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近
世
農
民
の

「
{
永
」

と
家
族

|
|
和
泉
国
富
木
村
宗
門
改
帳
の
分
析
を
通
し
て
|
|

は
じ
め
に

近
年
、
私
た
ち
は
、
女
性
史
や
社
会
史
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
、
近
世
農

民
の
家
族
の
様
相
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
概
念
と
し
て
の
「
家
」
や
体
制
か
ら
把
握
さ
れ
る
「
家
」

で
は
な
く
、
実
態
と
し
て
の
百
姓
家
族
の
の
様
相
や
、
農
民
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
さ
ら
に
は
育
児
観
な
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か

ら
多
く
を
学
び
な
が
ら
、
現
代
の
社
会
問
題
を
論
じ
る
際
に
よ
く
耳
に
す
る

「
家
族
の
問
題
」
や
「
地
域
の
再
生
」
な
ど
と
い
う
言
説
に
つ
い
て
、
試
論

を
提
示
し
て
み
た
い
。
筆
者
は
す
で
に
、
社
会
の
近
代
化
に
伴
う
個
人
の
孤

立
化
の
問
題
を
、

R
・
N
・
ベ
ラ
l
の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
公
共
社
会

と
し
て
地
域
を
捉
え
、
地
域
と
「
家
」
と
自
己
形
成
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
公
共
性
の
喪

失
以
前
の
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
自
己
形
成
に
お
け
る
「
家
」
と
地
域
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
、
農
民
家
族
の
諸
相
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、

「
公
共
社
会
」
と
し
て
の
村
落
が
、
個
々
の
農
民
の
「
家
」
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
農
民
の
階
層

に
よ
る
「
家
」
意
識
の
相
違
と
、
個
々
の
「
家
」
の
存
続
に
影
響
す
る
村
落

社
会
と
い
う
地
域
か
ら
の
要
請
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
下
層
農
民
の
「
家
」

の
存
続
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
地
域
か
ら
支
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
反
面
、

桑

原

宙
dじ品、

地
域
と
し
て
も
下
層
農
民
の
「
家
」
の
継
承
を
支
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
点
で
「
共
同
体
社
会
」
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
た
、

血
縁
者
の
み
が
構
成
員
と
は
な
ら
な
い
近
世
の
農
民
家
族
の
実
態
に
つ
い
て

も
検
証
し
て
い
き
た
い
。

近
世
社
会
に
お
け
る
女
性
や
男
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
い
え
ば
、
生
ま

れ
、
成
人
し
、
主
婦
又
は
当
主
と
な
り
、
老
い
て
隠
居
す
る
人
生
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
近
世
に
一
般
化
し
た
小
農
民
の
家
族
は
、
夫
婦
と
子
ど
も
も
し
く

は
、
そ
の
家
族
に
そ
の
夫
婦
の
親
が
同
居
す
る
単
婚
小
家
族
で
あ
る
こ
と
は

今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
家
族
は
、
現
代
一
般
的

な
核
家
族
に
祖
父
母
世
代
を
プ
ラ
ス
し
て
い
る
点
で
、
家
族
の
中
核
は
現
代

の
核
家
族
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
現
代
の
一
般
的
な
家
族
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
た
い
て

い
の
場
合
、
夫
婦
が
離
婚
な
ど
を
し
な
い
限
り
同
一
の
夫
・
妻
と
の
夫
婦
関

係
を
保
ち
、
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
も
の
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
現
代
に
お
い

て
一
般
的
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
家
族
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
世
社
会
で
は
果
た
し

て
一
般
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
一
七
世
紀
以
降
に
は
そ
の
よ
う
な
小
農
民
が
構
成
す
る
家
族
が
継

承
す
べ
き
「
家
」
意
識
を
有
し
始
め
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
家
」

意
識
に
つ
い
て
は
、
当
主
名
の
継
承
や
「
家
譜
」
「
家
訓
」
の
成
立
な
ど
に

基
づ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
「
家
譜
」
や
「
家
訓
」
は
、
豪
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農
商
層
に
残
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
小
農
民
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
は

稀
で
あ
ろ
う
。
小
農
民
に
つ
い
て
は
、
大
藤
修
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
当
主
名
の
継
承
を
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
研
究

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
二
つ
の
宗
門
改
帳
の
分
析
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
主
名
の
継
承
と
そ
の
継
承
に
影
響
す
る
村
の
意
志
に
つ
い
て
試
論
を
提
示

し
て
み
た
い
。
ま
た
、
再
婚
や
養
女
・
養
子
の
養
育
状
況
な
ど
を
通
し
て
、

近
世
農
民
の
家
族
の
再
構
成
に
つ
い
て
、
村
と
地
域
と
の
関
係
を
視
座
に
入

れ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
も

以
下
、
本
稿
で
は
、
安
政
二
年
と
安
政
六
年
に
作
成
さ
れ
た
宗
門
改
帳
を

比
較
し
て
、
幕
末
期
の
畿
内
農
村
に
お
け
る
農
民
家
族
の
様
相
を
提
示
し
よ

う
と
す
る
。
検
討
の
対
象
と
す
る
宗
門
改
帳
は
、
筆
者
の
所
属
す
る
徳
島
大

学
総
合
科
学
部
日
本
史
研
究
室
が
所
蔵
し
て
い
る
富
木
村
山
西
家
文
書
で
あ

り
、
地
域
は
大
阪
南
部
の
富
木
村
(
現
高
石
市
)
で
あ
る
。
富
木
村
は
、
一

橋
家
の
所
領
で
、
安
政
二
年
及
び
安
政
六
年
の
時
期
の
村
高
は
七
四
O
石
八

斗
四
升
四
合
、
家
数
二
二
四

i
五
軒
九
百
姓
株
数
は
二
二
六
)
、
人
口
六

0

0
1
六
五
O
名
程
度
の
村
で
あ
る
。
研
究
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
宗
門
改
帳

は
、
前
記
の
二
冊
の
み
で
あ
る
。
富
木
村
は
、
嘉
永
四
年
(
一
八
五
二
一

一
一
月
九
日
付
の
五
九
名
の
百
姓
と
年
寄
二
名
か
ら
川
口
役
所
宛
に
出
さ
れ
た

願
書
に
よ
っ
て
、
天
保
元
年
(
一
八
三

O
)
頃
か
ら
嘉
永
年
間
に
わ
た
っ
て

庄
屋
役
を
め
ぐ
っ
て
村
内
に
対
立
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
に

二
O
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
続
い
た
騒
動
は
、
年
寄
四
名
が
一
年
交
替
で
庄

屋
役
に
就
任
す
る
こ
と
で
嘉
永
六
年
に
収
束
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
他
の
多
く

の
村
の
庄
屋
文
書
の
よ
う
に
毎
年
の
宗
門
改
帳
が
山
西
家
に
は
伝
来
さ
れ
て

は
お
ら
ず
、
安
政
二
年
と
同
六
年
に
山
西
作
左
衛
門
が
庄
屋
に
就
任
し
た
時

期
の
も
の
が
山
西
家
に
保
存
さ
れ
、
伝
来
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
安
政

二
年
は
近
年
話
題
と
な
っ
て
い
る
東
南
海
地
震
の
翌
年
に
あ
た
る
。
富
木
村

が
こ
の
地
震
の
津
波
被
害
を
ど
の
程
度
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
に

知
り
得
な
い
が
、
死
者
数
が
五
十
六
名
と
村
民
の
一
割
に
も
上
る
こ
と
、
さ

ら
に
四
年
後
の
安
政
六
年
の
死
者
数
の
倍
の
数
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
津
波

の
被
害
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
考
え
て
い
る
。
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
家
族
の
諸
相
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
地
震
被
害
が
影
響
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
確
証
を
も
た
な
い
。
結
論
的
に
言

え
ば
、
家
族
の
様
相
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
地
震
後
で
あ
る
と
い

う
特
殊
な
事
情
を
大
き
く
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い守心。以
下
、
幕
末
期
の
畿
内
農
村
に
お
け
る
無
夫
・
無
妻
家
族
の
様
相
と
変

動
、
養
女
・
養
子
貰
い
請
け
の
状
況
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
近

世
社
会
に
お
け
る
農
民
の
「
家
」
と
「
家
族
」
の
問
題
を
考
察
す
る
糸
口
を

提
示
し
て
み
た
い
。
分
析
の
方
法
と
し
て
は
、
二
冊
の
宗
門
改
帳
の
記
載
か

ら
、
当
主
と
持
高
、
家
族
構
成
及
び
養
女
・
養
子
に
関
す
る
記
述
な
ど
を
拾

い
出
し
、
四
年
間
の
家
族
構
成
の
変
化
と
、
養
女
・
養
子
の
養
育
状
況
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
こ
の
宗
門
改
帳
で
は
村
と
し
て
の
家
数
を
「
百
姓

株
」
の
数
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
百
姓
株
の
継
承

と
「
家
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
実
態
と
し
て
の
家
族
と
百
姓
株
と
し
て
記

