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湾
の
小
作
制
度

財
産
生
命
保
険

時

論

支
那
の
岡
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幣
制
の
素
乱
に
基
く
百
姓
一
撲

黒

正

巌

は

し

が

き

銃
に
他
の
機
舎
に
於
て
述
べ
た
る
が
如
く
、
百
姓
一
」
伎
の
俊

生
原
因
は
、
之
を
素
因
主
動
因
企
に
匡
別
し
て
考
察
し
在
け
れ

ば
た
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
併
し
と
の
素
因
企
動
因
企
は
更
に
極

々
の
要
素
の
複
合
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
る
h

も
の
で
あ
る
。
従

て
徳
川
時
代
に
愛
生
せ
る
約
五
百
余
件
の
百
姓
一
撲
に
就
い
て

見
る
に
、

そ
の
護
生
原
因
は
類
型
的
K
は
一
定
の
咋
類
在
-K
す

事
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
全
然
同
一
の
原
悶
に
基
く
百
姓
一
授

止
し
て
の
類
別
は
殆
E
不
可
能
で
あ
る
。
私
が
認
に
述
べ
よ
う

止
す
る
幣
制
白
棄
侃
に
基
〈
百
姓
一
按
と
い
ふ
も
、
之
は
必
し

も
車
K
幣
制
の
素
乱
ー
と
い
ふ
唯
一
の
原
悶
に
世
帯
く
も
の
で
は
な

雑

幣
制
。
素
飢
に
基
〈
百
性
一
揖

録

〈
、
そ
の
品
目
生
に
至
る
迄
の
過
程
、
そ
の
後
生
に
釘
す
る
素
因

の
如
き
も
、
夫
L
K

異
る
り
で
あ
る
が
、
認
に
は
百
姓
一
挟
食
生

の
一
一
原
因
と
し
て
幣
制
。
素
乱
が
草
嬰
な
る
役
割
を
誠
じ
た
る

も
の
に
就
い
て
概
説
し
よ
う
と
忠
ム
。

一
元
来
、
私
有
財
産
制
と
交
換
原
則
止
を
基
抑
止
す
る
経
済
制

そ
と
に
は
必
十
や
事
物
白
公
分
母
た
る
什
幣
を

舎
に
於
て
は
、

必
嬰
・
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
貨
幣
経
済
の
畿
佳
す
る
に
及

ぴ
て
は
、

手
段
た
る
貨
幣
の
獲
得
が
恰
も
経
済
生
話
の
目
的
で

あ
る
か
の
如
く
伊
化
し
、
凡
べ
て
の
生
活
荷
勘
の
芯
向
は
貨
幣

に
さ
し
向
け
ら
る
i
A

ょ
う
K
友
る
.
従
て
貨
幣
の
独
特
方
法
及

び
之
が
統
制
の
合
理
的
に
行
は
る
a
A

場
合
に
於
て
は
、
経
済
生

活
に
混
乱
動
指
の
ポ
る
事
は
少
い
の
で
あ
る
が

一
度
そ
の
秩

序
の
破
蝶
せ
ら
る

L
K
至
れ
ば
、
貨
幣
越
山
刊
に
到
し
て
最
も
不

利
の
地
位
に
あ
る
階
級
は
勿
論
、
有
利
な
る
地
位
に
あ
る
も
の

及
び
貨
幣
を
多
く
保
持
す
る
も
の
と
雌
も

多
大
の
損
失
主
蒙

り
、
然
か
も
結
局
す
べ
て
の
捌
失
は
貨
幣
獲
得
上
不
利
た
る
地

位
に
至
る
階
級
背
に
桝
嫁
せ
ら
る
ι
当
事
主
た
り
非
常
な
る
生

活
上
白
困
難
に
陥
る
を
常
止
す
。

第
二
十
六
巻

八

O
九

第
五
雄

七
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雑

幣
制
自
棄
楓
に
基
{
百
性
一
揖

錨

徳
川
家
康
が
よ
く
天
下
を
平
定
し
、
と
に
角
二
百
五
十
年
川

の
幕
制
の
基
礎
を
確
立
し
持
た
原
闘
に
つ
き
で
は
、
古
来
純
々

の
史
』
米
自
諮
問
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
設
も
重
裂
に
し
て
然

か
も
目
に
は
定
か
に
見
え
な
い
偉
大
な
る
力
は
、
幣
制
の
統
一

終
備
に
あ
っ
た
と
忠
ふ
。
家
肢
は
秀
吉
よ
り
貨
幣
我
行
の
植
を

得
る
や
、
車
、
心
証
の
確
立
に
力
め
、
多
く
の
金
銀
正
貨
配
議
総
し

τ純
良
な
る
金
貨
を
錨
治
し
た
。
出
家
肢
は
そ
の
金
銀
の
英
大
に

保
山
山
せ
ら
る
主
聞
は
天
下
は
安
泰
で
あ
る
が
、
そ
の
柳
か
に
て

も
減
少
す
る
事
あ
ら
ん
か
、
天
下
梢
飢
れ
ん
主
い
っ
た
。
殊
に

紙
幣
の
護
行
の
「
如
き
は
幣
制
主
乱
る
も
内
在
し
て
之
宮
般
鈍
し

て
ゐ
た
と
い
ム
。
然
る
に
問
調
介
銅
金
銀
は
い
つ
の
間
に
か
そ

の
影
を
筏
し
、
諸
凶
の
銅
山
白
産
出
量
が
激
減
し
た
の
で
、
廿
硝

-
肘
は
財
用
不
足
を
背
げ
る
よ
う
に
な
り
、
迭
に
一
克
雄
八
年
に
至

っ
て
認
貨
改
鋳
を
行
ひ
、
貨
幣
制
皮
の
基
礎
は
認
に
動
揺
し
初

め
た
。
又
各
藩
は
金
銀
貨
鋳
造
の
憾
な
く
、
然
か
も
財
政
の
窮

乏
次
第
に
逃
し
〈
な
っ
た
の
で
、
幕
府
に
乞
日
競
ム
て
紙
幣
の

議
行
を
な
す
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
幕
附
は
悪
鋳
に
軍
血
る
に

悪
相
闘
を
以
て
し
、
各
務
は
紙
幣
の
訣
水
主
以
で
縦
掛
界
主
沈
抑
制

第
二
十
大
巻

J、
o 

第
五
根

入

せ
し
め
た
の
で
あ
る
が

元
来
と
の
恐
錨
及
び
祇
幣
白
滋
品
目
な

る
も
の
が
、
全
〈
武
士
階
級
の
財
政
の
穴
埋
め
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
組
織
の
不
健
全
な
る
は
勿
論
、
モ
の
損
失
は
凡
べ
て
・
被
支
配

