
農
業
型
往
来
の
研
究

一
､
始
め
に

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
な
る
ま
で
の
近
世
日
本
は
､
時
期
に
よ
っ

て
差
は
あ
る
も
の
の
'世
界
的
に
見
て
高
水
準
の
識
字
率
を
誇
っ
て
い
た
｡

こ
の
こ
と
が
明
治
五
年
の
学
制
施
行
以
降
の
近
代
的
な
教
育
を
定
着
さ
せ

る
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
｡
ま
た
､
読
み
書
き
を
す
る
と
い

う
行
為
の
定
着
が
､
思
考
力
の
向
上
へ
と
つ
な
が
り
､
個
人
の
考
え
方
の

段
階
で
新
た
な
発
想
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
が
､
現
代
へ
と
続
-
経

済
成
長
を
促
し
､
日
本
と
い
う
国
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
も
確
か

で
あ
る
｡

中
世
に
な
る
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
'
文
字
は

一
部
の
上
流
階
級
出
身

者
の
教
養
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
そ
れ
が
､
中
世

後
期
か
ら
近
世
を
経
て
､
広
-
国
民
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
背
景
に

は
､
｢教
育
｣
と
い
う
も
の
が
必
ず
存
在
し
て
い
る
｡
こ
の
文
字
の
教
育

に
関
し
て
上
流
階
級
出
身
で
は
な
い
人
々
､
す
な
わ
ち
庶
民
が
､
大
き
な

関
心
を
寄
せ
た
の
が
近
世
で
あ
り
､
な
か
で
も
江
戸
時
代
で
あ
っ
た
｡
そ

の
庶
民
の

｢教
育
｣
へ
の
関
心
を
反
映
し
た
施
設
が

｢寺
子
屋
｣
で
あ
る

と
い
え
る
｡

現
在
､
｢寺
子
屋
｣
に
関
す
る
研
究
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て

高

野

宏

親

い
る
｡
そ
の
中
で
も
大
き
な
分
野
が

｢往
来
｣
や

｢往
来
物
｣
と
呼
ば
れ

る

｢寺
子
屋
の
教
科
書
｣
と
も
い
う
べ
き
書
籍
の
研
究
で
あ
る
｡
こ
の
研

究
分
野
は
､
｢寺
子
屋
｣
と
い
う
教
育
機
関
で
使
用
さ
れ
て
い
た
種
々
の

｢往
来
｣
を
研
究
す
る
こ
と
で
､
｢寺
子
屋
｣
の
教
育
方
法
を
知
り
'
初
等

教
育
や
児
童
訓
育
の
分
野
に
新
た
な
視
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
｡
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冒

本
教
科
書
大
系
〓

*
①
)
に
収
録
さ
れ
て
い
た

｢往
来
｣
に
つ
い
て
,

l

系
統
や
影
響
力
が
判
然
と
し
な
い
箇
所
が
あ
り
､
疑
問
を
持
っ
た
｡

具
体
的
に
は
､
『
田
舎
往
来
』
と
､
『百
姓
往
来
』
と
い
う
､
二
つ
の

｢往
来
｣
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
｡･
後
の
項
で
述
べ
る
こ
の
二
つ
の

｢往
来
｣
は
､
い
っ
て
み
れ
ば
､
原
典
と
要
約
版
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
､

｢往
来
｣
の
研
究
書
で
あ
-
､
重
要
な
資
料
で
も
あ
る

『日
本
教
科
書
大

系
』
｢往
来
編
｣
に
お
け
る
そ
の
分
類
に
疑
問
が
あ
る
｡

本
稿
は
､
ま
ず
､
現
在
の

｢寺
子
屋
｣
研
究
､
そ
し
て

｢往
来
｣
の
研

究
に
つ
い
て
ま
と
め
､
本
稿
の
立
場
を
確
認
す
る
と
と
も
に
､
｢往
来
｣

の
中
で
も
､
日
本
人
の
生
活
に
関
わ
り
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

｢農
業

型
往
来
｣
に
関
し
て
､
先
述
の
二
つ
の

｢往
来
｣
を
中
心
に
考
察
を
進
め

る
も
の
で
あ
る
｡



二
､
寺
子
屋
と
往
来

｢寺
子
屋
｣
は
江
戸
時
代
の
庶
民
に
対
し
て
門
戸
を
開
い
た
初
等
教
育

の
施
設
で
あ
っ
た
が
､
民
営
機
関
で
あ
る
と
い
う
そ
の
性
格
上
､
現
代
の

教
育
委
員
会
の
よ
う
な
'
｢寺
子
屋
｣
全
体
を
統
括
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
組
織
は
存
在
せ
ず
､
各
個
の

｢寺
子
屋
｣
の
経
営
者
が
､
そ
れ
ぞ
れ

の
教
育
方
針
を
持
ち
､
そ
の

｢寺
子
屋
｣
が
存
在
す
る
地
域
の
特
色
に
合

わ
せ
た
児
童
教
育
を
お
こ
な
っ
て
い
た
｡

｢寺
子
屋
｣
を
経
営
す
る
教
育
者
で
あ
る
も
の
は
大
部
分
が

｢師
匠
｣

と
呼
ば
れ
､
村
役
人
､
神
職
関
係
者
､
僧
侶
､
裕
福
な
町
人
な
ど
幅
広
い

階
層
の
人
々
が
務
め
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
子
屋
師
匠
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
､
児
童
が
所
属
す
る
地
域

･
地
方

･
集
落

･
集
団
に
と
っ
て
必
要

と
冒
さ
れ
る
知
識
や
技
能
を
選
択
し
､
そ
れ
に
適
合
し
た

｢往
来
｣
を
採

用
ま
た
は
自
作
し
て
使
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

寺
子
屋
師
匠
と
な
る
人
物
の
性
格
と
し
て
､
も
と
も
と
の
職
業
に
つ
い

て
は
､
地
域
差
が
あ
-
'
こ
の
場
で
明
確
な
数
値
を
示
せ
る
だ
け
の
資
料

は
な
い
が
､
中
世
の
貴
族
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
､
い
わ
ゆ
る

｢寺
院
教
育
｣
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
そ
の
人
物
自
身
が
文
字
を

