
會學灘 堅摩}く國帝都京

辮齢
　

輪
蘭

些最

相
続

税

の
経

済

政

策
観

・

・
注
學
博
士

階
級
に
就
い
て
…

文
學
博
士

債

値

の
類

型

と

個

性

・
・
・
・
・
・
…

法

軍

士

騨

鵜

肚
會
改
造
哲
學
及
び
連
帯

思
想

・

.
文
學
博
士

本

邦

自

殺

の
男

女

別

:

・
・
・
・
…

法
學
博
士

時

称
醐

税
法

の
新

改
正
を
論
ず

遜
明

と
國

力

:

財 米 恒 高 紳

耀 藤呼
静 太 保 正

治 郎 赤 馬 雄

・
注
學
博
士

小

川

郷

太

郎

…

洗
革
博
士

・山

本

美

越

乃

、

肌脱

苑

水
戸

烈
公

の
穀
物

政
策

・
・
・
…

中
世
末
期

に
於
げ
る
村
落

の
結
合

を
論
ず

雑

鋲
〃

炭
鑛
勢
働
者

の
生
計

・

簡
易
李
均
法

に
就

い
て
・

「
注

翠

玉

本
庄

榮
治

郎

牧
野

信
之

助

.
法
學
博
士

河

田

嗣

郎

・
経
済
學
士

岡

崎

文

規



i

ド

説

苑

中
世
末
期

に
於
け

ろ
村
落
の
結
合
な
論
ず

(
こ

第
十
山
ハ
鰹
}

(第
五
號

一
一二
〇
)

入
六
二

中
世
末
期
に
於
け
ろ
.村
落
の
結
合
な
論
ず
(
)

.

牧

野

信

之

助

小
序

一
筋

の
滞
流

に
濁
水

が
注

入
し
た
揚
食

そ
の
珠
玉
々
聯

れ
た
本
幹
ば
、
忽
ち
そ
の
分
量
に
比
例
し
て
漸
弐
愛
化
さ
れ

ろ
。
斯
く

の
如
く
幾

つ

か
の
流

か
畏
げ
入
ろ
㌧
に
從

っ
て
・
そ
の
幹
流

の
木
末
に
、
如
何

に
格
段
な
色
度
の
製
化

ご
量

の
滑
加
ε
為
示
す
・
ミ

で
あ
ろ
う
。

我
等
に
各
国

の
堅

塁
か
通
観
し
て
、
そ
の
各

時
代

の
號

蓮
な
強

訂
す
る
時
、
亦
此
ε
同
C

や
う
な
現
象

か
観
る
。
外
教
の
渡
来
、
律
令
の
制
定
、
武

猿
政
治

の
開
始
、
遠
西
交
物

の
傳
播
、
鎖
国

令
、
立
憲
政
艦
の
確
立
な
ご
一
.そ
れ
が
外
國

り
影
響
で
あ
る
か
、
若
く
に
民
族

の
白
籤
で
あ

る
か
為
間

想

ず

・
そ
れ
に

一
の
時
代

こ
し
て
匠
劃
ぜ
ら
れ
、
或
に
鎌
倉
時
代
、
或
ば
明
拾

陣
代
な
ご

㌦
呼
ば
れ

る
。
我
等
に
そ
れ

な
大
局
か
ら
観
た
便
宜
上
合
理
釣

の
名
稚

ご
し
て
異
存
々
桐

へ
る
積
に
な

い
。
叉

時
代
ミ
時
代

こ
の
間

ド
新
魯
棄
鈷
の
過

渡
駐
代
あ
る
こ
ε
、
例

へ
ば
四
季
の
推
移
の
間

F
そ
れ
ノ
て

春
[

こ
も
夏
ε
も
っ
か
ね
時
が
あ
る
の
ε
同
じ
で
あ

る
こ
ピ
に
も
、
猶
更
異
存
に
無
い
。

然
じ
今
少
し
く
各

時
代
相
の
展
開
冷
綿
密
に
調
べ
る
な
ら
ば
、
研
究
の
対
照
ド
む
つ
て
、
左
様

・ト
簡
閲早
ド
滲

う
も
の
で
に
な

い
申、
考

へ
ろ
。
我
等

に

こ
の
小
篇

F
於
て
細

存
し

い
地
方
の
史
料
な
聾
べ
て

「
の
締
結
な
得

や
づ
ξ
考

へ
た
晦
に
、
痛
切
に
感
じ
た

こ
ご
は
、
夙
く
先
輩

の
論
及
し
鑑
さ
れ
た

こ
ミ
で
に
あ
ろ
が
・
文
化

の
襲
連
に
・
そ
れ
程
滞
湿

に
育

ぐ
ま
れ

る
も
の
で

ば
決
し
て
な

い
。
源
員
、
榮

輩
物
語
で
以
て
、
輩

に
平
張
朝
の
京
鄭
丈
サ

の
生
活
な
現
は
す
ご
ε
す
ら
無
意
義
で
め
ろ
こ
ミ
は
、
言

ひ
古
さ
れ
た
こ
ミ
で
あ
る
。
勿
論
我
等
ば
律
令
が
確
立
さ
れ
噂
爲
め
に
、
例

へ
衷
面
的
で
あ

ろ
ド
ぜ
エ
.
そ
の
時
代

り
前
後

に
非
常
の
相
違
た
観

る
。
我
国
民
に
そ
れ
か

弾
け
入
れ

る
素
地
の
分
量
が
、
こ
れ
程
あ

っ
た
か
無
か
っ
た
か
た
、
そ
れ

程
問
題
に
は
し
な

い
に
し
て
も
・
叉
天
主
教
の
渡
來
魁

・・れ

丈
け
安

土
、
桃
山
時
代
の
交
物
に
影
響
し
た
か
は
餓
叫
に
明
白
な

こ
ご
で
あ
る
。

.