階
級
た
る
農
工
商
に
鞘
嫁
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
五
年
十
年
ル
」

殆
と
周
則
的
に
大
恐
慌
E
惹
起
し
、
農
民
等
は
一
方
に
於
て
刷

期
的
凶
作
に
ょ
う

τ飢
餓
に
陥
る
の
み
な
ら
や
、
惑
問
師
及
び
札

成
、
に
也
過
し
て
、
い
よ
/
¥
生
活
の
悶
窮
に
陥
っ
た
の
で
あ

る
。
認
に
於
℃
農
民
等
は
か
く
の
如
〈
幣
制
を
混
乱
せ
し
め
、

生
活
を
附
難
な
ら
し
む
る
事
E
以
て
不
岱
と
し
、

百
姓
一
拍
択
を

起
し
た
場
合
が
あ
る
。
併
し
幣
制
の
索
引
剛
は
線
般
的
且
つ
糾
本

的
に
農
民
の
生
活
を
む
び
や
か
す
も
白
で
あ
っ
た
に
拘
は
ら

や
、
余
白
今
迄
求
め
得
た
る
事
例
に
微
ナ
る
に
、
幣
制
の
混
乱

に
基
〈
百
姓
一
挟
が
比
較
的
に
少
い
。
之
は
何
此
で
あ
る
か

は
、
充
分
に
説
明

rる
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
私
白
考
へ
に
よ

れ
ば
、
後
に
も
詳
述
す
る
が
如
く
、
貨
幣
の
思
錨
や
紙
幣
白
酷

品
目
は
農
民
の
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
徐
々
に
行
は
れ
、

H
そ
の
仕
組
が
刊
妙
で
、
不
知
不
識
の
仰
に
捌
寄
負
婚
を
農
民

に
特
嫁
し

中
敷
の
知
識
あ
る
も
の
ミ
み
が
之
を
知
り
斜
た
に

地方A叫階第九谷{日半稲荷議官三十一径六四七頁)
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す
ぎ
干
し
て
、
多
数
の
無
知
な
る
百
姓
は
幣
制
の
混
乱
と
白
己

の
生
荷
閃
窮
止
の
開
問
怖
を
理
論
的
に
感
知
し
た
か
っ
た
か
ら
で

は
あ
る
ま
い
か
。
故
に
幣
制
の
素
乱
に
基
く
百
姓
一
挟
を
此
る

主

幣
制
の
素
飢
又
は
之
に
閲
す
る
耳
柄
が
直
接
に
百
姓
の
生

加
に
影
響
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
よ
う
で
あ
る
。

幣
制
奈
乱
に
基
f
百
性
一
撲
の
事
例

1

費
層
、
ハ
年
(
問
紀
一
七
五
六
年
〉
阿
月
、
金
持
滞
内

大
日
本
貨
幣
史
藩
札
部
に
掲
げ
て
ゐ
る
各
務
々
札
の
起
源
に

は
必
し
も
信
用
を
訟
〈
事
は
出
来
由
が
、
借
り
に
そ
の
川
訟
の

通
り
だ
と
す
れ
ば
、
金
津
務
に
於
て
初
め
て
蒋
札
を
夜
行
し
た

の
は
質
勝
五
年
で
あ
る
。
而
て
そ
の
設
行
の
動
機
は
他
白
諸
藩

に
於
け
る
さ
同
様
、
財
政
の
鎚
之
封
策
で
あ
り
、
そ
の
直
接
白

動
機
は
家
中
諸
士
が
困
難
し
た
の
で
銀
札
世
議
行
し
之
が
貸
奥

を
受
け
ん
事
を
請
願
し
た
か
ら
で
あ
る
、
統
幣
後
行
の
組
織
に

闘
し
て
は
土
屋
荒
川
雄
氏
が
巴
に
詳
述
し
て
周
ち
れ
る
か
ら
、
私

は
哨
て
政
に
紫
読
し
た
い
が
、
土
屋
氏
の
設
〈
所
に
よ
れ
ば
、

正
銀
の
通
用
主
防
止
し
て
落
札
と
引
き
か
で
聞
も
た
〈
之
を

難

品

即
席
制
の
華
航
に
基
{
百
性
一
喪

不
換
紙
幣
・
と
し
た
の
で
、
物
恨
の
暴
川
崎
k
た
り
、
現
札
が
横
行

し
、
硬
貨
は
そ
の
姿
を
波
し
、
経
消
界
の
ト
ヘ
川
出
飢
と
た
り
、
且
晶

民
や
細
川
等
は
機
死
に
及
ば
ん
止
す
る
耽
態
で
あ
っ
た
。
而
し

て
か
〈
の
如
き
混
飢
を
惹
辿
せ
し
め
た
附
閃
は
、
常
局
自
失
抽
出

-
と
、
銀
札
方
主
附
役
人
、
札
座
役
人
及
び
之
等
主
結
托
せ
る
富

商
の
私
曲
に
あ
り
&
考
へ
ら
れ
、
彼
等
は
民
衆
山
怨
府
主
た
つ

た
o 

拍
車
に
費
暦
六
年
間
月
十
二
日
に
至
り
民
衆
の
憤
怨
は
爆
裂
し

て
犬
一
挟
L

と
た
っ
た
。

一
授
の
同
制
は
先
づ
銀
札
方
主
附
前
回

五
左
衛
門
以
下
銀
札
裂
行
に
関
係
す
る
官
庁
公
の
民
宅
配
襲
撃

し
、
家
財
道
具
を
破
壊
し
、
貯
蓄
せ
む
銀
札
を
引
き
さ
き
、
更

に
一
俊
線
医
に
来
れ
る
町
奉
行
、
町
同
心
主
拍
血
判
仙
の
け
飢
且
艇
を

は
た
ら
い
た
。
然
る
に
銀
札
は
依
然
と
し
て
存
統
し
、
何
等
泊

宜
の
庖
誼
を
施
さ
な
か
っ
た
の
で
、
更
に
五
月
九
日
夜
.
再
び

騒
動
が
起
り
富
商
二
人
打
鎮
忙
あ
弘
、
七
月
一
一
日
夜
放
火
あ
り

て
人
心
少

L
も
静
ま
ら
A
Y
、
「
銀
札
相
止
ま
ざ
る
に
於
て
は
不

時
間
協
は
ら
ふ
」
回
目
白
立
札
が
所
々
忙
立
て
ら
れ
、
と
の
ま
L
A

で

は
到
底
平
安
に
蹄
ナ
ベ
〈
も
た
か
っ
た
。
常
時
泌
主
位
紅
戸
在

態
4

一
十
古
巷

λ 

第
五
副
都

カa

石川肱奥第二巻七三大頁
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報

録

抑
制
山
者
四
胤
に
拡
(
百
性
一
摂

さキL ~.語附
し 殺 し 1"1-"

