
。
な
る
ほ

ど
長
男
は
、
家
屋
敷
を
受
け
つ
い
だ
。
け
れ
ど
も
親
た
ち
は
、

そ
の
家
を
出
る
の
で
、
か
れ
が
扶
養
者
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
も
つ

カ
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と
も
竹
田
の
い
う
複
式
隠
居
分
家
で
は
、
親
は
晩
年
に
は
、
長
男
の
許
に
帰
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
と
の
場
合
、
長
男
が
扶
養
者
に
な
る
だ

お
の
ず
か
ら
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
単
式
隠
居
分
家
の
あ
げ

ろ
う
が
、
し
か
し
終
始
同
居
し
た
あ
げ
く
の
扶
養
者
と
は
、

乙
の
場
合
に
は
、
扶
養
者
を
欠
く
か
、
あ
る
い
は
兄
弟
中
の

く
、
親
が
隠
居
世
帯
を
構
え
る
と
な
る
と
、
老
後
は
完
全
隠
居
と
な
っ
て
、

な
お
中
川
ら
に
よ
る
と
、
青
砂
ケ
浦
あ
た
り
で
は
、
隠
居
分
家
の
結
果
、

親
の
終
着
駅

共
同
扶
養
と
い
う
乙
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

は
、
末
子
家
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
乙
乙
で
は
、
家
屋
敷
は
長
男
、
扶
養
は
末
子
と
い
う
と
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
位

分封 類 型 化 の 手 続 き

I. 

表 9

長男が家屋敷の継承者であった

a.親がそのままとの家に同居した

b.親は家族を伴って別の家ll'..転居した

牌
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、

こ
れ
を
欠
い
て
く
る
。
ま
た
一
部
の
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
の
よ
う
に
、
位
牌

長男が家屋敷の継承者でなかった

は
ま
ず
I
l
b
の
場
合
、
次
男
が
成
人
し
た
暁
、
か
れ
が
現
在
、
住
む
家
を
貰
っ
て
、
親
た
ち
が
新
居
に
出
て

が
親
と
と
も
に
転
々
と
す
る
乙
と
に
な
る
と
、

そ
の
落
着
き
さ
き
に
つ
い
て
も
予
断
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
か
ら

隠
居
分
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
末
子
相
続
の
場
合
で
も
、

乙
れ
が
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
ば
ら

ば
ら
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

に
し
で
も
な
に
か
の
形
で
類
型
化
を
お
と
な
っ
て
、

乙
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
と
で

わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
指
標
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
家
屋
敷
の
継
承
と
い
う
も
の
に
注
目
し
た
。
も
っ
と
は
っ

き
り
い
う
と
、
家
屋
の
受
授
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
手
続
き
は
、
次
の
二
段
構
え
と
な
っ
て
く
る
（
表
9
1
基

本
的
に
は
、

乙
の
三
類
型
に
な
る
と
思
う
が
、
乙
れ
に
第
二
段
の
プ
ロ
セ
ス
が
考
慮
さ
れ
て
く
る
。
ま
ず
I
｜

a
の
場
合
、
次
三
男
以
下
は
新
居
を
つ
く
っ
て
出
て
い
く
の
で
、
乙
れ
に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し

I
l
b
と

乙
の
次
三
男
以
下
を
、
ど
う
分
封
さ
せ
る
か
の
仕
方
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
い
。
と
い
う
の

n. 

E
と
で
は
、
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こ
れ
は
長
男
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
三
男
以
下
に
も
繰
り
か
え

せ
ば
、
分
封
の
仕
方
と
し
て
も
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
次
男
に
は
新
居
を
与
え

て
、
親
た
ち
が
旧
居
に
居
残
る
ケ
l
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
三
男
以
下
に
も
、
旧
居
を
与

え
る
か
、

そ
れ
と
も
新
居
を
つ
く
る
か
、

の
二
つ
の
場
合
が
出
て
く
る
。
要
す
る
に
長
男
に

対
し
て
と
っ
た
措
置
が
、
次
三
男
以
下
の
場
合
に
一
貫
し
な
い
例
で
あ
る
。
な
お
同
じ
よ
う

な
事
態
は
、

E
の
場
合
に
も
起
り
う
る
。
す
な
わ
ち
長
男
に
新
居
を
与
え
て
、
次
男
以
下
に

そ
こ
に
は
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
次
男
に
い
ま
い
る
家

を
や
っ
て
、
親
た
ち
が
出
る
乙
と
も
考
え
ら
れ
る
。
三
男
以
下
に
も
、
こ
う
し
た
二
つ
の
道

も
同
じ
措
置
に
出
れ
ば
、

が
聞
け
て
く
る
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
表

mの
よ
う
に
類
型
佑
し
て
み
た
。
そ
れ
で

B
と
D
と
で
は
、

も
と
い
え

長
男
に
本
家
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
出
発
点
で
は
一
致
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
プ
ロ

セ
ス
で
、

一
貫
性
を
も
つ
の
が

B
、
も
た
な
い
の
が

D
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お

D
の
場

合
、
次
男
以
下
に
は
前
述
の
二
つ
の
道
が
聞
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
を

D
と
し
て
一
括
し
て
お
い
た
。

そ
の
内
容
は
無
視

し
て
、

乙
の

B
と
D
と
に
対
し
て
、

C
と
E
と
で

は
、
長
男
に
新
居
を
与
え
た
。

一
致
し
て
く
る
。
し
か
し
C
で
は
、

乙
の
点
で
は
、

乙
の
長

男
へ
の
措
置
が
次
男
以
下
に
も
及
ほ
さ
れ
る
。
と
と
ろ
が

E
で
は
、

乙
の
一
貫
性
を
欠
い
て

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

型類封分表 10

前表との対応

r-a 
I-b 

II 

I-bで出発

Eで出発

旧居）

新局）

D.混合型（長男

E.混合型（長男

F.その他

型類封

A.長子相続型

B.隠居分家型

c.末子相続型

分

五
七
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く
る
。
ま
た

F
は、

そ
の
他
の
場
合
を
予
想
し
て
の
設
定
で
あ
っ
た
。

な
お
乙
の
類
型
佑
と
あ
わ
せ
て
、
親
と
最
終
的
に
同
居
し
た
子
ど
も
の
分
類
も
こ
乙
ろ
み
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
同
居
者
は
、
お
そ
ら

く
老
後
の
扶
養
者
と
読
み
か
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
完
全
隠
居
が
実
現
す
れ
ば
、
乙
の
扶
養
者
と
い
う
表
現
は
、
か
な
り
微
妙
な
も
の
と

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
乙
れ
を
最
終
的
な
同
居
者
と
い
う
表
現
で
整
理
し
て
み
る
と
、
乙
れ
は
、
そ
の
有
る
も
の
と
無
い
も
の
と
に
二
大

則
さ
れ
る
。
無
い
も
の
と
は
、

い
ま
述
べ
た
完
全
隠
居
の
場
合
で
あ
る
。
ま
た
分
封
行
為
の
完
了
前
に
親
が
死
亡
す
れ
ば
、
最
終
的
な
同

居
と
い
う
と
と
自
体
が
成
立
し
な
い
。
な
お
最
終
的
な
同
居
者
が
あ
る
場
合
は
、

こ
れ
を
従
来
の
手
法
に
し
た
が
っ
て
、
長
子
・
仲
兄
・

末
子
の
三
者
に
区
別
し
た
。

た
だ
最
終
的
な
同
居
者
な
の
で
、
分
封
行
為
が
ま
だ
末
子
ま
で
及
ば
ず
、

い
わ
ば
進
行
中
の
事
例
に
つ
い

て
、
以
上
の
分
類
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

2

類

型

化

の

結

果

本
調
査
で
は
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
親
子
関
係
を
セ
ッ
ト
と
し
て
、

こ
れ
を
一
事
例
と
み
な
し
た
。

（1
）
子
が
複
数
男
子
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
独
り
子
あ
る
い
は
娘
ば
か
り
の
場
合
は
除
か
れ
る
。

（

2
）
 

乙
の
複
数
男
子
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
人

が
相
続
・
分
家
な
ど
の
家
行
為
を
お
乙
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
複
数
男
子
が
あ
っ
て
も
、

み
な
未
婚
の
場
合
は
、

セ
ッ
ト
か
ら
外
さ

れ
る
。

（

3
）
 

セ
ッ
ト
構
成
員
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
人
（
親
を
含
む
）
が
在
村
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
離
村
し
あ
る

い
は
死
に
絶
え
た
場
合
は
採
ら
な
い
。
そ
れ
で
対
象
は
、
多
く
世
帯
主
と
そ
の
親
（
隠
居
）
と
の
セ
ッ
ト
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
以
上
の
現
定
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
ひ
と
つ
き
か
の
ぼ
っ
た
セ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
親
と
そ
の
親
と
の
親
子
関
係
の
場
合
も
、
当
事
者
の
一
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人
が
在
村
・
生
存
し
て
い
れ
ば
、
乙
れ
に
該
当
す
る
乙
と
に
な
る
。
（
別

一，ーーーーーー、
Lセット）
、ーー一＿＿＿, 

図
参
照
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
一
世
代
さ
か
の
ぼ
る
セ
ッ
ト
は
、
そ
の

数
が
ず
っ
と
少
な
く
な
る
。
と
と
も
に
本
調
査
で
は
、
一
戸
籍
の
照
合
を

不
可
欠
と
し
た
の
で
、

た
と
え
生
存
者
を
含
ん
で
い
て
も
、
そ
の
調
及

に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
あ
っ
た
。

に
至
ら
な
い
の
が
九
例
数
え
ら
れ
、

析
出
し
た
。
そ
し
て
乙
れ
を
さ
き
の
類
型
佑
に
し
た
が
っ
て
分
類
す
る
と
、
表
日
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
こ
の
う
ち
、
末
子
ま
で
の
措
置

そ
乙
で
わ
れ
わ
れ
は
、
青
砂
ケ
浦
一
八
五
声
か
ら
六
四
の
セ
ッ
ト
を

ζ

れ
ら
を
除
い
た
完
結
例
に
つ
い
て
は
、
同
表
右
欄
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
総
事
例
に
つ
い
て
み
る

と
、
い
わ
ゆ
る
混
合
型
は
一
一
例
（
一
七
%
）

ど
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
と
と
も
に
混
合
型
は
、

か
し
次
男
以
下
で
変
更
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
分
封
の
タ
イ
プ
は
、
家
と
し
て
一
貫
性
を
も
つ
の
が
ほ
と
ん

一
例
だ
け
が
D
と
な
る
。
す
な
わ
ち
長
男
に
本
家
を
渡
し
て
、
隠
居
分
家
し
た
。
し

そ
し
て
他
の
一

O
例
は
、

E
に
属
す
る
。

つ
ま
り
長
男
分
家
で
出
発
し
た
が
、

次
男

F
と
い
う
の
が
一
例
現
わ
れ
た
。
そ
乙
で
各
類

以
下
で
変
更
が
あ
っ
た
例
で
あ
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
分
類
の
ど
れ
に
も
該
当
し
な
い
、で

、
当
地
の
慣
行
が
隠
居
分
家
だ
と
い
わ
れ
て
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

型
の
事
例
数
を
み
る
と
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
末
子
相
続
型
の
二
七
例
（
四
二
%
）隠

居
分
家
型
は
、

一
六
例
（
二
五
%
）
に
と
ど
ま
っ
て
い

計
数
的
に
は
、
末
子
相
続
型
の
リ
l
ド
が
示
さ
れ
る
。

る
。
乙
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
の
平
準
的
な
相
続
形
態
と
さ
れ
る
長
子
相
続
型
は
、
九
例
（
一
四
%
）

の一

O
例
（
一
五
%
）
よ
り
も
、
さ
ら
に
少
な
い
。

カ
ト
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ッ
ク
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民
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に
す
ぎ
な
い
。
乙
れ
は
混
合
型
E

い
ず
れ
に
し
て
も
当
地
の
慣
行
は
、
日
本
の
平
均
値
か
ら
は
、

大
き
く
ず
れ
て
く

五
ゴも
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る
。
そ
れ
か
ら
混
合
型
D
は
、
少
な
く
と
も
ス
タ
ー
ト
は
、

B
す
な
わ
ち
隠
居
分
家
型

と
同
じ
で
あ
っ
た
。

ま
た
混
合
型

E
は
、
少
な
く
と
も
ス
タ
ー
ト
は
、

C
す
な
わ
ち

末
子
相
続
型
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
乙
で
か
り
に

（B
＋
D
）
と
（
C
＋
E
）
を
み
る

と
、
前
者
が
二
三
%
、
後
者
が
五
八
%
と
な
っ
て
、
末
子
相
続
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の

が
二
倍
以
上
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
未
完
の
例
は
、
末
子
相
続
型
に
八
例
、

E
型
に
一
例
検
出
さ
れ
た
。

E
型

は
、
末
子
相
続
型
に
連
な
る
が
、

乙
れ
ら
を
差
引
い
て
、
完
結
例
だ
け
を
み
る
と
、

型
（
二
九
%
〉
と
C
型
（
三
四
%
）
と
が
接
近
し
て
く
る
。
ま
た
（
B
＋
D
）
は
三
一

%
、
（
C
＋
E
）
は
五
一
%
と
な
っ
て
、

や
は
り
広
義
の
末
子
相
続
型
に
、
二
割
程
度

の
リ
l
ド
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
完
結
例
に
つ
い
て
、
最
終
同
居
者
の
点
を
な
が
め
る
と
、
表
四
の
よ
う
で
あ

