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〔
書
　
評
〕

家
近
良
樹
著
『
あ
る
豪
農
一
家
の
近
代
─
幕
末
・
明
治
・
大
正
を
生
き
た
杉
田
家

─
』

柳　

沢　

芙　

美　

子

　

本
書
は
、
杉
田
定
一
の
父
・
仙
十
郎
、
息
子
の
定
一
、
そ
の
妻
・

鈴
の
三
者
に
焦
点
を
あ
て
、
江
戸
末
期
か
ら
昭
和
期
に
わ
た
る
長
い

ス
パ
ン
で
、
地
域
に
生
き
た
豪
農
家
族
が
、
幕
末
維
新
期
を
ど
の
よ

う
に
過
ご
し
、
い
か
な
る
思
想
に
支
え
ら
れ
て
近
代
を
生
き
た
か
を

探
ろ
う
と
す
る
書
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
読
者
一
般
が
期
待
す
る
よ
う
に
、
自
由
民
権
家

で
政
党
政
治
家
で
あ
る
杉
田
定
一
（
一
八
五
一
～
一
九
二
九
）
の
思

想
形
成
や
政
治
参
加
を
跡
づ
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
父
や
妻
を
取

り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
は
「
杉
田
家
の
史
料
を
読
み
解
い

て
い
く
過
程
で
、
定
一
よ
り
も
、
む
し
ろ
仙
十
郎
に
深
い
関
心
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
」（
あ
と
が
き
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
父
・

仙
十
郎
へ
の
徹
底
し
た
洞
察
を
通
し
て
、
従
来
軽
視
さ
れ
て
き
た
仙

十
郎
の
影
響
力
を
捉
え
な
お
し
、
い
か
に
定
一
が
徹
底
し
て
仙
十
郎

と
杉
田
家
の
恩
恵
（
遺
産
）
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
く
し

て
地
租
軽
減
運
動
で
減
租
を
勝
ち
と
り
、
そ
の
名
声
の
も
と
に
中
央

で
政
党
政
治
家
た
り
え
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で

仙
十
郎
に
つ
い
て
も
、
全
財
産
を
注
ぎ
込
ん
で
定
一
の
政
治
活
動
を

支
援
し
た
人
物
と
い
う
従
来
の
捉
え
方
に
立
っ
て
は
い
な
い
。
仙
十

郎
と
定
一
と
の
関
係
は
、
名
望
家
か
ら
国
士
へ
の
「
飛
躍
」（
宮
城

公
子
）
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
継
承
」
と
み
る
べ
き
だ
と
し
て

い
る
（
二
五
〇
頁
）。

　

そ
こ
で
主
要
な
分
析
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
筆
者
が
勤
務
す
る
大
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阪
経
済
大
学
図
書
館
〔
以
下
、
大
経
大
〕
が
所
蔵
・
公
開
す
る
一
万

点
余
に
お
よ
ぶ
史
料
群
「
杉
田
定
一
関
係
文
書
」
で
あ
る
。
目
録
と

と
も
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
同
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
画

像
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
群
に
つ
い
て
は
、
私
も
福
井
県
文
書
館
企
画
展
示
「
杉

田
仙
十
郎
・
定
一
・
鈴
お
や
こ
展
─
自
由
民
権
の
土
壌
─
」（
二
〇

一
三
年
）
に
関
連
し
て
調
査
し
一
部
を
借
用
、
当
館
所
蔵
の
豪
農
層

の
資
料
と
と
も
に
紹
介
す
る
機
会
を
え
た
。
幕
末
維
新
史
・
民
権
運

動
史
と
も
に
評
者
と
し
て
十
分
な
知
見
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
が
、

地
域
の
資
料
保
存
と
整
理
・
公
開
に
関
わ
る
立
場
か
ら
、
本
書
の
成

果
と
引
き
継
が
れ
る
べ
き
課
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　

本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

第
一
章　

幕
末
期
の
杉
田
家

1　
仙
十
郎
の
誕
生
─
内
憂
外
患
の
時
代

2　
大
庄
屋
と
し
て

3　
仙
十
郎
の
二
つ
の
転
機
─
近
代
の
入
り
口

4
「
誠
が
専
要
─
仙
十
郎
の
道
徳
哲
学

5
「
民
は
惟
れ
国
の
本
」
─
豪
農
の
多
様
な
在
り
方

6　
国
士
に
し
て
地
域
指
導
者
─
筑
波
挙
兵
組
と
仙
十
郎

7　
天
運
─
江
戸
幕
府
崩
壊
と
維
新
到
来

第
二
章　

明
治
期
の
杉
田
家

1　
維
新
政
権
へ
の
期
待
─
天
皇
・
万
機
公
論
・
身
分
制
解
体

2　
留
守
政
府
へ
の
不
満
─
廃
藩
置
県
以
後

3　
地
租
軽
減
運
動
の
先
頭
に
立
つ

4　
志
士
へ
の
憧
れ
─
少
年
時
の
定
一

5　
西
南
戦
争
と
自
由
民
権
運
動
─
青
年
時
の
定
一

6　
越
前
で
の
自
由
民
権
運
動
と
先
妻
の
死

7　
財
政
窮
乏
と
仙
十
郎
の
発
病
─
松
方
デ
フ
レ
下
の
杉
田
家

8　
定
一
と
鈴
の
結
婚

9　
鈴
の
英
学
修
得
─
新
島
襄
・
八
重
夫
婦
と
の
接
触

10　
定
一
の
欧
米
体
験

11　
揺
ら
ぐ
地
主
経
営
─
仙
十
郎
の
深
い
絶
望
と
反
仏
教

12　
第
一
回
衆
議
院
選
挙
へ
─
杉
田
家
と
仏
教
勢
力

13　
仙
十
郎
の
死
と
傷
害
事
件
の
発
生

第
三
章　

大
正
・
昭
和
期
の
杉
田
家

1　
中
央
の
政
治
か
地
方
の
利
害
か

2　
鈴
の
死
と
定
一

3　
定
一
の
死

お
わ
り
に
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ま
ず
、
章
ご
と
に
そ
の
概
要
を
み
て
い
こ
う
。