載
さ
れ
る
「
家
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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一
、
家
族
の
流
動
性

1
.
無
夫
家
族
・
無
妻
家
族
の
状
況
と
変
化

ま
ず
、
無
夫
・
無
妻
の
家
族
に
つ
い
て
安
政
二
年
と
安
政
六
年
の
状
況
を

持
高
と
の
関
係
で
表
に
ま
と
め
て
み
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
安

政
二
年
の
宗
門
改
帳
と
六
年
の
宗
門
改
帳
を
対
照
さ
せ
て
、
無
妻
家
族
に
妻

が
迎
え
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
そ
こ
に
一
緒
に
帳
付
け
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

の
年
齢
の
比
較
な
ど
か
ら
再
婚
を
特
定
し
、
さ
ら
に
無
夫
家
族
と
再
婚
し
て

同
居
し
た
件
数
を
示
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
同
様
に
無
夫
家
族
が
再
婚
し

た
件
数
を
示
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
の
中
で
、
無
妻
・
無
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、
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を
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る
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を
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付
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ふ
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ム
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、

い

で

場

は

な

し

一

一

昨

問

問

て

数

注

と

つ

の

の

族

な

族

て

親

と

o
家

い

の

主

た

夫

つ

ど

当
し
無
に
0

・な

が
示
や
物
た
弟

子
に
族
人
し
兄

息
)
家
る
示
親

妻
た
に
が

は
(
無
当
)
族

に

の

の

に

家

族
段
年
父
(
夫

家
上

6
や
の
無

夫
を
政
母
段

-e

無
数
安
の
下
同

)
の
)
そ
の
け

表

1

2

3

夫
家
族
が
安
政
元
年
の
地
震
被
害
に
よ
っ
て
出
現
し
た
件
数
に
つ
い
て
見
て

お
く
と
、
無
妻
家
族
の
中
で
こ
の
一
年
の
間
に
妻
が
死
失
し
た
家
族
は
五

件
、
無
夫
家
族
で
夫
が
死
失
し
た
家
族
は
二
件
、
家
出
が
一
件
で
あ
る
。
従

っ
て
、
災
害
と
無
妻
・
無
夫
家
族
の
出
現
と
を
安
易
に
結
び
つ
け
て
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
安
政
二
年
時
の
無
妻
家
族
の
内
二

O
家

族
が
再
婚
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
政
六
年
に
は
二
六
件
の
無
妻
家
族
が

存
在
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
伺
え
る
。
無
妻
家
族
は
、
日
常
的
に
、
階
層
を

問
わ
ず
出
現
す
る
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
安
政
二
年
か
ら
六
年
の
聞
に
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
死
亡
す
る
こ

と
の
な
か
っ
た
ケ
l
ス
は
、
三
O
家
族
で
あ
り
、
全
体
の
二
二
・
四
%
に
す

石高階層
軒 数 無 妻 家 族 無 夫 家 族

2年 6年 2年 6年 2年 6年

。 41 45 7 8 14(7) 12 
(4) * 1 *1 (7) 

o ~1. 0未満 13 20 5 8 。2(2) 
(5) * 1 

1. 0~2. 0未満
16 9 6 3 3(2) 

*2 *3 *1 

2.0~3.0未満
12 7 5 。 2 

(1) 

3.0~4.0未満 11 13 2 l 3 (2) 2(2) 
(1) 

4. 0~5. 0未満
8 11 1 2 (1) 

(1) *1 *1 

5.0~10.0未満 14 11 5 1 。 。
*2 

1O~50未満 17 17 1 3 。
(1) 

50以上
2 2 。 。 。

*1 
ぷロ』 計 134 135 32 26 23 20 

数内の数婚再+品目数婚再の弁』族家

2

浮

3

表

制

表

ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
家
族
は
単
婚
小
家
族
の
中
心
と
な
る
夫
婦
の
い
ず
れ

か
が
死
亡
な
ど
で
い
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
三

O
家

族
に
し
て
も
、
も
っ
と
長
い
期
間
で
検
討
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
内
の
一
割
強

の
家
族
が
妻
か
夫
を
亡
く
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
代
、
「
夫

婦
共
白
髪
」
が
ど
れ
ほ
ど
非
日
常
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
と
も

あ
れ
、
表
に
基
づ
い
て
注
目
さ
れ
る
事
柄
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
表
で
目
を
引
く
の
は
無
妻
家
族
の
再
婚
率
の
高
き
で
あ
る
。
そ
れ

に
比
べ
て
無
夫
家
族
は
再
婚
率
が
低
い
。
ま
た
、
無
妻
家
族
は
石
高
階
層
の

ど
の
階
層
に
も
存
在
し
て
い
る
が
、
無
夫
家
族
は
特
に
五
石
未
満
さ
ら
に
い

え
ば
、
無
高
に
集
中
的
に
存
在
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
無
妻

家
族
で
明
ら
か
に
無
夫
家
族
と
再
婚
し
た
こ
と
が
明
白
な
ケ
!
ス
は
、
再
婚

件
数
の
三
分
の
一
の
数
値
に
上
る
。
こ
の
数
値
は
、
帳
面
に
肩
書
き
や
注
付

け
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
二
つ
の
宗
門
改
帳
を
比
較
し
て
明
ら
か

に
こ
の
四
年
間
に
出
生
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
子
が
帳
付
け
さ
れ
て
い
る

ケ
l
ス
な
ど
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
も
っ
と
件
数

2年の無妻家族の再婚数

石 高 無妻家族数 再婚数 母の子再家婚族数と

。 7 4 
o ~1. 0未満 5 4 2 
1. 0~2. 0未満 6 3 
2.0~3.0未満 5 4 2 
3.0~4.0未満 2 l 
4. 0~5. 0未満

5.0~ 1O.0未満 5 4 l 
1O~50未満

50以上 。
メロ』 計 32 20 7 

2年無夫家族の再婚数

石 高 無夫家族数 再婚数。 14 2 
o ~1. 0未満 。
1. 0~2. 0未満 3 
2.0~3.0未満 2 l 
3.0~4.0未満 3 
4.0~5.0未満 l 
5.0~ 10.0未満 。
1O~50未満 。
50以上 。
ム口. 計 23 
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が
多
く
な
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
再
婚
し
て
い
る
女
性
に
関
し
て
も
、

今
回
の
特
定
の
仕
方
で
は
子
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
再
婚
か
初
婚
か

を
特
定
で
き
な
い
の
で
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
無
妻
家
族
の

再
婚
相
手
の
女
性
も
再
婚
で
あ
る
率
は
高
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、

安
政
二
年
に
前
年
に
夫
と
息
子
を
亡
く
し
た
「
い
と
」
は
、
そ
の
後
、
近
隣

に
縁
付
い
て
い
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
安
政
二
年
に
は
、
亡
き
夫
岩
松
の

百
姓
株
を
相
続
し
て
い
た
い
と
が
六
年
に
は
い
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

百
姓
株
を
一
株
休
株
と
す
る
こ
と
が
奥
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
百
姓
株

に
関
し
て
は
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
に
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

と
も
か
く
、
岩
松
の
妻
い
と
の
ケ
!
ス
の
よ
う
に
、
再
婚
し
た
際
に
単
身

者
で
あ
っ
て
も
以
前
に
夫
と
子
が
い
た
ケ

l
ス
も
考
慮
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
再
婚
者
同
士
の
婚
姻
件
数
は
、
事
例
と
し
て
は
こ
こ
で
捉
え
た
数
値
よ

り
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

女
性
の
再
婚
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
ケ
l
ス
を
取
り
上
げ
て

次
節
に
つ
な
が
る
問
題
点
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
は
、
無
妻
家
族
と
し
て
帳

付
け
さ
れ
て
い
る
武
右
衛
門
と
安
政
六
年
時
点
で
十
歳
と
な
る
利
三
郎
を
当

主
と
し
、
利
三
郎
の
母
や
す
と
妹
二
名
と
の
実
質
的
な
無
夫
家
族
と
の
関
係

で
あ
る
。
武
右
衛
門
は
安
政
二
年
に
は
七
十
五
歳
に
な
る
父
を
当
主
と
し
、

三
十
四
歳
の
武
右
衛
門
と
の
二
人
家
族
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
安
政
六
年

に
は
父
の
武
右
衛
門
か
ら
代
替
わ
り
し
て
息
子
の
藤
蔵
が
武
右
衛
門
を
名
乗

っ
て
当
主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
妻
の
記
載
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

四
歳
と
二
歳
の
娘
と
同
居
す
る
三
名
の
無
妻
家
族
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
お
そ
ら
く
領
主
か
ら
の
質
問
と
思
わ
れ
る
「
こ
の
娘
の
母
は

誰
で
あ
る
か
」
と
記
し
た
付
築
が
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
「
村