ザ。。

す
な
わ
ち
だ
れ
か
最
終
同
居
者
の
い
た
の
が
六
割
程
度
（
三
四
例
）

を
占
め
る

が
、
完
全
隠
居
も
三
割
（
一
七
例
）
現
わ
れ
る
。
別
に
分
封
の
完
了
前
、
当
の
親
た
ち

が
死
亡
し
た
の
が
少
数
（
四
例
）
と
い
っ
た
結
果
と
な
る
。
同
居
者
を
か
な
ら
ず
し
も

要
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、

し
か
し
過
半
数
は
、
老
後
、
だ
れ
か
と
一
緒
に
暮
ら
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
乙
の
同
居
者
を
続
柄
別
に
分
類
す
る
と
、
長
子
・
仲
兄 B 

六
0 

% 

A.長子相続 9 14. 1 9 16.4 

B.隠居分家 16 25.0 16 29.1 

c.末子相続 27 42.2 19 34.5 

D.混合型（長男家屋） 1 1. 5 1 1. 8 

E.混合型（長男分家） 10 15.6 9 16.4 

F.そ の 他 1 1. 5 1 1. 8 

ち完結例l実勺＇；.－ 1実

分5JU 型類表 11
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－
末
子
の
三
者
と
も
登
場
し
て
く
る
。

け
れ
ど
も
長
子
九
例

（
一
六

%
）
、
仲
兄
九
例
三
六
%
）
、
末
子
一
六
例
（
二
九
%
）
と
い
っ
た
次

第
で
、
末
子
へ
と
か
な
り
傾
斜
す
る
。
次
に
類
型
別
に
乙
の
同
居
者
を

検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
長
子
相
続
で
は
、
前
述
の
規
定
に
よ
っ
て
、

同
居
者
の
全
数
が
長
男
に
落
着
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
隠
居
分
家
型
で

は
、
完
全
隠
居
が
平
均
値
と
同
じ
三
割
程
度
出
て
く
る
が
、
他
は
老
後

を
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
乙
と
に
な
る
。
そ
の
子
ど
も
の
内
訳
は
、

仲
兄
四
（
二
五
%
）
、
末
子
七

（
四
三
%
）
と
な
る
。

し
か
し
仲
兄
四

の
内
容
は
、
末
子
死
亡
二
、
末
子
他
出
て
末
子
独
身
（
特
殊
な
事
情
）

と
い
う
わ
け
で
、

つ
ま
り
末
子
側
の
事
情
に
よ
っ
て
、
仲
兄
と
の
同
居

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
末
子
の
代
用
と
い
う
印
象
が
強
い
。
な
お
こ

れ
ら
仲
兄
の
男
子
中
で
の
続
柄
は
、

4
／
6
、
3
／
4
、
4
／
5
、

2
／
3
ず
と
い
う
よ
う
に
、
末
子
に
近
い
と
乙
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
そ

こ
で
こ
の
型
の
お
お
ぎ
っ
ぱ
な
プ
ロ
セ
ス
を
組
定
す
る
と
、

一
部
は
隠

居
分
家
を
繰
り
か
え
し
て
、

完
全
隠
居
に
到
達
し
た
。

し
か
し
過
半

は
、
末
子
ま
た
は
そ
の
代
用
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
、

そ
の
生
涯
を

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

II 

計ー

9 9 9 
A，長子相続 (100. 0) (100. 0) (100. 0) 

4 7 11 5 16 
B.隠居分家 (43. 8) (68. 8) (31. 2) (100. 0) (25. 0) 

5 6 11 8 19 
c.米子相続 (31. 6) (57. 9) (42.1) (100. 0) (26. 3) 

D・混合型（羅） 1 1 
(100. 0) (100. 0) 

B・混合型（霧） 3 3 3 3 9 
(33.3) (33. 3) (33. 3) (33. 3) (100. 0) 

1 1 
F.そ の (100. 0〕 (100. 0) 

I (1ム）I(16~4) 
16 34 I 17 I 4 55 

言十 (29.1) (61. 9) (30. 9) ( 7. 2) (100. 0) 

類

計日：ヰi
分

子｜小

5.fiJ 型類表 12
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カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

占ノ、

終
え
た
。
な
お
当
地
で
は
、
末
子
の
分
封
後
、
親
が
長
男
そ
の
他
の
と
こ
ろ
に
移
る
と
い
う
複
式
は
、
異
例
の
一
件
が
検
出
さ
れ
た
だ
け

J

－っ，』
O

ふ

i
．

中

t

と
こ
ろ
で
末
子
相
続
型
で
は
、
完
全
隠
居
へ
の
移
行
（
四
二
%
）
は
、
隠
居
分
家
型
の
場
合
よ
り
も
急
で
あ
る
。
と
な
る
と
一
般
に
末

子
相
続
で
は
、
親
と
末
子
と
の
終
世
的
な
同
居
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、

乙
乙
で
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
過
半
は
、

子
ど
も
と
の
終
世
的
な
同
居
と
な
っ
た
。
た
だ
乙
の
場
合
、
同
居
者
は
末
子
会
二
%
）
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
仲
兄
（
二
六
%
）
も
出
て

ノ
＼
句
。
。

し
か
し
こ
の
仲
兄
は
、
隠
居
分
家
型
の
と
き
と
同
様
、
多
く
は
末
子
側
の
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
続
柄
も
、

4
／

6
、
4
／
5
、
4
／
5
、
4
／
5
、
5
／
6
、
2
／
3
と
、
出
生
順
か
ら
し
で
も
、
後
半
に
傾
斜
し
て
く
る
。
混
合
型
D
の
一
例
は
、
完

全
隠
居
で
あ
る
が
、
同
じ
く
混
合
型
E
で
は
、
親
死
亡
、
完
全
隠
居
、
末
子
と
の
同
居
の
三
者
に
、
ま
っ
た
く
三
分
さ
れ
る
。
な
お

E
型

の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
乙
と
に
し
た
い
。

四

家

族

周

期

の

検

討

と
く
に
長
子
相
続
の
場
合

と
に
か
く
こ
う
し
た
わ
け
で
、
長
子
相
続
も
出
て
き
た
け
れ
ど
も
、
隠
居
分
家
型
・
末
子
相
続
型
も
現
わ
れ
た
。

い
や
隠
居
分
家
と
末

子
相
続
と
が
ミ
ッ
ク
ス
し
た
セ
ッ
ト
も
あ
っ
た
。
は
て
は
以
上
に
該
当
し
な
い
複
式
の
例
さ
え
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
比
重
は
異
な
る
に
し

て
も
、
ま
さ
に
多
彩
で
あ
る
。
な
お
最
終
同
居
者
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
ま
た
こ
の
同
居
者
の
続
柄
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
の
変
化
が
見



出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
居
者
の
問
題
は
、
次
に
廻
し
て
、

こ
乙
で
は

ま
ず
類
型
別
の
差
異
に
つ
い
て
、

そ
の
由
っ
て
来
た
る
と
乙
ろ
を
考

え
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
末
子
慣
行
の
分
析
視
角
に

つ
い
て
は
、

た
び
た
び
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

い
ま
そ
の
繰

り
か
え
し
は
避
け
た
い
と
思
う
が
、

こ
の
さ
い
と
く
に
重
視
し
た
の

が
、
家
庭
内
の
人
間
関
係
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
問
題
は
、
も
と
も

と
広
義
の
心
理
学
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
函

数
と
し
て
、
家
族
関
係
の
構
造
的
分
析
を
も
っ
て
と
れ
に
充
て
た
。

も
っ
と
も
今
回
の
対
象
地
は
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
末
子
相
続
で

大
き
く
塗
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
そ
の
適
用
も
、
ま

だ
仮
説
の
域
に
と
ど
ま
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
以
下
の

分
析
で
は
、

D
お
よ
び

F
は
そ
れ
ぞ
れ
一
例
な
の
で
、
計
量
的
な
措

置
に
耐
え
な
い
。
そ
れ
で
乙
の
二
例
は
、
除
外
し
て
扱
う
こ
と
に
し

’』、。

み
れ

p
vと

こ
ろ
で
表
日
は
、
全
体
傾
向
に
関
す
る
数
値
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
昭
和
三
十
五
年
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
全
国
・
全
国
市
部
・
全
国
郡
部

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

照

言十

100.0 

100.0 

100.0 

100.。

形族家表 13

傍系家族

7.4 

2.0 

9.9 

1. 7 

直系家族

26.3 

26.6 

33.6 

30.0 

核家族

66.3 

71. 4 

56.5 

68.3 

全国

全国市部

全国郡部

青砂ケ浦

模規

B 
兄弟のみ

3.1 

3.9 

4.4 

4.1 

60.6 

「

4.0 

家浦ケ

A 
兄弟姉妹

6. 2 

7.5 

6.2 

7.1 

6. 6 

育表 14

世帝員数

7.1 

8.8 

9.8 

8.3 

長子相続

隠居分家

末子相続

混合型 E

ーノ、

8.9 均平



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

ノ、
四

お
よ
び
青
砂
ケ
浦
に
お
け
る
家
族
形
態
の
対
照
を
示
し
て
い
る
。

そ
乙
で
と
れ
に
よ
る
と
、

青
砂
ケ
浦
の
い
わ
る
核
佑
率
（
六
八
%
）

は
、
全
国
平
均
（
六
六
%
）
を
抜
く
と
と
も
に
、
全
国
市
部
（
七
一
%
）

へ
と
追
っ
て
く
る
。
と
も
に
全
国
郡
部
（
五
六
%
）
か
ら
の
離

脱
が
大
き
い
。
当
時
、
全
国
の
第
一
次
産
業
の
構
成
比
は
、
三

0
・
一
%
で
あ
り
、
九
州
の
そ
れ
は
、
四
一
・
一
%
を
記
録
し
て
い
た
。

青
砂
ケ
浦
の
よ
う
に
、
全
村
ほ
と
ん
ど
農
漁
民
と
い
っ
た
の
と
は
、
較
べ
る
べ
く
も
な
い
。
直
系
家
族
が
農
漁
民
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

き
た
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
例
外
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
地
域
社
会
は
ま
っ
た
く
村
落
的
な
の
に
対
し
て
、
家

族
形
態
は
む
し
ろ
都
市
的
、

そ
う
み
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
乙
の
核
佑
率
か
ら
す
る
と
、
家
族
規
模
も
小
さ
い
乙
と
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
対
象
の
セ
ッ
ト
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

実
は
そ
の
逆
で
あ
る
（
表
H
）
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
セ
ッ
ト
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
条
件
に
合
う
も
の
だ
け
に
、

乙
れ
を
限
定
し
た
。
と
と

も
に
そ
の
時
点
は
、
長
男
の
結
婚
時
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。

に
し
て
も
世
帯
員
数
の
平
均
は
八
・
九
人
、
ま
た
子
ど
も
の
数
は
六
・
六

人
に
達
す
る
。
戦
前
、
わ
が
国
の
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
は
、

五
・

O
人
を
前
後
し
て
お
り
、
農
林
漁
業
だ
け
を
と
る
と
、
五
・
五
人
程

度
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
セ
ッ
ト
で
は
、
長
男
の
結
婚
時
は
、
昭
和
二
十
年
代
が
も
っ
と
も
多
い
。
そ
と
で
中
閣
の
昭
和
二
十
五
年
を

と
る
と
、
全
国
の
平
均
世
帯
人
員
は
四
・
九
七
人
と
大
き
な
変
佑
は
な
い
。
出
生
数
は
、
三
・
四
五
人
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の

セ
ッ
ト
は
、
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
世
帯
規
模
は
大
き
く
、
か
つ
乙
れ
を
決
め
て
い
る
の
が
、
子
ど
も
の
多
い
乙
と
で
あ
る

の
が
判
明
す
る
。

つ
ま
り
多
子
家
族
と
い
う
乙
と
な
る
。
そ
し
て
乙
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
家
族
計
画
の
タ
ブ
l
と
関
係
し
て
い
る

乙
と
が
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
以
上
の
よ
う
な
世
帯
規
模
の
平
均
値
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
類
型
別
の
内
訳
で
は
、
長
子
相
続
（
七
・
一
人
）
と
末
子
相



続
（
九
・
八
人
）
と
の
ず
れ
が
注
目
さ
れ
て
く

る
。
し
か
し
乙
の
両
者
で
も
、
子
ど
も
の
数
に
お

い
て
は
、
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
分
封
の
対
象
と

な
る
男
子
数
で
は
、
長
子
相
続
の
場
合
が

人
、
末
子
相
続
の
場
合
は
四
・
一
人
と
、
ち
ょ
う

ど
一
・

O
人
の
差
が
示
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て

も
、
長
子
相
続
を
お
と
な
っ
た
セ
ッ
ト
に
、

や
や

異
例
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
乙
で
こ
の
や
や
異
例
を
検
討
し
、