　

第
一
章
で
は
、
杉
田
定
一
と
い
う
、
の
ち
に
中
央
の
政
党
政
治
家

と
な
る
人
物
を
産
み
出
す
こ
と
に
な
る
精
神
（
思
想
）
的
な
礎
と

な
っ
た
父
・
仙
十
郎
（
一
八
二
〇
～
九
三
）
の
幕
末
期
の
転
機
と
思

想
形
成
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

　

杉
田
家
は
、
太
閤
検
地
の
時
点
で
す
で
に
一
二
〇
〇
石
余
の
田
畑

を
有
す
る
越
前
一
の
豪
農
・
大
地
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
分
別
盛

り
の
大
人
と
し
て
幕
末
期
の
騒
乱
を
迎
え
た
仙
十
郎
は
、
尊
皇
攘
夷

運
動
に
奔
走
す
る
こ
と
な
く
、
多
忙
な
大
庄
屋
職
に
没
頭
し
た
。
近

く
を
流
れ
る
九
頭
竜
川
の
治
水
対
策
は
、
波
寄
村
を
は
じ
め
と
す
る

大
庄
屋
組
下
の
村
む
ら
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
仙
十
郎

は
、
そ
の
真
面
目
さ
で
福
井
藩
に
対
し
た
び
た
び
内
願
を
行
い
、
同

時
に
組
下
の
村
む
ら
に
対
し
て
は
治
水
工
事
の
た
め
の
「
加
勢
人

足
」
を
課
し
た
こ
と
で
、
村
人
た
ち
の
抵
抗
に
あ
っ
て
い
た
。
仙
十

郎
は
、「
か
た
ち
ば
か
り
の
修
復
で
こ
と
を
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
タ

イ
プ
の
大
庄
屋
で
は
な
く
、
大お
お
も
と本
か
ら
物
事
の
解
決
（
旧
弊
の
打

破
）
を
図
ろ
う
と
す
る
人
物
」（
二
〇
頁
）
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仙
十
郎
は
手
紙
以
外
に
ま
と
ま
っ
て
自
身
の
考

え
を
書
き
記
す
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
日
記
も
残
し
て
は
い
な
い
。

反
面
、
晩
年
に
人
生
を
懐
古
し
て
、
自
身
に
と
っ
て
意
味
深
か
っ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
格
言
な
ど
を
断
片
的
に
書
き
連
ね
た
覚
書
（
メ
モ

類
）
を
多
数
残
し
て
い
た
。
筆
者
は
、「
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
も
の

の
な
か
に
こ
そ
、
仙
十
郎
の
真
率
な
本
心
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
見

ら
れ
な
く
も
な
い
」（
三
〇
頁
）
と
し
、
重
複
が
多
い
こ
れ
ら
の
覚

書
や
小
さ
な
紙
片
ま
で
、
丹
念
に
読
み
解
い
て
い
く
。

　

仙
十
郎
の
人
生
に
お
け
る
転
機
の
一
つ
は
一
八
三
八
年
の
江
戸
出

府
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
一
八
五
五
年
の
妻
の
死
で
あ
っ
た
。
前
者

で
は
自
身
の
無
学
さ
を
自
覚
し
、
同
行
し
た
藩
士
の
「
不
信
義
な
る

行
な
い
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
が
、
よ
り
深
刻
だ
っ
た
の
は
、
定

一
が
五
歳
の
時
に
早
世
し
た
妻
の
死
で
あ
っ
た
。
仙
十
郎
は
激
し
い

煩
悶
の
な
か
で
書
物
を
読
み
漁
る
が
、
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
と
り
わ

け
篤
い
越
前
の
土
地
柄
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
鸞
の
伝
記
や
抄
本
は
、

「
夢
あ
る
い
は
化
身
い
っ
こ
う
信
じ
難
く
」
と
、
ま
っ
た
く
胸
に
落

ち
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

仙
十
郎
の
覚
書
に
は
、「
今
世
諸
山
諸
寺
伽
藍
堂
塔
の
繁
昌
は
仏

法
破
滅
の
時
な
り
」（
高
弁
）
と
い
っ
た
仏
教
や
僧
侶
を
批
判
す
る

言
辞
が
た
び
た
び
引
用
さ
れ
、
こ
う
し
た
仏
教
勢
力
へ
の
批
判
は
、

開
始
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
幕
末
期
に
は
、
芽
生
え
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。「
絶
対
的
な
宗
教
権
威
に
対
す
る
相
対
的
な
視
座
を

不
充
分
な
が
ら
も
確
立
」
し
つ
つ
あ
っ
た
点
で
仙
十
郎
は
、
近
代
の
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入
り
口
に
立
っ
た
と
も
い
え
、
こ
れ
が
西
洋
文
明
や
民
権
運
動
の
受