学
べ
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
僧
侶
で
あ
れ

ば
仏
教
の
経
典
が
存
在
し
､
町
人
の
中
で
も
商
人
で
あ
れ
ば
帳
簿
が
存
在

す
る
の
で
あ
る
｡
寺
子
屋
師
匠
は
､
自
分
の
持
つ
経
験
や
知
識
を
文
字
に

書
き
起
こ
し
､
そ
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
で
教
材
を
自
作
す
る
こ
と
も
で
き

た
と
考
え
る
こ
と
に
不
自
然
は
な
い
｡

こ
の

｢寺
子
屋
｣
の
他
に
も
､
同
時
期
に
教
育
を
目
的
と
す
る
施
設
は

多
数
存
在
し
た
｡
官
営
の
も
の
か
ら
民
営
の
物
ま
で
'
個
々
の
数
を
見
れ

ば
切
-
が
な
い
が
､
そ
の
種
類
と
し
て
は
､
大
き
-
四
つ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
｡

第

1
に
完
全
官
営
の
学
問
所
､
い
わ
ゆ
る

｢昌
平
坂
学
問
所
｣
(寛
政

二
年

二

七
九
〇
年
設
置
)
の
存
在
が
あ
る
｡
こ
れ
は
中
世
の

｢足
利
学

校
｣
と
並
ん
で
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
｢寛
政
異
学
の
禁
｣
に
よ
っ

て
､
〝.敬
-
扱
う
学
問
は
末
子
学
が
中
心
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
'
幕
府

直
轄
の
教
学
機
関
と
し
て
､
幾
度
か
の
休
止
期
間
を
挟
み
'
明
治
に
な
る

ま
で
'
機
能
し
続
け
た
｡

第
二
は

｢藩
学

･
郷
学
｣
が
あ
る
｡
こ
れ
は
各
藩
主

･
地
方
豪
族
が
藩

士
子
弟
の
教
育
､
ま
た
藩
に
所
属
す
る
豪
農
や
商
人
の
子
弟
の
教
育
の
た

め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
藩
政
に
と
っ
て
有
用
な
人
材
の
確
保
を

目
的
と
し
て
い
た
｡
先
述
の

｢足
利
学
校
｣
は
'
江
戸
時
代
'
郷
学
と
し

て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
｡
こ
の

｢足
利
学
校
｣
は
下
野
国
足
利
庄
に
設

置
さ
れ
た
教
学
機
関
で
､
そ
の
創
建
年
代
に
は
諸
説
あ
-
､
鎌
倉
時
代
と

見
ら
れ
る
が
､
具
体
的
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
｡

第
三
は

｢私
塾
｣
で
あ
る
｡
私
塾
と
い
う
観
念
の
発
端
は
中
国
に
お
い

て
知
識
人
が
開
講
し
た
自
宅
で
の
講
義
塾
に
あ
る
｡
こ
れ
が
日
本
に
輸
入

さ
れ
､主
に
儒
学
を
学
ん
だ
知
識
人
に
よ
る
私
塾
が
開
業
さ
れ
て
い
っ
た
｡

第
四
が

｢寺
子
屋
｣
で
あ
る
｡
こ
の

｢寺
子
屋
｣
は
､
い
っ
て
み
れ
ば

官
か
ら
最
も
遠
い
教
学
施
設
で
あ
-
､
極
め
て
民
に
近
い
運
営
方
法
が
と

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
個
人
あ
る
い
は
家
単
位
で
の
経
営
と
い
う

形
態
か
ら
み
れ
ば
､
先
述
の

｢私
塾
｣
と
変
化
が
な
い
よ
う
に
も
見
え
る

が
'
｢私
塾
｣
が
著
名
な
知
識
人
に
よ
る
物
で
あ
っ
た
こ
と

(た
と
え
ば

青
田
松
陰
の

｢松
下
村
塾
｣
､
大
塩
平
八
郎
の

｢洗
心
洞
塾
｣
な
ど
が
あ

る
)
に
対
し
､
寺
子
屋
は
基
本
的
に
無
名
の
師
匠
に
よ
っ
て
､
中
小
規
模
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の
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
違
い
が
あ
る
｡

｢寺
子
屋
｣
に
お
け
る
児
童
教
育
は
､

一
般
に
知
ら
れ
る

｢読
み

･
書

き

･
そ
ろ
ば
ん
｣
に
留
ま
ら
ず
､
日
常
の
礼
儀
作
法
､
各
種
芸
事
に
ま
で

及
ん
だ
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
寺
子
屋
に
通
っ
た
児
童
と
そ
の
師
匠
と
の
関

係
は
､
長
-
成
人
し
て
も
競
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

｢寺
子
屋
｣
費
明
期
に
は
主
に
男
子
に
向
け
て
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
が
､
時
代
が
進
む
と
'
希
望
す
れ
ば
女
子
も
通
う
こ
と
が
で
き
た
｡
そ

の
際
に
は
茶
道
や
華
道
､
謡
曲
等
の
指
導
が
あ
り
､
女
子
専
用
の

｢寺
子

屋
｣
も
あ
っ
､た
｡
こ
れ
ら

｢寺
子
屋
｣
の
動
き
は
江
戸
中
期
か
ら
特
に
活

発
と
な
-
'
明
治
に
な
る
ま
で
続
-
｡
こ
れ
は
､
こ
の
時
期
に
庶
民
の
教

育
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

江
戸
時
代
日
本
に
お
け
る
教
育
の
礎
と
な
っ
た
､
基
礎
教
育
施
設
と
も

い
う
べ
き

｢寺
子
屋
｣
は
明
治
五
年
の
学
制
施
行
に
よ
っ
て
､
新
た
な
開

設
が
禁
止
さ
れ
､
既
存
の
施
設
も
大
部
分
が
小
学
校
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
が
､
そ
れ
以
後
に
続
-
､
日
本
の
初
等
教
育
の
基
礎
を
定
着
さ
せ
､
後

の
学
校
制
度
へ
の
順
応
を
早
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

し
か
し
､
｢寺
子
屋
｣
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
形
態
が
取
ら
れ
て

い
た
か
と
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
は
､
様
々
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
も
の
の
､
明
ら
か
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら

｢
三
つ
心
､
六
つ
朕
､

九
つ
言
葉
､
文
十
二
､
理
十
五
で
末
決
ま
る
｣
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
､
｢寺
子
屋
｣
で
の
教
育
に
は
児
童
の
年
齢
､
す
な
わ

ち
学
習
者
の
発
育
に
即
し
て
段
階
的
に
進
ん
で
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
｡