あ
わ
せ
て

セ
ッ
ト
の
動
態
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
簡
単
な
家

族
周
期
を
算
出
し
て
み
た
。

表
日
が
そ
れ
で
あ

る
。
な
お
別
図
は
、

こ
れ
を
見
易
い
よ
う
に
し
た

に
す
ぎ
な
い
。
父
の
年
齢
に
も
と
づ
い
て
、

乙
の

流
れ
を
記
し
て
お
い
た
が
、
ま
ず
全
事
例
の
プ
ロ

セ
ス
を
記
述
的
に
表
現
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。
す
な
わ
ち
二
一
一
歳
の
夫
が
二

O
歳
の
妻
と

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

表 15 家族周

｜父婚｜母婚｜初子生｜翠｜翠｜末子生｜諸｜李露両1母死

長子相続戸ロ「幻11 26. 61 2s. 21 36. ol 41. ol 54. sl 59. 11 日 91

者（雰雲I22. 11 19.れ3い4れ9.61 41.い51 64. 6168.11 71. 0 

fl霜員I21. 21 19. 21 22. 51 26. 31 40. 21叫 50.31 67. 41 61. 1J 66. 6 

婦はE引 23.41 19. 21 24. 2J 25. 51 40. 91 44. 11 50. 11 67. 11 56. oj 62. 3 

計 I22. ol 19. 41 23. ol 25. 11 40. 21 43. ol 49. 51 66. 51 62. 31 

均｜叫 1吋叫 26.11 3吋4吋叫 64.31 6叫
死のみ母の実年齢、他は父の年齢を基準として算定。
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カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

六
六

結
婚
し
て
、

一
年
半
後
、

つ
ま
り
二
三
識
の
と
き
、

は
じ
め
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
長
男
の
で
き
た
の
は
、
二
六
識
の
と
き
で

あ
る
。
以
後
、
家
族
の
膨
脹
を
続
け
て
、
四
三
載
の
と
き
末
子
の
出
生
金
み
た
。
た
だ
末
男
と
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、
三
年
前
の
四
O

歳
の
と
き
と
な
る
。
そ
し
て
五

O
歳
の
と
き
長
男
が
結
婚
し
、

乙
れ
に
対
し
て
末
男
の
そ
れ
は
、
六
四
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
な
お
長
男
の

結
婚
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
女
子
の
出
嫁
が
開
始
さ
れ
る
。
乙
う
し
て
父
は
六
一
歳
で
他
界
し
、
母
は
そ
れ
か
ら
七
年
あ
ま
り
や

も
め
暮
ら
し
を
し
て
、
六
六
歳
で
永
眠
し
た
。

そ
乙
で
以
上
の
平
均
値
に
照
し
て
、
占
・
0

き
ほ
ど
問
題
と
な
っ
た
長
子
相
続
の
場
合
に
注
目
す
る
と
、
父
の
婚
姻
年
齢
は
平
均
な
み
、
母

の
そ
れ
は
、

一
年
遅
れ
る
け
れ
ど
も
、
大
し
た
乙
と
は
な
い
。
し
か
し
初
年
子
の
出
生
（
ニ
七
識
）
が
か
な
り
遅
れ
て
、
結
局
、
結
婚
し

て
五
年
目
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
な
お
乙
の
初
生
子
に
は
、
長
男
の
場
合
も
含
ま
れ
る
が
、
長
男
だ
け
を
遊
離
す
る
と
、
乙
れ
は
父
二
八

歳
の
と
き
と
な
る
。
そ
れ
か
ら
末
子
の
誕
生
は
、
四
一
歳
で
、

乙
れ
は
平
均
よ
り
も
二
年
近
く
短
縮
す
る
が
、
さ
ら
に
末
男
だ
け
を
遊
離

す
る
と
、
も
っ
と
早
く
な
っ
て
、
父
三
六
歳
の
と
き
。
平
均
で
は
、
四
O
歳
近
い
乙
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
長
子
相
続
で
は
、
子
を
持
つ

年
と
、
そ
の
聞
に
約
五
年
の
落
差
が
示
さ
れ
る
。
と
乙
ろ
が
乙
の
落
差
は
、
男
子
だ
け
の
場
合
、

の
が
遅
れ
た
と
と
も
に
、
生
み
終
わ
る
の
が
早
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
母
の
妊
苧
期
間
は
一
四
・
四
年
、
乙
れ
に
対
し
て
平
均
で
は
一
九
二
ニ

つ
ま
り
長
男
と
末
男
と
の
あ
い
だ
の
ほ

う
が
、
さ
ら
に
は
な
は
だ
し
い
。
す
な
わ
ち
わ
ず
か
七
・
八
年
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
、
平
均
の
一
一
ニ
・
五
年
と
の
差
は
、
五
・
七
年
と

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

父
は
五
四
歳
で
死
亡
す
る
。
平
均
で
は
、

乙
れ
が
六
一
歳
で
あ
っ
た
。

な
お
母
の
死
は
六
三
歳

で
、
乙
れ
は
平
均
の
六
三
識
と
あ
ま
り
ち
が
わ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
さ
い
注
目
さ
れ
る
の
は
、
父
の
死
亡
と
長
男
の
結
婚
と
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
長
子
相
続
の
場
合
、
長
男
の
結
婚
（
当
時
、
父
五
四
・
八
歳
）
は
、
実
は
父
の
死
亡
（
五
三
・
九
議
）
よ
り
一



年
ほ
ど
遅
れ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
平
均
で
は
乙
の
結
婚
（
当
時
、
父
四
八
・
八
歳
）
よ
り
も
、
父
（
六

0
・
九
識
）
は
な
お
一
一
年
生
き

て
い
た
と
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
長
子
相
続
の
場
合
で
も
、
個
々
の
事
例
が
み
な
父
死
後
の
結
婚
、
引
い
て
は
死
後
相
続
と
な
る
の
で
は
な

ぃ
。
し
か
し
九
例
中
、

五
例
は
は
っ
き
り
死
後
の
結
婚
と
な
っ
て
く
る
。
や
や
異
例
な
と
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
く
に
隠
居
分
家
・
末

子
相
続
・
混
合
型
E
と
も
、

こ
う
し
た
点
が
現
わ
れ
な
い
。
そ
の
対
照
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。

で
は
前
表
で

「
非
長
子
相
続
」

と
し
て
い
ち
お
う
一
括
し
て
お
い
た
三
類
型
は
、

す
べ
て
共
通
し
た
周
期
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
な
る
ほ
ど
数
字
面
か
ら
す
る
と
、

乙
れ
ら
に
は
あ
る
程
度
の
斉
一
性
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
両
親
の
婚
姻
年
齢
か
ら
末
男
の
結
婚

ま
で
の
諸
項
は
、
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
数
値
で
示
さ
れ
る
。
わ
ず
か
に
末
子
の
誕
生
年
に
お
い
て
、
隠
居
分
家
（
四
一
・
六
歳
）
と
混

合
型
E
（
四
四
・
七
歳
）
と
の
あ
い
だ
に
、
三
年
の
水
が
あ
い
て
く
る
。
ま
た
末
男
の
結
婚
時
に
お
い
て
、
隠
居
分
家
（
六
四
・
六
議
）

と
末
子
相
続
（
六
七
・
四
最
）
と
の
あ
い
だ
に
、
ニ
・
八
年
の
差
が
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
父
の
死
亡
年
齢
と
な
る
と
、

乙
れ
は
か
な
り

三
者
の
あ
い
だ
が
聞
い
て
く
る
。
も
っ
と
も
ζ

の
数
値
は
、
ま
だ
生
害
中
の
父
を
除
い
た
平
均
値
で
あ
る
が
、

い
ち
ば
ん
長
命
な
の
が
隠

居
分
家
の
六
八
議
、

末
子
相
続
は
そ
れ
か
ら
七
最
低
下
し
て
、
六
一
議
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

し
か
し
混
合
型
E
で
は
さ
ら
に
低
下
し

て
、
五
六
議
。
し
た
が
っ
て
長
子
相
続
の
場
合
と
、
実
は
あ
ま
り
ち
が
わ
な
い
。
そ
れ
で
結
局
、
最
長
の
隠
居
分
家
と
最
短
の
混
合
型
E

と
で
は
、

一
二
議
の
差
が
現
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

2 

と
く
に
混
合
型
E
の
場
合

と
い
う
わ
け
で
家
族
周
期
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
長
子
相
続
に
続
い
て
、
混
合
型
E
に
や
や
異
例
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
と
く
に
父

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

，、
守色



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

時

扉夜宮
期 閲

10.4 

5.1 

7.5 

10.5 

婚

父死一
末 男 婚

ム 5.8

3.5 

b. 6.3 

613.7 

鎗の子

父 死 一
長男婚

6 0.9 

19.6 

10.8 

5.9 

末表 16

続

家

続

E

相

分

相

型

子

居

子

合

長

隠

末

混

』、
．．
 
、

制

J
J

の
死
期
と
末
子
の
結
婚
と
の
間
隔
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
表
団
）
。

長
子
相
続
で
は
、
長
男
の
結
婚

そ
の
も
の
が
死
後
と
な
っ
た
の
で
、
末
子
の
そ
れ
が
か
な
り
遅
れ
る
よ
う
に
予
想
き
れ
る
が
、
た
だ
と
の

相
続
形
態
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
末
子
を
早
く
生
み
終
え
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
て
、

死
後
五
・
八
年
、
ほ
ぽ
六
年
と
押
え
て
よ
い
。

乙
れ
に
対
し
て
隠
居
分
家
で
は
、

父
が
長
命
だ
っ
た
の

で
、
末
子
の
結
婚
に
立
会
っ
て
、

て
五
年
後
に
永
眠
し
た
。

と
と
ろ
が
末
子
相
続
と
混
合
型
E
と
で

は
、
父
は
末
子
の
結
婚
ま
で
待
て
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
前
者
で
は
、
死
後
六
・
三
年
、
後
者
で
は
実
に

一
三
・
七
年
た
っ
て
、
末
子
の
結
婚
を
迎
え
た
乙
と
に
な
る
。
思
え
ば
末
子
相
続
の
場
合
、
父
は
乙
の
末

男
を
四
O
歳
の
と
き
に
持
ち
、
六
一
識
で
死
亡
し
た
。
ま
た
混
合
型
E
で
は
、
同
じ
く
四
O
揖
の
と
き
末

男
の
誕
生
を
み
、
五
六
議
で
死
亡
し
た
。
結
婚
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
と
も
う
な
ず
け
る
。
む
ろ
ん
乙

れ
は
平
均
値
な
の
で
、
個
々
の
事
例
が
み
な
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
く
に
末
子
相
続
で
は
、

両
親
と
も
在
世
の
ケ
l
ス
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。
が
、

乙
の
平
均
値
か
ら
す
れ
ば
、
末
子
の
結
婚
時

の
算
定
か
ら
す
る
と
、

を
末
子
相
続
の
開
始
期
と
み
な
し
て
も
、
そ
の
時
点
、
親
は
す
で
に
片
親
と
な
っ
て
い
る
。
い
や
と
の
片
親
色
、
後
家
期
間
（
同
表
右
欄
）

と
ζ

ろ
が
混
合
型
E
で

一
年
後
に
は
死
亡
し
て
い
る
。

わ
ず
か
に
不
完
全
車
系
家
族
を
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

は
、
母
も
末
子
の
結
婚
に
は
間
に
合
わ
な
い
。
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
四
年
前
に
死
亡
し
て
い
た
乙
と
に
な
る
。

前
段
で
わ
れ
わ
れ
は
、
混
合
型
E
に
や
や
異
例
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
発
言
し
た
が
、
そ
れ
も
こ
う
し
た
点
に
着
目
し
て
の
乙
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
と
の
異
例
を
生
ん
だ
も
の
、
突
き
つ
め
て
み
れ
ば
、
父
の
早
世
と
い
う
乙
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
長
子
相
続
の
場
合



ス
タ
イ
ル
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
混
合
自
体
も
、

と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
乙
こ
で
は
、
長
男
の
跡
と
り
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
代
わ
っ
て
末
子
相
続
型
と
隠
居
分
家
型
と
の
混
合
し
た
分
封

い
さ
さ
か
異
例
で
あ
る
。
で
は
そ
の
理
由
や
原
因
は
、
な
ん
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
ま
で

さ
て
表
口
は
、

と
り
あ
え
ず
家
族
周
期
の
う
ち
に
こ
れ
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
乙
と
に
し
た
い
。

の
手
法
に
し
た
が
っ
て
、

乙
の
型
で
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
、
ど
の
タ
イ
プ
の
分
封
を
と
げ
た
か
の
一
覧
で
あ
る
。
な
お
B
は
家
屋
の
継
承
す
な

こ
の
混
合
型
E
が
C
で
始
ま
る
の
は
当
然

C
は
新
築
す
な
わ
ち
末
子
相
続
型
を
表
わ
し
て
い
る
。
約
束
に
よ
っ
て
、

わ
ち
隠
居
分
家
型
、

男

C B C C C 

C B C 

3 C C B C 

4 C B C C 

5 C B C 

6 C B C 

7 C B 

8 C B C 

9 C B C 

10 C B C C C 

表 17

良！： I長

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

で
あ
る
が
、
実
は
次
三
男
以
下
の
場
合
に
も
一
貫
性
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