容
、
キ
リ
ス
ト
教
の
是
認
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仙
十
郎
は
妻
の
死
を
契
機
に
仏
教
各
派
、
黒
住
教
、
熊
沢
蕃
山
ら

儒
学
等
の
著
作
に
救
い
を
求
め
た
結
果
、「
誠
が
専
要
」
と
い
う
境

地
に
辿
り
着
く
。
そ
こ
で
自
費
で
村
内
に
孔
子
廟
と
二
つ
の
教
場
を

も
っ
た
学
校
を
建
設
す
る
。
こ
れ
を
藩
か
ら
「
ヲ
ゴ
リ
」
だ
と
み
な

さ
れ
、
一
八
五
七
年
、
大
庄
屋
を
罷
免
さ
れ
、
四
年
に
わ
た
っ
て
蟄

居
を
命
じ
ら
れ
て
し
ま
う
（
こ
の
処
分
に
は
村
人
た
ち
の
赦
免
を
求
め

る
願
書
が
残
さ
れ
て
い
る
）。

　

こ
の
蟄
居
生
活
が
、
仙
十
郎
に
さ
ら
に
読
書
と
思
索
の
機
会
を
与

え
た
。
仙
十
郎
の
覚
書
に
幾
度
も
出
て
く
る
「
民
は
惟
れ
国
の
本
」

（『
書
経
』）
と
い
う
文
言
は
、
寺
子
屋
の
教
本
に
も
載
せ
ら
れ
、
広

く
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
在
村
指
導
者
と
し
て
の

仙
十
郎
の
体
験
と
素
直
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
、

仙
十
郎
に
は
、
渋
沢
栄
一
や
尾
崎
三
良
ら
の
よ
う
な
顕
著
な
武
士
身

分
へ
の
上
昇
意
欲
は
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま

た
「
誠
が
専
要
」
と
す
る
唯
心
論
的
な
考
え
方
か
ら
は
明
確
な
体
制

批
判
（
反
幕
藩
志
向
）
は
導
か
れ
ず
、
近
年
の
研
究
で
重
視
さ
れ
る

国
学
関
係
者
と
の
接
点
も
見
い
だ
せ
な
い
。
仙
十
郎
は
む
し
ろ
儒
学

に
傾
倒
し
て
い
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
で
一
八
六
四
年
に
は
、
水
戸
藩
挙
兵
組
（
天
狗
党
）
が

敦
賀
で
投
降
し
た
際
に
、
福
井
藩
儒
吉
田
東
篁
ら
を
介
し
て
浪
士
た

ち
を
越
前
坂
井
郡
泥
原
新
保
浦
の
海
岸
へ
移
し
、
同
地
を
開
墾
さ
せ

る
と
い
う
大
胆
な
延
命
策
を
提
言
し
た
。
筆
者
は
こ
の
建
言
を
、
仙

十
郎
が
生
命
を
賭
け
た
浪
士
た
ち
の
尊
皇
攘
夷
運
動
に
強
く
共
感
し

な
が
ら
も
、
社
会
資
本
の
整
備
に
水
戸
浪
士
の
労
働
力
を
利
用
す
る

と
い
う
特
異
と
も
み
え
る
提
言
を
行
っ
て
い
る
点
を
、
在
村
指
導
者

の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
極
致
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
仙
十
郎
は
、
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
に
生
き
、

統
治
者
に
は
孔
子
が
説
い
た
仁
（
大
衆
を
思
い
や
る
心
）
に
も
と
づ

く
政
治
を
期
待
し
、
幕
府
の
崩
壊
か
ら
維
新
の
到
来
に
つ
い
て
も
、

豪
農
と
し
て
の
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
自
然
観
と
密
接
に
結
び
つ
い

た
「
天
運
」
観
か
ら
、
素
直
に
受
け
容
れ
て
い
っ
た
。

　

第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
世
界
観
を
も
つ
仙
十
郎
の
維
新
政
府
に

対
す
る
期
待
の
大
き
さ
と
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
る
な
か
で
爆
発
的
に

展
開
さ
れ
る
地
租
軽
減
運
動
へ
の
か
か
わ
り
が
描
か
れ
る
（
1
～
4
）。

　

仙
十
郎
は
そ
の
覚
書
で
、
徳
川
時
代
の
「
有
名
無
実
の
弊
」「
政

令
多
岐
の
憂
」
に
対
峙
し
て
、「
五
箇
条
の
誓
文
」
を
た
び
た
び
筆

写
し
て
お
り
、
そ
の
原
案
の
起
草
者
が
交
流
の
あ
っ
た
福
井
藩
士
由

利
公
正
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
維
新
の
理
念
を
凝
縮
す
る
言
葉
と
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し
て
「
万
機
公
論
」
に
も
と
づ
い
た
体
制
の
到
来
を
歓
迎
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
は
、
福
井
藩
が
明
治
初
年
に
な
っ
て
杉
田

家
の
治
水
事
業
へ
の
尽
力
を
「
奇
特
」
と
評
価
し
、
一
代
限
り
で
あ

る
が
年
三
俵
の
米
を
下
付
し
た
こ
と
（
一
八
六
八
年
）
や
、
民
政
改

革
で
「
郷
長
」
に
任
じ
ら
れ
年
一
二
俵
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
（
一
八

七
〇
年
）
も
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
廃
藩
置
県
ま
で
は
、
仙
十
郎
の

維
新
政
府
へ
の
期
待
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
（
ま
も
な

く
こ
う
し
た
賞
典
が
、
太
政
官
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
仙
十
郎
に