一
方
で
､
｢読
書
百
遍
'
其
の
意
お
の
ず
か
ら
通
ず
｣
と
も

い
わ
れ
る
よ
う
に
､
年
齢
に
比
べ
て
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
内
容
で
あ

っ

て
も
､
積
極
的
に
取
-
入
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
'
｢寺
子
屋
｣
に
は
様
々
な
形
態
が
存
在

し
､

1
様
で
は
な
か
っ
た
が
､
そ
の
目
的
は

｢庶
民
の
教
育
に
対
す
る
欲

求
に
こ
た
え
る
た
め
の
施
設
｣
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
｡
ま
た
そ
の

教
材
と
し
て
｢往
来
｣
あ
る
い
は

｢往
来
物
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
使
用
さ

れ
て
い
た
｡
こ
の
｢往
来
｣
と
い
う
名
の
由
来
と
し
て
は
､
発
祥
の
時
点
で

は
往
復

1
対
の
消
息
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
､
手
紙
の
書
式
手
習
い
す
る

教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
｡
こ
れ
が
広
-
教
科
書
と
し

の
全
般
的
な
名
称
と
し
て
､
ほ
ぼ
慣
習
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

そ
し
て
､
そ
の
形
式
も
当
初
の
よ
う
な
往
復
書
簡
の
形
の
み
に
留
ま
ら
ず

日
記
や
手
記
の
よ
う
な
形
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
っ

て

｢往
来
｣
は
非
常
に
幅
の
広
い
教
材
と
な
り
､
｢寺
子
屋
｣
に
お
け
る

教
科
書
と
し
て
.e
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
.

こ
れ
ら

｢往
来
｣
の
定
義
に
つ
い
て
､
｢往
来
｣
の
研
究
者
で
あ
る
白

石
正
邦
は
'
明
治

二

年
発
行
の

『教
育
大
辞
書
』
(
*
②
)
中
で
､
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

広
き
意
味
の
往
来
物
と
は
､
表
題
に
往
来
の
二
字
を
有
す
る
書
籍

に
て
､
広
-
児
童
の
教
材
と
し
て
用
い
た
る
物
と
､
表
題
に
往
来
の

二
字
を
有
せ
ざ
る
も
､
著
作
者
が
殊
に
児
童
訓
育
の
目
的
を
以
て
述

作
せ
る
物
と
の
､
二
つ
を
含
蓄
せ
る
も
の
を
云
へ
る
な
-
｡
狭
き
意

義
の
往
来
物
と
は
､
表
題
に
必
ず
往
来
の
二
字
を
有
し
､
児
童
訓
育

の
目
的
を
以
っ
て
作
為
せ
し
も
の
を
云
ふ
な
-
｡

(引
用
は
高
野
)
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こ
の
他
､
同
じ
-
研
究
者
の
岡
村
金
太
郎
は
収
集
し
た

｢往
来
｣
に
関

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
(*
③
)

往
来
物
の
如
き
は
我
国
に
於
い
て
発
達
し
た
純
日
本
式
の
教
育

で
'
極
め
て
実
際
で
少
し
も
欧
州
臭
味
を
帯
び
ず
､
遠
-
上
代
か
ら

徳
川
三
百
年
の
治
績
を
収
め
た
教
育
法
で
あ
り
ま
す
か
ら
､
今
日
に

於
い
て
も
参
照
し
て
然
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
､
蓋
し
過
去
を
知
る
は

将
来
を
知
る
た
め
で
あ
り
ま
す
か
ら
で
あ
-
ま
す
｡

(引
用
は
高
野
)

岡
村
の
研
究
を
受
け
て
､
寺
子
屋
全
般
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
石
川

謙

･
松
太
郎
親
子
は
､
二
代
に
わ
た
っ
て

｢往
来
｣
の
収
集
と
分
類
を
続

け
､
そ
の
教
育
史
的
意
義
を
確
立
さ
せ
た
｡
特
に

｢往
来
｣
を
近
世
の
教

科
書
と
し
て
扱
い
､
現
代
の
教
科
書
と
の
関
連
を
示
す
た
め
に

『日
本
教

科
書
大
系
』
｢往
来
編
｣
を
編
纂
し
た
こ
と
は
教
育
史
の
み
な
ら
ず
､
教

育
学
全
体
に
と
っ
て
意
義
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
℃

こ
の

『日
本
教
科
書
大
系
』
｢往
来
編
｣
に
は
､
｢寺
子
屋
｣
の
教
科
書

で
あ
っ
た

｢往
来
｣
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
古
代

･
中
世
に
作
成
さ

れ
た
文
字
通
-
往
復

一
対
の
書
簡
の
体
裁
を
成
す

『庭
訓
往
来
』
を
は
じ

め
と
す
る
も
の
を

｢古
往
来
｣
と
し
､
近
世
'
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
以
後

の

｢往
来
｣
を
教
訓
､
社
会
'
語
嚢
､
消
息
､
地
理
､
歴
史
､
産
業
'
理

数
､
女
子
用
の
十

一
項
目
に
分
け
て
'
活
字
化
し
た
本
文
の
一
部
と
と
も

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

発
祥
の
時
点
で
は
'
貴
族
階
級
に
お
け
る
教
養
の
一
環
と
し
て
､
消
息

の
形
式
を
学
ぶ
た
め
の
文
例
集
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た

｢往
来
｣
で
あ

っ
た
が
､
時
代
と
と
も
に
そ
の
教
育
の
文
化
は
庶
民
に
向
け
て
開
放
さ
れ

て
行
き
'
教
材
で
あ
る

｢往
来
｣
自
体
の
内
容
も
様
々
な
分
野
に
細
分
化

さ
れ
て
い
っ
た
｡
こ
れ
ら
多
種
多
様
な

｢往
来
｣
の
中
か
ら
､
本
稿
で
は

『日
本
教
科
書
大
系
』
｢往
来
編
｣
産
業

(
一
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る

｢農

業
型
往
来
｣
に
つ
い
て
､
考
察
し
て
い
-
0

三
､
農
業
型
往
来
に
つ
い
て

江
戸
時
代
の
日
本
に
は
大
き
な
戦
乱
も
な
く
､
ほ
ぼ
安
定
し
た
情
勢
の

中
で
経
済
や
政
治
形
態
の
発
展
が
顕
著
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
伴
っ
て
､
行