ぬ
3
は
別
と
し
て
、

次
男
は
す
べ
て

B
、

ま
た
三
男
以
下
は
す
べ
て

C
と
な

る
。
言
い
か
え
る
と
、
長
男
に
は
新
居
を
つ
く
っ
て
や
っ
た
が
、
次
男
に
は
本

家
を
与
え
た
。
そ
し
て
三
男
以
下
に
は
、
長
男
と
同
様
、
新
居
を
用
意
し
た
。

た
だ
M
m
3
、
だ
け
が
長
男
・
次
男
と
新
居
が
続
い
て
、
三
男
に
な
っ
て
本
家
、
四

男
に
は
ま
た
新
居
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

No. 7は継続中

で
は
こ
の
よ
う
に
、
長
男
と
次
男
と
の
場
合
に
、
分
封
の
仕
方
が
変
わ
っ
た

の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
表
H
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
型
で
は
、
父
は
五

O
歳
の
と
き
長
男
に
嫁
を
迎
え
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
新
居
を
用
意
し
て
、
分

家
さ
せ
る
乙
と
に
な
る
。
で
は
次
男
の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
対

照
の
意
味
も
あ
っ
て
、
他
の
類
型
も
あ
わ
せ
列
記
す
る
と
、
表
団
の
よ
う
に
な

ノ、
九



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

、‘，，，B
 

＋
 

A
 

C
 

時

亡
齢

C
死父

年

ム 1.7 

14. 7 

8.7 

0.8 

53.9 

68.1 

61.1 

56.。

婚の

B 
次男婚姻
年齢

26.0 

25.8 

24.1 

24.5 

男表 18

子
差

A

齢
父
年

29.6 

27.6 

28.3 

29.7 

長子相続

隠居分家

末子相続

混合型 E

七。

る
。
す
な
わ
ち
次
男
の
結
婚
年
齢
（
B
V
は
、
二
四
J
一
一
六
識
の
あ
い
だ
に
収
め
ら
れ
る
。
ま
た

こ
の
次
男
を
持
っ
た
と
き
の
父
年
齢
（
A
）
は
、
二
七
J
二
九
歳
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

大
差
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
父
の
死
亡
年
齢
に
差
が
あ
っ
た
の
で
、
混
合
型
E
で
は
、
父
は
か
ろ
う

じ
て
乙
の
次
男
の
結
婚
に
聞
に
会
っ
た
。
事
例
数
が
少
な
い
の
で
、
誤
差
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し

て
も
、
次
男
の
結
婚
を
前
後
し
て
、
父
は
他
界
し
た
。
乙
う
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
当

地
の
慣
行
で
は
、
結
婚
後
、

一
年
な
い
し
二
、
三
年
は
親
と
同
居
す
る
。
そ
れ
で
次
男
が
結
婚
す

こ
の
混
合
型
で
は
、
長
男
は
も
う
分
家
し
て
い
る
。

い
や
次
男
の
結
婚
が
迫
っ
た
の

る
こ
ろ
、

で
、
長
男
の
分
家
に
踏
み
き
っ
た
。

そ
う
し
た
例
の
あ
る
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

が
、
と
に
か

く
、
乙
う
し
て
次
男
の
結
婚
を
迎
え
た
。
と
こ
ろ
が
同
居
中
に
、
父
は
死
亡
す
る
。
あ
る
い
は
死

後
結
婚
の
例
も
あ
ろ
う
と
か
と
思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
あ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
長
子
相
続

の
場
合
と
同
様
、
年
長
者
を
家
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
長
子
相
続
と
ち
が
う

親
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
次
男
家
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

男
以
下
の
分
家
に
つ
い
て
出

の
は
、

て
、
と
う
と
う
末
子
に
達
し
た
。
そ
う
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
前
表
で
三
男
以
下
を

C
と
し
て
示
し
た
が
、

乙
れ
は
核
家
族
の
分
出
と
し
て
の
C
で
は
な
い
。
内
容
は
隠
居
分
家
の
そ

れ
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
乙
の
混
合
型
の
場
合
、
末
子
ま
で
始
末
し
た
あ
と
、
親
の
動
向
は
ど
う

な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
表
却
は
、

こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仲
兄
（
実
際
は
次
男
家
）

t乙



1 母 父

2 父母

3 父母

4 母 父

5 父母

6 父母

7 母 父

8 母 父

9 父母

10 父母

混合型Eにおける親の動向

ト完全｜
｜ ｜親死亡

子｜居｜＝~「3

跡

と

り

の

年

齢

10 5 4 1 計

と
ど
ま
っ
た
の
は
、

一
O
例
中
、

一
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
末
子
に

移
行
し
た
の
が
三
例
、
完
全
隠
居
を
と
げ
た
の
が
三
例
と
い
う
ζ

と
に

な
る
。
に
し
て
も
末
子
の
独
立
以
前
に
父
の
死
亡
し
た
の
が
七
例
、
し

か
も
三
例
は
両
親
と
も
死
亡
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。
平
均
五
六
歳
の
生
渥

で
は
、

乙
う
し
た
多
子
家
庭
の
場
合
、
父
親
の
役
目
を
完
全
に
果
た
す

こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
ま
た
そ
う
な
の
で
、
長
男
は
分
家
さ
せ
た
が
、

あ
と
末
子
相
続
の
プ
ロ
セ
ス
が
一
貫
し
な
か
っ
た
。
中
途
で
隠
居
分
家

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
の
も
の
に
転
じ
た
。
と
り
わ
け
死
亡
年
齢
の
関

係
で
、
次
男
の
場
合
に
乙
れ
が
集
中
的
に
現
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
み

る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

家
族
周
期
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
幾
つ
も
の
分
析
点
を
残
し
て
い
る
。
と
く
に
本
命
と
目
さ
れ
る
隠
居
分
家
型
と
末
子
相
続
型
に
関
し
て

こ
れ
で
は
跡
と
り

の
年
齢
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
節
の
結
ぴ
と
し
た
い
。

は
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
接
近
を
お
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
次
節
以
下
で
若
干
果
た
す
こ
と
と
し
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

表
却
は
、
跡
と
り
（
最
終
同
居
者
）
を
も
っ
た
セ
ッ
ト
だ
け
に
つ
い
て
、
次
の
年
齢
を
基
準
と
し
た
跡
と
り
の
年
齢
を
示
し
て
い
る
。

七



カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

す
な
わ
ち
父
が
何
識
の
と
き
に
で
き
た
子
を
跡
と

り
に
据
え
た
か
、

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
表
で

は
、
完
全
隠
居
と
末
子
の
分
封
前
に
両
親
と
も
死

亡
し
た
事
例
は
、

乙
れ
に
含
ま
れ
な
い
。
な
お
別

図
は
、
本
表
を
視
覚
化
し
て
お
い
た
。
そ
乙
で
こ

れ
ら
に
よ
る
と
、
ま
ず
長
子
相
続
で
は
、
父
が

八
歳
の
と
き
に
で
き
た
長
男
が
、

そ
の
ま
ま
跡
と

り
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
隠
居
分
家
型
で
は
、

一
歳
の
と
き
の
長
男
は
見
送
ら
れ
て
、
仲
兄
・
末
子

の
別
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か
く
三
九
蔵
の
と
き
の

子
に
か
か
っ
た
。
そ
の
聞
の
ず
れ
は
一
五
・
六
歳

七

B-A 

15.6 

13.0 

16.。

40.0 

zと？長語

で
あ
る
。
同
様
に
末
子
相
続
型
で
は
、
二
四
歳
の
と
き
の
長
男
は
は
ず
し
て
、
三
七
歳
の
と
き
の
末
子
を
跡
と
り
に
し
た
。
そ
の
閣
の
ず

14.2 

齢

2札。

長子制l 統ι＝－－－－－－－－－~28. 2 
「－.23.9

,J f.!i分 1<B-------------------------------~うう戸：：：：；.－－－-------139. 5 

「ーーーー124.4 
＊子相続，：；；.－－：；.〆ンシ－－..----＿＿.－：：..ペシう弓／二／三..－，37,4 

128. 0 

仙型 Eb--－－－.：よ：.－－-----------------------------~44. 0 
「ーーーー124.8

手I＇長千平均 i::.-ンう.......... -----.......-.......-----------------－－・－・シ--::i39.。

と
り
に
据
え
た
。

れ
は
一
三
・

O
蔵
と
な
る
。
さ
ら
に
混
合
型

E
で
は
、
二
八
議
の
と
き
の
長
男
に
代
え
て
、
な
ん
と
四
四
識
の
と
き
で
き
た
子
ど
も
を
跡

。

年

39.5 

37.4 

44.。
39.0 

固：r

:::ii ~i I 

の

年

り

の

30. 0 

と

り

跡

と跡

表 20

相

平

子長

非
長
子
相
続

そ
の
聞
の
ず
れ
は
一
六
・

O
識
と
な
る
。

も
っ
と
も
こ
の
混
合
型
E
で
は
、
跡
と
り
を
も
っ
た
の
は
三
例
に
才
ぎ
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
多
少
の
バ
イ
ア
ス
は
避
け
ら
れ
な
い
。
が
、
と
に
か
く
非
長
子
相
続
全
体
の
平
均
を
求
め
る
と
、
二
五
歳
近
く
に
で
き

た
長
男
は
は
ず
さ
れ
て
、
三
九
歳
の
と
き
の
非
長
子
を
最
終
同
居
者
と
し
た
。

一
四
歳
の
遅
れ
で
あ
る
。



そ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、

こ
う
で
あ
ろ
う
。
も
し
長
子
家
督
の
す
じ
が
通
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

乙
れ
ら
非
長
子
の
跡
と
り
と
い
う
の

は
、
原
則
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
い
。

つ
ま
り
父
が
平
均
二
五
歳
近
く
で
も
う
け
た
長
男
が
、

そ
の
ま
ま
跡
と
り
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
青
砂
ケ
浦
を
は
じ
め
、

い
わ
ゆ
る
不
定
相
続
地
帯
で
は
、
そ
う
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
諸
般
の
事
情
、
と
り
わ
け
家
族
周
期
を

含
む
家
庭
事
情
に
よ
っ
て
、
跡
と
り
に
つ
い
て
の
大
幅
な
入
替
え
が
な
さ
れ
る
。

ス
テ
ロ
的
な
長
子
家
督
で
は
、

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い

乙
と
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
不
定
相
続
に
あ
っ
て
は
、
家
族
集
団
の
世
代
的
継
起
に
つ
い
て
、

き
わ
め
て
幅
広
い
弾
力
性
が
認
め
ら
れ

る
。
制
度
の
壁
が
う
す
い
の
で
、

い
わ
ゆ
る
「
家
庭
の
事
情
」
に
よ
っ
て
、
跡
と
り
は
ど
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
男
子
で

あ
れ
ば
、

そ
の
出
生
順
に
乙
だ
わ
ら
な
い
。
反
対
に
長
子
家
督
で
は
、
長
男
が
法
定
の
推
定
家
督
相
続
人
で
あ
る
と
い
う
地
位
が
動
か
な

し、。

し
た
が
っ
て
こ
の
完
印

E
Eへ
の
固
定
に
と
も
な
っ
て
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
や
し
つ
け
が
、

幼
時
の
乙
ろ
か
ら
開
始
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち

J
o
a色
町
釦
昨
日
0
ロ
ョ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
当
人
の
個
性
や
能
力
に
関
し
て
は
、
目
を
閉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
。

五

分

封

型

の

推

移

前
節
で
は
、
長
子
相
続
と
混
合
型
E
と
に
お
い
て
、
家
族
周
期
の
進
行
に
や
や
阻
害
要
件
ら
し
い
も
の
が
検
出
さ
れ
た
。
で
は
隠
居
分

家
型
と
末
子
相
続
型
の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
こ
の
両
者
で
も
、
父
の
死
亡
年
齢
に
は
七
・

O
歳
の
差
が
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
隠
居
分
家
型
の
父
親
の
ほ
う
が
、
そ
れ
だ
け
長
生
き
し
た
。
そ
し
て
末
子
相
続
型
で
は
、
つ
い
に
乙
の
末
子
の
結
婚
ま
で
、
父
親

は
生
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
双
方
と
も
六

O
代
ま
で
生
き
る
と
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
平
均
寿
命
と
し
て
は
、
ま
ず
普
通
あ
る
い
は

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

七
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封

そ
れ
以
上
と
い
っ
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
母
が
つ
な
ぎ
の
役
を
勤
め

て
、
子
ど
も
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
す
る
、
そ
う
し
た
イ
メ
！
？
と
は

遠
い
。
と
な
る
と
隠
居
分
家
と
末
子
相
続
と
の
分
岐
点
と
な
っ
た
の

は
、
な
ん
で
あ
る
か
。
家
族
周
期
か
ら
は
、
上
記
の
父
死
亡
年
齢
を

別
に
す
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
差
を
見
つ
け
る
乙
と
が
で
き
な
い
。

t乙
も

か
か
わ
ら
ず
乙
の
二
つ
の
型
で
は
、
分
封
の
形
式
は
あ
い
反
す
る
ス

タ
l
ト
を
切
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
方
式
が
末
子
ま
で
貫
徹
し
た
。