然

し
我
盛

は
如
何
極

微
性

に
富

ん
募

ろ
か
き

云

っ
て
・
之
憲

守

ろ
條
件
が
具
備
ゼ
蒔

れ
ば
な
ら
な

い
。
叉
或
者
に
批
評
的
に
観

て

学

し

蕪

條
件
で
強
制
的
星

け
入

れ
ら
れ

る
こ
ミ
に
な

い
筈

で
め
る
。
果

て
に
模
倣
心
ば
あ

っ
て
も
、
そ
の
能
力

に
淫
し
な

い
多
敏

の
民
衆
が
あ

る
こ

こ
々
忘
れ

み
こ
ご
に
出
來
な

い
o
旁

々

}
度
呉
入
れ
た
習
慣
た
、
容
易

ド
覗
し
な

い
も
の

＼
多

い
.
隔ミ
々
も
考
慮
し
れ

い
。
我
等
が
握
む
地
方
臭

●



-r

の
ブ
イ
発

ー-
・
左
様

に
鋭
敏
に
同
じ
や
う
な
速
度
で
骸
展
し

マ
.
、
醤
衣

な
脱
ぐ

に
急
し

い
光
献
な
示
し
て
呉
れ

ろ
…

・
11
寧
ろ
稀
で
あ
ろ
。
殊
に

凡
そ
近
世

為
境
界

書
し

て
そ
の
前
後

に
ば
非
常

の
差
異

々
示
で
の
で
あ
み
。

我
等
に
管

々
し
き
序
言
で
紙
面
な
奪
ふ
こ
ミ
た
恐
れ
ろ
。
唯
主
張
す
ろ
ε
こ
ろ
に
、
あ
ま
り
中
央

の
史
料
本
位

、
殊

に
政
治
上
の
立
場

か
ら
、
脅
時

代
ε

い
ふ
も

の
た
堅
く
運
命
付
け
ら
れ
た
も
の

、
様

に
考

へ
る

　
の
史
風
な
、
特

に
庶
民
階
級

為
重
鎧

ぜ、
し
た
歴
史

研
究
の
場
合
に
、
引
合
ぜ

ゐ
・、
ε

々
避
け
て
欲
し
い
爲
め
で
あ

る
o

概
言

我
等
は
こ
の
小
篇
に
於

て
、
我
国
村
落
制

の
獲
達
の

一
部
を
闡
明
し
や
う
ご
考

へ
る
。

普
通
中
世
ε
呼
ば
れ
る
}牛
安
朝
、
若
く
は
そ
の
序
幕

ご
し
て
の
奈
頁
朝
か
ら
、
安
土
、
桃
山
時
代
迄
、
地
方
に

は
荘
園
の
制
度
が
行
は
れ
て
居

つ
だ
。
そ
の
制
度
が
種
々
の
原
因
か
ら
崩
壊
し
た
時
期
を
中
心

嬉
し
て
、
そ
の
前

後
に
亘

っ
て
、
例

へ
そ
れ
は
自
衛
的
で
あ
り
、
叉
消
極
的
で
め
っ
た
・し
は
云

へ
、
利
害
關
係
を
共

に
す
.る
村
落
が

種

々
の
方
式
の
下
に
、
堅
き
結
合
一

一
種
の
自
治
が
行
は
れ
、
實
権
は
長
老
、
紳
主
な
ご
の
手
に
あ
っ
た
ご
は

云

へ
、
村
中
「
惚

」
の
名

を
以

て
、或
は

規
定

を
作
り
、
或

は
契
約

を
爲

し
、
時

に
過
激

な
万
法
を
執

る
に
至

っ
た
。

、恰
度
此
時
期

に
は
西
隊
の

ヘ
ソ
ザ
同
盟
に
類
似
し
陀
自
由
都
市
-

堺
、
山
田
な
ごし
の
出
現
が
、
国
史
の
上

薫

一
段

ε
興

味
を
惹

か
せ
る

こ
ε
で
め

る
が
、
本

題

の
村
落

の
結

合
は
、
も

こ
よ
り

郡
市

ご
村
落

ε
云

ふ
上

に
、
そ

こ

に
生

活

し
て
み
る
庶

民

の
威

毘
も
異

る
こ
`
で
め

る
か
ら
、
同

　
で
あ

る
ε
云
は

な

い
迄
も
、
矢
張

同

ド
類

型

の
下

に
獲
現
し
た

も
の
だ
ε
迄
は
考

察

し
得
ら

る
る
。
、而

し
て
我
等

の
管

見

で
は
、
後

に
江
戸
幕

府

の
村
落

自
治

は
、
多
く
彼
等
自

身
組

上
げ
た
結

合
法
を
噂
廻
去
勢

し

、
そ

の
作

り
上
げ

だ
危
険

な
分
子
は
厳
禁

し
て
、
.・中

に
ば

説

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
な
論
ず
(
一)

第
十
六
巻

(第
五
號

=
一=
)

入
六
三

卜

二



読

苑

中
世
末
期
に
於
け
ろ
村
落
の
結
合
為
論
す
(
一)

第
十
六
巻

(第
五
號

=
二
二
)

入
六
四

反

っ
て
幕

府

の
手

に
牧

め
て
、
彼

等
を
制
禦
す

る
方
法

に
逆
用

し
π

も
の
も

あ
る

ご
思
は
れ

る
の
で

め
る
。

」

荘
園
治
下
の
村
落

律
令
が
公
布
實
施
せ
ら
れ
、
然

も
早
く
、
他
方
に
あ
り
て
は
そ
の
固
有

の
上
に
定
め
ら
れ
π

る
土
地
有
制
が
崩
壊
せ
ら
れ
た
平
安
朝
の
中
頃
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
よ
り
先
き
既
に
聖
武