方
利
三
郎
同
居
母
や
す
と
申
者
に
御
座
候
所
、
武
右
衛
門
と
内
縁
掛
り
合
有

之
出
生
」
と
い
う
付
築
が
そ
の
上
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
上

に
付
筆
が
付
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

い
し
母
儀
、
村
方
利
三
郎
や
ず
と
申
す
者
ニ
御
座
候
処
、
右
武
右
衛
門
方

へ
嫁
き
候
へ
共
、
利
三
郎
儀
幼
年
ニ
候
へ
者
、
未
婚
姻
の
ひ
ろ
め
無
御
座
、

家
内
江
相
加
へ
不
申
候
ニ
付
、
母
有
て
無
駄
ニ
御
座
候

こ
の
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
武
右
衛
門
と
利
三
郎
の
母
や
す
と
は
、
再
婚

し
て
一
つ
の
家
族
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
利
三
郎
家

の
当
主
は
ま
だ
幼
い
十
歳
で
あ
る
た
め
に
、
武
右
衛
門
と
の
婚
姻
の
披
露
目

を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
一
つ
の
家
族
と

し
て
生
活
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
実
態
で
あ
る
「
内
縁
」
等
の
状
況
よ
り
も
、
村
へ
の
「
披
露
目
」

の
有
無
に
宗
門
改
帳
の
記
載
様
式
が
準
拠
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
披
露
目
を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
村
と
し
て
、
そ

れ
を
理
由
に
利
三
郎
家
と
武
右
衛
門
家
を
分
け
て
二
つ
の
「
家
」
と
し
て
帳

付
け
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を

考
察
す
る
た
め
に
、
百
姓
株
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2
.
「
百
姓
株
」
の
存
在
と
「
家
」

改
め
て
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
近
世
に
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
「
家
」
存
続

の
意
識
は
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
す
で
に
、
大
庄
屋
の
家
に
生
ま

れ
た
中
(
降
井
)
盛
彬
の
自
己
形
成
に
と
っ
て
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

の
「
家
」
の
役
割
を
、
地
域
の
歴
史
を
語
る
中
で
再
認
識
す
る
こ
と
が
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
私
が
こ
れ
ま
で
研
究
対
象

と
し
て
き
た
の
は
、
持
ち
高
も
多
く
、
「
家
」
と
し
て
の
歴
史
や
由
緒
、
さ

ら
に
は
地
域
の
中
で
果
た
す
役
割
の
重
要
性
が
高
い
「
家
」
の
当
主
の
意
識

を
論
じ
て
き
た
。
思
想
史
と
い
う
分
野
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
階
層
以

上
の
家
に
生
ま
れ
、
も
し
く
は
育
っ
た
人
自
身
が
書
き
残
し
た
史
料
か
ら
彼

ら
の
意
識
を
探
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
そ
の
理
由
で
あ
っ

た
。
一
方
、
す
で
に
大
藤
修
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
前
層



に
お
い
て
も
当
主
名
と
印
鑑
の
継
承
と
い
う
事
実
か
ら
、
「
家
」
の
継
承
が

な
さ
れ
て
い
る
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
主
名
の
継
承
は
、
今
回
分

析
の
対
象
と
し
た
二
冊
の
宗
門
改
帳
で
も
一
見
し
て
明
ら
か
と
思
え
る
ほ
ど

に
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
近
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
税
の
負
担
は
「
家
」
を

単
位
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
村
役
や
郡
中
割
な
ど
も
、
高
割
り
と
軒
割
り

が
併
用
さ
れ
て
い
た
。
近
世
社
会
に
お
け
る
「
家
」
は
、
「
家
族
」
と
い
う

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
、
人
の
再
生
産
の
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、
村
社
会
と
い

う
公
的
な
場
で
の
種
々
の
負
担
を
担
う
単
位
で
も
あ
っ
た
。
「
家
」
存
続
の

意
識
は
、
私
的
な
個
人
の
「
家
」
の
継
承
で
あ
る
と
同
時
に
、
村
に
お
い
て

種
々
の
負
担
を
担
う
「
家
」
の
継
承
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

「
家
」
存
続
の
問
題
は
、
単
に
個
人
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
村
中
に

お
い
て
も
意
味
の
あ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
、
現
代
の
「
家
」
や
「
家

族
」
の
問
題
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

前
述
し
た
武
右
衛
門
と
利
三
郎
家
の
場
合
、
実
際
に
は
利
三
郎
家
は
武
右

衛
門
の
借
家
に
住
ん
で
お
り
、
す
で
に
触
れ
た
「
付
築
」
に
も
、
母
や
す
は

「
武
右
衛
門
方
へ
嫁
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
家
族
と
し
て
の
生
活
を

し
て
い
た
。
利
三
郎
の
幼
少
を
理
由
に
披
露
目
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
無
高

で
あ
っ
て
も
「
家
」
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
、
利
三
郎
家
の
「
家
」
意
識
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
利
三
郎
家
の

「
家
」
存
続
の
意
志
に
関
し
て
、
筆
者
は
前
述
し
た
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ

と
に
多
少
の
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
宗
門
改
帳
の
奥
書
に
記

載
さ
れ
た
百
姓
株
に
関
す
る
文
言
と
関
わ
る
。
そ
こ
で
、
二
冊
の
宗
門
改
帳

の
奥
書
に
に
書
か
れ
た
百
姓
株
に
関
す
る
記
載
部
分
を
提
示
し
て
み
よ
う
。

【
安
政
二
年
】

百
姓
新
兵
衛
去
々
丑
十
一
月
晦
日
家
出
仕
候
段
、
同
十
二
月
廿
五
日
御
届

奉
申
上
、
去
寅
六
月
廿
七
日
迄
百
八
十
日
限
尋
被
仰
付
候
ニ
付
、
心
当
之

所
々
相
尋
候
へ
共
行
衛
相
知
不
申
候
段
、
翌
廿
八
日
御
届
奉
申
上
、
同
日

除
帳
被
仰
付
申
候
。

新
兵
衛
同
居
母
よ
ね
去
寅
正
月
十
日
家
出
仕
候
段
、
同
二
月
十
一
日
御
届

奉
申
上
、
同
閏
七
月
十
二
日
迄
百
八
十
日
限
尋
被
仰
付
、
心
当
之
所
々
相

尋
候
へ
共
行
衛
相
知
不
申
候
段
、
翌
十
三
日
御
届
奉
甲
上
、
同
日
除
帳
被

仰
付
申
候
。
新
兵
衛
家
名
休
株
ニ
相
成
申
候
。

百
姓
庄
蔵
去
寅
御
改
後
死
失
仕
、
娘
う
の
幼
年
ニ
付
村
方
親
類
太
兵
衛
方

江
同
居
為
致
、
庄
蔵
名
跡
当
分
休
株

【
安
政
六
年
】

百
姓
岩
松
跡
い
と
儀
同
州
同
郡
高
石
北
村
利
兵
衛
方
へ
縁
付
ニ
罷
越
候
、

当
分
名
跡
休
株
ニ
相
成
申
候

表4

安政六年時に消失 石高 安政六年時に出現 石高

もと 0.217 久五郎 5.849 

いと 。 勘兵衛 3.463 

清兵衛 。 甚蔵 3.590 

音三郎 。 周助 1.249 

きょ 。 嘉蔵 0.956 

木代松 。 宇之助 。
平蔵 。

右
の
史
料
の
傍
線
部
分
に
注
目
す

る
と
、
安
政
二
年
に
は
百
姓
株
の
休

株
が
二
株
、
安
政
六
年
に
は
一
株
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
百
姓
株
に

は
変
動
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
読

め
る
。
ま
た
、
安
政
二
年
時
の
休
株

と
安
政
六
年
時
の
休
株
の
名
跡
に
は

違
い
が
あ
る
の
で
、
安
政
二
年
時
の

休
株
は
再
興
さ
れ
た
の
か
と
も
理
解

さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
態
は
そ
う
で

は
な
い
。
安
政
六
年
時
に
消
失
す
る

家
と
安
政
六
年
時
に
出
現
す
る
家
を

表
に
し
て
み
る
と
表
4
の
よ
う
に
な

る
。
表
4
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
安
政
二
年
時
に
は
な
か
っ
た
当
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主
名
で
安
政
六
年
に
出
現
す
る
家
は
、
七
軒
あ
る
。
そ
の
中
に
、
安
政
二
年

に
休
株
と
記
さ
れ
た
新
兵
衛
や
庄
蔵
の
名
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
庄
蔵

の
娘
は
親
類
太
兵
衛
方
で
同
居
の
ま
ま
で
あ
る
。
逆
に
安
政
二
年
時
に
記
載

が
あ
り
、
六
年
時
に
記
載
が
な
く
な
る
家
は
、
六
軒
で
あ
る
。
そ
の
内
の
一

つ
は
奥
書
に
あ
る
夫
岩
松
を
亡
く
し
た
い
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
注
目