政
を
司
る
幕
府
関
係
者
の
み
な
ら
ず
､
士
農
工
商
全
て
の
身
分
に
お
い
て

文
字
の
学
習
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
｡

一

近
世
に
お
け
る
国
内
人
口
の
大
部
分
は
農
民
階
級
で
あ
-
､
そ
の
割
合
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は
,
当
時
の
日
本
人
口
の
お
よ
そ
七
割
か
ら
八
割
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ

】

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
､
農
業
に
関
係
す
る
事
柄
を
ま
と
め
た

｢往
来
｣

が
種
々
に
検
討
さ
れ
､
発
達
し
て
い
っ
た
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
｡

以
下
'
日
本
人
の
多
-
が
所
属
し
て
い
た
農
民
と
､
そ
れ
に
関
わ
る
教

科
書
で
あ
る

｢農
業
型
往
来
｣
に
つ
い
て
､
先
行
研
究
を
も
と
に
考
察
を

お
こ
な
っ
て
い
く
｡

『
日
本
教
科
書
大
系
』
の
中
で
石
川
謙
は
､
こ
の
農
業
用
語
集
と
で
も

い
う
べ
き
､

1
群
の

｢往
来
｣
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
､
以
下
の

よ
う
に
解
説
し
て
い
る
?
(*
④
)

(前
略
)

庶
民
の
あ
い
だ
で
生
産
力
は
急
速
に
た
か
ま
-
､
社
会
分
業
は
急



激
に
す
す
ん
だ
｡
こ
こ
に
､
･商
人
が
商
業
に
た
ず
さ
わ
る
た
め
に
'

職
人
が
職
工
を
営
な
む
た
め
に
農
民
が
農
業
に
は
げ
む
た
め
に
､
そ

れ
ぞ
れ
別
個
の
文
字
を
必
要
と
す
る
に
い
た
っ
た
｡
つ
ま
り
'
商
業

活
動

･
工
業
活
動

･
農
業
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
'
必
要
に
し

て
固
有
な
文
字
が
う
ま
れ
'
そ
の
習
得
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

(後
略
)

(省
略

･
引
用
は
高
野
)

本
稿
で
述
べ
る
農
業
型
往
来
に
関
し
て
は
､
『日
本
教
科
書
大
系
』
に

お
け
る
分
類
を
参
考
に
し
て
い
る
｡
同
書
に
よ
れ
ば
､
農
業
型
往
来
の
分

類
に
は
大
き
-
三
つ
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
以
下
は
､
分
類
の
詳

細
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
の
要
約
で
あ
る
｡
(*
⑤
)

要
約

農
業
型
往
来
と
し
て
最
初
に
上
げ
ら
れ
る
の
が

｢農
業
往
来
系
｣
で
あ

る
｡
こ
れ
は
宝
暦

二

一年

(
一
七
六
二
)
に
豊
後
国
の
江
藤
弥
七
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
､
天
明
五
年

(
1
七
八
五
)
に
大
阪
の
三
宅
吉
右
衛
門
な
ら

び
に
北
尾
善
七
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た

『農
業
往
来
』
と
､
そ
れ
に
類
す

る
各
種
の
往
来
を
含
ん
だ
分
野
で
あ
る
｡

次
に

｢百
姓
往
来
系
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
冒
辰
業
往
来
』
と
並
ん
で

農
業
型
往
来
全
般
に
大
き
-
影
響
を
与
え
た
と
見
ら
れ
る

『百
姓
往
来
』

と
､
そ
れ
を
改
編
し
た
各
種
往
来
を
含
め
た

一
群
と
な
っ
て
い
る
｡

『百
姓
往
来
』
は
､
明
和
三
年

(
一
七
六
六
)
発
行
と
さ
れ
る

｢往
来
｣

で
､
宝
暦
八
年

(
1
七
五
八
)
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る

『
田
舎
往
来
』

の
内
容
を
抜
粋
ま
た
は
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の

『
田
舎
往
来
』
と
い
う
も
の
は
'
農
家
の
生
活
に
関
わ
り
の
あ
る
語
嚢
を

広
範
囲
に
渡
っ
て
網
羅
し
､
庄
屋
地
主
か
ら
小
作
農
民
に
い
た
る
ま
で
の

農
民
生
活
に
お
け
る
総
合
語
嚢
学
習
教
材
と
も
呼
べ
る
内
容
で
あ
る
｡
こ

こ
か
ら
よ
-
簡
潔
に
し
て
1
般
農
民
に
用
に
特
化
し
た
内
容
を
抽
出
し
'

分
か
り
や
す
-
整
理
さ
れ
た
の
が

『百
姓
往
来
』
で
あ
-
､
こ
の

｢往
来
｣

は
そ
の
簡
素
で
容
易
な
内
容
か
ら
､
｢往
来
｣
の
中
で
も
最
も
広
-
使
用

さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
し
て
最
後
に

｢農
業
往
来

･
百
姓
往
来
系
よ
-
派
生

･
発
展
し
た
も

の
｣
が
あ
る
｡
こ
の
分
類
に
属
す
る

｢往
来
｣
は
､
先
に
挙
げ
た

『農
業

往
来
』
や

『百
姓
往
来
』
を
受
け
て
､
さ
ら
に
用
途
や
目
的
な
ど
に
合
わ

せ
た
形
へ
改
編
さ
れ
て
成
立
し
た

一
群
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
は
江
戸

中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
多
-
発
行
さ
れ
て
い
る
｡
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以
上

(要
約
は
高
野
)

『
日
本
教
科
書
大
系
』
で
は
､
特
に

『田
舎
往
来
』
に
つ
い
て

｢農
業

型
往
来
｣
の
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
､
｢
(
-
)
農

村

･
農
家
に
お
け
る
経
営
の
あ
-
か
た
を
'
広
い
視
野
か
ら
多
角
的
に
つ

か
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
､
(
2
)
地
勢

･
地
味
や
四
季
に
応
じ
た

様
々
な
農
耕
技
術
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
､
(
3
)
農
混
生
活
の
心
得
の

中
で
も
､
村
役
人
の
あ
-
か
た
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
｣
を
特
徴