の
御
宇
、
私
有
地
永
代

所
有
の
許
可
令
が
あ

っ
た
の
ε
相
待

っ
て
、
地
方
の
経
済
界
は
逆
増
す

べ
か
ら
ざ
る
混
臥
に
陥

っ
た
。

物
語

に
描
か
れ
た
風
流
は
、
強
て
地
方
に
謝
し
て
眼
を
閉
ぢ
た
宮
廷
生
活
の

一
輌

に
過
客
な

い
。
我
等
は
議
論

を
進

め
る
順
序
こ
し
て
.
鯨
り
叢
書
ひ
古
さ
れ
た
所
例
で
は
あ
る
が
、
寛

和
か
ら
永
延
の
頃
尾
張
の
国
司
で
み

っ

た
藤
原
元
命
が
、
非

法
の
官
物
を
掠
取
し
、
潜
行
横
注
を
事
亡
し
た
三
十

[
箇
條
を
藪

へ
て
、
郡
司
、
百
姓
が
官

裁
を
謂
ふ
爲
め
に
捧
げ

だ
愁
然
を
楡
す

る
時
.
よ
し
訴
状
、
愁
状
の
常

ご
し
て
誇
大
さ
れ
る
を
常

こ
し
、
相
當
割
.

引
を
し
て
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
の
に
し
て
も
、
地
方
政
治
の

　
面
は
紙
上
に
躍
如

た
る
も
の
が
あ
る
。
も
ご
よ
り

政
事
の
事
は
、
注

に
あ
ら
す
七
て
人
に
あ
り
、
當
代
能
吏
傳
に
掲
げ
ら
.れ
た
人
も
少
く
な

い
で
あ
ら
う
が
、
概
言

幽
す
れ
ば
、
地
方
村
落
の
百
姓
は
思
ふ
が
儘
に
そ
の
人
椹
を
蹂
躪
せ
ら
れ

つ
、
、
塗
炭
の
苦
を
受
く
る
も
の
が
多
か

っ
た
こ
ε
、
思
は
れ
る
。

此
塒
代
、
所
謂
櫓
門
勢
家
寺
肚
豪
族
の
手
に
荘
園
が
盛
行
せ
ら
れ
る
こ
ご
に
な

っ
た
。
我
等
は
地
方
の
肚
會
を

眺

め
て
、
之
を
荘
園
時
代

ざ
呼

ぶ
の
に
躇
躊
し
な

い
i

荘
園
の
或
者
は
守
護
不
入
で
め
り
、
若
し
く
は
囲
税
、

附
加
税
の
免
除
を
特
権

・し
し
て
居

っ
た
。
即
ち
、
国
家

の
権
能
の
及
ば
漁
土
地
が
、
所
在
に
散
在
し
て
お
っ
た
こ

琶
で
あ
る
.
然
ら
ば
庄
園
治
下

の
農
民
の
生
活
は
如
何

の
歌
態
で
あ
っ
た
か
。

■



巳

1

」

■

.

我
等
は
時
代
ε
事
實

ご
に
謝

し
て
、
あ
ま
り
に
断
片
的
な
僅
か
な
記
録
ご
交
書
ε
を
辿

っ
て
、
総

べ
て
の
庄
園

を
総
括
し
た
議
論
を
催
す

こ
ご
を
避
け
る
。
然
し
各
時
代
を
通
じ
て
、
頗

る
緩
漫

猛
攣
化
こ
そ
あ
れ
、
史
料
を
通

じ
て
、

こ
れ
丈

け

の
こ
`
は

云

へ
る
一

假

り
に
悪
吏

の
暴
政

か
ら
遁

れ

て

=
肚
を
形
作

つ
た
ε
し

て
も

.
そ
の

多
C
は
前
門
狼
を
防

い
で
後
門
に
虎
を
進

め
ら
れ
た
類
で
あ
る
,
質
商
集
、
百
合
交
書

.
東
大
寺
交
書
、
興
福
寺

交
書
な
ご
で
租
ま
ご
ま

っ
た
概

慾
を
得
ら
れ
る
各
地
荘
、園
の
内
郡
一

部
落
民
の
生
活
は
、
児
礫
の
下
に
拉
が
れ

⑦

た
雑
草
そ
の
儘
の
威
が
め
る
。
其
は
江
戸
幕
府
の
時
代

に
し
て
も
、
領
主
、
代
官

の
異
る
に
從

っ
て
.
そ
の
政
治

に
相
違
が
み
る
の
ピ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
し
て
は
此
等

の
文
書

に
絶

え
ず
出

て
来
る
も
の
は
恐
.ろ
七
く
僻
ん
.

だ
感
じ
の
み
る
部
落
民

の
荘
官
.に
劃
す
る
弾
劾
交

で
あ
る
、
但
し
そ
の
弾
劾
交
た
る
や
、
十
中
八
九
迄
ほ
哀
訴
斌

で
.あ
る
。
頗

る
意
無
地
の
な
い
態
度
で
愁

嘆
を
並

べ
た
も
め

で
あ
る
。
而
し
て
猶
公
牛

に
観
察
す
る
な
ら
ば
.
庄

内
に
は
本
所
、
・本
家
の
居
を
構

へ
る
も
の
は
通
例
無
か
っ
だ
こ
ご
か
ら
、
所
謂
悪
蕪
ご
構
せ
ぢ
れ
た
る
津
浪
の
武
.

