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秋

　

日

　

雑

　

感

8
月
に
入
っ
て
山
岳
博
物
館
を
訪
れ
る
人
が

に
わ
か
に
多
く
な
っ
た
｡

昨
年
に
比
べ
8
月
が
2
倍
､
9
月
が
3
倍
､

_
 
0
月
は
4
倍
を
越
え
る
入
館
者
が
あ
る
｡

し
か
し
､
事
務
室
で
観
覧
業
務
を
取
り
扱
い

な
が
ら
何
時
も
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
の
は

施
設
や
資
料
の
乏
し
い
と
い
う
事
で
あ
る
｡

今
す
ぐ
本
館
を
建
て
な
お
す
と
い
う
こ
と
は

と
て
も
で
き
な
い
相
談
だ
ろ
う
が
､
古
い
建
物

で
も
面
積
だ
け
は
あ
る
の
で
､
当
面
､
資
料
の

整
備
充
実
を
は
か
り
､
展
示
ケ
ー
ス
､
展
示
用

器
材
器
具
を
充
足
し
､
効
果
的
に
観
覧
が
で
き

観
覧
者
に
満
足
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
し
て

い
き
た
い
と
思
う
｡

又
､
更
に
展
示
場
と
関
連
し
て
､
生
き
た
北

ア
ル
プ
ス
の
動
､
植
物
を
観
察
し
て
も
ら
う
た

め
に
､
旧
博
物
館
周
辺
に
あ
る
動
物
園
は
年
間

計
画
で
移
転
し
､
整
備
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
｡

生
き
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
､
博
物
館
の
展
示

と
連
が
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
す
ぼ
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
う
｡

そ
の
上
､
そ
れ
ら
の
動
物
の
生
息
環
籍
は
こ

の
博
物
館
の
台
地
か
ら
は
一
望
で
き
る
の
で
あ

る
｡

動
物
園
の
移
転
は
こ
こ
何
年
来
か
ら
の
計
画

で
あ
る
の
で
､
何
ん
と
か
し
だ
い
も
の
で
あ
る

(
葉
巻
厚
美
)
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競請請ど山

黒

　

部

　

源

　

流

た
か
ま

黒
部
川
の
源
覇
､
雲
の
平
､
南
天
ガ
原
周
辺
は
'