と
し
て
挙
げ
､
｢
こ
の
往
来
は
､

一
般
農
民
と
い
う
よ
-
は
､
庄
屋

･
里

正
さ
ら
に
は
長
百
姓
と
い
っ
た
よ
う
な
､
郷
村
の
支
配
階
層
'
ア
ッ
パ

ー

･
ク
ラ
ス
の
ど
も
た
ち
を
自
適
と
し
て
編
ま
れ
た
往
来
だ
｣
と
結
論
し

て
い
る
｡



四
､
『田
舎
往
来
』
と

『百
姓
往
来
』

先
述
の
よ
う
に
､
｢百
姓
往
来
系
｣
.の
中
に
､
『田
舎
往
来
』
と
そ
れ
を

も
と
に
し
て
制
作
さ
れ
た

『百
姓
往
来
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡

ま
ず
単
純
に
､
も
と
に
な
っ
た
は
ず
の

『
田
舎
往
来
』
が
､
後
発
の

『百
姓
往
来
』
の
枠
に
-
-
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
浮
か
ぶ
｡
『百
姓

往
来
』
が
際
立
っ
て
優
れ
て
い
る
の
か
､
『田
舎
往
来
』
が
､
農
業
型
往

来
と
し
て
不
備
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
疑
問
点
を
突
き
詰
め
る
た
め
､
ま
ず
は
両
者
の
内
容
に
つ
い
て
比

べ
て
み
る
｡

両
往
来
の
本
文
は

『日
本
教
科
書
大
系
』
収
録
の
も
の
で
あ
る
た
め
､

以
下
の
内
容
も
､
『
日
本
教
科
書
大
系
』
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
項
目
で

あ
る
｡『田

舎
往
来
』
の
内
容

二

米

･
麦

･
粟
な
ど
の
穀
物
の
品
目
｡

二
､
野
菜

･
種
物
の
品
目
｡

三
､
樹
木

･
果
樹

･
草
花

･
茸
菌
の
品
目
｡

四
､
農
具
の
類
｡

五
､
肥
料
の
種
類
と
そ
の
ほ
ど
こ
し
か
た
｡

六
㌧
麦
畑
の
耕
作
法
｡

七
'
天
候
と
作
物
の
う
ら
な
い
か
た
｡

八
'
田
畑
の
地
質
検
地
｡

九
､
名
所
旧
跡
な
ど
は
古
法
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
｡

十
､
村
境
地
境
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
｡

十

一
㌧
農
村
の
年
中
事
｡

十
二
'
検
見

･
貢
柄
｡

十
三
､
宗
門
人
別

･
五
人
組
帳

･
条
目
の
こ
と
｡

十
四
'
諸
職

･
諸
商

･
諸
芸
の
こ
と
｡

十
五
､
海
産
物
の
品
目
｡

十
六
'
牛
馬
の
種
類
｡

十
七
､
女
性
の
仕
事

(織
物

･
染
物
)

十
八
'
農
民
生
活
の
心
得
｡

十
九
､
正
月
用
飾
物
の
品
目
｡

以
上
､
十
九
項
目
で
あ
る
｡

対
し
て
､
『百
姓
往
来
』
は
次
の
通
り
｡

『百
姓
往
来
』
の
内
容

一
､
農
業
道
具
｡

二
､
新
田
の
開
発

･
検
地
｡

′三
､
水
損

･
早
損
の
手
当
て
｡

四
､
検
見

･
貢
納
｡

五
､
肥
料
｡

六
､
巡
見
の
際
の
心
得
｡

七
､
荷
物
の
貫
目
｡

八
､
家
屋
の
造
作
｡

九
､
機
織
具
｡

十
､
農
家
の
常
食
｡

十

一
､
農
家
の
副
業
｡

十
二
'
牛
馬
の
種
類
｡

十
三
'
名
所
旧
跡
は
古
法
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
｡

十
四
㌧
農
民
生
活
の
心
得
｡

■

以
上
'
十
四
項
目
｡

項
目
の
上
で
は
'
『田
舎
往
来
』
に
比
べ
､
『百
姓
往
来
』
は
､
そ
の
規

模
を
か
な
-
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
｡

具
体
的
な
数
字
と
し
て
は
､
収
録
語
の
集
計
が

『
日
本
教
科
書
大
系
山

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
『田
舎
往
来
』
は

｢
一
〇
〇
二
｣
語
､
『百
姓
往

来
』
で
は

｢
二

七
｣
語
で
あ
る
｡

先
述
の
よ
う
に
､
『百
姓
往
来
』
は

『田
舎
往
来
』
か
ら

一
部
を
抜
粋
､

ま
た
は
文
章
を
要
約
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
で
は
､

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
約
が
成
さ
れ
た
の
か
､

1
部
を
検
証
し
て
み
る

73



こ
と
に
す
る
｡

以
下
は
'
『
田
舎
往
来
㌢

『百
姓
往
来
』
か
ら
抜
粋
し
た

｢
田
畑
の
管

理
と
災
害
へ
の
対
応
｣
に
関
す
る
記
述
の
部
分
で
あ
る
｡
(*
⑦
)

『田
舎
往
来
』

亦
田
方
に
は
水
損
､
風
損
､
早
損
､
其
上
温
夏
と
い
ふ
悪
虫
の
禍
､

辛
魅
､
雨
乞
､
菓
渋
､
滑
最
等
の
妨
､
右
品
々
無
難
に
侯
へ
ば
満
作

た
る
べ
し
｡
(中
略
)

彼
是
申
内
'
年
始
之
規
式
相
済
'
月
末
彼
岸
成
候
付
､
種
籾
水
に
浸
､

芽
出
し
､
楠
田
､
撒
付
､
為
禽
獣
之
防
鳴
子
､
案
山
子
の
工
面
､
天

水
用
水
'
堀
漠
､
水
曳
勘
排
､
水
口
よ
-
抜
端
の
塵
配
､
植
田
の
分

は
好
場
所
に
苗
間
を
掠
､
種
撤
税
無
程
生
立
'
夫
よ
-
苗
代
早
苗
取

の
支
度
､
田
植
の
日
は
撰
吉
辰
､
五
月
女
の
笠
た
す
き
'
銘
々
渡
､

中
食
は
野
先
於
以
て
亭
主
奔
走
有
べ
し
｡
至
夏
気
賓
秋
刈
込
の
勉
､

氏
神
初
尾
献
之
､
収
納
前
後
よ
-
仕
付
の
場
不
残
耕
立
､
色
々
の
種

物
撒
付
､
段
々
【ヲ
イ
]香
随
ひ
'
作
切
蛮
炎
天
酷
暑
厭
不
嫌
､
諸
作

業
等
手
入
｡
初
秋
よ
-
田
方
早
稲
刈
立
､
日
和
能
候
へ
ば
反
畦
に
干

並
､
棚
に
し
て
乾
'
賓
稲
田
畠
に
お
ひ
て
扱
墾
'
又
は
牛
馬
為
附
'

家
宅
に
て
取
計
之
'
尤
刈
置
候
賓
稲
'
嵐
霧
雨
に
は
'
秦
'
腐
捨
専

有
之
｡

『百
姓
往
来
』

就
中
､
米
者
'
籾
､
芽
出
､
摘
田
､
蒔
付
､
苗
代
､
鳴
子
､
案
山
子
'

堀
渡
､
水
曳
､
水
口
､
抜
場
の
墜
配
､
温
夏

･
雨
乞

･
葉
渋

･
滑
轟

之
妨
'
無
之
様
･'
是
又
'
勘
排
第

1
也
.