圭
、
衆
徒
な
ご
が
最
も
よ
い
隠
遁
所

こ
し
て
、
時

に
圧
民
に
左
櫓
し

つ
、
、
反

っ
て
庄
官

に
横
車
を
押
す
や
う
な

事
も
少
か
ら
粗
こ
ε
で
あ
っ
陀
。

,

次
に
地
域
上
か
ら
庄
園
ε
云
ふ
も
の
を
考
察
す
る
に
、
そ
れ
は
何
も
支
醜
上
の
地
理
的

一
睡
劃

ε
し
て
定
ま
っ

て
み
る
次
第
で
は
な
い
。
英
国
経
済
史

に
見
え
る
、

マ
ノ
ー
ル
の
標
本

の
や
う
な
個
所
は
、
我
国
の
場
合
、

↓
.庄
.

ざ
し
て
そ
う
何
庭

に
で
も
存
在
し
た
も
の
で
は
な

い
。
鎌
倉
時
代
の
初
葉
、
高
雄
紳
護
守
の
所
領
ε
し
て
有
名
で

あ
っ
た
、
若
狭
西
津
御
庄
は
、
本
撫
は
今
の
小
濱
港
の
北
東
に
近
接
し
て
み
る
が
、
浦
餌
ひ
に
岬
角
を
廻
る
敷
里

説

苑

中
世
末
期

に
於
け

ろ
村
落
の
結
合

か
論
ず

(
一
)

第
十
六
巻

(第
五
號

=
一}
三
)

入
六
五
.

、

噛

」



読

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
な
論
ず
(
一
)
.

第
十
六
巻

(第
五
號

=
二
四
)

八
六
六

田
烏
浦
亦
飛

び
離

れ

て
、
西
津
御

庄

の
名
禰

を
冠

し
た

こ
ε
で
あ

っ
π
。
入

丈

の
獲
達
未

だ
幼

稚
な

る
時
」
斯
く

離
れ
π
而
甚

・
例

へ
国

産

の
名
難

育

つ
に
し
て
も
、
そ
の
享
有
す

る
利
害
關
係
は
、
地
域
的

巌

相
違
が

あ

る
。
從

っ
て
庄

園

ε
は
云
ひ
條
、

一
つ

一
.つ
の
部
落

で
あ

る
場
合

に
は
、
例

へ
弱

い
な
が
ら

に
も

、
そ
の
必

然

の
要

に
迫
ま
ら

れ
て
、
消
極
的

に
早

く
か
ら

何
等

か
結

合

の
方
法
が
案
出

き
れ

る
の
を
見

る
。

東
寺
百
合
交
書
に
よ
く
見
え
る
若
狭
太
良
庄
は
、
小
濱
港
東
郊
猫
額
の
地
で
、
小
部
蓬

ぞ

っ
か
黙
々
し
て
・

ゐ
.る
が
・
大
讐

於
て
書

ま

っ
て
み
る
。
建
武
元
年
八
月
、
そ
の
庄
民
東
寺
に
申
歌
を
捧
げ
て
代
官
腕
袋
彦
太

郎
の
瑛

+
三
保
姦

へ
・
鉦

蓬

を
迫
つ
蕩

合
、
そ
の
箇
係
書
の
中
に
代
官
蓬

蓬

塁

審

麗

し

や

あ

へ

も

を

ミ

て
・
之
を
城
廓

に
使
用
し
た
き

・
を
擧
げ
て

「御

領
内
在
家
作
重
之
事
、
.御
領
繁
且
源
也
、
然
而
無
・
是
非

被

・
押

塑

間
之
條
、御
器

磐

蕃

」
こ
し
て
、

一
味
禦

畏

ん
だ
こ
.墓

述

　
、
五
+
九
名
の
応
長
が
連
署
霊

起
請
文
を
附
し
て
み
る
。
薙
に

「御
領
」
ε
云
っ
て
み
る
の
は
東
寺
に
謝
す

る
他
所
行
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
.即
ち

「自
ら
の
部
落
の
爲
」
で
あ
る
こ
ε
ば
云
ふ
迄
も
な

い
。
.
.

又
高
野
山
賢
簡
集
に
よ
る
ε
、
正
和
四
年
十
二
月
附

、
紀
州
紳
野
、
猿
川
、
眞
國
三
ケ
庄
々
官
連
署
の
起
請
文

に
・
+
ヶ
係

の
掟
を
出
し
て
み
る
が
、
中

に
他
圧
痕
籍
事
の
條

に
は
讐

の
輩

の
齪
入
を
警
戒
す

る
こ
簸

る
嚴

重
に
、
佳
人
庄
官
の
中

一
人
で
も
不
開
の
由
を
以
て
孚
が
あ

っ
た
場
合

に
は
、
決

し
て
許
容
せ
澱
よ
し
を
誓
言
し

た
。
北
部
ち

一
座

ε
し
て
の
.立
場
を
明
確

に
し
て
、
當
特
有
勝
ち
で
あ
っ
た
、
境
界
論
を
避
け
や
う
己
し
π
に
外

な
一ら
な
い
。



我
等
は
本
論
に
入
り
か
け
や
う
ε
し
て
、
猶
藪

に
い
く
ら
か
鎌
倉
時
代

の
史
料
を
引
用
す

る
こ
ε
を
許
容
し
て

頂
き
窪

い
。
其
は
近
江
八
悟
町
の
.西
、
島
村
大
島
.
沖
島
帥
肚
に
所
戯
し
て
み
る
庄
園
…關
係

の
敬
通
の
交
書
で
め

お

。
.

.