そ
れ
で
乙
う
な
る
と
、

ス
タ
ー
ト
の
と
き
が
ど
う
だ
つ
た
か
、

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
乙
で
表
紅
を
み
ら
れ
た
い
。
と
の
長
男
を
分

封
し
た
時
期
の
分
類
で
あ
る
。
全
体
で
戦
前
が
四
割
、
し
た
が
っ
て

戦
後
が
六
割
の
比
率
と
な
る
。
戦
後
で
は
、
昭
和
三
十
年
ま
で
の
前

半
が
四
割
、

そ
れ
以
後
の
後
半
が
二
割
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
混
合
型
D
は
戦
後
、
「
そ
の
他
」
は
戦
前
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

こ
う
し
た
な
か
で
、
隠
居
分
家
は
や
や
例
外
を
な
し
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、

乙
の
型
だ
け
が
戦
前
（
六
二
%
）

へ
と
傾
斜
し
て
い
る
。

乙
れ
に
対
し
て
末
子
相
続
は
、
全
体
の
傾
向
と
同
じ
く
、
戦
後
（
五 と

長男分封時期の分類

計

100. 0( 9) 

100. 0(16) 

100. 0(27) 

100. 0(10) 

計

88.9 

37.5 

59.4 

70.0 

昭30～

22.2 

6.1 

29.7 

20.0 

前

3nu 
aaa 

表 21

～昭29

66.7 

31. 4 

29.7 

50.0 

｜戦
長子椙続｜

隠居分家｜

末子相続｜

11.1 

62.5 

40.7 

30.0 

100. 0(62) 59.7 21. 0 計

七
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表 22

男

3.3 

2.0 

男

4.3 

2.9 

次男

4.9 

3.2 

長

家

続

分

相

唐

子
隠

末



九
%
）

へ
と
傾
き
、

ま
た
混
合
型
E
も、

ス
タ
ー
ト
は
末
子
相
続
型
な
の
で
、

乙
れ
を
加
算
す
る
と
、

戦
後
へ
の
傾
斜
は
さ
ら
に
大
き

ぃ
。
と
い
う
わ
け
で
、
な
る
ほ
ど
戦
前
で
も
、
末
子
相
的
な
分
封
形
式
は
お
乙
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
乙
れ
は

戦
後
に
そ
の
比
重
が
か
か
ゥ
て
く
る
。
と
ζ

ろ
が
隠
居
分
家
的
な
や
り
か
た
は
、
む
し
ろ
戦
前
の
も
の
と
し
て
よ
い
。
と
く
に
昭
和
三
十

年
以
降
は
、
は
っ
き
り
そ
の
退
潮
を
み
る
乙
と
が
で
き
る
。

で
は
乙
の
推
移
に
つ
い
て
、

そ
の
読
み
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
表
沼
は
、
結
婚
後
、
親
と
同
居
し
た
期
間

を
示
し
て
い
る
。
な
お
四
男
以
下
は
、
事
例
数
の
関
係
で
、

こ
れ
を
省
略
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
当
地
で
は
、
し
ば
ら
く
親
と
の
同
居

や
が
て
別
居
と
い
う
事
態
に
進
展
す
る
。
さ
て
本
表
に
よ
る
と
、
乙
の
同
居
期
聞
は
、
長
男
・
次
男
・
三
男
の
順
で

期
閣
を
過
ご
し
て
、

次
第
に
短
縮
し
て
い
く
。
が
、
同
時
に
タ
イ
プ
別
で
は
、
隠
居
分
家
の
ほ
う
が
ど
の
子
ど
も
の
場
合
も
長
い
。
乙
の
傾
向
は
、

お
そ
ら
く

隠
居
分
家
の
ほ
う
が
、

分
封
の
仕
方
と
し
て
よ
り
困
難
な
乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
末
子
相
続
の
タ
イ
プ
で

は
、
た
と
え
新
居
を
建
て
る
と
し
て
も
、
若
夫
婦
（
と
そ
の
子
ど
も
）
が
収
容
で
き
れ
ば
、

そ
れ
で
足
り
る
。
と
こ
ろ
が
隠
居
分
家
と
な

る
と
、
長
男
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
と
を
残
し
て
、

あ
と
全
員
が
移
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
古
家
を
買
う
と
し
て
も
、
六
、

七
人

を
収
容
す
る
と
な
る
と
、

乙
れ
は
容
易
な
と
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
長
男
の
場
合
に
は
、
婚
後
五
年
近
く
た
っ
て
、
残
り
の
世
帯
員
の

移
動
と
な
っ
た
。
末
子
相
続
の
タ
イ
プ
で
は
、

乙
れ
が
三
・
二
年
の
後
で
あ
る
。
と
と
も
に
双
方
と
も
負
担
が
誠
る
に
し
た
が
っ
て
、
分

封
の
時
期
が
早
ま
っ
て
く
る
。

そ
れ
か
ら
隠
居
分
家
と
末
子
相
続
型
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
表
お
も
多
少
の
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
表
は
、
続
柄
や
分
封

の
ス
タ
イ
ル
に
乙
だ
わ
ら
ず
、
全
結
婚
男
子
に
つ
い
て
、
結
婚
当
時
の
職
業
が
「
一
本
づ
り
」
か
「
あ
ぐ
り
」
漁
夫
か
を
明
記
し
た
分
に
つ

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

七
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ト
リ
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漁
民
の
家
族
分
封

り

明 治 1 ( 3.1) 

大 正 6(19. 4) 1( 2. 2) 

戦 前 10(32. 3) 5(10. 8) 

昭 20～29 10(32. 3) 16(34. 8) 

昭 30～43 4 (12. 9) 24(52.2) 

七
六

い
て
の
分
類
で
あ
る
。
乙
れ
に
よ
る
と
二
本
づ
り
は
、
戦
後
一

0
年
聞
は
ど
う
や
ら
そ
の
態

46(100. 0) 

勢
を
維
持
す
る
が
、
三
十
年
以
降
は
衰
退
が
は
げ
し
い
。
乙
れ
と
較
べ
て
、
な
る
ほ
ど
あ
ぐ
り

は
、
戦
前
あ
る
い
は
大
正
期
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
戦
後
の
結
婚
者
に
乙
れ
が
い
ち
じ
る

業

ミ：

し
い
。
す
な
わ
ち
結
婚
当
時
、
あ
ぐ
り
に
従
っ
て
い
た
人
た
ち
の
九
割
近
く
は
戦
後
に
集
中

31(100. 0) 

す
る
。
と
く
に
三
十
年
以
降
が
過
半
を
占
め
て
い
る
。
と
い
う
わ
け
で
青
砂
ケ
浦
が
大
き
く

職

あ

漁
業
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
業
態
は
大
き
く
変
わ

っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
自
営
あ
る
い
は
も
や
い
漁
の
小
漁
師
か
ら
、
遠
洋
底
曳
網
の
雇
わ
れ

漁
夫
へ
の
転
身
で
あ
る
。
と
と
も
に
乙
う
し
た
推
移
は
、
実
は
長
崎
県
の
水
産
史
と
も
一
致

計

し
て
く
る
。
周
知
の
よ
う
に
長
崎
県
は
、
近
代
漁
法
の
開
発
・
摂
取
で
は
そ
の
最
先
進
地
で

の時

一本づり

あ
っ
た
。
い
や
現
在
で
も
、
全
国
総
水
揚
量
の
一
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
本
県
の
場

合
、
漁
掛
は
大
き
く
底
曳
網
と
ま
き
網
と
に
片
寄
っ
て
、

た
と
え
ば
昭
和
三
十
七
年
、
総
水

当煩結表 23
揚
量
が
四
O
万
ト
ン
の
大
台
に
達
し
た
が
、

乙
の
と
き
の
内
訳
は
、
底
曳
が
一
ニ
七
%
、
ま
き
網
が
三
九
%
を
占
め
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
五

島
や
対
象
地
と
縁
の
深
い
底
曳
網
で
は
、
そ
の
九
八
%
ま
で
が
以
西
底
曳
網
で
あ
る
。
だ
い
た
い
底
曳
漁
は
、
汽
船
ト
ロ
ー
ル
に
始
ま
る

が
、
長
崎
県
で
は
、
政
府
の
補
助
政
策
も
あ
っ
て
、
明
治
の
末
年
に
は
そ
の
企
業
佑
に
成
功
し
た
。
し
か
し
ト
ロ
ー
ル
漁
法
は
、
大
正
期

を
ピ

l
ク
と
し
て
衰
退
し
、
以
来
、
底
曳
の
盛
行
期
を
迎
え
る
と
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
機
闘
に
連
動
す
る
捲
上
機
を
利
用
し
て
、
二
隻

底
曳
網
を
開
発
し
た
の
は
、
す
で
に
大
正
時
代
の
乙
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
と
れ
が
大
き
く
伸
び
た
の
は
昭
和
期
に
入
り
、
と
り
わ
け
戦



後
の
乙
と
に
属
し
て
い
る
。
船
型
も
か
つ
て
は
二

0
ト
ン
台
の
木
造
船
だ
っ
た
の
が
、

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
七
O
J九
九
ト
ン
台
の
鋼
船
に

改
め
ら
れ
て
い
る
。

本
題
に
戻
る
乙
と
に
し
た
い
。
さ
て
以
上
の
諸
表
か
ら
す
れ
ば
、
青
ケ
浦
の
分
封
形
式
は
、
お
そ
ら
く
隠
居
分
家
を
先
行
形
態
と
し
て
い

た
。
し
か
し
よ
う
や
く
そ
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
末
子
相
続
式
に
長
男
を
分
家
す
る
や
り
か
た
も
、
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
直
系
家
族
の
形
成
を
避
け
る
と
い
う
点
で
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
、

末
子
相
続
と
い
う
や
り
か
た
は
、

乙
れ
が
簡
単
だ
っ
た
の
で
と
ら
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
戦
後
、

乙
の
方
式
が
ふ
え
た
こ
と

も
、
こ
の
簡
単
と
い
う
す
じ
に
沿
う
も
の
で
あ
ウ
た
か
。
そ
し
て
こ
の
簡
単
が
も
し
貧
困
と
あ
い
通
ず
る
な
ら
ば
、
乙
れ
は
貧
困
の
な
せ
る

わ
ざ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
事
態
は
む
し
ろ
逆
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
聴
取
し
た
か
ぎ
り
、
以
西
底
曳
網
へ
の

雇
用
以
来
、
青
砂
ケ
浦
の
漁
民
所
得
は
か
え
っ
て
上
昇
し
て
き
た
。
隣
町
の
奈
良
尾
は
、

五
島
底
曳
網
の
半
分
を
占
め
る
が
、

そ
の
給
与

の
基
準
を
み
る
と
、
す
で
に
固
定
給
の
定
め
が
あ
っ
て
、

乙
れ
が
三
万
八
千
円
か
ら
四
万
五
千
ぐ
ら
い
と
な
る
。

あ
と
は
歩
合
で
あ
る

が
、
固
定
給
と
こ
の
歩
合
と
を
あ
わ
せ
る
と
、
平
均
し
て
七
万
円
、
豊
漁
の
月
に
は
一

O
万
円
を
出
る
乙
と
も
あ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も

以
前
に
は
、

一
人
前
の
給
料
を
も
ら
う
の
に
、
二
、
三
年
は
か
か
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
で
は
、
中
卒
で
乗
込
ん
で
も
一
人
前
の
扱
い
毎
す

る
会
社
が
出
て
き
た
。
労
働
力
不
足
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
増
収
に
と
も
な
っ
て
、
実
は
マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く
り
が
進
行
し
て

き
た
。
当
地
の
慣
行
で
は
、
以
前
は
子
ど
も
の
収
入
も
、

こ
れ
を
家
計
に
入
れ
る
の
を
た
て
ま
え
と
し
た
。
農
家
や
家
族
協
業
の
小
漁
師

で
は
、
収
入
は
当
然
、
家
単
位
と
な
る
け
れ
ど
も
、
雇
わ
れ
漁
夫
の
場
合
で
も
、

一
日
一
は
こ
れ
が
家
計
に
繰
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
そ
う
だ

っ
た
の
で
、
親
は
分
封
に
当
た
っ
て
、
家
屋
敷
と
、

で
き
れ
ば
土
地
を
分
与
す
る
の
が
当
然
の
乙
と
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
乙
の
方
式
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は
、
都
会
に
出
た
子
弟
で
は
崩
れ
つ
つ
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
現
金
収
入
が
増
し
て
き

て
、
家
計
へ
の
貢
献
度
が
高
く
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
子
ど
も
の
側
の
発
言
権
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
乙
れ
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
は
っ
き
り
い
う
と
、
親
の
古
家
を
も
ら
う
よ
り
は
、
「
女
房
と
タ
タ
ミ
」
の
た
と
え
の
よ
う
に
、
新
し
い
家
を
持
ち
た
い
と