む行てに
るの居て
己反る fll
之官↑F.n芋
A 論 に の
し者と役

たの人
七る大は
月前車陥
十[11件機
日 1: 11;ι〉

銀特辿策
本l 守つを
過をた施
111 しのす
'Jiて -e 事
止岡あが
の政る出

令型か来
新iらすZ

~ f 
室主主主銀謄

し
、
銀
札
役
人
及
び
町
一
本
行
等
は
鹿
嗣
せ
ら
れ
、
誌
に
事
件
は

一
路
制
間
決
し
た
の
で
あ
る
o

然
し
乍
ら
銀
札
凶
器
配
行
が
全
く
行

き
訪
れ
る
武
士
の
財
剤
投
消
の
詰
め
に
あ
っ

τ、
然
か
も
何
等

之
か
根
本
的
救
済
が
行
は
れ
て
ゐ
・
な
か
っ
た
り
で
あ
る
か
ら
、

他
の
方
法
に
よ
っ
て
窮
乏
を
編
縫
す
る
の
外
は
在
か
っ
た
o
従

て
そ
の
結
換
は
机
枕
そ
の
他
。
淀
川
叫
の
通
謀
と
在
り
、
農
民
主

駅
泊
す
る
市
辛
苦
し
く
‘
爾
来
刻
々
在
し
て
加
賀
藩
内
に
百
姓
一

授
が
起
る
に
一
主
っ
た
の
で
あ
る
。

)
 

げ
戸
川
和
八
年
(
一
七
七
一
年
)
問
月
、
水
戸
務
内

徳
川
時
代
に
於
て
は
錨
貨
白
後
行
仙
酬
は
幕
府
の
摘
出
す
る
附

に
し
て
、
只
例
外
と
し
て
少
敵
の
犬
藩

ι銚
伐
の
鋳
迭
を
認
許

し
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
。
水
戸
器
拡
所
制
御
三
家
の
一
た
り
し

関
係
上
、
種
々
の
特
叩
酬
を
認
め
ら
れ
、
例
へ
ば
土
地
の
永
代
寅

到
の
如
き
も
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
よ
う
だ
し
、
叉
戸
籍
訟
に
つ
き

第
二
十
六
番

J、

第
五
鋭

O 

て
も
他
制
上
と
余
程
臭
っ
て
ゐ
た
よ
う
で
あ
る
。
殊
に
水
戸
務
は

紙
幣
護
行
自
代
り
に
銭
銭
の
錦
迭
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
併
し
水
戸
港
は
三
十
五
高
石
・
と
は
い
ふ
も
の
へ
官
加
の

あ少
つい
た地
。方

只で
7K あ
戸つ
哉 tc
公 L

O め
如、

き ，主耳
町1め
君か
語1 ら
あ財
つ政
て は
許 可
政な
をり
司);閃
い雌
てで

ゐ
た
の
で
、
人
民
が
蹄
服
し
て
事
な
宮
を
斜
た
白
で
あ
る
。
然

る
に
中
此
に
な
っ
て
財
政
は
益
々
窮
乏
を
告
げ
、
然
か
も
施
政

土
ろ
し
き
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
か
の
琳
八
ム
の
時
、
清
水
仁
右

衛
門
、
松
佐
助
十
郎
が
新
法
主
設
け
て
財
政
の
立
て
直
ほ
し
を

断
行
せ
ん
・
と
す
る
や
、
農
民
等
そ
の
肱
辿
に
耐
え
宇
、
組
山
訴
の

車
庫
令

E
破
る
も
白
と
し
て
大
崎
勤
を
演
じ
た
事
が
あ
る
。
そ
の

後
し
ば
ら
く
は
平
静
で
あ
っ
た
が
、
迭
に
明
和
八
年
間
月
K
至

り
百
姓
一
四
慣
が
勃
穫
し
た
。

水
戸
維
が
如
何
な
る
組
織
に
よ
っ
て
貨
幣
の
的
用
地
主
一
行
つ
売

か
は
今
之
を
川
に
す
る
事
が
問
来
な
い
け
れ
い
と
も
、
明
和
鋳
鎚

紀
事
(
と
の
著
は
水
戸
の
闘
青
島
、
彰
考
館
忙
も
な
く
、
叉
内

閣
文
時
に
も
h
m
u
h

い
の
で
、
清
水
正
鮎
氏
の
著
、
水
戸
文
籍
考
二

百
一
買
の
制
排
出
固
に
よ
る
の
外
左
か
っ
た

)ι
よ
れ
ば
、
「
明
和
五

出品目年に於ける百挫ー鈴につきては石川臨史第二巻山所々に詳述してある。5) 

， " .... ~ '. <f 4 



年
、
久
米
村
堀
江
描
兵
衛
、
太
田
村
小
樽
九
郎
兵
衛
等
相
識

り
、
筒
ひ
て
宵
准
を
制
問
、
銭
座
主
太
岡
村
木
崎
以
下
に
創
め
、

傭
櫨
九
十
七
所
主
設
け
て
錨
銭
の
業
に
従
ひ
、
之
に
興
る
小
吏

職
工
等
凡
凶
千
人
に
倫
れ
り
・
と
い
ふ
、
随
ひ
て
浮
浪
白
徒
太
聞

に
翼
集
し
、
俄
に
繁
盛
の
匡
と
た
れ
り
」
と
あ
る
、
然
る
に
と

の
と
止
が
大
に
民
利
E
寄
し
惟
情
茜
だ
不
穏
と
な
っ
た
。
茸
し

明
和
白
初
頃
迄
は
、
金
一
分
が
蝕
餓
九
百
四
十
八
文
よ
り
一
貫

文
の
聞
を
往
来
し
て
居
た
が
、
錨
銭
が
盛
に
行
は
る
ミ
よ
う
に

た
っ
て
か
ら
、
銭
倒
が
著
し
〈
暴
落
し
て
一
貫
二
三
百
文
と
た

-P、
そ
の
結
果
は
諸
色
の
暴
騰
を
見
る
に
至
-P、
諸
民
の
困
苦

到
底
耐
え
う
べ
か
ら
ざ
る
献
践
に
た
っ
た
。
そ
と
で
錨
鈍
開
始

以
来
数
年
附
耐
え
し
白
ん
で
ゐ
た
斑
民
は
迭
に
憤
起
せ
ざ
る
を

得
た
か
っ
た
。
印
ち
太
同
村
附
近
の
農
民
等
数
千
人
一
時
に
蜂

起
し
、
紳
興
を
奉
じ
て
鎗
銭
場
に
押
し
ょ
せ
、
之
に
火
を
放
っ

た
。
事
官
が
誇
張
せ
色
れ
て
居
る
と
は
思
ふ
が
、
火
事
の
箆
め

に
焚
死
す
る
も
の
二
百
人
に
及
ん
だ
と
い
ム
o

営
局
は
事
態
容

易
な
ら
中
と

L

錦
地
E
減
ヒ
て
二
十
四
ケ
所
と
し
た
が
、
倫

安
武
冗
年
十
月
に
は
金
〈
之
を
腐
止
す
る
に
至
担
、

一
時
平
穏

様

録

幣
制
山
幸
飢
に
慕

t
百
性
ご
摂

に
師
し
た
。
己
白
騒
動
の
崩
末
を
知
る
白
材
料
の
な
い
の
は
遺

憾
で
あ
る
。

)
 