そ
の
中
弘
長
二
年
+
月
十

一
日
附
の
も
の
で
、
交
書
の
裏
に
は
座
員
十
五
名
が
覚
束
な
き
自
署
名

ε
花
押
ε
を

並

べ
、
本
文

に
は

も

へ

ち

敬
白

在
隠
撮
文
事

　

へ

し

も

や

も

へ

斗

返

錐
、
此
等
之
不
思
議
之
「円

悪
口
輩
者
可
レ被

レ追
二
却
.
御
庄
内
↓
兼
叉
云
二
妻
女
子
息

…若
村
を
千
萬
被

レ

リ

リ

も
　

う

り

も

や

へ

も

致
二
悪
ロ
一
者
、
小
屋
も
可
彿
[

焼
者
也
、

.

右
守
二
種

々
親
交
之
旨

一各
可
レ
寒
二
悪
口
不
思
議
↓
何
親
交
之
旨
如
レ
件

こ
述

べ
て
あ
る
も
の
で
、
大
要
は
庄
の
悪
口
者
に
劃
す
る
制
裁
を
、

　
昧
同
心
し
て
定

め
陀
掟
書
で
あ
る
。
而
し
.

℃
こ
の
隠
親
交
の
裕
は
、
庄
官
側

に
謝
し
て
、
、庄
民
の
秘

か
に
作

っ
た
掟
の
謂
で
あ
ら
う
。

叉
永
仁
六
年
六
月
四
日
附
で
、稗
官
、
村
民

一
.味
伺
心

の
起
請
文
の
示
す

ご
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
供
祭
用

の
江
利
を

中
庄

々
官
百
姓
の
爲
め
窃

捨
て
ら
れ
た
の
を
訴
訟
ぜ
ん
毛

て
、
若

上

味
鳶

免
れ
、
叉
は
返
忠
を
な
す
も

の
が
あ

っ
た
場
合

、
庄
家

を
追
放
す

る

こ
ε

、
定

め
、
大

小
榊
砥

に
誓

っ
た

こ
ε
で
あ

る
。
更
ら

に
附

言
し

て
、

君
上
・
の
裟

・
暴

崇

の
腫

、

一
同
の
沙
汰
た
る
べ
し
蓬
云
ぞ

み
る
。
狸

種
の
定
め
説

蒸

曳

永
七
年
十

一
月
二
十
二
目
附

で
、
事
件
を
逸
し
て
み
る
が

「
奥
島
百
姓
等

一
味
同
心
事
、
君
此
旨
そ
む
き
か

へ
り

警

お
も
せ
ん
誉

於
プ
3

在
地
ヲ
可
レ道
者
也
」
ε
あ
る
・
警

無

代
は
少
し
降
下
す
・
が
、
異

元
年
二

醗

苑
・

中
世
末
期
に
於
け
る
村
落
の
結
合
律
論
ず

(
】
)

第
十
六
巻

(第
五
號

=
二
五
)

入
六
七



〆

説

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
心
論
す
(
こ

第
十
六
巻

、(第
五
號

=
二六
)

八
六
入

丹
日
、
而
庄

村
人
等
衆
議

日
ξ
題
す

る
決
議

文
が
あ

っ
て
.
中
庄

の
某

が
西
當
圧
供
齋

の
江
利
を
切
上

げ
た
爲
、
r

両

圧
神
輿
を
振

っ
て
庄
境

し
獲

向
し
だ

が
、
某
は

一
向

に
陳

謝

し
た
け

れ
ざ
も
許

さ
な

い
、
漸

く
惚
追
捕

使

の
口

,入

で
聯
輿
を
蹄

入
し

、
將

來
を
厳
戒

し
だ
ε
あ

る
.。
此

は

明
ち

か
に
、
庄

民

の
衆
議
決
行

の

一
件
を
録

し
陀
も
の

.で
あ
る
。

斯

し

て
我

等
は
若

し
年
號
を
逸

し
た
な
ら
ば
、
或

は
中

世
の
末
期

の
も
の
で
は

あ

る
ま

い
か
ε
思

は
れ

る
、
此

等

の

一
地

方

の
些
細
事

で
は
あ

る
が
、
鎌
倉

の
至
賢

町
初
期

へ
か
け

て
の
史
料

に
、
兎
も
角
蠢

々

ざ
し

て
、
庄
民

の
結

合

ε
云

ふ
ご
ε
が
起

り

つ

、
あ

っ
た

こ
ε
を
知

b
得

る
の

で
あ
る
。

,

中
世
も
段

々
末
期

に
な

っ
て
、
態
仁
、
文
明
あ
た
り
を
境
界
ε
し
て
、
.村
落
の
結
合
は
著

し
く
目
立
っ
て
來
る

そ
の
真
料
は
非
常

に
豊
富
に
な
る
ゆ
そ
の
内
容
は
前
述

し
た
鎌
倉
、
若

し
く
は
そ
の
以
降

の
も
の
に
比
し
て
別
段

相

撹
を
見
な
い
も
の
も
あ
る
.
否
そ
つ
く
b
同
じ
ゃ
う
な
も
の
も
あ
る
。
但
し
そ
の
形
式
は
種
々
の
型
を
以
て
磯

現
し
た
。
山
田
に
三
方
衆
が
あ
り
、
堺

に
町
走
衆
が
あ
り
、
其
筈
の
下
に
組
織
井
然
た
る
自
衛
的
團
膿
が
あ

っ
て

旨
治
禮

の
都
府
が
出
現
し
レ
如
何
な
る
盗
れ
者
も
、
手
出

し
を
す
る
こ
ご
が
出
来
な
か
っ
た
そ
の
塒

に
當

っ
て
、
.