思
う
。
ま
た
そ
う
な
る
と
、
新
婚
後
、
親
・
兄
弟
と
の
同
居
期
間
も
短
縮
怠
れ
る
。
新
時
代
の
思
潮
も
、

お
そ
ら
く
加
味
さ
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
親
の
責
任
と
会
計
と
で
、
分
封
が
進
め
ら
れ
た
。
乙
れ
と
較
べ
て
、

乙
ん
に
ち
で
は
家
族
共
財
の
考
え
方
が
後
退
す

る
。
親
に
そ
の
能
力
が
な
い
な
ら
、
自
分
だ
け
で
乙
れ
を
や
ろ
う
と
す
る
。
親
も
ま
た
、

乙
れ
を
限
止
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
子
ど
も

の
な
か
に
は
、

マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く
り
の
た
め
に
貯
金
し
た
り
、
借
金
し
た
り
す
る
も
の
さ
え
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
以
前

は
末
子
相
続
風
の
分
封
は
、
隠
居
分
家
方
式
の
代
用
と
い
う
か
、

あ
る
い
は
簡
易
な
や
り
か
た
だ
と
し
て
こ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
と
と

ろ
が
あ
ぐ
り
の
導
入
に
よ
る
所
得
の
向
上
は
、
思
潮
の
新
風
と
あ
わ
せ
て
、

そ
の
地
位
の
逆
転
を
き
た
し
た
。
む
し
ろ
マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く

り
を
好
ま
し
い
や
り
か
た
だ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

-'--
／＼ 

ヒ王7

フロ

全
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の

場

Z』
口

さ
て
表
U
K
掲
げ
た
よ
う
に
、
青
砂
ケ
浦
の
分
封
慣
行
に
は
幾
つ
も
の
タ
イ
プ
が
分
類
・
3
れ
た
。
そ
し
て
老
後
は
、
ど
の
子
ど
も
か
を
扶

養
者
と
す
る
例
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
。
完
結
例
だ
け
の
分
析
で
は
、

こ
れ
が
六
一
%
、
う
ち
半
数
は
末
子
が
乙
れ
に
当
た
ワ
て
い
る
。

し
か
し
以
上
、
方
言
で
い
う
「
親
が
い
」
の
ほ
か
に
、
扶
養
能
力
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
扶
養
さ
れ
な
い
、

い
わ
ゆ
る
完
全
隠
居
が

出
現
し
た
。
約
三
割
、
件
数
に
し
て
一
七
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
分
封
が
進
行
中
の
末
子
相
続
型
の
な
か
に
も
、
実
は
こ
の
完
全
隠
居
が
一



例
検
出
さ
れ
た
。
そ
れ
で
こ
れ
ら
は
、
将
来
の
可
能
性
と
し
て
、
だ
れ
か
を
扶
養
者
と
す
る
事
例
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ

が
聴
取
し
た
か
ぎ
り
、

た
と
え
労
働
が
不
能
と
な
っ
て
も
、
隠
居
家
を
た
た
む
気
配
は
な
い
。
ど
う
や
ら
隠
居
家
は
、
生
涯
を
終
え
る
場

所
と
し
て
考
え
て
い
る
。
で
は
老
親
の
死
後
、

乙
の
隠
居
家
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
乙
れ
に
は
一
定
の
き
ま
り
は
な
い
。
も
と
も
と
小

屋
づ
く
り
の
建
物
が
多
い
し
、
そ
れ
に
子
ど
も
の
家
に
も
近
接
し
て
い
る
。
だ
か
ら
倉
庫
が
わ
り
に
使
わ
れ
る
乙
と
も
あ
る
し
、
兄
弟
の
な

か
で
乙
れ
を
買
取
る
も
の
も
あ
る
。
よ
そ
の
分
家
者
に
売
る
例
も
出
て
く
る
。
あ
る
い
は
隠
居
者
が
隠
居
分
と
と
も
に
、
受
贈
者
を
決
め

て
お
く
例
も
現
わ
れ
る
。
老
後
、

と
り
わ
け
面
倒
を
み
て
も
ら
っ
た
子
ど
も
や
、
生
前
、
と
く
に
可
愛
が
っ
て
い
た
子
ど
も
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
完
全
隠
居
で
あ
る
が
、
隠
居
分
家
型
の
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
も
と
い
た
家
を
結
婚
者
に
渡
し
て
、
親
た
ち
が
出
た
。

だ
か
ら
乙
れ
は
素
直
な
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
も
、
理
解
す
る
と
こ
ろ
が
で
き
る
。
ま
た
混
合
型

E
で
も
、
三
男
以
下
の
分
家
は
、
親
を
と

も
な
っ
て
の
分
家
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
主
導
権
が
ど
ち
ら
か
は
別
と
し
て
、
実
質
、
隠
居
分
家
と
変
わ
り
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
乙
の
場

合
も
、
直
線
コ

l
ス
と
し
て
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
と
と
ろ
が
完
全
隠
居
が
付
着
し
て
い
る
の
は
、

こ
う
し
た
隠
居
分
家
型
や
混
合

型
E
ば
か
り
で
は
な
い
。
長
子
相
続
型
に
乙
れ
が
み
ら
れ
な
い
の
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
末
子
相
続
型
・
混
合
型

D
で
も
ζ

れ
が
現
わ
れ

た
。
と
り
わ
け
末
子
相
続
型
で
の
付
着
率
（
四
二
%
）

は
、
隠
居
分
家
型
の
そ
れ

会
二
%
）
よ
り
も
高
い
。
も
と
も
と
末
子
相
続
型
で

は
、
長
男
以
下
を
順
次
分
封
さ
せ
て
、
末
子
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
。

つ
ま
り
乙
の
段
階
ま
で
、
親
は
動
い
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の

本
家
を
末
子
に
渡
し
て
、
別
に
隠
居
家
を
つ
く
っ
て
こ
れ
に
移
り
住
ん
だ
。
親
と
し
て
は
は
じ
め
て
の
移
動
で
あ
る
。

コ
ー
ス
を
踏
み
だ

し
た
気
配
さ
え
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
完
全
隠
居
は
、
隠
居
分
家
型
の
独
占
物
で
は
な
い
。
長
子
相
続
を
別
と
す
れ
ば
、
他
の
い
ず
れ

の
タ
イ
プ
に
も
付
着
し
て
い
る
。
い
や
長
子
相
続
型
で
も
、
た
ま
た
ま
今
回
は
出
現
し
な
か
っ
た
が
、
絶
無
だ
と
い
う
公
算
は
な
い
。
そ

カ
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れ
で
以
上
の
点
か
ら
、
次
の
乙
と
が
推
察
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
完
全
隠
居
は
、
全
完
結
例
の
う
ち
、
三
割

程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
直
系
家
族
を
回
避
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
当
地
の
族
制
の
う

ち
に
そ
の
存
在
理
由
を
持
つ
と
し
て
も
、

し
か
し
家
族
周
期
の
終
着
点
が
か
な
ら
ず
こ
の
完
全
隠
居
だ
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
そ
の
発
現
は
、
条
件
的
な
も
の
だ
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
乙
で
こ
れ
ま
で
の
手
法
に
し
た
が
っ
て
、

い
ま
述
べ
た
家
族
周
期
の
点
を
検
討
し
て
み
た
い

則
的
）
。
ま
ず
ス
タ
ー
ト
の
結
婚
年
齢
で
は
、
表
中
の
三
型
は
ま
っ
た
く
変
わ
り
が
な
い
。

な
お
「
非
長
子

相
続
」
と
は
、

か
り
に
長
子
相
続
を
除
い
た
他
の
タ
イ
プ
の
総
称
で
あ
る
。

さ
き
に
説
明
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
で
乙
れ
ら
三
型
で
は
、
結
婚
当
時
は
い
ず
れ
も
夫
ニ
二
歳
で
出
発
す
る
。
が
、
長
男
の
出
生
は
、
完

結
例
全
体
（
二
六
・
一
議
）
、
非
長
子
相
続
（
二
五
・
七
歳
）
と
較
べ
て
、
完
全
隠
居
合
否
了
六
歳
）

ほ
う
が
や
や
早
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
に
聞
い
て
く
る
の
は
、
末
男
の
誕
生
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ら
全
体
が
四
二
・
七
歳
、
非
長
子
相
続
が
四
三
・

O
歳
な
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
三
七
・
七
歳
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
お
よ
そ
五
年
ほ
ど
の
切
上
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
切
上
げ
に
と
も
な
っ
て
、
末
男
結
婚

時
の
父
年
齢
も
や
や
早
ま
っ
て
く
る
。
が
、

や
は
り
六
O
歳
を
出
て
、
末
子
の
始
末
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
終
わ
り
に
父
の
死
亡
年
齢
で
あ
る
が
、

乙
れ
に
は
や
や
注
釈
を
要
す
る
。
と
い
う
の
は
、
該
当
例

の
ほ
と
ん
ど
は
、
両
親
が
ま
だ
生
存
し
て
い
る
（
表
お
）
。

す
な
わ
ち
一
七
組
、
三
四
人
の
う
ち
、
生
十
仔

者
が
二
三
人
（
六
五
%
）

で
、
双
方
と
も
死
亡
と
い
う
、

そ
の
意
味
で
の
終
了
隠
居
例
は
三
例
に
す
ぎ
な 表
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し、。

表
弘
中
、
「
プ
ラ
ス

A
」
を
つ
け
た
の
は
、

そ
の

た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
乙
の
プ
ラ
ス

A
っ
き
の
平
均

値
で
、
す
で
に
完
結
例
の
全
体
お
よ
び
非
長
子
相
続
の

そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
父
六
八

議
、
母
七
一
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

総
完
結
例
お
よ
び
非
長
子
相
続
で
は
、
父
親
は
つ
い

に
末
子
の
結
婚
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と

も
平
均
値
で
は
、

そ
う
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
完
全
隠
居
の
分
で
は
、
末
子
の
結
婚
後
、
父
は

な
お
七
年
生
き
て
い
る
。

い
ゃ
い
ま
な
お
生
き
て
い

る
。
母
は
さ
ら
に
と
れ
を
上
回
っ
て
く
る
。
た
び
た
び

述
べ
た
よ
う
に
、
当
地
の
慣
行
で
は
、
分
封
は
婚
後
、

数
年
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
完
全
隠
居

の
場
合
に
は
、
末
子
の
分
封
も
見
と
ど
け
た
。
娘
た
ち

の
出
嫁
も
、

お
そ
ら
く
完
了
し
た
。
な
る
ほ
ど
父
の
経

済
的
な
責
任
は
、

か
な
ら
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
。
だ
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か
ら
分
封
に
当
た
っ
て
は
、
自
力
建
設
と
い
う
や
り
か
た
も
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
行
為
は
と
に
か
く
結
了

し
た
。
そ
し
て
完
全
隠
居
は
、

こ
う
し
た
段
階
に
な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
な
お
一
七
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
母
親
だ
け
の
完
全
隠
居

も
五
例
現
わ
れ
る
（
表
部
）
。
し
か
し
他
の
一
二
例
は
、
老
夫
婦
そ
ろ
っ
て
の
隠
居
で
あ
る
。

た
だ
父
親
だ
け
の
完
全
隠
居
は
、
ま
っ
た

く
み
ら
れ
な
い
。
常
識
的
に
考
え
て
み
て
も
、
炊
事
そ
の
他
の
関
係
で
、
父
親
だ
け
の
隠
居
世
帯
は
ま
ず
不
可
能
に
近
い
。
母
親
だ
け
の

そ
れ
は
、

乙
の
点
、
可
能
だ
と
し
て
も
、
も
と
も
と
乙
の
完
全
隠
居
は
、

と
ぼ
し
い
な
が
ら
も
隠
居
分
を
耕
し
て
の
生
産
隠
居
を
目
指
し

て
い
る
。
や
は
り
男
手
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
片
親
だ
け
の
完
全
隠
居
例
は
少
な
い
と
し
て
も
、

で
は
子
ど
も
た
ち
を
み
な

片
付
け
て
、
な
お
両
親
が
健
在
で
あ
れ
ば
、
完
全
隠
居
に
踏
切
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
理
的
に
は
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ

れ
は
な
お
乙
の
点
の
資
料
と
分
析
と
を
欠
い
て
い
る
。

七

財

産

の

分

与

以
上
の
よ
う
に
青
砂
ケ
浦
の
分
封
形
態
は
、
わ
れ
わ
れ
の
分
類
に
よ
る
か
ぎ
り
、
き
わ
め
て
多
彩
な
出
現
を
み
た
。
そ
こ
で
こ
う
し
た

分
封
に
と
も
な
う
財
産
の
分
与
で
あ
る
。
た
だ
分
与
の
問
題
は
、
財
産
そ
の
も
の
が
動
産
・
不
動
産
の
す
べ
て
に
わ
た
る
し
、

ま
た
そ
の

評
価
や
基
準
も
多
岐
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
い
ま
は
、
耕
地
に
つ
い
て
だ
け
分
析
す
る
乙
と
に
し
た
い
。
も
っ
と
も
耕
地
と
は
い
っ
て

も
、
畑
作
地
帯
な
の
で
、

そ
れ
は
宅
地
へ
の
転
用
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
土
地
分
与
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
な
お
漁
村
の

乙
と
な
の
で
、

こ
う
し
た
土
地
分
与
を
財
産
分
与
の
指
標
と
す
る
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
別
途
、
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