さ
れ
る
の
が
、
こ
の
村
の
家
数
で
あ
る
。
家
数
は
、
二
つ
の
宗
門
改
帳
と
も
、

休
株
を
足
せ
ば
二
二
六
軒
と
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
然
と

言
え
ば
当
然
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
消
失
す
る
家
は
無
高
層
で
、
新
た
に

出
現
す
る
家
は
高
持
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
出
現
し
た
家
に
つ
い
て
は
個
別

の
家
の
記
載
の
後
に
、
「
百
姓
株
相
立
申
候
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
み
で

あ
り
、
そ
の
百
姓
株
が
誰
の
「
休
株
」
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
全
く
触

れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
富
木
村
の
百
姓
株

は
二
二
六
株
と
し
て
認
知
さ
れ
て
お
り
、
家
数
を
こ
の
数
値
に
近
づ
け
て
お

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
触
れ
た
、
薮
田
貫

氏
の
研
究
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
郡
中
割
り
で
は
高
割
り
と
軒
割
り
が
併

用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
村
の
家
数
に
変
動
が
あ
る
と
煩
雑
と
な
る
の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
門
改
帳
な
ど
の
公
的
な
文

書
で
「
家
」
と
記
さ
れ
る
場
合
に
は
、
実
態
と
し
て
の
家
族
を
反
映
さ
せ
ず

に
家
数
を
調
整
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

も
推
測
で
き
る
。

こ
こ
で
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
利
三
郎
家
の
場
合
に
戻
っ
て
検
討
す
れ
ば
、

利
三
郎
家
も
無
高
で
あ
る
の
で
、
強
い
て
存
続
さ
せ
な
い
と
い
う
道
も
選
択

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
利
三
郎
家
を
存
続
し
て
お
い
た
理
由
と
し
て

の
「
披
露
目
」
が
済
ん
で
い
な
い
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か

が
論
点
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
も
利
三
郎
家
の
存
続
を
利
三
郎
家
自
身

の
意
志
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
利
三
郎
の
母
や
す
の
意
志
で

あ
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
や
す
は
武
右
衛
門
と
婚
姻
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
も
内
縁
の
関
係
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
利
三
郎
家
の

存
続
の
危
機
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
い
く
ら
利
三
郎
家
を
嗣
ぐ
者
が
存
在
し

て
い
る
と
い
っ
て
も
や
は
り
幼
少
で
は
一
軒
前
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
存
続
は
困
難
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
百
姓
株
の
調
整
と
し
て
の

利
三
郎
家
の
存
続
が
村
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。
逆
に
、
高
持
の
農
民
が
、
分
家
に
よ
っ
て
次
・
三
男
を
独
立
さ
せ
た
い

と
希
望
し
た
と
し
て
も
、
村
と
し
て
の
百
姓
株
数
に
休
株
が
な
け
れ
ば
、
独

立
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
は
、
大
胆
な
推
論
で
し
か

な
い
の
で
、
も
っ
と
多
く
の
デ
l
タ
に
基
づ
い
た
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
論
を
待
た
な
い
。
た
だ
、
筆
者
が
こ
の
二
つ
の
宗
門
改
帳
を
検
討
し
て
感

じ
た
「
家
」
意
識
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

当
主
名
の
継
承
が
こ
の
富
木
村
の
ケ
l
ス
の
よ
う
に
、
百
姓
株
と
の
関
連

を
深
く
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
継
承
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
家
」
存

続
の
意
識
は
、
「
家
」
の
成
員
の
意
志
の
み
で
は
決
定
し
え
ず
、
そ
の
「
家
」

が
生
活
す
る
地
域
と
し
て
の
「
村
」
の
意
志
や
要
請
に
も
大
き
く
左
右
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
宗
門
改
帳
の
よ
う

な
「
公
」
的
文
書
に
見
る
「
家
族
」
と
実
態
と
し
て
の
「
家
族
」
に
、
ず
れ

の
あ
る
ケ
l
ス
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
高
持
層
よ

り
も
無
高
層
に
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
表
1
の
注

2
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
表
l
の
下
段
の
(
)
内

の
数
値
は
、
無
夫
・
無
妻
家
族
に
お
い
て
、
父
・
母
の
記
載
が
な
く
、
子
ど

も
が
帳
付
け
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
で
あ
る
。
無
妻
家
族
の
場
合
の
一
二
例
の

内
、
九
例
は
、
一
石
未
満
に
集
中
し
て
い
る
。
無
夫
家
族
で
は
一
例
し
か
存

在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
武
右
衛
門
の
よ
う
な
ケ
l
ス
が
、
無
高

層
に
お
い
て
多
く
存
在
し
て
い
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

武
右
衛
門
は
、
七
石
程
度
の
高
持
ち
で
あ
る
の
で
、
無
高
で
は
な
い
が
、
利

三
郎
家
は
無
高
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
無
高
層
の
当
主
名
の
継
承
は
、
富
木

村
の
場
合
、
個
人
の
意
志
よ
り
も
、
百
姓
株
数
の
調
整
と
い
う
、
村
の
意
志
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が
大
き
く
影
響
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
翻
っ
て
い
え

ば
、
村
の
意
志
が
強
制
力
と
し
て
作
用
し
な
け
れ
ば
、
当
主
名
の
継
承
に
積

極
的
に
は
な
ら
な
い
階
層
が
無
高
や
零
細
の
農
民
層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
そ
し
て
、
富
木
村
に
お
け
る
一
石
未
満
の
農
民
数
が
安
政
二
年
時
に

五
四
件
、
安
政
六
年
時
に
は
六
五
件
も
存
在
し
、
村
の
百
姓
株
数
の
半
数
に

近
い
数
値
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
下
層
農

民
の
「
家
」
の
存
続
は
、
村
の
百
姓
株
数
に
直
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
近
世
農
民
の
半
数
で
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
家
」

意
識
が
成
立
し
、
「
家
」
の
存
続
と
継
承
を
望
む
意
識
も
強
か
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
残
る
半
数
に
あ
た
る
下
層
農
民
に
お
い
て
も
、

可
能
で
あ
れ
ば
彼
ら
の
「
家
」
の
存
続
を
望
ん
で
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

点
は
次
に
養
子
相
続
を
検
討
す
る
際
に
触
れ
た
い
と
思
う
。
次
章
で
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
「
家
」
意
識
の
相
違
が
、
子
ど
も
の
養
育
に
ど
の
よ
う
に

反
映
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
養
女
・
養
子
を

養
育
す
る
階
層
と
養
女
・
養
子
を
出
す
農
民
階
層
に
注
目
し
た
い
。

二
、
養
女
・
養
子
と
「
{
永
」
・
育
児
の
意
識

1
.
養
女
・
養
子
の
状
況
と
「
家
」
意
識

二
冊
の
宗
門
改
帳
か
ら
養
女
・
養
子
貰
い
請
け
な
ど
に
つ
い
て
、
表
に
ま

と
め
て
み
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
養
女
・
養
子
が
当
主
で
あ
る
ケ
ー

ス
と
は
、
同
居
の
父
母
に
「
養
父
」
も
し
く
は
「
養
母
」
と
の
肩
書
き
が
あ

っ
た
ケ
!
ス
で
あ
る
。
養
女
貰
い
請
け
・
養
子
貰
い
請
け
の
件
数
に
つ
い
て

は
、
こ
の
年
に
貰
い
請
け
た
件
数
の
み
で
は
な
く
、
養
女
・
養
子
を
成
員
に

含
ん
で
い
る
家
族
の
数
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
一
の
家
族
が
二
年
に
も
六
年

に
も
計
上
さ
れ
て
い
る
。
養
女
を
養
育
す
る
家
族
は
、
無
高
層
に
も
一

O
石

以
上
の
階
層
に
も
存
在
し
て
い
る
。
一
方
、
養
子
を
養
育
す
る
件
数
は
、
少

石 高 養女当主 養 子 当主 養女貰受 養子貰受 養女出 養子出

2年 6年 2年 6年 2年 6年 .2年 6年 2年 6年 2年 6年

。 。。 2 4 4 3 2 。。。
(2*1) (1 *1) (l *1) 

o ~1. 0 l 。。 。 1 。。。。
1. 0~2. 0 。。l 。。1叫 。。。。。。
2. 0~3. 0 

。。。。2 3 l 。。。
(1叫)

3.0~4.0 。。2 l l 2/2(1・5) l噂5 。。。。
4. 0~5. 0 。。。。 。0/2(1判) 。。。。
5. 0~ 1O. 0 。。1 2 。2 。。。。l 。
1O~50 。。 3 1 *4 1 。。。l 