最
近
ま
で
秘
境
と
し
て
訪
れ
る
人
も
給
ん
と
な
か
っ

た
｡
し
か
し
､
四
･
五
年
前
雲
の
平
に
小
屋
が
で
き

黒
四
ダ
ム
が
一
般
に
開
放
さ
れ
て
か
ら
は
､
登
山
者

も
多
く
な
り
､
次
第
に
秘
境
黒
部
の
源
流
が
脚
光
を

浴
び
て
き
た
｡
ま
た
､
そ
の
秘
既
へ
の
道
も
最
近
幾

つ
か
新
設
さ
れ
'
楽
し
い
山
旅
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
｡さ

て
､
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
秘
境
〟
黒
部
〟
と
は

ど
の
辺
り
で
あ
ろ
う
か
｡
地
図
を
ひ
も
ど
い
て
見
よ

う
｡
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万
分
の
一
地
図
〟
槍
ヶ

岳
〟
の
左
半
分
を
占
め
る
一
帯
で
お
り
､
雲
の
平
は

中
央
に
奥
の
平
(
雲
の
平
)
の
地
名
が
は
っ
き
り
記

さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
南
天
ガ
原
と
い
う
地
名
は

見
当
ら
な
い
｡
奥
の
平
の
真
北
(
也
図
で
法
上
バ
真

北
の
方
向
)
に
岩
苔
小
谷
'
S
あ
り
､
そ
の
す
ぐ
右
側

に
等
帯
線
の
由
･
l
.
払
い
個
所
が
南
天
ガ
原
で
め
る
｡
標

高
二
一
〇
〇
米
～
二
二
〇
〇
米
位
で
､
こ
の
あ
た
り

原
始
林
が
.
切
れ
て
､
湿
原
と
な
っ
て
沢
山
の
池
塘
評

点
任
し
､
水
晶
岳
や
薬
師
岳
の
姿
を
水
面
に
浮
べ
て

い
る
｡南

天
ガ
原
へ
の
コ
ー
ス
は
幾
つ
か
あ
る
｡
①
大
町

-
烏
帽
子
岳
-
赤
岳
-
岩
苔
乗
越
-
南
天
ガ
原
　
⑨

上
高
地
-
槍
ヶ
岳
-
三
俣
適
塾
-
岩
苔
乗
越
-
南
天

ガ
原
　
③
南
山
-
双
六
小
屋
-
岩
苔
乗
越
｣
南
天
ガ

原
　
④
富
山
1
-
太
郎
小
屋
-
薬
師
沢
-
南
天
ザ
原

⑤
黒
部
湖
-
東
沢
-
末
年
岳
-
南
天
ガ
掠
　
⑥
黒
部

潤
-
栗
沢
-
上
廊
下
-
南
天
ガ
原
､
以
上
六
つ
を
あ

げ
て
み
た
が
､
い
づ
れ
も
入
山
す
る
の
圭
一
～
三
日

の
日
程
を
要
す
る
｡
紙
面
の
都
合
で
'
こ
1
で
は
⑤

武

　

　

田

　

　

陸

　

　