期
㌍
同
じ
う
し
て
、
多
く
の
村
落
は
、
そ
れ
み
、
季
常
事
無
き
に
當

っ
て
は
、
季
和
的
な
が
ら
而
あ
鞏
固
な
諸
種

の
村
規
約
を
作
b
、

一
朝
有
事
領
主
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
な
ご
に
は
、
頗

る
渦
激
的
な
申
合
の
下

に
、

一
部

落
擧
げ

て
生
死
を
共

に
す

る
ま
で
の
盟
約
を
神
明
に
誓

ひ
、
亦
共
同
の
利
害
を
有
す

る
部
落
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
聯
A
目
し
て
會
議
を
開
き
.
そ
れ
が
場
合
に
め
り
て
は
、

一
郷
乃
至

一
郭
に
及
ん
だ
こ
ご
で
あ
る
。

噸



近
江

の
概
観

我
等
は
以
下
各
論
に
入
ら
ん
ε
し
て
㍗
可
成
多

く
實
例
を
列
學
し
、
然
る
後
綜
合
的
考
察

に
及
腰

ん
ε
す

る
。
而
し
て
自
己

の
便
宜
上
、
そ
の
史
料
を
多
く
近
江
の
各
地
方
に
求

め
た
。
故
に
比
論
交
の
立
場
か
ら

近
江
は
如
何
な
る
國
で
あ

っ
た
か
を
概
言
す
る
i

、奈
良
朝
以
來
、
大
和
諸
大
寺
の
所
領
ざ
し
て
多
く
を
占

め
ち

れ
た

こ
の
國
[は
、
季
安
朝

の
末
葉

か
ら
、
延
暦
寺

ご
佐

々
木
氏

ご
の
勢

力
地

ε
な

っ
て
、
そ

の
地
理

的
外
貌

ξ
は

・
.

反
射

に
、
統

一
が

つ
か
す

、
遂

に
室

町

に
入

っ
て
か
ら

は

一
層
甚

し

い
分
裂

状
態

に
入

っ
た
、

そ
れ
で
も
信

長

の

投
じ
π
双
⊥
ハ
の
釆
子
は
、
先
づ
安
土
山
に
擲
た
れ
、
秀
吉
以
下
そ
れ
ぐ

所
在
の
地
に
武
断
的
政
治
を
布
く
に
至

つ
π
。
元
来
が
そ
の
地
域
は
畿
内
の
外
帯
ご
は
云
ふ
も
の
、
、
文
化
染
浸
の
程
度
は
大
和
、
河
内
な
ご

、
大
し
た
.

差
別
を
見
な
か
つ
π

こ
ご
で
あ
る
が
、

一
面

に
は
何
分
に
も
國
の
大
部
は
常

に
四
分
五
裂
し
て
鰍
百
年
連
続
し
て

同

一
守
護
家

の
保
護
を
受
け
た
ε
云
ふ
や
う
な
事
例
に
乏
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
各
部
蕗
の
住
民
は
、
こ
う
し
て

も
対
内
掛
外

ε
も
、
自
衛
的
の
規
約
を
結

ん
で
、
そ
の
存
在
を
維
持
す

る
必
要
が
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
随
タ
早

く
か
ら

一
種

の
自
衛
策
を
案
趾
せ
な
け
れ
ば
な
ら
阻
程
、
互
に
接
濁
し

つ
、
あ
っ
た
こ
ε
で
あ
る
。

村
規
約
の
制
定

精
簡
深
浅
の
度
は
別
ご
し
て
、
利
害
を
共
に
す

る

一
村
、
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
敷
ケ
村
が
多

少
の
利
己
的
自
由
を
没
却
し
て
、

一
の
共
同
規
定
を
實
施
す

る
ε
云
ふ
こ
ε
は
、
如
何
に
し
て
も
国
家

の
法
令
が

公
布
さ
れ
て
幾
分
な
り
ε
も
、
そ
の
適
用
の
精
神
を
會
得
し
た
後
に
現
は
れ
る
現
象
で
あ
ら
う
q
此
観
察
黙

よ
り

す
れ
ば
、
近
江
の
地
方
部
落
に
殿
現
し
た
中
世
末
期

の
私
法
は
頗
る
法
的
訓
練
を
経
た
も
の
ε
云

へ
る
。
我
等
は

蹴

苑

中
世
末
期
に
於
好
ゐ
村
落
50
結
合
な
論
ず
〔
一
V

第
十
六
巻

(第
五
號

一
三
七
)

入
六
九



'

講

苑

世

末
期
に
於
げ
烏

落
の
馨

器

文

一)

筆

六
巻

(第
五
號

一
三
八
)

八
七
Q

先
づ
順
序

ε
し
て
最
初
李
偲
常

態
ε
し
て
の
村
規
約

の
成
立
を
叙
.述
七
や
う
。

近
江
蒲
生
郡
翁

の
砦

交
書
は
、
此
等

の
事
例
を
有
す
る
・
こ
ぞ

、
亦
割
合
阜

い
時
期

の
も
の
が
あ
る

そ
の
初
見
の

『

衣
安
五
年
†

一
月
十
四
日
始
之
`
あ
る
衆
議
所
定

に
は

(鱗
)