8

安
永
三
年
三
七
七
四
年
)
三
月
、
水
戸
落
内

(
 

明
和
八
年
の
騒
動
の
結
果
、
安
永
元
年
十
月
比
一
時
的
抽
銭
。

事
は
中
止
と
な
っ
た
白
で
あ
る
が
、
従
来
地
貨
を
椛
裂
し
て
漸

〈
財
政
の
窮
乏
を
糊
塗
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
錦
逃
を
氷

〈
停
止
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
僅
に
一

-F
月
に
し
て
さ

ら
い
吹
き
と
稲
し
て
、
再
び
錦
鍾

E
開
始
す
る
忙
至
っ
た
。
之

に
上
っ
て
次
第
に
通
貨
を
膨
脹
し
、
物
慨
は
い
や
が
上
に
騰
貴

し
て
来
る
の
で
、
先
年
百
姓
一
換
を
起
し
て
成
功
し
た
る
に
か

ん
が
み
、
途
に
安
永
三
年
三
月
に
至
担
、
農
民
等
四
五
百
人
誌

を
錯
し
て
太
田
に
来
集
し
、
木
崎
に
屯
す
。
保
内
郷
の
農
民
亦

之
に
参
加
し
、
紳
輿
を
事
じ
て
進
路
盟
、
水
戸
披
下
に
押
し
ょ
せ
、

強
訴
せ
ん
と
金
つ
。
持
め
に
水
戸
の
城
下
は
騒
然
た
る
も
の
が

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
幸
に
そ
の
事
な
〈
し
て
絡
末
し
た
。
併
し

営
局
は
之
れ
丈
け
の
騒
ぎ
が
あ
っ
た
に
拘
は
ら
宇
、
錦
銭
を
中

止
す
る
の
決
心
が
た
か
っ
た
。
鋳
銭
は
依
件
抑
止
し
て
担
行
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
安
永
五
年
三
月
忙
側
々
日
開
山
が
焼
失
し
た

第
二
十
六
巻

λ
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輔

録

帯
制
。
悲
観
に
基
f
百
性
}
摂

白
で
、
之
を
機
曾
に
錨
銭
主
底
止
し
た
と
い
ム
事
で
あ
る
。

水
戸
藩
が
錨
地
し
た
鍛
鎚
の
政
量
は
幾
何
で
あ
る
か
川
か
で

七
百
八
十
雨
(
?
)
で
あ
っ
た
と
い
ふ
か
ら
、
そ
の
会
憾
の
金
額
一

は
余
稗
多
か
っ
た
も
の
主
忠
は
れ
る
。
向
ほ
と
の
縞
伎
の
銭
文
一

。

一

は
野
口
事
新
次
白
書
に
て
、
川
和
出
止
の
錦
銭
に
は
久
苧
を
背
留
一

し
久
架
部
締
銭
白
戊
を
表
は
し
、
安
永
皮
白
筒
銭
に
は
久
こ
の

背
文
が
あ
る
と
い
ふ
。

な
い
が
、
滞
凶
に
納
め
た
金
銅
は
前
後
嗣
度
合
せ
て
一
一
寓
三
千

水
戸
婚
に
於
け
る
附
民
け
錯
銭
が
何
故
に
、

民
耐
を
採
っ
た

か
は
、
己
に
趨
べ
た
よ
う
に
物
偵
の
腕
貴
で
あ
る
が
、
併
し
営

時
白
如
く
硬
貨
の
骨
骨
重
せ
ら
れ
た
る
時
代
に
は
、
少
々
多
く
の

硬
貨
を
市
場
に
出
し
て
も
、
物
慣
が
極
端
在
る
暴
騰
を
一
段
す
筈

拡
一
な
い
の
で
あ
る
。
然
か
も
百
姓
が
一
換
を
起
さ
U

る
を
件
ぬ

程
に
物
偵
が
上
っ
て
生
品
川
を
凶
難
た
ら
し
め
た
白
は
.
皐
な
る

貨
幣
政
量
の
崎
加
ー
と
い
ム
よ
り
も
、
官
」
ろ
粗
惑
な
る
貨
幣
を
濫

越
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
で
か
く
の
如
告
側
貨
山

株
高
岡
は
、
結
品
他

ω
諸
滞
に
於
け
る
不
換
紙
幣
の
続
殺
と
経
済

的
に
同
一
の
意
義
を
有
す
る
も
の
占
い
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
倫
限

第
二
十
六
巻

λ 

四

第
4

旬
捜

と
の
雨
皮
の
，
扱
に
於
て
、
何
れ
も
紳
興
を
か

t
f山
し
て
帰

る
が
、
之
は
水
戸
藩
が
榊
道
山
盛
た
出
向
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

ー
と
思
は
れ
る
。
全
く
地
方
人
の
お
質
が
よ
〈
現
は
れ
て
民
る
。

か
く
の
如
き
例
は
他
白
一
撲
に
は
殆
E
見
ら
れ
左
い
と
止
で
あ

る。
〉(

 
天
明
六
年
の
末
よ
り
七
年
に
か
け
て
起
た
耐
山
枠
内
の
大
一

究
明
ノ、

年
f、

-(; 

fi 
ノ、
年

寸ー

月

世it
j圭
JW;( 
/11 
i畔
Iλ1" 

授
は
非
常
に
多
〈
の
原
悶
に
基
い
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
藩
札

の
故
裂
も
一
原
因
に
し
て
、
之
は
多
年
に
-H
っ
て
農
民
を
波
持

せ
し
め
、
途
に
農
民
は
そ
の
他
山
誌
求
筑
止
共
に
之
が
出
阻
止
を

絶
叫
し
て
反
抗
す
る
忙
至
っ
た
の
で
あ
る
。
耐
山
瀧
は
幕
政
初

朋
に
於
て
し
ば
f
l
M川
主
が
交
挫
し
た
が
、
古
く
よ
り
落
札
が

行
は
れ
、
己
に
延
資
年
川
以
前
に
於
て
発
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
よ