男

⑥
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
｡

黒
部
湖
-
上
廊
下
-
高
夫
ガ
原

上
級
者
向
き
､
幕
営
の
準
備
が
ほ
し
い
｡
現
在
は

黒
四
ダ
ム
か
ら
栗
沢
ま
で
船
の
優
が
な
い
の
で
､
平

の
小
屋
ま
で
左
岸
を
歩
き
､
平
の
渡
場
で
右
岸
に
船

で
渡
り
､
水
平
な
道
路
を
栗
沢
ま
で
行
く
｡
ダ
ム
代

替
歩
道
と
し
て
一
米
山
に
整
備
し
て
あ
る
の
で
困
難

な
と
こ
ろ
は
な
い
o

栗
沢
を
渡
る
と
す
ぐ
読
売
斯
道
の
看
板
が
か
1
つ

て
い
る
｡
こ
の
道
を
五
分
位
い
く
と
上
郷
下
を
へ
て

南
天
ガ
原
へ
の
分
岐
点
と
な
る
｡

読
売
新
道
と
別
れ
､
右
に
平
坦
地
を
少
し
進
む
と

尾
根
へ
の
登
り
で
あ
る
｡
尾
根
に
出
る
と
上
廊
下
を

眼
下
に
眺
め
な
が
ら
赤
牛
岳
の
山
腹
を
造
り
下
り
し

な
か
ら
ま
い
て
い
く
の
で
あ
る
｡

三
つ
目
の
沢
を
越
し
て
尾
根
勘
を
下
り
切
る
と
､

両
岸
切
り
立
っ
た
無
気
味
な
様
相
を
し
た
下
の
ク
ル

沢
に
出
る
｡
黒
部
川
の
本
流
に
出
て
､
約
二
K
河
原

を
歩
き
､
ス
ゴ
ウ
沢
の
手
前
の
沢
を
少
し
っ
め
て
か

ら
､
急
な
尾
根
を
登
る
｡
商
度
差
三
〇
〇
米
あ
え
ぎ

あ
え
ぎ
登
り
き
る
と
､
姿
見
平
で
あ
る
｡
措
営
地
と

し
て
も
好
適
､
薬
師
岳
が
美
し
い
｡

や
が
て
大
き
な
沢
を
一
つ
越
え
る
と
ヒ
エ
バ
タ
原

テ
ン
ダ
ル
マ
､
ア
オ
ノ
ツ
ガ
ザ
ク
ラ
が
咲
き
乱
れ
､

い
た
る
と
こ
ろ
小
池
が
点
在
す
る
｡
幾
つ
か
沢
や
尾

根
を
越
え
､
い
い
加
減
に
あ
き
あ
き
し
て
き
た
頃
､

白
く
崩
壊
し
た
硫
黄
臭
い
沢
に
出
る
｡
南
天
ガ
原
も

近
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
｡
そ
の
沢
を
渡
り
､

白
い
小
山
を
登
り
､
高
原
の
よ
う
な
所
に
出
る
と
､

こ
ゝ
に
は
池
糖
が
多
く
､
大
き
な
竃
晶
池
も
見
ら
れ

る
｡

二
十
分
で
大
衆
鉱
山
の
専
務
所
に
出
る
｡
小
屋
前

に
は
湯
ノ
沢
が
流
れ
､
温
泉
小
量
に
は
豊
富
な
揚
が

あ
ふ
れ
て
い
る
｡
更
に
二
〇
分
で
南
天
ガ
原
山
荘
が

あ
る
｡
南
天
ガ
原
は
別
名
岩
苔
平
と
も
い
い
､
近
く

に
は
神
秘
的
な
空
気
が
た
ゞ
よ
う
水
晶
池
も
あ
る
｡

こ
の
コ
ー
ス
は
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
､
ま
だ
薮

刈
り
を
し
た
程
度
で
､
距
離
も
長
い
か
ら
計
画
は
網

蜜
に
立
て
た
い
｡

読
売
新
道
-
赤
牛
岳
-
高
天
ガ
原

読
売
斯
道
は
手
入
れ
は
さ
れ
て
い
る
が
､
長
い
登

り
の
連
続
だ
｡
栗
沢
出
合
か
ら
尾
根
通
し
を
忠
実
に

切
り
開
い
た
道
で
､
針
葉
樹
が
お
い
茂
り
､
あ
ま
り

展
堂
は
よ
く
な
い
が
､
宴
な
ら
涼
し
い
コ
-
･
ス
と
な

ろ
う
｡
前
コ
ー
ス
と
同
様
､
溝
鴬
の
用
憲
が
必
要
で

登
る
｡

尾
根
に
取
り
付
く
ま
で
の
急
坂
に
ち
ょ
っ
と
驚
く

が
､
尾
根
に
出
て
し
ま
え
ば
､
一
カ
所
鎖
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
登
り
が
あ
る
ほ
か
､
傾
斜
も
比
較
的
ゆ
る

や
か
で
ぬ
る
｡
要
所
要
所
に
は
｢
読
売
新
道
｣
の
標

識
も
あ
る
｡
二
四
〇
〇
米
あ
た
り
か
ら
､
経
木
林
と

な
り
､
や
が
て
ハ
イ
マ
ツ
の
稜
線
に
出
る
｡
幕
営
地

は
森
林
限
界
付
近
が
よ
い
｡

稜
線
に
出
た
万
が
踏
み
跡
は
少
な
く
な
る
が
､
黒

部
湖
を
始
め
､
黒
部
を
と
り
ま
く
山
々
の
眺
望
.
f
,
開

け
て
楽
し
く
な
る
｡

稜
線
の
赤
ペ
ン
キ
の
師
に
招
か
れ
て
､
湯
の
沢
の

頭
(
水
晶
岳
の
北
の
肩
)
　
に
あ
る
小
さ
な
指
導
標
か

ら
､
湯
ノ
沢
へ
と
尾
根
道
を
下
り
､
硫
黄
の
臭
い
の

す
る
湯
ノ
沢
に
出
る
｡
世
早
大
銅
鉱
山
が
塾
や
か
な
頃

の
道
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
､
ま
だ
ー
舷
的
な
コ
ー

ス
と
は
い
え
な
い
｡
二
倍
聞
ほ
ど
で
南
天
ガ
原
山
斑

に
つ
く
だ
ろ
う
｡
(
山
博
調
査
員
･
大
町
山
の
会
)

南
　
天
(
た
か
ま
)
ガ
　
原

遠

　

方

　

は

　

雲

　

の

　

平
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競働請ど山

裾
花
(
す
そ
ば
な
)
源
流

奇
岩
と
絶
壁
の
裾
椎
峡

長
野
市
か
ら
約
2
3
粁
､
私
た
ち
摘
花
鯨
灘
学
術
調

査
の
一
行
は
､
小
雨
に
け
む
る
鬼
無
里
(
ぎ
な
さ
)