50以上 。。。。 。。。。l 。。
メロ』 計 。6 7 12 12 10 9 2 l 

石 認 と 数 表5
高 め 、 な
五ら石が
石れ高ら
以 る の 会
上。大陪

の主き層
階へいに
層養農見
ド子 民ら
しによれ
か出りる
亭す lそが
レ、 z圭，、

さな讐養
dご、 I司チr

い婿の歪
。養農辛

子民主
にに「1
出 多;
すく匂
家 見件
のら数
みれと

で る 比 *1の ( )内の数字は、養女・養子が奉公稼ぎに出ている件数。
あ傾 較 *2は、 2年に養女に出したが、 6年には実家に戻っているケース。

り 向す幻!?、霊空主空空2213数日なっていないが、同居して養育されているケース。

、がる占5i主義委芋ゐ再姦ご~ノ ( 
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さ
ら
に
、
養
子
が
当
主
と
な
る
ケ
l
ス
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
階
層
に
認

め
ら
れ
る
一
方
、
養
女
が
当
主
と
な
る
ケ
l
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
安
政
二

年
時
に
一
件
、
だ
け
存
在
し
て
い
る
養
女
が
当
主
と
な
っ
て
い
る
ケ
l
ス
は
、

そ
の
前
年
に
養
母
・
養
祖
母
・
妹
が
死
失
し
、
養
父
も
家
出
を
し
て
い
た
た

め
、
一
人
残
さ
れ
た
も
と
が
当
主
と
な
っ
て
い
る
ケ
l
ス
で
、
安
政
六
年
時

に
は
、
も
と
は
こ
の
村
に
は
居
住
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
養
子
貰
い
受
け
の

ケ
l
ス
に
つ
い
て
個
別
の
状
況
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
検
討
し
た
と
き
に
は
、

以
下
の
こ
と
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
二
年
時
の
石
高
十
1

五
十
石
層
で
養
子
を
養
育
し
て
い
る
吉
郎
兵
衛
家
は
、
十
七
歳
の
養
子
惣
治

郎
と
四
歳
と
二
歳
の
弟
が
お
り
、
六
年
に
は
さ
ら
に
弟
が
誕
生
し
て
い
る
と

同
時
に
養
子
惣
次
郎
自
身
は
、
家
出
し
て
除
帳
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
石
高

階
層
で
六
年
時
に
養
子
を
貰
い
受
け
て
い
る
伊
左
衛
門
の
ケ

l
ス
は
、
安
政

二
年
時
に
は
六
十
歳
に
な
る
伊
左
衛
門
に
は
二
十
六
歳
の
娘
り
せ
が
お
り
、

さ
ら
に
十
一
歳
の
伴
も
い
る
が
、
安
政
六
年
に
は
三
十
歳
の
養
子
栄
治
郎
を

迎
え
て
お
り
、
何
故
か
娘
り
せ
の
記
載
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
か

ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
養
子
栄
治
郎
は
り
せ
の
婿
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た

が
、
り
せ
が
四
年
間
に
死
失
し
た
な
ど
の
理
由
で
栄
治
郎
の
み
が
養
子
と
し

て
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
一
歳
の
伴
で
は
当
主
と
し

て
は
幼
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
迎
え
た
婿
養
子
が
実
態
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
時
に
四
1
五
石
層
で
婿
養
子
で
は
な
い
養
子
を

迎
え
て
い
る
左
右
衛
門
の
ケ
l
ス
は
、
安
政
二
年
時
に
は
石
高
が
二
.
六
石

で
、
母
と
妹
、
そ
し
て
九
歳
の
養
子
を
養
育
し
て
い
る
家
族
構
成
で
あ
っ
た

が
、
六
年
に
は
持
高
を
四
.
九
石
ほ
ど
に
増
や
し
、
さ
ら
に
妻
と
五
歳
に
な

る
体
も
帳
付
け
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ケ
l
ス
は
、
安
政
二
年
時
に
は
養
子
と

養
父
と
の
無
妻
家
族
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
安
政
六
年
ま
で
に
無
夫
家

族
と
の
再
婚
を
し
た
ケ
l
ス
と
捉
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
石
高
の
多
い
階
層
が
貰
い
受
け
た
養
子
は
、
婿
養
子

が
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
、
「
家
」
の
継
承
者
と
な
る
男
子
が
い
る
家
族
で
は
養

子
を
養
育
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
、
三

石
未
満
の
階
層
で
は
、
息
子
が
い
て
も
養
子
を
養
育
し
、
そ
の
養
子
が
村
内

や
村
外
に
奉
公
に
出
て
い
る
ケ
l
ス
や
、
養
子
を
養
育
し
て
い
る
無
妻
家
族

と
無
夫
で
息
子
を
養
育
し
て
い
る
家
族
と
の
再
婚
に
よ
っ
て
、
息
子
が
複
数

と
な
り
養
子
も
養
育
し
て
い
る
ケ

l
ス
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
息
子
が
複
数

と
な
る
よ
う
な
再
婚
の
ケ

l
ス
は
石
高
の
高
い
階
層
に
は
一
件
の
み
し
か
見

ら
れ
な
い
が
、
石
高
の
低
い
階
層
で
は
件
数
が
多
く
な
る
。
石
高
の
低
い
層

ほ
ど
元
々
の
軒
数
が
多
い
の
で
、
単
純
に
結
論
を
導
く
こ
と
は
危
険
で
は
あ

る
が
、
石
高
の
低
い
階
層
で
は
、
当
主
名
の
継
承
者
と
な
り
う
る
、
し
か
も

血
の
つ
な
が
り
の
な
い
息
子
が
複
数
に
な
る
こ
と
に
抵
抗
が
少
な
く
、
石
高

が
大
き
く
な
る
階
層
で
は
そ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

前
章
で
検
討
し
た
「
家
」
意
識
の
問
題
と
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
養
女
・
養
子
の
状
況
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
養
女
は
ど
の
階
層
に
も
見
ら
れ
、
ま
れ
な
ケ
l
ス
と
は
い
え
、

上
層
の
農
民
に
養
女
と
な
っ
た
娘
が
他
家
へ
縁
づ
い
て
い
る
ケ

l
ス
も
あ
る

一
方
、
下
層
農
民
で
は
奉
公
稼
ぎ
に
出
て
い
る
養
女
・
養
子
の
存
在
が
確
認

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
家
族
の
成
員
が
一
年
季
の
奉
公
稼
ぎ
に
出
て

い
る
ケ

l
ス
は
下
層
農
民
に
は
多
く
見
受
け
ら
れ
、
実
子
・
養
女
・
養
子
の

全
て
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
四
石
未
満
層
に
お
け
る
養
女
・
養

子
は
、
実
子
と
同
様
に
将
来
一
年
季
奉
公
に
出
て
給
金
を
稼
ぐ
家
族
と
し
て

養
育
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
農
民
の

子
育
て
観
に
も
関
係
す
る
点
で
あ
る
の
で
次
節
で
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

さ
て
、
こ
の
村
の
奉
公
稼
ぎ
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
の
が
表

6

で
あ
る
。
こ
の
表
に
示
し
た
奉
公
稼
ぎ
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
一
年
季
で
、
奉
公

人
を
雇
っ
て
い
る
側
が
何
年
間
か
奉
公
人
を
雇
っ
て
い
て
も
、
そ
の
奉
公
人

は
、
雇
い
替
え
て
い
る
ケ

l
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
表

6
を
み
れ
ば
、
石
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表

*

高
の
四
石
以
上
と
未
満
と
で
奉
公
人
を
析
出
す
る
家
と
奉
公
人
を
雇
い
入
れ

る
家
が
分
か
れ
て
い
る
状
況
を
確
認
で
き
る
。
唯
一
例
外
的
な
安
政
二
年
時

に
十
石
以
上
の
持
ち
高
を
持
ち
、
奉
公
人
を
出
し
て
い
る
久
之
助
家
は
、
安

政
六
年
時
に
は

0
・
九
二
九
石
に
没
落
す
る
の
で
、
す
で
に
安
政
二
時
点
に

は
没
落
し
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奉
公
に
出
て
い
る
人
数
と
雇
わ
れ

て
い
る
人
数
の
数
値
が
合
わ
な
い
の
は
、
付
筆
や
注
記
の
記
述
を
頼
り
に
ま

と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
付
婆
の
脱
落
な
ど
が
原
因
で
あ
る
可
能
性
と
、
長

年
季
奉
公
人
が
雇
い
い
れ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
村
で
は
、
他
村
へ
の
下
男
・
下
女
奉
公
は
安
政
二
年
に
は
一
件
あ
る

が
、
安
政
六
年
に
は

O
件
と
な
り
、
奉
公
稼
ぎ
は
村
内
で
済
ま
さ
れ
る
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
村
外
か
ら
の
雇
い
入
れ
は
、
安
政
二
年
で
は
四
名

(
奥
書
き
で
は
六
名
と
あ
る
が
、
確
認
で
き
た
の
は
四
名
)
、
安
政
六
年
で

は
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
下
男
・
下
女
を
雇
う
家
に
お
い
て
も
、
四
年
間
を

通
じ
て
同
一
人
を
下
男
・
下
女
と
し
て
雇
っ
て
い
る
ケ
l
ス
は
見
つ
か
ら
な

石 高

p立.... 政 2 年 安 政 6 年

奉公出 奉公雇 奉公出 奉公雇

。 8(7) 18(13) 
村外1(1) 