ろ
で
あ
る
。
安
部
氏
が
踊
山
側
主
と
な
り
て
以
山
川
依
然
稗
札

が
は
れ
て
ゐ
た
が
、
安
部
氏
は
代
々
幕
山
の
大
官
た
ら
ん
と

し
て
常
K
多
く
の
失
費
を
裂
し
、
他
維
に
ま
さ
り
て
財
政
が
窮

乏
し
た
る
筑
的
幣
制
は
一
汗
し
く
素
叫
し
て
ん
た
と
肌
は
れ
る
。

従
て
嗣
山
の
滞
剥
は
頗
る
伝
川
が
少
〈
、
川
民
は
之
を
仙
川
了

自~f水民間ir嶋書
削岩よJ 主~晶t官。統制と開予三七回]{叫下8) 
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る
事
に
よ
っ
て
多
大
の
不
能
主
不
利
と
を
蒙
っ
た
か
ら
、
成
る

ぺ
〈
之
が
使
加
を
倒
越
し
た
滞
常
局
は
銀
札
の
組
問
を
強
制
す

る
潟
め
に
銀
札
れ
附
な
る
も
の
を
設
け
、
各
地
hr

巡
凶
し
て
他

備
札
在
所
持
す
る
も
白
を
取
り
抑
へ
で
庭
前
し
た
。
阿
倍
野
章

子
問
に
は
弐
の
如
〈
述
べ
て
居
る
。

「
銀
札
白
附
と
い
ふ
も
の
を
郡
へ
出
し
、
他
園
札
所
持
の
者

を
押
取
、
牢
屋
誼
放
の
も
の
勝
L
。
但
し
箇
所
銀
札
は
度
々

引
換
有
て
諸
人
大
に
損
亡
せ
し
故
、
毎
に
繭
悶
札
(
之
は
忌

識
に
ふ
る
-
A

を
荷
そ
れ
で
山
の
代
り
に
闘
と
し
た
も
の
で
あ

る
)
は
通
用
少
か
り
き
。
御
常
主
御
入
披
の
糊
は
賢
才
信
義

の
明
君
枕
闘
民
大
に
尊
信
し
、
銀
札
杯
は
一
K
銀
の
如
〈
思
ひ

他
闘
迄
も
盛
に
行
は
れ
し
が
、
御
湘
府
の
後
は
法
艇
が
好
計

に
て
札
座
銀
聖
借
受
し
故
、
引
替
大
に
差
支
し
と
な
り
。
そ

山
口
後
は
引
替
あ
り
け
れ
E
、
過
半
拾
し
故
共
後
は
踊
山
札
大

花
田
掛
り
、
他
国
は
言
に
及
ば
守
、
圏
中
も
多
は
他
所
札
内
々

に
て
、
通
用
も
つ
ば
ら
な
り
。
夫
故
侭
り
を
行
て
信
を
下
に

責
る
さ
も
何
白
骨
就
か
あ
ち
ん
」

之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
領
民
が
自
偵
の
札
に
信
E
止
か
A
Y
し

離

韓

幣
制
山
華
航
に
基
〈
宵
性
一
摂

で
他
制
札
を
好
ん
で
使
川
し
た
位
、
踊
山
藩
札
は
通
用
力
が
宇

か
っ
た
白
で
あ
る
。
紙
幣
伯
他
の
動
揺
が
大
で
あ
っ
て
農
民
は

成
る
べ
く
、
他
制
の
比
較
的
安
定
友
る
札
世
保
持
せ
ん
主
力
め

た
も
の
で
あ
ら
う
。
併
し
か
〈
た
れ
ば
益
々
循
環
的
に
札
の
倒

値
が
下
落
す
る
か
ら
、
器
は
銭
札
日
附
の
制
度
を
設
け
て
、
他

領
札
の
使
用
を
禁
止
し
上
う
在
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
之
は
経