街
道
を
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
た
｡

第
三
紀
層
の
岩
盤
を
深
く
え
ぐ
っ
た
谷
間
を
走
る

道
路
は
､
バ
ス
一
台
が
や
っ
と
通
れ
る
だ
け
｡
つ
き

つ
き
と
目
の
前
に
現
わ
れ
る
カ
ー
ブ
を
廻
り
込
む
た

び
に
渓
谷
の
眺
め
が
変
る
｡
時
に
は
谷
底
の
流
れ
を

は
る
か
に
見
下
す
断
崖
の
上
で
､
あ
る
い
は
渓
流
に

車
体
を
洗
わ
れ
る
よ
う
に
低
く
､
そ
の
変
化
は
め
ま

ぐ
る
し
い
｡

大
町
附
近
で
た
と
え
る
な
ら
ば
､
高
瀬
渓
谷
を
走

る
道
路
を
骨
に
し
て
､
急
行
バ
ス
が
運
転
さ
れ
る
大

町
-
新
町
間
の
景
色
を
肉
に
し
た
と
い
っ
た
ら
良
い

だ
ろ
う
｡

日
本
百
寮
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
結
花
嘆

は
､
五
色
構
､
不
動
滝
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
滝
を

か
け
､
美
事
な
洞
窟
や
奇
岩
が
並
ぶ
｡

｢
三
年
た
て
ば
水
の
底
だ
｣
､
途
中
か
ら
バ
ス
に

乗
込
ん
だ
村
人
の
諸
声
が
耳
に
つ
い
た
｡
渓
流
に
落

平

　

　

林

　

　

国

　

　

男

ち
た
絶
壁
の
た
も
と
に
､
小
さ
な
屋
根
を
さ
し
か
け

た
横
穴
が
教
生
す
る
｡
ダ
ム
建
設
の
た
め
の
巻
繊
調

査
用
と
の
こ
と
､
美
し
い
据
花
峡
は
あ
と
数
年
で
道

路
も
ろ
と
も
ダ
ム
の
底
に
沈
む
運
命
に
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
｡西