と
っ
て
は
新
政
府
と
の
つ
な
が
り
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
遺

憾
の
至
り
」
と
不
満
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
）。

　

廃
藩
置
県
後
に
な
っ
て
も
、
華
族
や
士
族
な
ど
の
特
権
的
「
遊

民
」
層
が
依
然
と
し
て
温
存
さ
れ
、
士
族
を
は
じ
め
と
す
る
軽
佻
浮

薄
な
県
下
の
状
態
に
対
し
て
、
仙
十
郎
は
「
真
の
開
化
に
あ
ら
ず
」

と
苛
立
ち
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
る
。
同
じ
時
期
、
中
央
に
あ
っ
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
自
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
息
子
・
定
一
の

士
族
批
判
は
さ
ら
に
痛
烈
で
、
各
地
で
勃
発
し
た
地
租
改
正
反
対
の

農
民
騒
擾
の
責
任
は
政
府
の
失
策
に
よ
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
。

父
・
仙
十
郎
も
息
子
に
対
し
て
「
一
身
の
利
害
を
顧
み
ず
、
国
家
の

大
権
を
恢
復
し
、
同
胞
の
塗
炭
を
救
ん
と
欲
す
る
素
意
な
る
を
監
知

し
、
頗す
こ
ぶる

安
心
致
せ
し
な
り
」
と
息
子
の
国
士
（
志
士
）
的
な
側
面

を
評
価
し
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
地
租
改
正
に
よ
る
大
幅
な
増
租
が
明
ら
か
に

な
る
と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
地
租
軽
減
運
動
に
息
子
と
も
ど
も
断
固

と
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
る
（
一
八
七
八
～
八
〇
年
）。
越
前
で

の
増
租
は
、
江
戸
時
代
に
比
較
的
税
率
が
低
か
っ
た
幕
府
領
と
、
九

頭
竜
川
沿
い
で
水
害
を
受
け
や
す
か
っ
た
波
寄
村
の
よ
う
な
村
む
ら

で
と
く
に
過
酷
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

　

筆
禍
事
件
に
よ
る
拘
引
か
ら
出
獄
し
て
一
八
七
九
年
春
に
帰
郷
し

た
定
一
は
、
あ
く
ま
で
も
抵
抗
す
る
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
安
沢
村

の
村
民
ら
と
と
も
に
土
佐
へ
向
か
い
、
立
志
社
員
二
名
を
招
聘
し
た
。

そ
し
て
彼
ら
を
代
理
人
と
し
て
、
法
令
等
を
丁
寧
に
読
み
込
ん
だ
法

理
闘
争
に
よ
っ
て
再
調
査
と
全
国
的
に
も
稀
有
な
減
租
を
勝
ち
と
っ

て
い
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
が
、
定
一
と
妻
・
鈴
に
焦
点
を
宛
て
た
叙
述
と
な
る

（
5
～
10
）。
五
歳
で
母
を
失
っ
た
定
一
は
、
一
一
歳
か
ら
勤
皇
僧
・

三
国
瀧
谷
寺
（
真
言
宗
）
の
道
雅
の
下
で
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
最
晩

年
の
福
井
藩
儒
吉
田
東
篁
に
学
び
、
吉
田
を
通
し
て
橋
本
左
内
や
藤

田
東
湖
の
生
き
方
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
道

雅
と
吉
田
の
薫
陶
は
、
定
一
自
身
が
そ
の
政
治
的
行
動
の
由
来
と
し

て
回
想
し
て
い
る
（
雑
賀
博
愛
編
著
『
杉
田
鶉
山
翁
』）。
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そ
の
後
、
江
戸
で
医
学
・
理
化
学
の
修
行
を
す
る
が
、
や
が
て
断

念
。
一
度
郷
里
に
も
ど
っ
た
も
の
の
勉
学
へ
の
夢
た
ち
が
た
く
、
父

の
命
令
に
背
い
て
出
奔
し
、
一
八
七
三
年
ご
ろ
ま
で
各
地
を
放
浪
し
、

欧
米
近
代
政
治
思
想
や
歴
史
書
を
多
数
読
ん
だ
あ
と
、
七
五
年
ご
ろ

ま
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
身
を
投
じ
、
筆
禍
事
件
に
よ
っ

て
収
監
を
経
験
し
た
。
海
老
原
穆
、
宮
崎
八
郎
、
中
江
兆
民
ら
と
交

流
し
、
次
第
に
反
政
府
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
く
。
西
南
戦
争
時
に

は
、
西
郷
軍
に
呼
応
し
て
「
第
二
維
新
」
を
起
こ
そ
う
と
水
戸
、
庄

内
、
土
佐
に
遊
説
す
る
が
好
結
果
は
得
ら
れ
ず
、
失
敗
に
終
わ
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
土
佐
で
じ
っ
く
り
植
木
枝
盛
、
板
垣
退

助
を
訪
ね
た
こ
と
が
、
定
一
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

と
り
わ
け
早
い
段
階
か
ら
四
民
平
等
の
考
え
を
打
ち
出
し
て
い
た
板

垣
に
心
酔
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
板
垣
も
定
一
を
ブ
レ
ー
ン
と

し
て
最
も
信
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
福
井
県
内
で
の
地
租
軽
減
運
動
の
最
中
に
、
杉
田
家
の
酒
蔵

を
改
造
し
て
「
自
郷
学
舎
」
と
い
う
学
習
結
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ

の
結
社
は
幕
末
期
に
仙
十
郎
が
開
い
た
学
校
の
部
分
的
な
再
建
と
も

考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
国
会
開
設
請
願
運
動
が
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
地
租
軽
減
・
国
会
開
設
の
両
運
動
の
資
金
調
達
は
、

杉
田
家
の
犠
牲
的
奉
仕
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
は
、
家
政

の
窮
乏
に
よ
っ
て
「
井
戸
塀
」
し
か
残
ら
な
か
っ
た
政
治
家
の
典
型

例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
南
越
自
由
党
の
発
足
や
機
関
紙

『
北
陸
自
由
新
聞
』
の
発
刊
は
、
杉
田
家
の
財
政
悪
化
に
拍
車
を
か

け
、
一
八
八
三
年
の
仙
十
郎
の
発
病
は
、
土
地
売
却
と
借
金
を
一
層

恒
常
化
さ
せ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
、
豪
農
出
身
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
の

誇
り
に
し
た
定
一
は
、
資
産
あ
る
者
が
政
党
を
組
織
す
べ
き
で
、
そ

う
で
な
け
れ
ば
営
利
行
為
か
ら
離
れ
た
政
治
は
で
き
な
い
と
い
う
信

念
を
最
晩
年
に
い
た
っ
て
も
持
ち
続
け
て
い
た
。

　

父
の
発
病
と
若
い
妻
の
病
死
は
、
と
も
に
一
八
八
三
年
の
こ
と
で

あ
り
、
亡
き
母
の
死
を
も
想
起
さ
せ
る
自
身
の
妻
の
早
世
に
、
定
一

自
身
の
体
調
も
悪
化
す
る
苦
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
夏
、
定
一
は
、
旧
鳥
羽
藩
下
級
士
族
の
次
女
（
兄
は
官
僚
で

貴
族
院
議
員
藤
田
四
郎
）
で
、
東
京
女
子
師
範
学
校
を
卒
業
し
付
属

小
学
校
で
教
員
を
務
め
る
鈴
（
一
八
六
五
～
一
九
一
六
）
と
再
婚
す
る
。

彼
女
は
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
が
さ
か
ん
に
唱
え
ら
れ
、
新
た
な
政

治
秩
序
の
登
場
が
望
ま
れ
た
時
代
に
初
期
の
学
校
教
育
を
受
け
、
当

時
で
は
ま
だ
ご
く
少
数
の
訓
導
資
格
を
も
つ
溌
剌
と
し
た
「
エ
リ
ー

ト
女
性
」
で
あ
っ
た
。

　

結
婚
ま
も
な
い
一
八
八
五
年
頃
、
自
由
民
権
運
動
が
ま
さ
に
終
焉

を
迎
え
よ
う
と
い
う
時
期
に
、
彼
女
は
夫
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
統
一
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運
動
の
英
雄
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
の
よ
う
に
「
自
由
の
理
を
主
唱
し
、
遂

に
よ
く
そ
の
志
を
遂
ぐ
る
」
こ
と
を
求
め
、
自
身
も
国
士
の
妻
た
ら

ん
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

　

一
八
八
五
年
の
暮
れ
に
長
女
が
誕
生
し
、
翌
年
、
鈴
は
職
を
辞
し

て
、
波
寄
村
に
移
っ
た
。
そ
れ
も
つ
か
の
間
、
定
一
は
視
察
と
勉
学

の
た
め
に
約
二
年
間
の
欧
米
遊
学
へ
出
発
し
て
し
ま
う
。
こ
の
間
、

八
七
年
に
は
娘
を
病
気
で
亡
く
し
、
前
後
し
て
生
ま
れ
た
長
男
も
病

弱
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
〇
月
、
鈴
は
福
井
を
離
れ
京
都
に

転
居
し
た
。
こ
の
京
都
転
居
に
は
、
長
男
の
養
育
環
境
を
整
え
る
と

同
時
に
、
鈴
自
身
が
英
学
を
学
ぶ
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
目
的
が

あ
っ
た
。
定
一
は
そ
の
心
情
を
託
し
た
漢
詩
で
も
「
君
は
学
術
を
磨

き
吾
が
経
歴
と
／
と
も
に
人
間
第
一
の
名
を
ひ
ろ
め
ん
」
と
詠
ん
で

お
り
、
当
時
の
男
性
一
般
と
は
異
な
り
、
鈴
の
希
望
を
全
面
的
に
支

援
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
。

　

こ
の
英
学
（
英
語
）
へ
の
志
向
は
、
定
一
夫
妻
に
限
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
条
約
改
正
が
期
待
さ
れ
内
地
雑
居
が
議
論
さ
れ
る
情
勢

の
な
か
で
、
こ
の
時
期
に
は
福
井
県
下
で
も
英
語
学
校
の
設
置
が
県

会
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
的
な
背
景
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
こ
の
京
都
転
居
に
は
、
同
志
社
の
新
島
襄
・
八
重
夫
妻
の
少

な
か
ら
ぬ
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
（
の
ち
に
誕
生
す
る
定

一
夫
妻
の
次
女
は
八
重
と
名
づ
け
ら
れ
た
）。
こ
れ
に
先
立
つ
一
八
八

三
年
の
新
島
の
来
県
以
来
、
定
一
と
新
島
の
間
に
は
親
交
が
あ
り
、

筆
者
は
「
新
島
襄
と
杉
田
定
一
の
両
名
は
、
妻
の
有
す
る
個
性
の
面

白
さ
を
い
ち
早
く
認
め
た
、
最
も
早
い
段
階
の
日
本
人
男
性
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
う
」（
一
六
六
頁
）
と
評
し
て
い
る
。