捕
聞
の
原
則
を
師
一
蹴
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
放
果

E
堪
げ
る

事
が
出
来
た
い
の
み
悲
ら
・
ヂ
.
之
が
矯
め
に
農
民
は
少
か
ら
向

損
失
在
家
る
b
け
で
あ
る
。
岡
山
樽
の
農
民
は
幣
制
の
改
革
主

一
授
の
要
求
の
一
っ
と
し
た
の
は
営
然
で
あ
る
。

少
し
話
が
横
道
に
な
る
が
、
余
が
往
年
調
乙
に
在
り
し
日
、

マ
ル
ク
相
場
が
極
端
K
F
Q減
耐
を
な
し
た
る
場
合
に
、
外
岡
人

が
外
闘
貨
幣
を
多
く
所
持
し
て
之
を
マ
ル
ク
札
主
引
替
へ
て
い
以

費
ず
る
の
み
な
ら
宇
、
狗
乙
人
自
身
が
、
時
々
刻
々
恭
落
す
る

所
の
不
安
定
な
る
す
ル
ク
札
宜
保
持
す
る
よ
り
も
外
岡
札
を
有

利
な
り
と
し
、
印
ち
マ
ル
ク
札
に
釘
し
て
凡
べ
て
の
人
々
が
弱

朱
・
と
な
っ
て
、
益
々
マ
ル
ク
相
場
主
下
落
せ
し
む
る
と
い
ム
白

で
、
円
替
総
務
委
員
な
る
も
の
を
任
命
し
、
誰
か
れ
の
川
拾
な

第
二
十
六
巻
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樟

録

幣
制
自
棄
飢
に
基
{
百
性
一
摂

〈
財
布
を
檎
閲
し
て
外
岡
札
を
波
牧
し
、
後
日
モ
の
決
牧
せ
る

目
白
岱
替
相
場
に
換
算
し
て
返
還
す
る
が
如
き
暴
場
主
敢
え
て

し
た
る
も
、
議
も
マ
ル
タ
相
場
を
純
持
ナ
る
事
は
出
来
A
Y
、
調

乙
岡
氏
は
湖
死
の
欣
態
に
迄
陥
っ
た
の
で
あ
る
が
、
稲
山
藩
は

百
五
十
年
以
前
に
、
最
近
白
濁
乙
と
同
じ
よ
う
左
事
を
や
っ
で

騒
動
を
見
た
の
で
あ
る
。

〉5

安
政
元
年
(
一
八
五
四
年
)
、
岡
山
藩
内

岡
山
都
の
落
札
は
最
も
古
き
沿
革
を
有
す
る
も
の
・
二
つ
で

あ
っ
て
、
寛
文
十
年
比
己
忙
行
は
れ
た
止
の
訟
も
あ
る
が
、
余

白
研
究
し
た
る
結
果
に
よ
っ
て
推
定
す
る
に
、
之
は
恐
ら
〈
阜

た
る
計
苗
に
す
ぎ
・
な
か
っ
た
も
白
L
如
〈
で
あ
る
。
宮
際
紙
幣

の
護
行
さ
れ
た
白
は
延
貨
七
年
六
月
で
あ
ら
う
。
然
る
に
質
永

四
年
比
益
圏
一
斉
に
紙
幣
通
用
の
事
が
停
止
せ
ら
れ
た
た
め
、

岡
山
諜
も
亦
停
止
す
る
の
止
む
去
き
に
至
っ
た
が
、
寧
保
十
五

年
十
一
月
再
び
幕
府
の
許
可
に
上
っ
て
紙
幣
宇
一
環
釘
し
、
爾
来

幕
末
忙
至
る
山
由
純
幣
制
度
が
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

岡
山
滞
札
に
つ
き
で
は
巴
に
拙
著
「
封
枇
曾
の
統
制
止
闘

争
」
中
に
於
て
詳
述
し
た
る
が
故
に
、
設
に
敢
え
て
線
り
起
へ

第
二
十
六
巷

λ 

j乞

第
五
披

四

ず
の
必
援
は
な
い
が
、
元
来
、
岡
山
滞
札
も
、
他
様
、
と
同
じ

〈
、
五
貸
出
械
過
を
品
川
じ
二
分
以
下
山
取
引
を
除
い
て
は
式
南
部

糾
幣
に
よ
っ
て
決
済
す
べ
き
も
の
止
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
正

貨
の
保
持
者
は
必
然
忙
、

一
旦
紙
幣
主
引
替
へ
ね
ば
在
ら
左
か

っ
た
。
そ
の
結
泉
、
政
I

肘
は
殆

E
無
利
子
に
て
人
民
か
ら
強
制

借
上
げ
を
訟
す
止
同
一
の
利
益
を
得
る
の
み
む
ら
宇
、
周
期
的

陀
札
潰
し
叉
は
統
領
の
低
械
を
行
弘
、
以
て
損
失
を
人
民
民
輔

嫁
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
幕
末
に
及
び
内
外
多
事
、
殊
に
天

災
飢
僅
が
頻
繁
忙
襲
来
し
て
、
財
政
の
根
本
が
動
揺
す
る
に
及

喜
左
ま
だ
に
混
乱
せ
る
幣
制
は
益
々
償
減
し
、
武
士

は
金
〈
計
蕗
的
に
紙
幣
を
桂
裂
し
、
然
か
も
無
償
値
に
等
し
き

ぴ
て
位
、

不
換
紙
幣
の
強
制
泊
用
を
命
じ
た
る
が
故
に
、
人
民
は
到
底
と

の
背
痛
に
耐
え
る
事
が
出
来
十
、
機
命
あ
る
絡
に
反
抗
の
気
勢

を
一
不
す
陀
至
っ
た
。
営
時
紙
幣
償
値
の
暴
落
、
物
償
狂
脆
の
錨

め
如
何
に
人
民
が
苦
し
ゐ
だ
か
は
か
の
大
地
震
の
あ
う
た
安
政

党
年
の
秋
に
は
、
銀
紙
の
開
き
が
茜
L
〈
、
十
月
末
日
に
於
け

る
町
方
取
引
は
五
銀
一

a
k到
し
て
三
百
五
十
匁
ル
」
た
り
、
十

-
月
三
日
に
は
六
百
h

叫
に
た
っ
た
。
そ
の
結
果
、
大
根
一
本
が

ム.守
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一
匁
、
玄
米
一
石
が
五
百
六
十
匁
に
騰
貴
し
た
。
そ
と
で
己
に