に
し
て
も
借
家
住
ま
い
な
ら
は
な
し
は
別
で
あ
る
が
、
村
内
で
分
封
を
と
げ
る
と
な
る
と
、
少
な
く
と
も
住
む
土
地
の
確
保



が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
最
低
限
の
分
与
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
他
出
者
に
と
っ
て
は
、
分
与
さ
れ
た
土
地
は
乙
れ
を
売
る
乙
と

に
よ
ウ
て
、
財
産
的
価
値
を
も
っ
乙
と
も
否
定
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
乙
の
分
与
の
傾
向
は
、
表
釘
に
示
さ
れ
る
。
不
明
分
を
少
数

出
し
た
け
れ
ど
も
、
予
想
さ
れ
た
よ
う
に
、
均
分
が
六
五
%
の
高
率
を
占

め
る
。
不
明
分
を
除
外
す
れ
ば
、
均
分
が
七
四
%
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

ほ
ぽ
三
分
の
二
、
あ
る
い
は
四
分
の
三
が
乙
れ
に
当
た
る
。
こ
う
し
た
均

分
に
対
し
て
、
長
子
家
督
と
と
も
に
問
題
と
さ
れ
る
一
括
は
、
わ
ず
か
六

%
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
均
分
で
も
な
け
れ
ば
一
括
で
も
な
い
、

い
わ
ゆ
る

っ
そ
の
他
」
に
属
す
る
の
が
一
五
%
を
占
め
る
。
ほ
か
は
分
け
た
く
て
も

分
け
る
土
地
が
な
い
の
が
三
%
、
不
明
九
%
と
い
う
と
乙
で
あ
る
。
な
お

隠
居
分
の
設
定
は
、

ほ
ぽ
半
数
の
セ
ッ
ト
で
乙
れ
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
れ

で
乙
の
数
字
か
ら
す
れ
ば
、
隠
居
分
は
か
な
ら
ず
し
も
乙
れ
を
要
し
な
い

さ
ら
に
こ
の
財
産
分
与
を
分
封
形
態
別
に
な
が
め
る

乙
と
は
わ
か
る
。

と
、
乙
乙
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
差
を
み
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も

均
分
が
絶
対
的
な
リ
l
ド
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
隠
居
分
家
型
で
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

計

1 7 1 9 3 
長子相続 (11.1) (77.8) (11.1) (100. 0) (33. 3) 

10 2 4 16 12 
隠居分家 (62;5) (12. 5) (25. 0) (100. 0) σ5.0) 

3 18 5 1 27 16‘ 
末 子相 続 (11.1) (66. 7) (18. 5) ( 3. 7) (100. 0) (59. 2) 

1 1 1 
混合型 D (100. 0) (100. 0) (10. 0) 

6 2 1 1 10 1 
錫合型 E (60. 0) (20.0) (10. 0) (10.1) (100, 0) (10. 0) 

1 1 
そ の 他 (100. 0) (100. 0) 

4 1 4 2 1 1 0 1  2 6 64 33 
計 ( 6. 3) (65. 6) (15. 6) ( 3. 1) ( 9. 4) (100. 0) (50. 9) 

直肩す
与

分｜その他｜財産なしl不
分産財

乙

/¥ 
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四

の
均
分
が
六
二
%
と
や
や
低
下
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
不
明
分
を
四
例
出
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、

こ
の
分
を
別
に
す
れ
ば
、
か
え
っ

て
均
分
が
八
二
%
の
高
率
と
な
っ
て
く
る
。
隠
居
分
家
や
末
子
相
続
が
均
分
制
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
青
砂
ケ
浦
も
、

そ
の
例
外
で
な
か
っ
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
こ
乙
で
は
長
子
相
続
も
、
実
は
均
分
制
を
た
て
ま
え
と

し
て
い
る
。
総
事
例
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、

い
わ
ゆ
る
一
括
は
一
例
に
と
ど
ま
っ
て
、

七
例
は
均
分
、
他
の
一
例
が
「
そ
の
他
」
に
属
し

て
い
る
。
と
な
る
と
乙
乙
で
の
長
子
相
続
は
、
通
日
本
的
な
長
子
家
督
の
姿
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
当
地
の
慣
行
を
、
異
な
る
相

続
慣
行
の
並
立
と
か
、
あ
る
い
は
重
層
と
か
と
み
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
事
例
の
提
示
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
当
地
の
長
子
相
続
で
は
、
家
庭
内
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
、
た
ま
た
ま
長
男
の
跡
と
り
と
な
っ
た
例
が
幾
つ
も
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
計

数
的
に
も
そ
れ
は
、
父
の
死
亡
年
齢
の
低
下
と
し
て
現
わ
れ
た
。
と
い
う
わ
け
で
、

こ
れ
は
む
し
ろ
や
む
を
え
な
い
相
続
と
い
っ
た
印
象

が
強
い
。
相
続
の
質
と
し
て
は
、
同
種
に
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
造
語
で
い
え
ば
、
不
定
相
続
で
あ
る
。
と
に
か
く
財
産

分
与
の
状
態
か
ら
す
れ
ば
、

そ
う
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
前
表
で
「
そ
の
他
」
と
し
た
分
（
一

O
例）

の
内
訳
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
不
均
分
五
、
未
分
与
四
、
特
殊
例
一
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

八

隠

居

分

家

の

伝

統

以
上
で
青
砂
ケ
浦
の
家
族
分
封
に
つ
い
て
は
、

い
ち
お
う
の
分
析
を
終
わ
っ
た
。
中
川
と
竹
田
と
の
指
摘
に
よ
る
と
、
当
地
の
相
続
慣

行
は
隠
居
分
家
形
式
の
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
事
実
、

乙
の
型
の
分
封
も
検
出
さ
れ
た
が
、

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
末
子
相

続
や
長
子
相
続
型
も
み
ら
れ
た
し
、
ま
た
分
封
過
程
に
お
い
て
は
、
隠
居
分
家
と
末
子
相
続
と
が
混
合
し
た
事
例
も
現
わ
れ
た
。
さ
ら
に



跡
と
り
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
分
封
怠
せ
て
、
親
だ
け
の
完
全
隠
居
の
場
合
も
出
現
し
た
。
た
だ
乙
う
し
た
な
か
に
あ

か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
長
男
の
分
封
時
期
の
分
類
、

っ
て
、
比
率
と
し
て
は
末
子
相
続
型
が
リ
ー
ド
し
て
い
る
乙
と
、
ま
た
扶
養
者
と
し
て
も
末
子
の
多
い
と
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
に
も
か

そ
の
先
行
形
態
は
お
そ

あ
る
い
は
分
封
者
の
結
婚
当
時
の
職
業
な
ど
か
ら
し
て
、

ら
く
隠
居
分
家
型
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
資
料
は
、

ほ
と
ん
ど
が
現
存
者
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
、

そ
の
澗
及
に
は
お

で
若
干
、
乙
れ
を
補
な
っ
て
み
る
乙
と
に
し
た
い
。

の
ず
か
ら
限
度
が
認
め
ら
れ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
先
行
形
態
を
推
定
す
る
に
は
、

壬
申
戸
籍
も
寄
在
し
て
い
な

そ
れ
は
ま
だ
充
分
と
み
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
そ
乙

た
だ
青
砂
ケ
浦
に
関
し
て
は
、
宗
門
帳
は
も
ち
ろ
、

ぃ
。
し
た
が
っ
て
乙
乙
で
は
き
わ
め
て
断
片
的
な
資
料
か
ら
の
推
測
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

家

長男・久助一長女・ソメ
｜｜（明治3g_;) (19131生）

妻・シエ
（明治3生）

，ーーーーー「 『次男・安蔵
i父.t佐Jl. ',,_1 （明治6生）

！｜｜（天保13生） l一一一一一－ーーーー！
I f手・キィ ト三男・福右衛門 i 
', （嘉永5生） 111 （明治9生） ； 
＼ l安・ソナ i 
＼ ｜ （明治11生）

＼ ト凶男・普・吉
、、 ｜ （明治14生）

＼ ト次女・イト
＼ ｜ （明治21生）

＼ ！三女・ノセ
＼ （明治27生）
、ーーーーーーー－ーーー－ーーー

平権水大

カ
ト
リ
ッ
ク
漁
民
の
家
族
分
封

そ
の
ひ
と
つ
は
、
当
初
の
除
籍
籍
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
年
代
の
そ
れ

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
乙
れ
を
繰
っ
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
長
子
家
督
の
形

で
記
入
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り
合
法
化
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
仔
細
に
な
が
め
る
と
、
ど
う
や
ら
乙
れ
か
ら
の
逸
脱
例
が
検
出
さ

れ
て
く
る
。

一
例
だ
け
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
大
水
権
平
家
が
そ
れ

で
あ
る
（
別
図
参
照
）
。

す
な
わ
ち
父
・
権
平
は
安
五
郎
の
五
男
で
、
明
治

十
四
年
に
分
家
す
る
。
そ
し
て
三
十
一
年
五
月
に
退
隠
し
て
、
長
男
・
久

助
が
相
続
し
た
。
権
平
五
五
議
、
久
助
二
八
歳
の
と
き
で
あ
る
。
と
乙
ろ

が
権
平
は
退
隠
の
当
日
、
「
一
二
男
福
右
衛
門
ニ
従
ヒ
分
家
ス
」
る
。

と

の

/¥ 
五
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ノ、

と
き
福
右
衛
門
に
従
っ
た
の
は
、
長
男
夫
婦
と
そ
の
娘
、
次
男
・
安
蔵
の
四
人
を
除
い
た
残
り
の
七
人
で
あ
る
。
形
の
う
え
で
は
、
両
親

が
三
男
の
世
帯
員
に
な
っ
た
し
、

乙
の
三
男
も
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
。
だ
か
ら
隠
居
分
家
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
独
身
の
次
男
・

安
蔵
を
本
家
に
と
ど
め
て
い
る
と
乙
ろ
も
変
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
な
り
似
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
分
家
地
点
も
同
番
地

の
第
二
号
な
の
で
、

お
そ
ら
く
隣
接
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
四
男
・
善
吉
は
、

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
長

男
家
も
三
男
家
も
、
翌
三
十
二
年
に
は
隣
村
の
北
魚
目
村
曽
根
郷
（
現
在
、
新
魚
目
町
）
に
転
籍
し
て
い
る
の
で
、

と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
推
測
さ
れ
る
事
態
は
、
や
が
て
善
吉
も
分
家
し
て
、
権
平
は
と
の
善
吉
家
に
入
る
。

る
、
と
い
う
隠
居
分
家
あ
る
い
は
準
隠
居
分
家
の
姿
で
あ
る
。

乙
れ
を
確
か
め
る
こ

乙
ヨ
し
て
末
子
に
か
か

し
か
じ
問
題
は
、
旧
藩
時
代
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
史
家
で
な
い
わ
れ
わ
れ
は
、
も
と
も
と
そ
の
分
析
能
力
を
欠
い
て
い
る
。
し
か

し
管
見
の
と
ぼ
し
い
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
乙
の
分
封
形
態
は
、
藩
権
力
の
農
民
収
奪
と
か
な
り
の
つ
な
が
り
を
も
つ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

だ
い
た
い
五
島
藩
は
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
、
石
田
陣
屋
の
構
築
に
つ
づ
く
「
福
江
直
り
」
が
終
わ
る
と
、
地
方
を
二
一
掛
に
分
け
、

各
掛
に
は
代
官
・
下
代
以
下
の
地
方
役
人
を
置
き
、

乙
れ
に
は
下
級
武
士
や
足
軽
を
任
じ
た
。
ま
た
庄
屋
一
人
、
庄
屋
の
下
に
は
小
頭
を

置
い
た
。

そ
れ
か
ら
百
姓
は
、
地
方
（
農
）
・
浜
方
（
漁
）
・
寵
方
（
塩
）

に
分
け
、

地
方
百
姓
は
一
五
歳
か
ら
六
O
最
の
男
子
を
「
本

前
」
と
し
、
本
前
一
人
の
標
準
持
高
を
一

O
石
と
定
め
た
。

乙
の
本
前
に
は
、
貢
租
の
ほ
か
に
日
二
日
の
賦
役
が
課
せ
ら
れ
た
。
ま
た
浜

方
に
は
、
本
前
一
人
に
対
し
て
銀
五
O
匁
と
と
も
に
、
参
勤
交
代
の
さ
い
、
大
阪
ま
で
の
水
夫
が
命
ぜ
ら
れ
、

そ
の
日
数
は
一
回
四
O
B

と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
竃
百
姓
に
は
、
塩
釜
・
山
林
が
与
え
ら
れ
る
反
面
、
塩
・
木
炭
の
負
担
が
あ
り
、

一
竃
は
一
五
人
で
あ
ず
か
る

の
が
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
貧
藩
の
常
と
し
て
、
実
際
の
公
課
・
賦
役
は
以
上
の
額
面
を
越
え
て
き
び
し
く
、
と
く
に
賦
役
は



そ
の
負
担
が
過
重
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
当
時
の
藩
法
を
記
し
た
「
律
令
採
要
」
な
ど
に
は
、
別
に
一
一
種
の
賦
役
を
挙
げ
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。