　

鈴
は
、
下
京
区
高
等
小
学
校
訓
導
を
経
て
京
都
府
尋
常
師
範
学
校

訓
導
と
し
て
一
八
八
九
年
ま
で
務
め
、
京
都
の
草
創
期
の
幼
稚
園
教

育
に
関
わ
っ
た
。
幼
い
子
ど
も
を
抱
え
な
が
ら
、
教
壇
に
立
っ
て
自

活
し
た
鈴
の
英
学
習
得
は
、
彼
女
が
望
ん
だ
よ
う
な
か
た
ち
で
は
実

現
し
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
志
を
実
現
さ
せ
て
い
く
鈴
の

自
立
的
精
神
と
経
済
的
な
能
力
を
感
じ
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
二
年
間
に
お
よ
ぶ
欧
米
経
験
（
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し

て
主
に
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
）
で
定
一
は
、
日
本
人
や
日
本
社
会
の
在

り
方
を
み
つ
め
る
機
会
を
も
っ
た
。
争
闘
の
な
い
整
然
と
し
た
政
治

集
会
、
女
性
を
含
む
一
個
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
、
イ
ギ
リ

ス
国
民
と
王
室
と
の
関
係
（
立
憲
君
主
制
）、
政
治
活
動
に
お
け
る
財

政
面
で
の
重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
長
文
の
書
簡
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

　

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
定
一
の
洋
行
と
仙
十
郎
の
治
療
に
よ
る
杉
田

家
の
財
政
的
窮
乏
は
、
杉
田
家
の
地
域
社
会
で
の
影
響
力
を
急
速
に

低
下
さ
せ
た
。
松
方
デ
フ
レ
を
へ
た
明
治
二
〇
年
代
初
め
に
は
、
あ
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き
ら
か
に
旧
来
の
村
内
秩
序
は
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
並
行
し
て
筆

者
は
、「
悪
人
」
と
み
な
し
た
地
域
住
民
や
浄
土
真
宗
僧
侶
へ
の
憎

悪
の
念
を
強
め
て
い
く
仙
十
郎
の
言
説
に
、
病
気
と
加
齢
の
深
化
を

み
て
い
く
（
11
～
12
）。

　

帰
国
後
、
大
同
団
結
運
動
に
加
わ
っ
た
定
一
は
、
一
八
八
九
年
に

福
井
県
会
議
員
に
当
選
。
そ
の
後
、
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
む

け
て
準
備
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
新
島
襄
と
親
和
的

で
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
が
起
こ
っ
た
。
天
皇
崇
拝
を
中
心
と
す
る
仏

教
政
治
運
動
団
体
、
尊
皇
奉
仏
大
同
団
が
県
内
へ
も
出
張
し
て
き
た

が
、
こ
れ
に
対
し
て
仙
十
郎
は
壮
絶
な
拒
絶
の
辞
を
残
し
て
い
る
。

定
一
は
、
支
持
者
と
の
政
策
議
論
や
演
説
会
・
懇
親
会
を
こ
ま
め
に

開
く
よ
う
な
政
治
家
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
仏
教
勢
力
と
の
関
係
修

復
が
不
可
避
と
な
り
、
妻
・
鈴
の
大
同
団
へ
の
入
団
に
よ
っ
て
衆
議

院
議
員
選
挙
運
動
を
の
り
切
り
、
定
一
は
、
一
八
九
〇
年
の
第
一
回

衆
議
院
議
員
選
挙
で
圧
倒
的
勝
利
を
え
た
。

　

そ
の
後
も
衆
議
院
議
員
に
連
続
当
選
す
る
定
一
夫
妻
と
異
母
弟
謙

彬
と
の
凄
惨
な
関
係
は
、
影
を
落
と
し
た
。
極
度
に
追
い
詰
め
ら
れ

た
定
一
は
、
一
八
九
四
年
、
現
職
で
謙
彬
に
対
す
る
傷
害
事
件
を
起

こ
し
、
一
年
二
か
月
に
わ
た
っ
て
収
監
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
三
章
で
は
、
大
正
・
昭
和
期
の
定
一
と
鈴
が
描
か
れ
る
。
明
治

期
後
半
に
、
三
国
線
敷
設
や
九
頭
竜
川
改
修
と
い
う
地
域
的
利
害
に

向
き
合
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
定
一
で
あ
っ
た
が
、
北
海
道
庁

長
官
や
衆
議
院
議
長
、
政
友
会
幹
事
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
、
貴

族
院
議
員
に
勅
選
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正
期
に
あ
っ
て
も
、

「
選
挙
民
は
国
士
（
地
方
利
害
の
た
め
で
は
な
く
、
国
の
た
め
に
働
く
人

物
）」
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
間
の
定
一
の
「
政
党
政
治
家
と
し
て
の
実
績
は
か
ぎ
り
な
く
ゼ
ロ

に
近
か
っ
た
」（
二
三
六
頁
）
と
筆
者
の
評
価
は
き
わ
め
て
厳
し
い
。

大
正
期
の
憲
政
擁
護
運
動
で
は
政
友
会
の
長
老
と
し
て
座
長
を
つ
と

め
、
人
種
差
別
撤
廃
運
動
へ
の
積
極
的
参
加
も
み
ら
れ
た
が
、
実
質

的
な
政
治
活
動
は
自
由
民
権
運
動
か
ら
国
会
開
設
前
後
ま
で
の
業
績

が
お
も
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
定
一
の
衆
議
院
議
員
当
選
後
の
鈴
の
動
向
は
、
ほ
と

ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
最
後
に
鈴
の
よ
う
す
が
わ
か
る
の
は
、
彼
女
が

死
去
す
る
一
か
月
半
ほ
ど
前
（
一
九
一
六
年
）、
定
一
が
三
国
町
の
代

議
士
で
腹
心
の
名
村
忠
治
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
鈴
は
腹
水
に
苦

し
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
治
療
の
た
め
に
定
一
は
名
村
に
千
円
の
借

金
を
申
し
込
ん
で
い
た
。
鈴
の
一
周
忌
後
に
は
、
鈴
を
忍
ぶ
一
編
の

詩
を
含
む
漢
詩
集
『
鶉
山
詩
鈔
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
定
一
の

最
後
の
仕
事
と
な
っ
た
の
は
、
雑
賀
博
愛
に
よ
る
『
杉
田
鶉
山
翁
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伝
』
の
刊
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
届
け
た
一
九
二
九
年
、
定
一
は

七
九
歳
で
死
去
し
た
。
妻
・
長
男
・
次
女
（
八
重
）
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に

亡
く
し
、
杉
田
家
の
財
産
は
、
井
土
塀
す
ら
残
さ
な
い
ほ
ど
の
徹
底

し
た
蕩
尽
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

　

本
書
の
内
容
を
以
上
の
よ
う
に
概
観
し
た
う
え
で
、
そ
の
成
果
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
幕
末
か
ら
維
新
期
の
父
・
仙
十

郎
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
思
想
形
成
に
踏
み
込
み
、
そ
れ
と
不
可

分
な
関
係
に
あ
っ
た
定
一
が
、
自
由
民
権
運
動
へ
向
か
わ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
思
想
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、

前
述
し
た
よ
う
に
仙
十
郎
の
残
し
た
史
料
は
ま
と
ま
っ
た
著
述
や
、

長
期
間
に
わ
た
る
日
記
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
補
う
た
め

に
、
筆
者
は
メ
モ
や
覚
書
・
書
簡
等
を
中
心
と
す
る
大
部
な
関
係
史

料
を
読
み
解
き
、
こ
れ
を
、
自
身
の
分
厚
い
研
究
蓄
積
か
ら
引
き
だ

さ
れ
る
幕
末
維
新
期
の
多
数
の
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

説
得
力
の
あ
る
論
述
に
成
功
し
て
い
る
。

　

第
二
の
成
果
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
無
名
で
あ
り
、
最
も
初
期

に
師
範
教
育
を
受
け
た
女
性
・
杉
田
鈴
に
光
を
あ
て
た
点
で
あ
る
。

鈴
の
京
都
転
居
に
新
島
襄
・
八
重
夫
妻
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
定
一
・
鈴
の
関
係
と
新
島
夫
妻
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
興
味
深
い
。
史
料
的
な
制
約
か
ら
鈴
の
生
涯
を
十
分
に
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
な
か
、「
こ
の
三
名
い
ず
れ
も
主
人
公
と
し
て
描

き
た
い
」（
七
頁
）
と
の
筆
者
の
思
い
は
、
異
母
弟
謙
彬
と
の
確
執
や
、

定
一
の
傷
害
事
件
の
事
後
処
理
に
お
い
て
も
彼
女
の
女
丈
夫
ぶ
り
を

描
き
だ
し
て
い
る
。

　

家
近
氏
は
、
結
婚
ま
も
な
い
一
八
八
五
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

鈴
の
書
簡
と
の
出
会
い
を
「
お
よ
そ
女
性
の
手
な
る
も
の
と
は
思
わ

れ
な
い
雄
渾
な
筆
致
で
か
か
れ
た
、
若
さ
と
情
熱
に
あ
ふ
れ
る
、
い

わ
ば
恋
文
を
手
に
し
た
時
、
思
わ
ず
惹
き
つ
け
ら
れ
た
」（
あ
と
が

き
）
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
前
向
き
な
気
持
ち
で
最
初
の
論
稿
（「
あ
る
豪
農
親
子
の
近

代
」『
日
本
歴
史
』
七
二
二
）
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

史
料
原
本
が
も
つ
力
を
思
わ
せ
る
い
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
い
え
よ
う
。

　

全
体
と
し
て
、
杉
田
定
一
へ
の
関
心
か
ら
本
書
を
手
に
取
っ
た
読

者
に
と
っ
て
は
、「
彼
を
一
人
の
自
立
し
た
政
治
家
と
み
な
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
」（
二
五
一
頁
）、「
情
に
欠
け
る
面
が
、
そ
の
生
涯

を
通
じ
多
々
あ
っ
た
」（
一
五
一
頁
）、「
こ
れ
ほ
ど
農
村
の
実
情
に

疎
い
人
物
も
い
な
か
っ
た
」（
一
八
八
頁
）
と
い
っ
た
厳
し
い
評
価

が
目
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
一
関
連
の
史
料

は
、
仙
十
郎
・
鈴
と
同
様
に
非
常
に
丁
寧
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。
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全
体
を
通
し
て
、
本
書
に
は
定
一
父
子
・
夫
妻
の
生
真
面
目
さ
へ
の

共
感
が
あ
り
、「
仙
十
郎
と
定
一
の
両
人
が
い
な
け
れ
ば
、
福
井
の

地
に
お
い
て
、
国
政
へ
の
民
衆
の
参
加
を
求
め
る
自
由
民
権
運
動
が

活
発
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
確
信
す
る
」（
あ
と
が
き
）

と
い
う
評
価
の
上
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

最
期
に
今
後
の
研
究
課
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、
気
が
つ
い
た
点
を