費
行
せ
る
銀
札
を
翻
同
白
十
分
の
一
に
械
倒
せ
し
め
、
新
札
一

匁
主
醤
札
十
h

地
主
主
引
き
か
へ
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

人
民
等
驚
き
て
札
場
忙
殺
到
し
、
何
時
暴
動
と
化
す
る
か
も
知

れ
ぬ
状
態
止
な
っ
た
が
、
幸
か
不
幸
か
、
混
乱

ω最
中
に
大
地

震
が
あ
り
、
集
合
せ
る
人
民
は
命
か
ら
ん
¥
逃
散
し
た
ー
と
い

ふ。
右
は
新
嘗
札
引
き
か
へ
に
基
い
て
降
、
乱
し
た
る
も
、
暴
動
に

は
豆
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
叉
他
の
附
合
地
方
に
於
て

は
、
首
局
が
不
意
に
紙
徴
的
械
倒
を
行
ふ
の
結
果
、
交
通
不
便

に
し
て
附
刊
の
明
か
た
ら
ざ
る
が
故
に
、
特
に
損
失
が
大
で
あ

り
、
農
民
は
己
の
不
首
を
た
ら
し
、
幣
制
の
紋
本
的
立
て
直
ほ

し
を
勾
ナ
ベ
吉
を
要
求
し
て
、
各
地
の
長
此
は
結
か
で
去
か
っ

克己
fj， 
賀
際
一
授
と
は
た
ら
た
か
っ
た
ら
し
い
。
岡
山
市
神
自
身

の
記
録
に
は
全
く
そ
の
事
賞
は
見
つ
か
ら
な
い
け
れ

E
も、

「
銀
札
一
件
挫
」
た
る
弱
本
に
よ
れ
ば
岡
山
雄
が
幣
制
を
時
飢
せ

る
翁
め
、
夫
舗
に
迄
不
利
盆
が
及
ぶ
を
以
て
、
速
か
に
天
舗
内

の
み
の
紙
幣
E
護
行
せ
ん
事
を
歎
訴
し
た
る
際
に
、
岡
山
務
内

雑

録

幣
制
の
素
鼠
に
基

t
百
性
一
時
間

ぷ
に
於
け
る
幣
制
の
素
飢
に
よ
っ
て
一
授
の
勃
裂
し
た
旨
左
記
L

で
あ
る
o

之
は
幕
府
へ
の
諦
附
献
の
草
案
在
る
が
故
に
、
山
川
侭

の
事
賓
が
記
さ
れ
て
居
る
主
は
忠
は
れ
白
か
ら
、

恐
ら
く
一
授

が
起
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

と
の
歎
願
書
に
記
さ
る

tAmに
よ
れ
ば
、
ハ
虫
老
池
川
刑
部
は

只

自
己
の
下
屋
政
及
び
巾
屋
敷
を
普
請
し
て

そ
の
多
額
の
伐
川

を
札
に
て
支
抑
弘
、
そ
の
割
問
日
突
如
と
し
て
札
を
十
分
の
一
花

値
下
げ
hv
断
行
し
た
白
で
、
職
人
等
は
大
損
害
主
家
り
、
常
局
E

怨
む
事
誕
一
し
〈
、

叉
地
方
の
農
叫
ん
は
知
ら
ぬ
附
に
貯
へ
た
金
が

十
分

ω
一
に
た
り
、
茜
し
き
は
反
白
同
様
に
-
な
り
、
物
倒
は
上

る
し
、
到
底
生
前
が
間
決
キ
，
、
そ
の
業
忙
安
守
る
事
が
出
来
左

い
と
い
ふ
の
で
、
城
下
に
抑
し
ょ
せ
制
訴
せ
ん
占
、
旭
市
胤
の
農

民
等
一
挟
主
起
し
、
備
前
一
日
山
名
押
し
ょ
せ
て
叶
慌
た
則
、
藩

よ
り
派
遣
せ
る
武
士
は
大
筒
E
打
ち
放
っ
て
之
を
撃
退
し
た
。

武
士
自
身
が
無
誌
の
策
を
施
し
乍
ち
向
ほ
且
つ
武
力
に
よ
っ
て

そ
の
非
を
磁
は
ん
巴
'
と
す
る
も

ω
で
あ
る
ん
」
、
大
に
姉
悩
し
て
居

る
O

そ
の
同
県
相
の
詳
制
を
知
る
べ
き
史
料
が
た
い
け
れ
E
も

多
年
に
亘
っ
て
不
都
合
左
る
幣
制
を

の
ま
誌
に
放
任
し
、

司Z
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調

錦

備
制
の
棄
蹴
に
基
〈
百
位
一
喪

知
不
識
の
川
に
多
額
の
損
失
を
農
民
に
輔
嫁
し
て
之
を
苦
し
め

た
の
で
あ
る
か
ら
、
百
姓
一
慢
の
起
る
白
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で

あ
る
o

只
岡
山
務
は
何
分
に
も
大
蒋
で
あ
り
、
続
制
力
が
強
大
一

で
あ
っ
た
た
め
、
百
姓
が
ぷ
闘
を
な
す
の
機
曾
が
少
な
か
っ
た
一

も
の
で
あ
ら
う
。
従
て
間
山
蒋
が
安
政
元
年
二
月
房
州
沿
岸
智
一

備
の
命
を
う
け
、
多
〈
の
兵
H
H
を
と
の
地
方
に
減
措
L
で
兵
備
一

が
多
少
手
薄
'
と
た
っ
て
ゐ
た
し
、
又
武
士
の
威
力
が
昔
日
白
如

〈
で
た
〈
-
な
っ
た
白
で
あ
る
か
ら
、
百
姓
が
憤
起
し
た
の
は
恐

ιく
事
貨
で
あ
ち
ぅ
。
岡
山
滞
在
て
も
代
々
名
君
が
あ
っ
て

授
の
如
昔
不
鮮
背
骨
が
全
然
た
か
っ
た
L

と
は
何
人
邑
断
言
山
梨
な

い
在
思
ム
。

以
ト
百
件
の
百
姓
一
回
目
は
幣
制
の
素
刷
叫
が
直
接
ゆ
勤
囚
止
な

っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
外
民
一
也
、
物
情
勝
賞
か

原
因
し
て
起
っ
た
百
姓
一
授
の
中
に
は
、
矢
掠
り
幣
制
の
素
飢

主
直
接
川
接
に
閥
係
し
て
ゐ
る
も
の
が
掛
か
ら
中
あ
る
よ
う
に

思
は
れ
る
o

何
主
な
れ
ば
幣
制
山
影
響
は
農
民
等
に
日
直
接

κ

感
知
せ
ら
る
も
る
程
度
が
少
〈
、
通
貨

ω滋
護
正
哉
〈
物
偵
の
暴

第
二
寸
大
巻

第
五
現

λ 

λ 

プミ

騰
が
直
接
に
農
民
自
生
活
忙
影
響
し
、
背
姉
在
感
ぜ
し
む
る
か

ち
、
百
姓
一
授

ω事
寅
を
記
録
す
る
場
合
に
も
、
止
か
く
物
畑
山

の
騰
貴
そ
心
も
の
丈
け
を
花
脱
す
る
よ
う
に
た
り
、
そ
の
根
本

原
閃
を
宥
過
す
る
由
傾
が
多
か
ら
う
在
川
山
は
る
L

か
ち
で
あ

る
。
併
し
之
は
私
の
推
定
に
止
り
、
物
倒
総
武
に
廿
揖
〈
百
姓
一

慢
心
事
政
は
、
食
鮎
の
膨
脹
・
と
い
ふ
上
り
も
、
山
中
る
天
災
に
よ

る
物
資
の
減
少
に
基
〈
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
し
、
叉
貨
幣
山

側
か
ら
来
た
物
問
。
騰
貨
に
基
〈
一
換
に
つ
い
て
も
、

-'< 

分

析
し
て
幣
制
白
素
乱
主
刷
剛
係
が
あ
る
か
否
か
を
明
か
忙
し
た
の

で
は
た
い
か
ら
確
定
的
危
己
主
は
今
後
由
研
究
に
侠
つ
の
外
は

た
い
。

幣
制
の
奈
乱
に
基
〈

一
白
娃
一
授

ω特
徴

幣
制
白
素
飢
に
基
く
百
姓
一
奈
は
右
に
地
べ
た
よ
う
に
ん
て
の

事
例
が
極
め
て
少
く
、
余
の
調
証
し
た
る
金
百
姓
一
授
の
一
死

し
か
な
い
。
そ
の
理
山
は
閉
山
々
あ
ら
う
が
、
段
も
注
は
す
べ
き

剖
は
巳
に
説
明
し
た
る
が
如
く
、
.
幣
制
の
素
飢
に
基
〈
説
貨
白
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膨
脹
従
て
叉
貨
幣
の
減
慣
が
直
接
に
農
民
の
一
感
や
る
所
と
た
ら

十
、
長
年
月
比
亘
つ
で
徐
々
に
農
民
の
負
携
を
増
加
し
た
に
す

ぎ
左
い
。
故
に
右
の
百
姓
一
授
に
つ
い
て
見
る
も
、
紙
幣
聖
護

行
し
た
り
、
鍛
鈍
を
鋳
治
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
制
度
の
富
施