京

と

東

京

北
北
東
に
縮
れ
て
い
た
据
花
川
が
､
大
き
く
弧
を

描
き
な
が
ら
南
東
に
向
を
変
え
る
｡
一
〇
〇
〇
米
以

上
の
山
で
囲
ま
れ
た
弧
の
一
遇
､
東
か
ら
加
茂
川
､

西
か
ら
天
神
川
が
合
流
す
る
小
盆
地
が
鬼
無
里
村
の

中
心
部
で
あ
る
｡
断
崖
の
谷
間
､
赤
土
の
泥
ん
こ
道

を
走
っ
て
き
た
バ
ス
が
商
店
の
数
軒
並
ん
だ
舗
装
道

路
に
入
る
と
終
点
に
な
る
｡

｢
こ
の
奥
に
桜
の
里
が
あ
れ
ば
こ
そ

碍
花
川
と
人
は
云
う
な
れ
｣

こ
の
地
を
訪
ね
た
西
行
法
師
の
残
し
た
歌
だ
と
い

う
｡

裾
花
の
踊
れ
を
は
さ
ん
で
東
京
(
ひ
が
し
き
ょ
う

)
西
京
(
に
し
き
ょ
う
)
の
部
落
が
あ
る
｡
四
〇
戸

前
後
の
戸
数
を
も
っ
た
部
落
に
は
､
東
京
に
加
茂
神

社
'
西
京
に
春
日
神
社
が
あ
る
｡
そ
の
昔
､
北
陸
路

か
ら
姫
川
沿
い
の
千
国
街
適
に
入
り
､
柳
沢
峠
に
よ

っ
て
白
馬
山
態
と
結
ぶ
街
道
の
あ
っ
た
頃
､
京
の
落

人
が
住
み
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
鬼
無
里
村
で
あ
る
｡

奥
裾
柁
嘆

声
数
二
一
一
〇
〇
戸
､
人
口
約
五
〇
〇
〇
人
､
そ
の

九
割
ま
で
山
林
原
野
と
農
林
業
に
生
き
る
蒐
無
里
村

に
は
､
立
派
な
製
材
工
場
を
も
つ
森
林
組
合
が
あ
る

裾
花
源
流
へ
向
う
私
た
ち
の
足
は
､
森
林
組
合
で
所

有
す
る
三
十
台
近
い
ト
ラ
ッ
ク
の
一
台
で
ま
か
な
わ

れ
た
｡

奥
裾
花
の
豊
富
な
森
林
資
源
を
伐
採
す
る
た
め
に

ひ
ら
か
れ
た
茶
道
は
､
絶
壁
の
谷
間
を
右
に
左
に
廻

り
な
が
ら
渓
流
沿
い
に
進
む
｡

戸
隠
連
山
に
源
流
を
求
め
る
渓
谷
は
､
西
側
を
戸

隠
の
一
塁
､
豊
津
岳
(
一
九
二
六
米
)
か
ら
派
生
す

る
奥
西
山
･
栗
山
･
黒
鼻
山
･
八
万
山
･
物
見
山
な

ど
一
五
〇
〇
米
以
上
の
山
な
み
で
区
切
ら
れ
､
北
安

砧
蔀
小
谷
村
と
界
を
接
す
る
｡
東
側
は
西
岳
(
二
〇

三
五
米
)
か
ら
派
生
す
る
一
夜
山
な
ど
一
五
〇
〇
米

以
上
の
山
稜
が
並
ぶ
｡

こ
れ
ら
一
連
の
山
な
み
で
囲
ま
れ
､
細
長
い
袋
状

に
な
っ
た
谷
間
の
奥
裾
花
､
そ
こ
に
つ
け
ら
れ
た
林

道
は
､
森
林
伐
採
の
進
行
に
と
も
な
っ
て
奥
地
へ
奥

渓
流
の
影
響
を
強
く
受
け
る
谷

ク
ル
ミ
'
ト
チ
､
な
ど
沢
節
に
発

在
し
､
土
壌
の
浅
い
岩
の
尾
根
に

コ
メ
ツ
ガ
な
ど
の
針
葉
樹
が
見
ら

離
れ
土
壌
の
安
定
し
た
尾
根
に
は

大
規
模
に
ひ
ろ
が
る
｡
胸
高
嗜
澄

○
米
前
後
の
大
木
で
構
成
さ
れ
る

ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ
､
カ
が
ラ
バ
ナ

チ
シ
マ
ザ
サ
な
ど
の
経
木
が
見
ら

内
容
は
大
町
周
辺
の
ブ
ナ
林
と
麓

冬
季
の
積
雪
量
が
魔
端
に
多
い
こ

以
北
の
ブ
ナ
林
と
類
似
度
が
高
く

見
ら
れ
な
い
チ
ャ
ボ
ガ
ヤ
･
エ
ゾ
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館物請ど山

｢
斗
代
｣
と
は
そ
の
田
畑
に
お
け
る
収
穫
量
を
示

し
て
い
る
も
の
で
(
前
号
に
お
け
る
｢
課
税
率
す
な

わ
ち
斗
代
｣
を
｢
収
穫
率
｣
と
訂
正
)
こ
の
斗
代
は

検
地
後
の
謀
観
に
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
｡
前

号
の
上
一
本
木
村
検
地
帳
に
つ
い
て
み
る
と
､
上
一

本
木
村
に
お
け
る
上
田
の
面
積
墜
二
町
五
反
六
歩
で

そ
れ
膜
い
ず
れ
も
一
反
歩
に
つ
き
一
石
五
斗
の
斗
代

で
計
算
さ
れ
て
い
て
､
上
田
か
ら
は
五
十
二
有
余
の

収
穫
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
｡
ま
た
上
田
か
ら
中
田

の
間
の
斗
代
に
は
､
一
反
歩
に
つ
き
二
斗
の
差
､
以

下
同
様
に
し
て
二
斗
の
差
で
下
っ
て
い
く
､
す
な
わ

さ
が

ち
｢
二
斗
下
り
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
つ
.
"
i

は
畑
に
つ
い
て
も
同
様
で
､
収
穫
を
米
に
…

の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
､
藩
(
校
本
城
下
)
　
へ
年
貢

米
を
輸
送
す
る
と
き
の
便
不
便
を
す
で
に
考
慮
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
遠
隔
の
北
安
曇
北
部
は
低
率

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
辺
は
如
何
な

も
の
で
あ
ろ
う
｡
以
上
は
田
や
普
通
畑
(
桑
畑
も
含

也
)
の
斗
代
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
'
こ

の
ほ
か
に
麻
畑
は
地
目
を
別
に
し
て
登
録
さ
れ
て
い

る
｡
北
安
曇
で
は
山
村
部
に
麻
の
栽
培
が
さ
か
ん
で

あ
っ
た
｡
一
般
に
麻
は
地
味
の
高
い
畑
に
栽
培
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
し
た
が
っ
て
麻
畑
に
は
そ
の
村
に
お