乙
の
な
か
に
は
、
具
体
的
な
仕
事
の
内
容
が
つ
か
み
か
ね
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ら
に
文
字
ど
お
り
徴
用
さ
れ
れ

ば
、
お
そ
ら
〈
日
常
の
業
務
に
も
支
障
を
き
た
す
。
そ
の
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
農
民
の
貧
困
佑
が
進
行
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
収
奪
に
対
す
る
、
農
民
側
の
対
応
す
な
わ
ち
回
避
手
段

と
し
て
、
隠
居
慣
行
と
り
わ
け
隠
居
分
家
の
形
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
藩
法
は
堅
く
次
の
と
と
を
禁

止
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
地
百
姓
、
本
家
を
か
る
く
致
し
、

乙
ゑ
家
を
構
候
儀
、
草
野
の
事
に
候
閥
、
代
官
・
庄
屋
急
度
可
遂
吟
味
事
。

一
、
庄
屋
・
小
頭
を
初
、
百
姓
と
も
、

い
ま
た
若
年
ニ
候
へ
と
も
、
致
別
家
、
両
家
ニ
相
成
者
多
有
之
問
、
六
十
議
－
一
も
不
相
成
内
、

隠
居
致
ま
し
く
候
、
且
又
余
力
有
之
、
子
供
大
勢
ニ
て
致
別
居
候
ハ
ハ
、
時
々
代
官
可
請
差
図
候
。

「
乙
ゑ
家
」
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
本
家
を
か
る
く
致
し
」
と
の
関
連
か
ら
す
る
と
、
本
家
以
上
の
別
家
を
構
え
る
と
と
か
と

も
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
肥
屋
、

つ
ま
り
肥
料
小
屋
の
名
の
も
と
で
の
分
封
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
隠
居
分
家
の
場

合
に
は
、
若
夫
婦
を
残
し
て
、
親
が
他
の
世
帯
員
と
と
も
に
出
る
の
で
、
本
家
軽
視
の
印
象
は
免
れ
な
い
。
そ
し
て
後
の
箇
条
は
、
さ
ら

に
乙
の
分
封
行
為
の
内
容
を
示
し
た
も
の
と
も
取
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
若
年
隠
居
の
禁
止
で
あ
る
。
五
島
藩
は
六
O
歳
を
も
っ
て
法
定
の

隠
居
を
認
め
て
い
た
。
こ
れ
は
本
前
が
六
O
歳
ま
で
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
乙
の
年
齢
を
過
ぎ
る
と
、
公
課
・

賦
役
が
免
ぜ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
隠
居
家
を
構
え
て
も
、
「
一
戸
」
と
し
て
は
認
め
な
い
。
村
段
階
で
は
、
お
そ
ら
く
「
村
隠
居
」
と
し
℃

乙
れ
が
象
認
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
す
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
と
ろ
が
隠
居
分
家
で
は
、
正
式
の
一
戸
は
ご
戸
と
し
な
が
ら
、
隠
居
の
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名
目
で
の
分
一
戸
が
き
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
は
、
当
然
、
若
年
隠
居
の
形
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
制
度
上
の

戸
は
ご
戸
に
と
ど
め
な
が
ら
、
分
派
世
帯
が
増
加
す
る
。
な
る
ほ
ど
乙
の
手
を
使
っ
て
も
、
人
別
の
賦
課
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
賦
課
に

多
い
軒
別
の
そ
れ
は
、
免
除
に
持
ち
乙
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
農
民
の
知
恵
」
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
乙
の
分
封
形
式
に
は
、

そ
の
ほ
か
に
も
利
点
の
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
本
家
を
動
か
す
乙
と
は
、
公
辺
に
も
は
ば
か

ら
れ
る
し
、
長
子
家
督
の
た
て
ま
え
に
も
反
す
る
。

と
い
う
わ
け
で
長
男
夫
婦
に
本
家
を
譲
っ
て
、

家
族
ぐ
る
み
の
隠
居
家
を
形
成
す

る
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
開
墾
に
し
た
が
っ
た
。
そ
れ
に
未
墾
地
を
拓
く
に
は
、
長
男
夫
婦
だ
け
よ
り
も
、
人
手
の
多
い
隠
居
分
家
の
ほ
う

が
向
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
た
か
と
恩
わ
れ
る
。
な
に
ぶ
ん
こ
の
隠
居
は
、
ま
だ
は
つ
ら
つ
と
し
た
生
産
隠
居
で
あ
る
。
そ

し
て
拓
い
た
土
地
と
「
乙
ゑ
家
」
と
は
、

や
が
て
次
男
の
も
の
と
な
る
。
乙
う
し
て
次
男
に
土
地
と
家
と
を
与
え
る
と
、
親
た
ち
は
ま
た

新
し
い
土
地
を
拓
い
て
い
っ
た
。
牧
歌
的
だ
が
、

そ
う
し
た
過
程
が
想
像
さ
れ
て
く
る
。
な
お
推
測
を
加
え
れ
ば
、

な
る
ほ
ど
乙
の
種
の

相
続
慣
行
は
財
産
の
分
与
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
レ
か
し
当
初
は
あ
え
て
分
割
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
耕
地
の
増
殖
と
分
割
と
が

不
可
分
だ
っ
た
の
で
、
分
封
は
そ
の
ま
ま
開
墾
地
の
贈
与
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
分
与
は
、
あ
る
い
は
青
砂
ケ
浦
に
み
る
よ
う
な
、
完
全

均
分
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
こ
ん
に
ち
の
均
分
制
や
隠
居
分
の
設
定
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
合
理
的
・
機
械
的
な
や
り

か
た
は
、
む
し
ろ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
l
と
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
と
が
頭
打
ち
と
な
っ
て
か
ら
現
わ
れ
た
。
そ
う
い
う
乙
と
に
な
り
そ
う
で
あ

る
が
、
な
お
乙
れ
は
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

と
な
る
と
、

こ
こ
で
未
墾
地
の
存
在
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
旧
藩
時
代
の
五
島
領
に
つ
い
て
、

そ
の
地
目
構
成
は
知

る
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
さ
き
に
も
触
れ
た
五
島
・
大
村
両
藩
の
「
人
送
り
」
に
関
し
て
は
、
寛
政
九
年
の
「
公
譜
別
録
拾
遺
」
は
乙
う



記
し
て
い
る
。

も

り

申

告

す

み

己

れ

乙
れ
は
盛
運
公
〔
五
島
藩
主
〕
、
五
島
は
地
広
く
人
少
な
く
し
て
、
山
林
未
た
聞
け
さ
る
を
憂
ひ
、
此
度
大
村
侯
〔
純
芦
〕
に
乞
ひ
て
、

た
み

か
の
唱
を
こ
の
地
に
移
し
給
ふ
。
乙
れ
よ
り
後
、
乙
の
由
緒
を
以
っ
て
五
島
に
来
り
住
せ
る
者
、
数
知
ら
す
。

五
島
全
体
の
面
積
は
五
O
O平
方
キ
ロ
に
も
足
り
な
い
の
で
、
「
地
広
く
」

は
む
ろ
ん
「
人
少
な
き
」

と
の
対
比
に
お
い
て
理
解
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
人
少
な
き
」
こ
と
の
裏
づ
け
と
し
て
、
ま
ず
当
藩
で
は
子
の
「
へ
し
お
ろ
し
」
を
厳
禁
し
た
。
こ
う
し
て

自
然
増
を
妨
げ
る
措
置
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
現
住
人
口
に
つ
い
て
は
「
他
領
江
男
女
出
す
へ
か
ら
す
」
と
し
て
、

そ
の
封
じ
こ
め
政
策

を
取
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
自
領
へ
の
釘
づ
け
は
、
近
世
の
諸
藩
で
け
っ
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
乙
乙
で
は
よ

そ
と
違
っ
て
、
流
入
者
に
は
き
わ
め
て
寛
大
だ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
、

モ
ビ
リ
テ
ィ
の
一
方
交
通
で
あ
る
。
五
島
藩
で

は
一
時
の
滞
在
者
を
「
旅
人
」
と
い
っ
た
が
、
上
五
島
で
は
、

乙
の
「
旅
人
」
の
う
ち
、

と
く
に
紀
州
漁
師
の
比
重
が
高
か
っ
た
。
と
乙

ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
、
旅
人
の
内
ニ
て
も
、
紀
州
之
鰹
釣
共
之
儀
、
居
浦
・
奈
良
尾
ニ
而
相
改
め
、
御
領
分
中
者
、
東
代
官
札
を
渡
し
、
稼
仕
様
に
申
渡

候

と
い
う
わ
け
で
、
代
官
札
一
枚
で
営
業
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
う
ち
、

つ
い
に
居
つ
い
た
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
現
住

民
の
姓
氏
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
と
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
次
の
文
章
か
ら
は
、
む
し
ろ
流
入
の
勧
奨
策
と
い
っ
た
気

配
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

一
、
他
国
之
者
、
当
地
へ
在
居
之
届
有
之
ハ
、
元
来
を
能
聞
届
、
其
所
之
役
人
、
免
手
形
之
判
本
を
見
届
、
其
旨
奉
行
所
江
相
達
、
若
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其
上
ニ
而
居
着
候
ハ
ハ
、
三
年
ハ
無
役
ニ
可
召
置
事
。

地
方
都
市
が
工
場
誘
致
の
た
め
、
固
定
資
産
税
を
何
年
か
免
除
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

乙
う
じ
て
労
働
力
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
薄
々
は
承
知
し
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
大
村
藩
か
ら
の
キ
リ
シ
タ
ン
農
民
の
移
入
に
ま

で
踏
切
っ
た
。
し
か
し
生
産
性
の
高
い
地
点
は
、
す
で
に
地
下
の
人
た
ち
が
先
占
し
て
い
る
。
移
住
者
た
ち
は
、
傾
斜
地
に
石
垣
を
築
い

て
、
そ
の
耕
地
化
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
林
野
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
最
低
限
の
暮
ら
し
に
甘
ん
じ
る

な
ら
ば
、
空
地
は
な
お
充
分
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
か
れ
ら
は
、
次
々
と
家
族
の
分
封
を
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
日
本
に
伝
道
さ

れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
も
、

お
そ
ら
く
堕
胎
の
禁
止
を
説
い
て
い
た
。
い
き
お
い
殖
え
て
い
く
子
ど
も
の
措
置
に
は
、
分
封
に
よ
る
核

佑
以
外
に
そ
の
方
法
が
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
移
住
者
に
も
、

や
が
て
地
下
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
藩
権
力
の
収
奪
が
開

始
さ
れ
る
。
隠
居
分
家
は
、

そ
れ
へ
の
対
応
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
藩
と
し
て
は
、

乙
れ
は
脱
法
行
為
に
属
す
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
禁
止
の
側
に
立
つ
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
様
な
禁
止
は
、
実
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
母
村
で
あ
る
大
村
藩
で
も
、

乙
れ
が

打
出
窓
れ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
藩
法
集
「
見
聞
録
」
は
、

乙
う
書
い
て
い
る
。

↓
、
村
々
百
姓
、

い
か
様
に
三
竃
を
一
竃
に
く
く
り
有
之
由
、
相
関
候
、
其
所
之
役
人
と
吟
味
之
上
、
以
前
被
候
通
、
竃
分
可
被
仕
事

「
農
民
の
知
恵
」
は
、

こ
こ
で
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
う
し
た
脱
法
行
為
に
対
し
て
、
村
共
同
体
は
成
員
の
利
益
と
し
て
、
ζ

れ

を
隠
蔽
す
る
側
に
ま
わ
る
の
は
、
乙
れ
ま
た
す
じ
と
な
っ
て
く
る
。
と
い
っ
て
村
の
内
部
で
は
、
乙
の
偽
装
戸
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
乙
と

は
で
き
な
い
。
乙
の
隠
居
世
帯
は
堂
々
と
二
戸
の
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
乙
に
内
づ
ら
と
外
づ
ら
と
い
う
か
、
二
重

帳
簿
式
の
措
置
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。

一
世
紀
の
空
白
を
越
え
て
、

こ
の
さ
い
持
出
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
が
、
上
五
島
の
町
当
局
も
、
実



は
カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
の
世
帯
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
青
砂
ケ
浦
の
世
帯
数
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
不
充
分
な
調
査
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
票
の
そ
れ
を
か
な
り
上
廻
っ
た
。
と
と
も
に
少
な
く
と
も
青
砂
ケ
浦
の
共
同
体
的
集
約
は
、

乙
の
二
重
帳
簿
を
確

認
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
昭
和
二
十
九
年
、
青
砂
郷
の
郷
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
決
議
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ほ
ん
白
き

て
町
割
当
に
対
し
て
は
、
本
軒
の
み
作
業
に
出
る
こ
と
。

う
ち
由
量

部
落
割
当
作
業
は
、
本
軒
・
内
軒
共
に
出
る
乙
と
。

青
砂
ケ
浦
と
し
て
の
特
殊
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
ど
う
や
ら
旧
藩
時
代
の
余
映
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
と
も
に
そ
の
背
後
に

は
、
家
族
分
封
の
伝
統
を
考
え
て
も
、
そ
う
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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