ぜ

ιれ
た
営
座
に
は
問
題
が
起
ら
在
い
で
、
相
官
の
年
月
が
経

っ
て
か
ら
一
授
が
起
っ
て
ゐ
る
に
徴
し
て
も
こ
の
遊
の
消
息
が

介
る
。
又
幣
制
が
極
度
K
素
鈍
し
た
い
限
り
。
あ
る
程
度
の
泊

貸
膨
脹
は
滴
常
に
物
債
を
引
き
上
げ
る
事
主
一
な
り
、
祉
品
開
の
多

数
を
占
む
る
農
民
は
そ
の
主
要
生
産
物
た
る
米
慣
が
騰
貴
す
る

の
で
却
て
土
ろ
と
ぶ
の
で
あ
る
。
只
そ
れ
が
極
端
た
訟
を
辿
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
折
角
働
い
て
作
っ
た
米
を
克
っ
て
得
た
貨
幣

が
滅
償
す
る
の
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
一
つ
は
貨
幣
の

減
M
聞
に
よ
っ
て
不
知
不
識
の
聞
に
大
な
る
負
婚
を
う
け
て
も
、

そ
の
感
知
の
程
度
は
少
〈
、
直
接
に
色
々
の
形
で
賦
課
せ
ら
る

A
租
税
千
、
日
々
山
曾
ふ
村
役
人
の
非
造
横
暴
の
方
が
、
百
姓

の
反
抗
心
を
激
成
す
る
極
度
が
大
で
あ
る
。
丁
度
今
日
に
於
け

る
消
費
税
止
直
梅
税
と
が
一
般
人
民
到
し
て
奥
ふ
る
感
じ
が
連

ふ
の
と
同
一
で
あ
る
。
今
日
で
も
班
倫
的
に
静
か
に
考
へ
れ
ば

難

幣
制
白
菊
胤
に
碁
〈
百
性
-
摂

量主

消
費
税
の
負
婚
を
理
解
し
、
感
知
す
る
事
が
出
来
る
が
、
卒
業

寅
際
に
は
殆
ど
感
知
し
・
な
い
で
あ
ら
う
。
況
や
営
時
に
於
て
は

百
姓
一
授
を
指
揮
す
る
も
の
で
も
経
済
知
識
が
乏
し
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
山
本
質
か
ち
幣
制
の
素
飢
占
生
活
の
困
難

占
を
理
論
的
に
考
へ
、
抗
争
の
理
由
'
と
す
る
が
如
き
場
合
の
少

い
の
が
賞
然
で
あ
る
。

弐
陀
幣
制
の
素
飢
に
基
〈
百
姓
一
畿
の
費
生
の
時
期
に
就
い

て
一
言
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
。
事
例
が
僅
か
五
件
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
大
量
視
察
に
よ
っ
て
一
定
の
傾
向
性
を
論
断
す
る

事
は
出
来
た
い
が
、
犬
倍
、
徳
川
時
代
に
於
て
貨
幣
摂
済
が
如

何
に
発
展
し
、
如
何
た
る
時
代
に
最
も
護
法
し
、

E
つ
如
何
た

る
時
代
に
最
も
素
飢
し
た
か
を
明
か
に
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
推

論
を
下
し
う
る
b
け
で
あ
る
o
削
ち
徳
川
時
代
比
於
て
は
、
貨

幣
経
済
が
著
し
く
稜
建
し
た
'
と
は
い
で
向
ほ
米
遣
の
経
済
で

あ
り
、
殊
に
そ
の
前
半
期
に
於
て
は
農
民
は
品
問
ほ
自
給
自
足

の
域
主
脆
せ
で
貨
幣
に
依
存
す
る
の
桂
庵
か
少
か
っ
た
。
従

て
農
民
は
、
貨
幣
問
題
疋
向
段
無
関
心
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る

が
、
幕
府
が
惑
貨
の
鰭
遣
に
よ
っ
て
通
貨
を
膨
脹
せ
し
め
、
各

第
二
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雑

録

地
理
的
毘
誠
由
一
個
質
に
ワ
ヤ
て

構
亦
競
ふ
て
紙
幣
を
躍
獲
す
る
忙
及
び
で
は
、
農
民
は
捕
り
貨

幣
経
梢
に
超
然
た
る
事
能
は
守
、
必
然
的
忙
貨
幣
闘
同
に
織
り

仏
ま
れ
、
幣
制
の
如
何
を
鋭
敏
忙
感
知
す
る
に
亘
っ
た
の
で
あ

る
。
然
か
も
幕
末
に
於
て
、
武
士
の
財
閉
鎖
乏
を
背
ぞ
る
忙
及

ぴ
、
紙
幣
の
強
行
が
人
民
土
り
五
貨
を
強
制
的
に
淡
牧
す
る
の

手
段
主
化
ナ
る
や

そ
の
飢
鵬
酬
は
到
底
牧
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
欣

践
に
た
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
農
民
は
自
ら
物
を
生
産
し
乍

ら
、
貨
幣
を
泊

t
て
そ
の
生
産
物
を
失
ふ
の
結
果
さ
た
り
、
自

ら
作
れ
る
も
の
を
商
慣
に
抗
っ
て
生
前
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
破
目
に

陥
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
柑
め
て
僅
少
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

幣
制
の
素
飢
に
恭
〈
一
段
が
仰
れ
も
質
問
四
以
後
に
於
て
食
生
し

た
の
は
資
し
円
前
然
の
事
と
い
は
ね
ば
・
な
ら
ぬ
。

と
の
他
の
特
性
に
つ
き
で
は
、
事
例
が
除
り
φ
い
符
め
、
何

も
の
を
も
い
ふ
事
が
川
米
な
い
。
そ
の
地
理
的
分
布
に
つ
き
て

も
.
抵
抗
形
態
に
つ
き
て
も
‘
亦
後
生
の
季
節
に
就
い
て
も
さ

号
で
あ
る
。
只
右
の
五
件
が
比
較
的
大
瀧
に
於
て
殺
生
し
て
居

る
が
、
之
は
大
藩
に
於
て
は
夙
に
貨
幣
経
怖
が
殻
迷
し
、
貨
幣

の
儒
製
の
大
た
る
に
つ
け
込
ん
で
暴
患
を
敢
行
し
た
か
ら
で
は

第
二
十
穴
巻

J、
O 

第
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あ
る
ま
い
か
o

又
致
生
白
季
節
の
如
意
府
念
的
忙
い
叩
ば
、
物

倒
の
最
も
騰
貴
す
る
季
節
に
組
。
相
で
あ
る
が
、
之
に
就
い
て

も
右
の
事
例
丈
け
で
は
断
言
山
古
滑
な
い
。