述
べ
た
い
。
杉
田
家
が
豪
農
層
に
位
置
付
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

『
杉
田
鶉
山
翁
』
の
記
述
ど
お
り
に
太
閤
検
地
の
時
点
か
ら
千
石
を

超
え
る
田
畑
を
所
有
す
る
ほ
ど
の
「
越
前
一
の
豪
農
・
大
地
主
」
で

あ
っ
た
と
す
る
の
は
不
自
然
と
思
わ
れ
た
。
こ
れ
を
史
料
に
遡
っ
て

み
る
と
、
当
時
の
伝
記
特
有
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
と
の
み
捉
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
が
み
え
て
く
る
。

　
『
杉
田
鶉
山
翁
』
の
そ
れ
は
、
金
崎
賢
著
『
杉
田
仙
十
郎
翁
之

伝
』（
一
九
一
一
年
）
の
叙
述
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
金
崎
は

「
今
杉
田
家
に
伝
ふ
る
、
慶
長
三
年
豊
太
閤
検
地
の
際
に
於
け
る
奉

行
伊
藤
丹
後
守
の
水
帳
の
写
し
」
を
も
と
に
杉
田
家
の
田
・
畑
等
を

集
計
し
て
持
高
一
二
五
七
石
余
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
帳
に

相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
検
地
帳
写
（
当
館
資
料
請
求
番
号A

0174-

00232

、
当
館
の
シ
ス
テ
ム
で
ウ
ェ
ブ
上
か
ら
画
像
閲
覧
が
可
能
）
が
、

当
館
蔵
の
「
池
内
啓
収
集
（
杉
田
家
旧
蔵
）
文
書
」
に
あ
り
、
さ
ら

に
、
こ
の
写
の
原
本
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
検
地
帳
写
（E0027-

00157

）
が
府
中
本
多
家
重
臣
の
資
料
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
は
村
高
三
一
四
〇
石
余
の
波
寄
村
で

千
石
を
占
め
る
よ
う
な
百
姓
は
ひ
と
り
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
「
次
郎

兵
衛
」
を
名
乗
る
百
姓
も
い
な
い
。
つ
ま
り
、
前
者
の
検
地
帳
で
は

多
数
の
百
姓
名
が
杉
田
家
の
名
乗
っ
て
い
た
「
次
郎
兵
衛
」
に
改
ざ

ん
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
杉
田
家
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
幕
末
維

新
期
の
持
高
も
、
一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
）
で
二
二
三
石
余
、
七
二

年
で
二
二
九
石
余
で
あ
っ
た
（『
杉
田
定
一
関
係
文
書
史
料
集
』
一
・

二
）。
仙
十
郎
は
、
武
士
へ
の
上
昇
志
向
を
少
し
も
も
た
な
か
っ
た

い
っ
ぽ
う
で
、
そ
の
豪
農
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
た
屈
折
し
た
も

の
を
含
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

彼
の
大
庄
屋
就
任
時
期
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　

若
く
し
て
収
監
を
経
験
し
、
死
を
前
に
自
身
の
伝
記
の
完
成
を
見

届
け
た
定
一
も
ま
た
仙
十
郎
と
同
様
に
、
書
簡
や
漢
詩
以
外
に
同
時

代
の
ま
と
ま
っ
た
日
記
や
叙
述
を
残
さ
な
か
っ
た
。
定
一
の
人
生
で

も
っ
と
も
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
地
租
軽
減
運
動
に
つ
い
て
も
、
官

吏
と
の
論
争
の
あ
り
様
を
記
録
し
た
の
は
、
腹
心
と
し
て
活
動
し
た

矢
尾
八
兵
衛
（
矢
尾
家
は
定
一
の
異
母
妹
の
婚
家
）
で
あ
っ
た
（「
地

租
改
正
係
書
類
」
大
経
大
・
杉
田
定
一
関
係
文
書009-036

）。
こ
の
矢
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尾
家
の
資
料
群
（
矢
尾
真
雄
家
文
書C0065

）
が
近
年
、
福
井
県
文
書

館
に
寄
贈
さ
れ
、
整
理
・
公
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
従
来
、
調
査
対
象

と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
先
代
八
兵
衛
（
俳
号
「
自
笑
」）
の
俳
諧
関
係

資
料
を
大
量
に
含
み
、
杉
田
家
の
史
資
料
で
は
痕
跡
も
な
か
っ
た
豪

農
層
の
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
み
て
と
れ
る
。

　

ま
た
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
の
た
め
に
大
経
大
の
杉
田
定
一
関
係

文
書
に
お
い
て
も
、
ウ
ェ
ブ
上
か
ら
画
像
が
利
用
で
き
な
い
一
部
の

史
料
に
つ
い
て
、
今
後
、
段
階
的
に
公
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
望
み

た
い
。

家
近
良
樹
著
『
あ
る
豪
農
一
家
の
近
代
─
幕
末
・
明
治
・
大
正
を
生
き

た
杉
田
家
─
』（
講
談
社
、
二
〇
一
五
年
二
月
刊
、
四
六
判
、
二
六
九

頁
、
本
体
価
格
一
、
七
〇
〇
円
）

（
や
な
ぎ
さ
わ
　
ふ
み
こ
・
福
井
県
文
書
館
総
括
文
書
専
門
員
）