、

一
・
寄
合

ふ
れ

二
度
仁
不

・出
者

五
+

久
、可
・
魚
層

者

也

一
、
森
林
木

な

へ
切
木
は
五

百
交
宛

可
・
爲

・
者
着

色

一
、
木
車

は
百

亙
宛

可
レ
爲
レ
各
者
包
井
.く
わ

の
木

一
切
物

か
き
は

一
つ
な

る

べ
き
者
也

の
四
グ
條
を
擧
げ
て
み
る
。
そ
の
共
有
肚
地
で
あ
る
、
山
林
盗
伐

に
謝
す

る
制
裁
は
暫

措
き
、
會

含
に
關
著

制
繋

ざ
は
・
可
な
と

巻
髪

も
の
ざ
考

へ
る
。
而
し
て
年
商

に
は
、
會
合
、衆
議
を
以
て
妻

決
す
る
・
ε
姦

繁

に
行
は
れ
て
居

っ
た
こ
ご
を
も
想
は
し
め
る
、
次
に
長
蘇
四
年
十

一
月

一
日
附

の
掟
で
は
、
神
事
に
關
す
乃
も

(旅

人
)

㊨
三
篠
の
獣

留

℃

}

べ
か
ら
す
L

の
條
が
あ
っ
て
、
よ
転

罐

代
の
白
鍵

を
毒

せ
し
む
・
こ
ε

で
め
り

・
叉
外

部

か
ら
種

々
の
名
目

の
下
に
入
村
す

る
も

の
を

禁
じ
、
自
由

に
未
進

、
.無
下
地

の
耕
作

を
遇

め
把

.

延
徳
元

年
十

一
月
四
日
附

の
地

卜
掟

ε
題
す

る
も

の
は
、
十
九

ケ
條

を
敷

へ
、
そ
の
多

く
は

個
事
に
關
し
た

こ
`
で

あ

る
が
、
無
も
請
人

な
ぎ
他
村

人

の
移
住
を
殿
禁

し
、
そ
の
理
由

は

明
か
で
な

い
が
、
犬
を
飼

ふ
こ
ε
を
禁

じ
、
最
.

後
の
條

に

コ

・
堀

・
・
東

・
屋
敷

二

ヘ
カ
・
薯

也
」
話

・・
の
は
、
想
像
を
許
さ
る
る
な
・
ば
、
そ
の
堀

が

一
部
落
の
匠
劃
一

非
常
の
場
合
の
防
禦
線
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

・拠

に
丈
鍾
二
年
三
月
九
日
改

め
の
も
の
に
は
、
共
有
肚
地
の
盗
伐
に
聞
す

る
制
裁
を
主
ご
し
て
み
る
こ
ご
で
あ

る
が
・
掟
に
背

い
た
も
の
は
・
地
下
人
精

仕
同
座
を
停
止
し
、
後
家
、
孤
養

岳

蓮

放
し
、
亦
堅
べ
そ
の
地



●

を
他
村

に
責

卸
し
な

い
こ
ε

、
定

め
て
み
る
。
、此

事
は

前
條
延
徳
元
年

の

交
書

に
も
大
髄

同
様
な

こ
ε
が

見

え

「馨

響

レ餐

素

…物
璽

ヂ
バ
.劉

ご
一

・
　

永
正
+
華

・一旦

+
育

附

の
も

の
は

、
近

世
江
戸
幕
府

時
代

に
な

っ
て
、
津

々
捕

方
あ
ら

ゆ
る
方
法

を
以

て
虚日[傳

さ
れ
た
、
五
人
組

法
規

の

前
書

に
酷

似

し
π
も

の
で
、
共
有
肚
地

に
封
ず

る
禁
制

{
ケ
條

セ
除

い
た
な
ら

ば
、
若

し
年
號
を
逸

し
た
場
合
、

誰

か

一
慮

近
世

の
も
の
だ
ざ
思
は
槍
も

の
が

あ
ら
う
。

以
下
様

々
を
列
暴
す

れ
ば

、

(博
奕
)

宮

、
庵

室

一
バ
ク
チ
諸
勝
負

堅
禁
制

也

一
、
於
二
諸
・堂
、

　
・
於
二
短

籍

ノ
窺

ケ
堰

イ
盛

者

任
=
先
規
掟
・
旨
ネ

レ可
多

同
塵

也

}
、

蕗

)

一.、
菜
地
細

ニ
テ

ソ
キ
草

、

ヨ
セ
土
着
停
止

畢

一
、
萬

之
作

毛
號

レ
拾

ト
狸
事
停
止
畢

こ
れ

で
あ
る
。

弘
治

二
年
改

の
も

の
も
、
猶

前
條

に
近

い
も

の

で
、

泊
客
を
禁

じ
、
如

何
様

の
用
事

に
關

せ
す

、
無
案

内

に
て

入
村
を
禁
じ
・
塁

・
喧
嘩
を
禁
・
・
亦

「
麹

や
の
は
・
か

へ
科

・
+

・
の
す

三

・
、
あ
し

・
の
・
・
か
・

十

こ
の
す

ミ
ニ
ソ
」

の

一
條

あ
b
、
「
さ
う
や
」
の
意
は

明

か
で
な

い
が
、
「
あ
し

こ
」
は
足
子

で
、
所

謂
天
秤
棒
を

肩

に
し

つ
、
諸
国

を
行

商

し
陀

小
費
人

足

の
意

で
あ
る
。
此
村
早

く
よ
b
商
人

の

　
根
擦

`
し
て
、
出

で

＼
四
方

を
澗
歩

し
π
こ
ε

で
あ

る
が
、

そ
れ

に
し

て
は
鯨
b

に
、
自
己

の
村

落
の
團
結

を

の
み
計

る
に
急

で
あ

っ
π
の
を

思
ぽ
ず

に
る
ら

れ
な

い
。
降

っ
て
天
正
以
降

に
な

つ
.て

も
、
そ
の
定

む

る
ご
こ
ろ
は
農

事
本

位
憾
、
格
殺

の
相
違

■

説

苑

霊

末
擢

於
け
ろ
村
落
の
結
愈

論
文

こ

第
+
六
巻

(第
五
號

三

怨
.