け
る
上
畑
よ
り
一
斗
か
ら
三
斗
ほ
ど
商
い
斗
代
が
決

､
{
i
.
足
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
百
姓
の
住
ん
で
い
る

換
算
し
て
二
斗
下
り
と
な
っ
て
い
る
が
､

た
だ
下
畑
か
ら
下
々
畑
の
閲
は
四
斗
下
り

の
斗
代
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
下
々

畑
と
も
な
れ
ば
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
ほ

ど
の
地
味
の
低
さ
を
物
語
る
も
の
で
も
あ

る
が
､
そ
の
ほ
か
の
理
由
と
し
て
､
原
野

を
切
り
開
い
て
新
た
に
畑
を
つ
く
っ
た
場

合
は
､
開
墾
奨
励
の
意
味
か
ら
検
地
帳
登

録
の
段
階
に
は
下
々
畑
と
し
て
登
録
し
た

請

こ
と
に
も
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
右
に
見
　
)'t

て
き
た
斗
代
は
上
一
本
木
村
の
場
合
で
あ
　
十
･
･
･
ヽ
･
.
ヽ
･
.
ヽ
･

る
が
､
ほ
か
の
村
で
は
同
じ
上
田
と
い
っ
て
も
そ
れ

ぞ
れ
斗
代
が
異
な
り
､
松
本
市
山
辺
付
近
の
よ
う
に

二
石
三
斗
代
と
は
な
懐
だ
高
率
の
上
田
も
あ
れ
ば
､

北
安
白
馬
村
深
空
近
辺
の
五
斗
五
升
代
と
極
め
て
低

率
の
上
田
も
あ
っ
て
､
松
本
領
内
一
様
で
は
な
い
｡

よ
く
田
の
地
味
を
｢
あ
そ
こ
の
田
は
上
田
｣
な
ど
と

い
う
が
､
他
の
村
の
上
田
と
は
比
較
対
象
す
る
こ
と

ば
で
き
な
い
言
葉
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
｢
斗
代
｣
は

そ
の
村
限
り
に
お
い
て
等
級
.
つ
け
ら
れ
る
も
の
な
の

で
あ
る
｡
一
般
に
大
町
以
北
は
寒
冷
多
雪
や
地
味
の

低
い
こ
と
か
ら
斗
代
も
低
く
､
漸
次
闇
へ
行
く
に
つ

れ
て
斗
代
が
高
く
な
っ
て
い
る
｡
一
説
に
は
､
斗
代

畳
敷
地
も
検
地
を
請
け
､
こ
れ
に
も
そ
の
村

の
上
畑
な
み
の
斗
代
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
｡

か
く
の
ご
と
く
､
検
地
は
そ
の
村
の
検
地

以
後
の
貢
租
額
を
決
定
し
､
百
姓
の
生
活
に

大
き
く
ひ
び
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
､
大
き

な
関
心
薯
と
さ
れ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
百
姓

は
出
き
う
る
限
り
寛
大
な
検
地
を
ね
が
う
の

あ
ま
り
､
出
向
い
て
く
る
検
地
役
人
の
御
機

嫌
と
り
に
憩
を
払
い
､
役
人
の
食
事
を
と
び

き
り
上
等
に
し
た
り
､
循
舎
と
な
る
村
役
人

の
住
宅
を
新
改
築
し
た
り
､
は
て
は
贈
賄
ま

で
し
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

カ

　

シ

　

ラ

　

グ

　

カ

長

　

沢

　

修

　