0~ 1. 0 2 (2) 6(6) 

1. 0~2. 0 5(3) 1 (1) 

2.0~3.0 1 (1) 1 (1) 

3.0~4.0 
2(1) 1 (1) 

村外1(1) 

4.0~5.0 1 (1) 

5.0~ 1O.0 
3 (3) 2(2) 

村外2(1)

1O~50 
1(1) 10(5) 20(13) 

村外1(1) 

50以上
5(3) 5(2) 

村外1(1) 

メ口』 計
19(15) 19(12) 26(21) 28(18) 

村外1(1) 村外4(3) 村外1(1) 

か
っ
た
。
奉
公
人
を
雇
う
家
は
、

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
下
男
・
下
女
奉
公
の
給
金
は
不
安
定
な
収
入
と
言
え

よ
う
が
、
こ
の
村
の
下
層
農
民
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
は
か
な
り
機
能
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
前
章
で
見
た
百
姓
株
の
維
持

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
特
に
、
安
政
二
年
か
ら
安
政
六
年
へ

の
奉
公
人
の
変
化
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
安
政
六
年
で
は
、
奉
公
人
を
雇
う

家
が
村
内
か
ら
の
雇
い
入
れ
を
多
く
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
無

高
・
零
細
の
農
民
に
と
っ
て
は
、
家
の
存
続
の
た
め
の
収
入
と
し
て
は
、
賃

労
働
収
入
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
一
年
季
の

奉
公
人
の
給
金
は
一
家
の
収
入
と
し
て
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
奉

公
先
を
村
内
の
上
層
農
民
が
提
供
す
る
形
を
と
る
こ
と
で
、
百
姓
株
を
維
持

で
き
る
「
独
立
」
し
た
農
民
の
「
家
」
の
数
を
維
持
し
て
い
る
の
が
こ
の
村

の
安
政
六
年
の
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
の
よ
う
な
「
相
互
扶
助
」
と
も
言
え
る
現
象
は
、
換
言
す
れ
ば
、
上

層
農
民
に
と
っ
て
は
下
層
農
民
の
村
か
ら
の
流
出
を
防
ぎ
村
の
百
姓
株
数
を

維
持
す
る
意
味
が
あ
り
、
下
層
農
民
に
と
っ
て
は
、
「
独
立
」
し
た
農
民
と

し
て
「
家
」
を
維
持
で
き
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

前
章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
よ
う
な
下
層
農
民
の
当
主
名
の
継
承
は
不

安
定
な
側
面
が
強
く
、
家
族
自
身
の
意
志
よ
り
は
村
の
意
志
が
大
き
く
影
響

し
た
と
想
像
で
き
る
。

無
高
・
零
細
の
農
民
に
お
い
て
は
、
「
家
」
を
継
承
す
る
と
い
う
意
志
は
、

当
然
な
が
ら
財
産
の
継
承
と
し
て
は
意
識
さ
れ
に
く
い
。
勢
い
当
主
名
の
継

承
が
そ
の
中
心
と
な
る
が
、
当
主
名
に
し
て
も
百
姓
株
数
の
維
持
と
い
う
村

の
意
志
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
家
の
継
承
者
と
し
て
の
男

子
は
財
産
の
継
承
者
よ
り
は
、
百
姓
株
の
維
持
者
と
い
う
村
の
中
で
の
農
民

の
立
場
と
し
て
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
村
を
離
れ
て
も
継
承

し
て
い
く
べ
き
「
家
」
と
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
レ
ベ
ル
で
の
「
家
」
意
識

一
年
ご
と
に
下
男
・
下
女
を
雇
い
直
し
て
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は
そ
こ
に
は
成
立
し
が
た
い
。
無
高
や
零
細
の
農
民
自
身
に
も
「
家
」
を
維

持
・
継
承
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
養
子
当

主
の
存
在
が
こ
れ
ら
の
層
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か

し
、
村
内
で
の
彼
ら
の
立
場
の
不
安
定
さ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で

も
あ
り
、
彼
ら
自
身
の
「
家
」
継
承
の
意
志
以
上
に
村
か
ら
継
承
を
支
持
さ

れ
る
「
家
」
で
あ
る
必
要
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
村
の
意

志
は
、
彼
ら
無
高
・
零
細
の
農
民
達
に
は
永
続
的
に
強
く
働
き
続
け
る
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。

2
.
子
育
て
の
意
識

す
で
に
教
育
学
や
女
性
史
の
観
点
か
ら
も
近
世
農
民
の
出
産
調
整
が
単
な

る
経
済
的
な
理
由
で
は
な
く
、
積
極
的
に
育
児
を
望
む
意
識
か
ら
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
は
多
く
は
堕
胎
や
間
引
き
な
ど

の
出
産
調
整
に
つ
い
て
、
十
分
な
養
育
を
施
そ
う
と
す
る
意
識
か
ら
起
き
て

い
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
今
回
筆
者
が

分
析
し
た
こ
の
二
つ
の
宗
門
改
帳
で
は
、
養
女
・
養
子
を
養
っ
て
い
る
農
民

が
多
く
存
在
し
て
い
る
事
実
、
し
か
も
無
高
で
あ
っ
て
も
養
女
・
養
子
を
養

っ
て
い
る
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
子
の
な
い
家
族
が
養
女
・

養
子
を
養
育
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
少
人
数
で
手
を
か

け
た
育
児
を
目
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
農
民
の
育
児
意
識
と
は
逆
の
現
象
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
検
討
し
て
お
き
た

I
V
 

す
で
に
表

5
で
も
見
た
よ
う
に
、
養
女
は
無
高
か
ら
上
層
の
農
民
ま
で
見

ら
れ
る
が
、
養
子
に
関
し
て
は
、
上
層
で
は
婿
養
子
な
ど
の
跡
継
ぎ
と
し
て

の
養
子
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、
無
高
や
零
細
農
民
で
は
跡
継
ぎ
と

明
確
に
は
特
定
で
き
な
い
よ
う
な
養
子
、
つ
ま
り
、
他
に
年
齢
の
余
り
違
わ

な
い
男
子
が
い
て
も
養
子
を
養
っ
て
い
る
ケ
l
ス
が
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
こ

で
、
子
育
て
に
関
し
て
は
、
農
民
の
階
層
に
よ
っ
て
わ
け
で
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
上
層
農
民
に
あ
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は
財
産
の
継
承
と
な

に
が
し
か
の
由
緒
を
も
っ
「
家
」
の
継
承
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
上
層
農
民
は
村
に
と
っ
て
も
村
の
自
治
の
主
力
と
な
っ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
の
で
、
村
と
し
て
も
存
続
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ

う
な
家
に
お
い
て
は
、
家
に
誕
生
し
た
男
子
を
家
の
継
承
者
と
し
て
育
て
る

こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
て
き
た

中
盛
彬
や
中
瑞
雲
斎
の
自
己
に
対
す
る
使
命
感
の
背
後
に
は
、
「
家
」
の
継

承
者
と
し
て
育
て
ら
れ
た
二
人
に
対
す
る
、
「
家
」
の
期
待
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
「
家
」
が
個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
村
や
地
域
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
も
継
承
さ
れ
続
け
る
べ
き
家
と
認
識
さ
れ
て
い
る
家
族
に
と
っ
て

は
、
「
家
」
の
継
承
者
で
あ
る
男
子
に
は
、
多
く
の
手
を
か
け
て
十
分
な
教

育
を
施
す
必
要
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

し
か
し
一
方
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
継
承
す
べ
き
財
産
を
持
た
ず
、
村
に

お
い
て
も
何
の
地
位
も
有
し
て
は
い
な
い
農
民
層
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
家
の

存
続
と
継
承
は
富
木
村
の
ケ
l
ス
で
は
、
村
と
し
て
は
百
姓
株
の
維
持
と
い

う
意
味
し
か
持
た
な
い
。
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
、
継
ぐ
べ
き
財
産
も
社
会
的

地
位
も
な
い
「
家
」
を
継
承
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た

と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
従
っ
て
、
育
児
に
あ
っ
て
も
「
家
」
の
継
承

者
を
教
育
す
る
と
い
う
認
識
は
余
り
働
か
ず
、
家
族
を
維
持
す
る
生
活
の
み

に
そ
の
主
眼
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
無
高
層
に
多
い
養
女
・
養
子
の
養
育
件
数
も
納
得
で
き
る
よ

う
に
思
う
。
経
済
的
に
生
活
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
家
で
あ
っ
て
も
養
育
に

関
し
て
の
特
別
な
手
聞
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
数
が
増
え
る
こ
と

を
厭
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
畿
内
農

村
の
事
例
で
あ
り
、
商
業
的
農
業
の
展
開
も
、
大
坂
を
中
心
と
し
た
市
場
の

展
開
も
あ
っ
て
、
賃
労
働
収
入
な
ど
も
期
待
で
き
る
地
域
で
あ
る
こ
と
が
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
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ま
た
、
養
女
は
ど
の
階
層
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ

は
、
女
子
に
対
し
て
は
、
家
の
継
承
者
と
し
て
の
期
待
を
抱
か
な
い
男
性
優

位
の
意
識
に
よ
る
の
で
は
あ
る
が
、
家
の
継
承
者
が
複
数
と
な
る
こ
と
を
避

け
よ
う
と
す
る
意
志
が
働
か
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
数
が
増
え
る
こ
と
を
厭

う
こ
と
は
な
く
、
行
き
場
の
な
い
子
を
養
育
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
が
全

階
層
の
農
民
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
前
節
で
見
た
村
内
の
奉
公
稼
ぎ
の
状
況
と
を

合
わ
せ
て
考
慮
す
れ
ば
、
村
内
で
、
上
層
農
民
に
あ
っ
て
は
男
子
は
少
数
、

で
き
れ
ば
一
人
を
「
家
」
の
継
承
者
と
し
て
教
育
す
る
子
育
て
が
な
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
教
育
を
期
待
し
な
い
階
層
で
は
多
く
の
子
ど
も
を
同
時
に
育
て

る
子
育
て
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
村
と
し
て
の
農
業
労
働
力
の
維
持
が
図
ら
れ

て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
農
業
労
働
力

を
提
供
す
る
子
育
て
を
し
て
い
る
階
層
の
家
計
の
維
持
に
つ
い
て
、
村
内
の

上
層
農
民
の
階
層
が
、
下
層
農
民
の
家
族
を
奉
公
人
と
し
て
雇
い
入
れ
る
こ

と
で
「
家
」
の
存
続
を
支
え
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
下
男
・
下
女
奉
公
人
を
提
供
し
て
い
く
階
層
の
家
族
と
、
下

男
・
下
女
奉
公
人
を
雇
い
入
れ
る
階
層
の
家
族
に
あ
っ
て
は
そ
の
子
育
て
の

意
識
に
は
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ

ミ
l
ル
が
提
唱
し
た
子
ど
も
の
発
達
を
保
証
す
る
育
児
観
は
日
本
に
お
い
て

は
明
治
以
降
に
定
着
し
て
、
そ
れ
が
母
親
の
育
児
に
対
す
る
責
任
と
し
て
展

開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
沢
山
美
香
子
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が
、
近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
村
と
い
う
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
人

材
の
養
育
を
担
う
「
家
」
に
は
階
層
差
が
あ
り
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
て

る
家
に
は
、
そ
の
よ
う
な
教
育
が
「
家
」
と
し
て
施
さ
れ
、
一
方
、
地
域
を

維
持
す
る
労
働
力
を
提
供
す
る
家
に
は
、
労
働
力
を
提
供
す
る
子
育
て
が
な

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
特
に
手
を
か
け
て
教
育
す
る
必
要
の
な
い
子
育
て
で

あ
り
、
健
康
で
下
男
・
下
女
と
し
て
の
労
働
が
可
能
な
人
材
を
養
育
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
下
層
農
民
の
家
の
家
計
を
助
け
る
機

能
と
し
て
村
内
奉
公
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

3
.
「
再
生
す
る
家
族
」
と
地
域
社
会

最
後
に
、
家
族
の
様
相
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
始
め
に
で
も

触
れ
た
よ
う
に
、
現
代
は
医
療
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ
て
、
出
産
に
よ
っ
て
死

ぬ
女
性
が
少
な
く
な
り
、
子
育
て
期
間
中
に
夫
や
妻
と
死
別
す
る
家
族
は
稀

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
分
析
対
象
と
し
た
近
世
の
農
村
で
は
無
妻
・

無
夫
家
族
数
は
両
者
を
併
せ
る
と
、
表
2
・
表
3
に
明
ら
か
な
よ
う
に
五
五

件
と
な
り
、
全
百
姓
株
数
の
四
一
%
に
の
ぼ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、
無

妻
家
族
の
再
婚
率
は
、
六
二
.
五
%
と
な
る
。
し
か
も
明
ら
か
に
確
認
さ
れ

た
母
子
家
族
と
の
再
婚
は
そ
の
内
の
三
五
%
と
な
る
。
こ
れ
ら
に
養
女
や
養

子
貰
い
受
け
の
件
数
も
考
慮
す
れ
ば
、
血
縁
的
な
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
親

子
関
係
を
有
し
て
い
る
家
族
数
は
、
そ
の
両
方
が
相
当
す
る
家
族
の
存
在
を

差
し
引
い
て
も
全
百
姓
株
数
の
半
数
を
超
え
る
。

つ
ま
り
、
近
世
の
農
民
は
石
高
階
層
の
低
さ
高
さ
に
関
わ
ら
ず
、
実
父
母

が
実
子
を
育
て
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
ケ

i
ス
が
少
な
く
、
父
母
の
ど
ち
ら

か
の
死
亡
、
と
り
わ
け
母
の
死
亡
が
多
い
よ
う
だ
が
、
に
よ
る
新
た
な
家
族

の
再
構
成
を
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
の
流

動
性
と
も
い
う
べ
き
状
況
は
、
個
別
の
「
家
」
で
完
結
し
な
い
子
育
て
や
家

族
の
再
生
の
様
相
を
想
像
さ
せ
る
。
前
近
代
の
地
域
共
同
体
が
、
個
人
の
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
面
ま
で
介
入
す
る
側
面
を
持
つ
こ
と
は
、
近
代
的
主
体
的
な

個
人
の
形
成
に
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は

地
域
の
つ
な
が
り
の
弱
体
化
が
子
ど
も
の
問
題
を
含
む
様
々
な
社
会
問
題
の

要
因
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
問
題
と

す
べ
き
現
代
の
論
調
と
し
て
、
子
ど
も
や
教
育
論
議
で
問
題
と
さ
れ
る
事
柄

の
原
因
を
、
地
域
の
崩
壊
に
求
め
る
と
同
時
に
、
子
育
て
を
す
る
家
族
そ
れ

ぞ
れ
に
も
そ
の
責
任
を
強
く
求
め
す
ぎ
る
傾
向
に
も
見
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
る
。
子
育
て
に
と
っ
て
理
想
的
と
さ
れ
る
家
族
の
様
相
に
つ
い
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て
の
固
定
的
な
観
念
が
、
却
っ
て
人
間
の
自
己
形
成
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
た

沢
山
氏
が
指
摘
し
て
い
る
近
代
的
母
親
像
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
宗
門
改
帳
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
世
の
農
民
た
ち
に
と

っ
て
は
、
家
族
の
あ
り
方
は
流
動
的
、
親
子
も
血
縁
の
あ
る
家
族
の
み
が
成

員
で
あ
る
こ
と
の
方
が
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
況
は
、
石
高
が
多
い
上
層
で

あ
ろ
う
と
無
高
層
で
あ
ろ
う
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
ど
の
階
層
の
農

民
に
と
っ
て
も
、
子
育
て
中
の
母
を
亡
く
す
こ
と
が
あ
り
え
た
か
ら
、
家
族

は
作
り
直
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
も
の
と
で
も
い
え
る
家
族
観
念
が
存
在

し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
家
」
の
継
承
と
存
続
を
望
む

農
民
の
意
志
は
、
継
承
す
べ
き
財
産
や
社
会
的
地
位
を
有
す
る
家
に
お
い
て

よ
り
強
く
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
家
で
は
、
「
家
」
の
継
承
者
と
し
て
の
男

子
の
数
を
増
や
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
養
子
が
制
限
さ
れ
た
が
、
「
家
」
の

継
承
に
直
接
関
わ
ら
な
い
養
女
は
全
て
の
階
層
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
無
高
・
零
細
の
農
民
で
あ
る
ほ
ど
、
父
子
家
族
と
母
子
家
族
の
再
婚

率
が
高
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
親
子
の
血
縁
を
重
視
す
る
よ
り
も
、
幼
い
子

を
育
て
上
げ
て
生
活
を
続
け
、
生
き
抜
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
農
民
の
意
志

が
強
く
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
家
族
は
、
「
維

持
し
続
け
る
」
と
い
う
よ
り
も
「
何
度
で
も
作
り
直
し
、
新
た
な
成
員
を
迎

え
て
は
再
生
す
る
」
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ、っ。そ
し
て
、
富
木
村
に
あ
っ
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
百
姓
株
数
の

維
持
が
求
め
ら
れ
て
、
ど
の
階
層
の
農
民
に
対
し
て
も
「
家
」
の
存
続
を
村

と
し
て
要
請
す
る
側
面
を
有
し
て
い
た
。
表
6
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
村
内
奉

公
の
シ
ス
テ
ム
は
、
村
と
し
て
の
家
数
の
維
持
の
た
め
に
「
独
立
」
し
た
農

民
の
生
活
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
富
木
村
で
は
、
地
域
と
個
々
の
「
家
」
が
村
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も