と
あ
る
｡

内
容
を
見
比
べ
で
み
る
と
､
双
方
が
と
も
に
温
夏

(う
ん
か
)

･
滑
轟

(あ
ぶ
ら
む
し
)
や
葉
渋

(葉
渋
病
)
な
ど
の
病
害
虫
に
対
し
て
警
戒
を

促
し
て
い
る
も
の
の
､
そ
の
記
述
の
量
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
｡

『田
舎
往
来
』
で
は
､
彼
岸
か
ら
苗
を
用
意
す
る
こ
と
や
田
植
え
の
時

期
'
用
意
す
る
も
の
'
稲
刈
-
ま
で
の
行
程
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
､
『百
姓
往
来
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
､
順
序
は
あ
る
も
の
の
､
名
称
の
羅

列
に
留
ま
っ
て
い
る
D

居
た
'
『田
舎
往
来
』
で
は
田
植
え
時
期
の
五
月
女

(さ
お
と
め
)
に

も
言
及
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
表
記
を
か
え
れ
ば

｢早
乙
女
｣
で
あ
-
､

意
味
と
し
て
は

｢
田
植
え
の
日
に
苗
を
田
に
植
え
る
女
性
｣
を
指
し
て
い

る
｡
こ
の
女
性
作
業
員
た
ち
が
頭
に
か
ぶ
る
笠
や
着
物
を
結
ぶ
｢た
す
き
｣

な
ど
を
含
め
､
そ
の
日

一
日
に
必
要
な
種
々
の
も
の
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
'

田
の
持
ち
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
亭
主
が
奔
走
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
｡全

て
の
項
目
で
は
な
い
が
'
同
じ
よ
う
七
省
略

･
要
約
が
見
ら
れ
る
.

｢往
来
｣
に
は
､
文
字
手
習
い
の
手
本
に
な
る
と
い
う
性
格
と
､
も
う

一
点
'
文
章
を
読
む
こ
と
で
｢生
活
習
慣
｣
や
｢生
活
様
式
｣
を
理
解
す
る

と
い
う
目
的
も
存
在
す
る
｡
こ
れ
は
'
往
復
書
簡
の
体
裁
を
取
っ
て
い
た

｢往
来
｣
の
初
期
形
式
か
ら
受
け
継
が
れ
た
性
格
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
視
点
に
立
っ
て
考
え
る
と
､
『
田
舎
往
来
』
は
単

一
の
文
字
だ
け

を
列
挙
す
る
の
で
は
な
-
､
解
説
を
加
え
て
､
段
階
的
な
理
解
と
定
着
に
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対
す
る
配
慮
が
見
え
る
｡

対
し
て
､
『百
姓
往
来
』
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
単

一
の
語
句
の
列

挙
が
多
-
見
ら
れ
､
あ
る
程
度
の
読
み
書
き
の
修
得
の
後
は
､
実
践
的
な

作
業
の
中
で
､
体
を
使
っ
て
学
習
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
作
成

さ
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

石
川
松
太
郎
の
研
究

(*
⑥
)
に
よ
れ
ば
寺
子
屋
に
通
っ
て
い
た
児
童

の
内
､
五
歳
か
六
歳
で
手
習
い
を
始
め
､
十
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
に
は
家
の

手
伝
い
の
た
め
に
寺
子
屋
通
い
を
や
め
る
例
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
子
ど
も
を

｢ま
だ
大
人
に
な
っ
て
い
な
い
人
間
｣
と
し
て
見

る
の
で
は
な
-
､
｢あ
-
ま
で
も
小
さ
い
大
人
｣
と
し
て
見
る
江
戸
時
代

の
農
村
社
会
に
お
け
る
､
子
ど
も
に
か
け
る
労
働
力
と
し
て
の
期
待
が
あ

っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

『田
舎
往
来
』
の
発
行
は
宝
暦
八
年

(
一
七
五
八
)
で
あ
-
､
『百
姓
往

来
』
の
発
行
は
明
和
三
年

(
1
七
六
六
)
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
.e

｢往
来
｣

の
間
に
は
､
八
年
の
時
間
差
が
あ
る
｡
こ
の
間
に
､
ど
の
よ
う
な
変
化
が

あ
っ
て
､
『
田
舎
往
来
』
が

『百
姓
往
来
』
と
し
て
再
編
集
さ
れ
た
か
は

分
凍
ら
な
い
.
し
か
し
､
そ
こ
に
は
､
な
ん
ら
か
の

｢必
要
｣
が
あ
っ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
る
｡

な
ぜ
な
ら
'
庶
民
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
教
育
機
関
で
あ
る
｢寺
子
屋
｣

の
教
科
書
で
あ
る

｢往
来
｣
も
ま
た
､
求
め
ら
れ
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性

が
大
き
い
か
ら
だ
｡

一
部
分
の
例
か
ら
全
体
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
『百
姓
往

来
』
は
､
す
-
な
-
と
も
､
『田
舎
往
来
』
を
全
編
に
わ
た
っ
て
要
約
し
､

あ
る
い
は
省
略
し
て
､
簡
素
簡
便
な
も
の
と
な
っ
て
成
立
し
た
｡

そ
の
背
景
に
は
､
｢必
要
な
も
の
を
必
要
な
だ
け
学
習
す
る
｣
と
い
う

庶
民
感
覚
の
教
育
と
､
｢子
ど
も
は
あ
-
ま
で
も
小
さ
い
大
人
｣
で
あ
っ

て
､
可
能
な
限
り
早
い
時
期
か
ら
田
畑
に
出
て
仕
事
を
す
る
と
い
う
農
村

の
生
活
様
式
な
ど
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

い
わ
ゆ
る

｢仕
来
り
｣
と
呼
ば
れ
る
農
村
生
活
上
の
細
か
い
事
柄
は
､

農
村
に
お
け
る
管
理
階
級
､
す
な
わ
ち
庄
屋

･
里
正
に
任
せ
て
い
た
と
い

う
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
だ
｡

例
に
あ
げ
て
は
い
な
い
が
､
『田
舎
往
来
』
か
ら

『百
姓
往
来
』
に
ま

と
め
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
'
他
に
大
き
-
削
除
さ
れ
て
い
る
部
分
と
し
て