介

山
々
が
黄
ば
み
始
め
､
そ
し
て
そ
の
黄
が
次
第
に

下
っ
て
､
や
が
て
里
も
紅
葉
一
色
に
な
る
頃
は
萎
々

に
何
度
も
雪
が
降
り
'
林
の
甲
を
歩
い
て
も
す
っ
か

り
淋
し
く
夏
の
花
や
か
さ
を
思
い
返
す
術
も
な
い
｡

そ
ん
な
林
の
甲
で
粗
菓
の
美
し
さ
に
見
と
れ
､
澄

み
切
っ
た
空
の
青
さ
に
そ
の
深
さ
を
感
じ
て
い
る
と

一
語
の
ヒ
ヨ
ド
リ
が
通
る
｡
2
0
羽
､
5
0
羽
と
犬
鞘
で

ピ
ヨ
-
 
'
ピ
ヨ
-
と
お
互
に
鳴
き
な
が
ら
峯
か
ら
茎

へ
と
渡
っ
て
行
く
｡
こ
の
ヒ
ヨ
ド
-
の
辞
が
毎
日
上

空
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
る
と
や
が
て
冬
鳥
の
一
群

が
や
っ
て
来
る
｡
始
は
そ
れ
と
知
れ
ず
や
が
て
里
の

雑
木
林
な
ど
に
散
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
一
冬
を
越
す
｡

そ
ん
な
仲
間
で
も
こ
の
カ
シ
ラ
グ
カ
は
代
表
的
な

も
の
で
大
鞘
で
渡
っ
て
来
て
も
越
冬
地
で
は
少
群
に

散
っ
て
雑
木
林
や
田
圃
で
ひ
っ
そ
り
と
一
冬
を
過
す

の
で
あ
る
｡

博

物

館

-

一

ュ

i

ギ
ヤ
チ
エ
シ
カ
ン
遠
征
報
告
会
開
く

長
野
県
岳
連
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
に
は
郷
土
出
身

の
市
原
隊
長
､
武
田
隊
員
も
参
加
､
本
年
四
月
見
事

ギ
ヤ
チ
ユ
ン
･
カ
ン
初
登
頂
に
成
功
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
､
こ
ん
と
文
化
祭
の
記
念
行
革
と
し
て
十
一

月
六
日
､
七
日
､
大
町
市
民
会
館
で
報
告
会
を
開
く

こ
と
に
し
た
｡
両
氏
の
挨
拶
の
ほ
か
に
映
画
ギ
ヤ
チ

ユ
ン
･
カ
ン
な
ど
も
上
映
さ
れ
る
｡

一
方
山
岳
博
物
館
で
ギ
ヤ
チ
エ
ン
･
カ
ン
登
頂
に

使
っ
た
装
備
一
式
や
記
録
写
真
な
ど
に
よ
る
ギ
ヤ
チ

エ
ン
･
カ
ン
展
を
開
催
す
る
な
ど
､
大
町
市
は
こ
の

と
こ
ろ
ち
ょ
っ
と
し
た
ギ
ヤ
チ
エ
ン
･
ガ
ン
ブ
ー
ム

と
な
っ
て
い
る
｡

る
｡
そ
こ
で
領
主
は
､
こ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
さ

え
る
た
め
に
､
検
地
役
人
が
村
へ
出
向
く
前
に
､
こ

れ
か
ら
行
わ
れ
る
検
地
に
お
い
て
一
切
不
平
不
正
な

こ
と
を
致
さ
な
い
旨
の
誓
紙
を
検
地
役
人
に
提
出
さ

せ
､
ま
た
村
に
対
し
て
は
飲
酒
食
車
の
饗
応
蕃
蜂
を

示
し
た
り
､
宿
泊
所
の
整
備
を
倹
約
す
る
よ
う
に
触

れ
書
き
を
出
し
た
り
し
て
い
る
｡
甚
し
い
例
は
､
村

内
に
役
人
が
棺
油
す
る
と
百
姓
と
馴
れ
合
い
に
な
る

と
て
､
民
家
か
ら
離
れ
た
野
原
や
川
原
に
宿
舎
を
建

て
て
滑
ら
せ
不
正
事
を
防
止
し
た
例
も
あ
る
｡
と
に

か
く
検
地
の
重
大
さ
が
う
か
が
え
る
話
で
あ
る
｡

(
松
川
小
学
校
教
諭
)

入

館

料

改

定

本
館
の
入
館
料
は
昭
和
2
6
年
以
来
の
も
の
で
あ
っ

た
が
日
月
1
日
よ
り
次
の
様
に
改
め
ら
れ
た
｡

大
人
　
0
0
円
　
小
人
　
2
0
円

ク
　
団
体
楕
円
ク
　
団
体
_
 
0
円

(
団
体
は
5
0
名
以
上
)
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