っ
て
そ
の
存
続
を
図
り
、
そ
の
継
承
者
を
養
育
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
維
持

し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
の
農
民
達
の
家
の

存
続
は
、
村
全
体
で
支
え
ら
れ
る
構
造
を
持
つ
こ
と
で
、
村
と
い
う
地
域
に

支
え
ら
れ
る
と
い
う
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
「
家
」
の
存
続
ま
で

も
が
村
の
意
志
に
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
側
面
は
個
人
の
意

志
が
最
優
先
さ
れ
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
で
は
あ
っ
て
も
、
経
営
の
不
安

定
な
下
層
農
民
が
半
数
を
占
め
る
近
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
地
域
に
よ
っ
て
「
家
」
が
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
「
家
」
の
存
続
が
可
能
と

な
り
、
家
族
の
再
構
成
も
可
能
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
家
族
の
再
構
成
の
状

況
も
、
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
育
児
も
地
域
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
な
が

ら
な
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
二
冊
の
宗
門
改
帳
の
分
析
を
通
し
て
、
畿
内
農
村
の
家
族
や

「
家
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

宗
門
改
帳
は
、
一
冊
が
安
政
の
東
南
海
地
震
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
家
族
構
成
に
つ
い
て
は
、
地
震
被
害
に
よ
っ
て
無
妻
・
無
夫
と
な
っ
た

家
族
は
割
合
と
し
て
多
く
は
な
い
の
で
、
家
族
が
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、

再
構
成
さ
れ
る
も
の
と
の
認
識
は
災
害
の
影
響
と
は
考
え
な
く
て
も
良
い
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
、
奉
公
稼
ぎ
の
状
況
と
し
て
村
内
か
ら
の
一
履
い
入
れ
を
ほ

と
ん
ど

O
に
す
る
と
い
う
変
化
だ
け
は
、
災
害
に
よ
る
没
落
の
可
能
性
が
高

ま
っ
た
下
層
農
民
の
生
活
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
村
の
方
策
で
あ
っ
た
と
理

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
冊

だ
け
の
分
析
で
は
何
と
も
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
今
回
指

摘
し
た
家
族
の
状
況
な
ど
も
、
地
域
的
な
事
情
等
の
検
討
も
今
回
行
っ
て
は

い
な
い
の
で
、
今
回
の
結
論
を
ど
こ
ま
で
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

に
つ
い
て
も
確
証
は
な
い
。
本
稿
で
指
摘
し
た
諸
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

富
木
村
の
他
の
時
期
の
宗
門
改
帳
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
他
の
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地
域
に
つ
い
て
も
同
様
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
多
く
の
課
題
を
残

し
た
形
と
な
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
筆

者
が
導
き
出
せ
た
農
民
の
家
族
と
「
家
」
に
つ
い
て
、
試
論
を
提
示
し
て
、

本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

Y王
1

農
民
の
「
家
」
や
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
大
藤
修
「
近
世
農

民
家
族
と
家
・
村
・
国
家
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
)
、
同
『
近
世

村
人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
(
山
川
出
版
社
、
二

O

O
三
年
)
が
あ
る
。

ま
た
、
女
性
の
出
産
・
育
児
な
ど
に
関
し
て
の
研
究
で
は
沢
山
美
香
子
「
出

産
と
身
体
の
近
世
」
(
勤
草
書
房
、
一
九
九
八
年
)
、
同
『
性
と
生
殖
の
近

世
』
(
勤
草
書
房
、
二

O
O
五
年
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

育
児
観
に
つ
い
て
は
、
高
橋
敏
『
近
世
村
落
生
活
文
化
史
序
説
|
|
上

野
国
原
之
郷
村
の
研
究
1
|
|
』
(
未
来
社
、
一
九
九

O
年
)
や
沢
山
美
香

子
「
近
代
的
母
親
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
歴
史
評
論
』
四
四

三
号
、
一
九
八
七
年
)
が
あ
る
。

2

拙
稿
「
地
域
史
の
叙
述
と
自
己
形
成
|
|
和
泉
国
の
中
盛
彬
に
み
る

『
家
』
と
自
己
の
使
命
|
|
」
(
『
地
域
社
会
と
リ
ー
ダ
ー
た
ち
近
世

地
域
史
フ
ォ
ー
ラ
ム

3
」
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
六
年
)

3

安
政
五
年
十
月
朔
日
付
、
百
姓
代
と
年
寄
四
名
か
ら
川
口
役
所
宛
の
「
乍

恐
御
届
奉
申
上
候
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
、
こ
の
騒
動
が
嘉
永
六

年
に
収
束
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
年
寄
四
名
が
一
年
交
替
で
庄
屋
を
務
め
、

(
山
西
)
作
左
衛
門
が
安
政
五
年
十
一
月
か
ら
一
年
間
庄
屋
役
に
就
任
す

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

乍
恐
御
届
奉
申
上
候

泉
州
大
鳥
郡
富
木
村

当
村
庄
屋
役
之
儀
、
去
ル
丑
十
一
月
中
御
願
奉
申
上
候
節
、
村
中
一
同

惣
連
印
書
付
を
以
奉
甲
上
候
通
、
年
寄
四
人
共
壱
ヶ
年
宛
順
番
ニ
庄
屋
役

相
勤
候
積
ニ
而
、
則
伊
左
衛
門
儀
去
巳
十
月
朔
日
五
先
月
晦
日
迄
無
故
障

相
勤
今
朔
日
忘
年
寄
役
ニ
相
成
、
庄
屋
役
之
儀
者
今
日
δ
来
ル
未
九
月
晦

日
迄
作
左
衛
門
相
勤
申
候
問
、
乍
恐
御
届
奉
申
上
候
、
右
御
聞
置
被
為

成
下
候
ハ
者
、
難
有
奉
存
候
、
以
上

安
政
五
午
年
十
月
朔
日

庄同同年百
屋 寄姓

代

伝
兵
衛

久
之
助

角
右
衛
門

伊
左
衛
門

作
左
衛
門

川
口御

役
所

4

死
者
数
の
多
さ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
没
落
し
た
と
思
わ
れ
る
家
族
も
確

認
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
一
方
、
無
妻
・
無
夫
家
族
は
、
安
政
元
年
に
妻
・

夫
が
死
失
し
た
ケ
l
ス
の
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
家
族
の
問
題
を
考
慮

す
る
に
は
特
に
地
震
被
害
を
中
心
に
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て

い
る
。
し
か
し
、
第
二
章
で
検
討
す
る
、
百
姓
株
の
維
持
の
た
め
と
思
わ

れ
る
、
村
落
内
で
の
奉
公
稼
ぎ
の
状
況
は
、
地
震
被
害
に
よ
っ
て
没
落
の

危
機
を
増
大
さ
せ
た
下
層
農
民
に
対
す
る
上
層
農
民
の
対
応
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
、
こ
の
時
点
以
前

と
、
以
後
の
宗
門
改
帳
の
分
析
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
結
論
を
導
く
こ
と
は

で
き
な
い
。

5

本
稿
で
無
妻
家
族
や
、
無
夫
家
族
と
称
す
る
の
は
、
子
を
有
し
て
妻
の

い
な
い
家
族
と
、
子
を
有
し
て
夫
の
い
な
い
家
族
を
指
し
て
い
る
。
結
婚

歴
の
有
無
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
単
身
者
は
除
外
し
、
子
を
有
し
て
い

る
家
族
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

注
2
参
照
。

大
藤
修
前
掲
書
。
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8

薮
田
貫
『
国
訴
と
百
姓
一
授
の
研
究
』
前
篇
第
三
章
、
第
四
章
(
校
倉

書
房
、
一
九
九
二
年
)

9

沢
山
美
香
子
前
掲
書
、
及
び
、
高
橋
敏
前
掲
書
。

印
す
で
に
触
れ
た
、
村
方
騒
動
の
経
緯
を
記
し
た
文
書
に
お
い
て
明
記
さ

れ
た
庄
屋
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
以
上
の
持
ち

高
を
有
し
、
人
格
的
に
も
優
れ
、
物
事
に
公
平
な
対
処
が
で
き
、
様
々
な

公
文
書
の
作
成
や
帳
簿
の
作
成
な
ど
の
事
務
処
理
能
力
に
も
優
れ
て
い
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
村
役
人
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
考

慮
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
要
求
は
妥
当
な
者
で
あ
る
と
言
え
、
ほ
ぼ
特
定
の
家

が
村
役
人
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
の
多
い
近
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

よ
う
な
「
家
」
の
継
承
者
に
は
、
前
述
の
村
民
達
が
求
め
る
村
役
人
と
し

て
の
資
質
|
|
そ
れ
は
、
「
家
」
を
存
続
さ
せ
る
資
質
で
も
あ
る
が
|

ー
を
教
育
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

沢
山
美
香
子
前
掲
論
文
。

11 
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