は
､
｢神
社

･
寺
院
の
関
係
者
を
敬
う
｣
と
い
う
部
分
が
あ
る
｡
神
社

･

寺
院
が
村
落
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
､
明

ら
か
な
も
の
が
あ
る
が
､
『田
舎
往
来
』
に
お
い
て
は
'
神
社
に
帰
属
す

る
役
職
の
人
々
'
修
験
者
､
陰
陽
師
等
が
尋
ね
て
き
た
場
合
に
は
､
｢酒

食
を
提
供
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
よ
う
に
｣
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
見
受

け
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら

｢も
て
な
し
｣
の
用
は
､
先
に
上
げ
た

｢
五
月
女
｣

の
例
と
同
じ
-
､
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
か
､
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
の
用

意
が
あ
る
農
家
に
向
け
て
の
記
述
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

神
職

･
僧
侶
を
敬
い
､
他
の
家
の
人
々
と
の
関
わ
り
か
た
に
つ
い
て
の

知
識
を
､
教
材
を
も
ち
い
て
学
ぶ
こ
と
は
､
農
村
の
管
理
者
の
子
弟
に
と

っ
て
必
要
な
行
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

五
､
『田
舎
往
来
』
の
独
立
性

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
『田
舎
往
来
』
が
､
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
は

ず
の

『百
姓
往
来
』
と
同
じ
系
統
に
属
す
る
も
の
と
し
て
､

1
つ
に
く
く

ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
安
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
｡
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『田
舎
往
来
』
が

｢
ア
ッ
パ
ー

･
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
を
目
途
｣
と

し
て
い
る
こ
と
は
､
そ
の
記
述
内
容
が
詳
細
に
渡

っ
て
い
る
こ
と
や
管

理

･
経
営
者
側
の
発
想
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
｡

『田
舎
往
来
』
の
目
的
は
､
｢農
村
経
営
｣
ま
た
は

｢農
村
生
活
｣
に
お

け
る

一
般
的
教
養
の
習
得
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡
そ
れ
は
､

農
業
に
関
す
る
知
識
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
教
育
と
い
う
こ
と
だ
｡

例
と
し
て
は
､
｢諸
職

･
諸
商

･
諸
芸
の
こ
と
｣
の
項
目
に
'
｢医
者
｣

と

｢手
習
い
｣
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
｡

以
下
の
と
お
-
で
あ
る
｡
(*
⑧
)

｢医
者
｣

嘗
者
は
本
道
'
外
科
､
唐
薬
､
和
薬
､
膏
薬
を
以
病
用
取
扱
｡
鍍

馨
は
経
絡
按
摩
之
療
治
｡
伯
楽
は
馬

一
通
之
煩
取
計
｡
温
泉
有
所
は

入
湯
者
保
養
者
入
込
｡

｢手
習
い
｣

幼
稚
之
者
は
手
習
､
儒
書
和
書
之
素
読
､
謡
､
算
術
稽
古
｡

(引
用
は
高
野
)

｢医
者
｣
に
関
す
る
記
述
に
は
当
時

｢本
道
｣
と
さ
れ
た
内
科
の
ほ
か
､

外
科
や
薬
の
種
類
に
関
係
す
る
語
が
並
び
､
鋭
灸
医
､
按
摩
な
ど
が
連
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
そ
こ
に
は
､
牛
馬
の
病
を
治
す
医
者
と
し
て

｢伯
楽
｣

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
興
味
深
い
の
は
幼
児
に
村
す
る

｢手
習
い
｣
の
項
で
､
特
に
儒

書
和
書
の
素
読
と
あ
る
部
分
が
､
簡
素
で
は
あ
る
が
､
当
時
の
教
育
の
様

相
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡

こ
れ
を
見
て
も
､
『
田
舎
往
来
』
に
は
､

一
般
教
養
に
関
す
る
教
材
と

し
て
の
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
『百
姓
往
来
』
は
､

一
般
百
姓
の
子
弟

に
向
け
て
､
よ
-

一
般
化
し
た
知
識
を
､
『田
舎
往
来
』
か
ら
抜
き
出
し

た
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
､
『
田

舎
往
来
』
に
'

一
般
農
民
か
ら
拒
否
さ
れ
る
よ
う
な
不
備
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
､
別
の
形
を
求
め
た
庶
民
が
存
在
し
た
結
果
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
か
｡

ま
だ
こ
れ
を
実
証
で
き
る
だ
け
の
資
料
は
無
く
､
調
査
を
待
つ
部
分
も

あ
る
が
､
『百
姓
往
来
』
に
お
い
て
､
削
除
さ
れ
て
い
た
語
や
文
章
を
見

る
に
､
農
村
に
お
い
て
必
要
な
知
識
を
'
お
お
よ
そ
網
羅
し
て
い
た
こ
と

は
疑
い
が
な
い
｡

さ
て
､
『田
舎
往
来
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
語
句
や
事
象
の
解
説
に
関

し
て
は
､
実
に
広
範
囲
に
ま
た
が
る
｡
そ
の
内
容
を

一
つ
一
つ
読
解
し
て

い
-
と
､
こ
の

｢往
来
｣
が
そ
の
名
の
通
-
､
｢
田
舎
｣
で
の
生
活
を
解

説
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
-
｡
人
口
が
多
-
､
面
積
も
広
い

都
市
部
に
住
む
町
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
も
郡

部

･
郷
部
の
人
々
の
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
､
郷
土
密

着
型
の
教
材
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ど
こ
か
特
定
の
農
村
を
対

象
と
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
､
地
域
を
問
わ
ず
､
農
村
生
活

に
広
-
応
用
で
き
る
知
識
を
採
用
し
､
作
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
｡

『田
舎
往
来
』
は
､
『日
本
教
科
書
大
系
』
に
お
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
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よ
う
に
､
『百
姓
往
来
』
の
誕
生
に
深
-
関
わ
-
､
ひ
い
て
は

｢百
姓
往

来
系
｣
と
い
う

1
群
を
形
成
す
る
た
め
の
根
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
.
し
か
し
な
が
ら
､
『百
姓
往
来
』
へ
と
形
を
変
え
た
際
に
巨
省
略

･

要
約
さ
れ
た
部
分
は
多
-
､
『百
姓
往
来
』
か
ら

『田
舎
往
来
』
へ
と
戻

る
こ
と
は
難
し
い
｡

同
じ
系
統
に
あ
る
の
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
も
､
『
田
舎
往
来
』
あ
っ

て
の

『百
姓
往
来
』
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
『田

舎
往
来
』
を
参
考
資
料
と
し
た

｢百
姓
往
来
系
｣
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

『田
舎
往
来
』
に
は
､
『百
姓
往
来
9
に
は
な
い
､
独
自
性
と
独
立
性
が

見
受
け
ら
れ
る
の
だ
｡

六
､
終
わ
り
に

私
が
本
稿
を
通
じ
て
指
摘
し
た
い
こ
と
は
､
『田
舎
往
来
』
と

『百
姓

往
来
』
に
は
､
仝
-
違
っ
た
性
格
が
見
て
取
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
同

じ
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
対
す
る
矛
盾
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
『田
舎
往
来
』
は
､
｢百
姓
往
来
系
｣
に
属
さ
ず
､
独
立
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

『田
舎
往
来
』
の
内
容
の
大
部
分
が
､

一
般
農
民
に
と
っ
て
日
常
生
活

に
必
要
な
く
､
難
し
い
内
容
で
あ
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
｡
具
体
的
に
い
え

ば
､
｢十
三
､
宗
門
人
別

･
五
人
組
帳

･
条
目
の
こ
と
｡
十
四
､
諸
職

･

諸
商

･
諸
芸
の
こ
と
｡
十
五
､
海
産
物
の
品
目
｡｣
な
ど
の
項
目
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
､
そ
れ
が
農
民
生
活
で
は
な
-
､
農
村

経
営
に
関
わ
る
知
識
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

私
は

『田
舎
往
来
』
の
､
農
村
社
会
に
お
け
る
教
科
書
と
し
て
の
意
義

は
大
き
い
と
考
え
る
｡

近
世
日
本
に
お
い
て
､
生
産
力
の
急
速
な
発
展
は
､
文
字
文
化
の
浸
透

と
い
う
事
象
を
生
み
出
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢生
産
力
の
発
展
｣
と

｢文
字
学
習
の
浸
透
｣
と
の
間
に
は
複
雑
な
点
が
多
々
あ
-
､
生
産
力
向

上
が
先
か
文
字
学
習
定
着
が
先
か
に
.つ
い
て
は
､議
論
の
余
地
が
大
き
い
｡

利
根
啓
三
郎
の
研
究

(*
⑨
)
に
よ
れ
ば
､
養
蚕
を
副
業
と
し
て
い
た

農
村
に
お
い
て
､
そ
の
養
蚕
行
程
を
記
し
た
手
記
か
ら
編
纂
さ
れ
た

｢往

来
｣
が
あ
-
､
こ
れ
を
中
心
教
材
と
し
た

｢寺
子
屋
｣
が
あ
っ
た
と
い
う
｡

著
書
の
中
で
利
根
は
､
こ
の

｢寺
子
屋
｣
で
は
､
あ
ら
か
じ
め
教
養
を
有

し
て
い
た
有
力
者
が
､
過
去
の
失
敗
と
成
功
を
記
録
し
､
そ
れ
を
も
と
に

作
成
し
た

｢往
来
｣
を
使
用
し
て
､
教
育
を
施
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
｡
.

農
村
に
お
け
る
副
業
と
い
う
部
分
を
含
め
る
と
'
｢農
業
型
往
来
｣
の

枝
葉
は
実
に
多
岐
に
わ
た
-
､
ま
た

｢農
業
型
往
来
｣
の
始
ま
-
の
こ
ろ

か
ら
､
副
業
へ
の
着
目
は
始
ま
っ
て
い
る
｡
事
実
'
『
田
舎
往
来
』
の
中

に
も

｢女
性
の
仕
事

(織
物

･
染
物
)｣
と
し
て
'
『百
姓
往
来
』
に
は

｢農
家
の
副
業
｣
と
し
て
､農
業
以
外
の
工
芸
品
な
ど
に
言
及
さ
れ
て
い
る
｡

『田
舎
往
来
』
が
､
そ
の
名
の
と
お
-
､
｢田
舎
｣
に
お
い
て
使
わ
れ
る

教
材
と
し
て
有
用
で
あ
っ
た
の
は
､
そ
こ
に
､
｢自
分
の
住
む
農
村
を
豊

か
に
し
よ
う
｣
と
い
う

｢求
め
｣
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

農
村
で
暮
ら
し
て
い
た
と
七
て
も
､
そ
こ
に
は
工
業
製
品
も
あ
り
､
海

産
物
を
売
-
に
-
る
商
人
も
あ
-
､
む
ろ
ん
､
海
に
隣
接
し
た
農
村
と
い

う
形
態
も
あ
-
う
る
｡

そ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な

｢農
村
｣
に
お
い
て
､
広
範
囲
に
使
え
る
こ
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の

｢往
来
｣
は
､
総
合
的
な
学
習
の
教
材
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ

か
.
だ
が
そ
れ
ら
の
｢総
合
的
な
知
識
｣
は
､
1
般
農
民
に
は
必
要
な
い
知

識
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
｡

こ
れ
ら
の

｢必
要
な
知
識
｣
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
､
今
後
､
機
会

を
も
っ
て
研
究
し
て
い
き
た
い
｡

ま
た
､
農
業
全
体
に
関
係
す
る

｢往
来
｣
と
し
て
数
多
-
の
書
籍
が
発

行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
'
｢農
業
型
往
来
｣
と
い
う
分
類
が
で
き

て
い
る
｡

こ
れ
ら
全
体
に
対
し
て
も
､
今
後
､
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
｡

(平
成
二
十
年
度
修
了
)
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