八
七
一

●



'

読

苑

中
世
末
期
に
於
け
る
村
落
の
結
合
な
論
ず
(
こ

第
十
六
巻

〔第
五
號

一
四
〇
)

入
七
二

を
見

な

い
。

そ
の
天
正
十
⊥
ハ
年
七
月
十

一
日
附

の
も
の

は
穀
物
窃
盗

の
場

合

の
制

裁
、
及

び
穀
物

な
ご
を
連

ぷ
場

合
、

そ
の
時

刻
は
六

ッ
以
前
を
遍

め
て
み
る
。

こ
れ
窃

盗
を
豫
防

す

る
爲

め
の
方

策
で
め

る
。

こ
の
交
書

に
始

め

て
、
今
堀
惚

分

ε
し
て

一
の
花
押

を
劃

し

て
み
る
、
恐

ら
く
そ

の
長
老

の
代
表
者

に
よ

っ
て
な

さ
れ

π
毛

の

で
あ

ら
う
。

然

も
そ

れ
は
衆
議

で

め
る
こ
ε
に
は
相
違

は
な

い
。

そ
の
翌

々
天

正
十

八
年

の
掟
目
は

、
少

し
く
従
前

の
所
例

ε
異

b
、
頗

る
概
括
的

に
、
そ

の
「惚

中
差
」
の
無

意
義

で
な

い
こ
`
を
裏

書
さ
せ
て
み

る
。
帥

ち

;

、

、

:

、

:

:

遇

、

:

:

、

、

:

:

(池

;

:

癒

、
扮
)
:

:

、

一
、
何

事
も
地

下
我
人

々
た

め
に
あ
し

き
事

い
π
し

於
レ
在

レ之
看

、
き

、
い
だ
し
次
第

に
そ
う
ふ

ん
か
π
く

し

あ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

つ
け
可
レ
仕
事

も

で

り

も

も

ヤ

も

し

も

も

コ

　
、
諸
事
申
合
候
義
多
分
可
レ付
事

(
ゐ
)

(曲
)

(輩
)

北

嶺
わ
め
之
塒
出

さ

る
芒
も

か
ら
は
く

せ
事

同
者

π

へ
き
事

右
定

お
き

め
如

レ
件
.

天
正
十

入
牢
十
月
⊥
八
日
.

A
-
堀

惚

中

.

年

次

郎

左

衛

門
.

浮

慶

(花

押

)

道
.

順

(花

押
)

五

、郎

君

衙

門

ヒ

ご
云

へ
為

も

の
之

で
あ
る
。

O

.

P



そ
の
以
降
慶
長
、
元
和
辱
寛
永
ε
云

へ
ば
、
政

右
上
格
段
な
攣
動
を
見
た
時
期
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
間

の
目
附

コ

で
残

さ
れ
た
猶
数
通
の
碇
は
、
そ
の
再
審
殆
ざ
前
数
例
を
繰
り
返

へ
す
に
過
ぎ
な

い
。
但
し
投
薗
…
を
以
て
畢
件
解

.
決

の

皿
.方
策
ε
す

る
こ
`
は
、
當
時
既
に
慣
例
で
め
つ
π
ご
見
え
、
「
卯
(元
和
元
か
)十

一
月
十
九
日
の
目
附
を
持

つ
た
村
民
の
連
署
状
に
よ
れ
ば
、
籾
種
の
盗
難
事
件
が
あ

っ
た
に
付
ぎ
、
被
害
者
之
を
惚
中
に
届
け
把
る
を
以
て

日
を
期

し
て
嫌
疑
者
の
入
札
を
な

さ
ん
ご
し
、
投
惑
に
遜
る
る
も
の
は
家
族
を
擧
げ
て
成
敗
す

べ
く
、
亦
同
人
犯

ド

人
が
明
か
に
せ
ら
.れ
な
い
迄
も
、
當

つ
た
者
は
曲
事
ε
心
得
、

一
吉

の
仔
細
を
も
盲
は
漁
ε
云
ふ
誓
約
を
し
た
こ

ご
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
決
議
事
項
は
甚
し
く
不
合
理
で
あ
る
け

れ
こ
も
、
衆
議
を
重
す
る
意
志
が
頗

る
徹
底

さ
れ

て
る
る
。

猶
同
地
方

に
於
け
る
、
い
く

つ
か
の
部
落
の
同
じ
や
う
な
村
掟
の
例
を
附

加

へ
て
、
唯

一
都
路
衣
け
の
特
例
で

な

い
こ
ご
を
示
す
な
ら
ば
、
蒲
生
郡
大
森
の
共
有
交
書
で
、
天
正
十

】
年
十

一
月
吉
田
附
「
大
森
惚
中
究
也
」
`
書

い
た
も
の
に
、
五
ヶ
僚
を
列
翠
さ
れ
だ
中

(在

)

(
悪
)

一
、

よ
う
つ
さ

い
所

め
し
く

か
ぐ

べ
か
ら

す
事

逆

(
悪

一】
、
大
森
、
鈴
村
の
う
ち
あ
く
ぎ
ゃ
く
の
案
内
者
仕
間
数
候
事

(嫌
)

.

一
、
萬
に
付
而
惚
中
き
ら
は
れ
候
事
仕
b
間
敷
候
事

の
悠

々
が
あ

っ
て

右
之
悠
々
定
、
起
請
爽
三
箇
年
の
聞
陀
か

い
相
ま
も
り
可
レ
申
候
、
北
越
請
反
そ
む
き
候
盾
有
レ
之

ハ
、
此

き
し

.

や
麦

の
御
罰
験
ん
㌍

に
ま
か
り
か
う
む
る
べ
き
登

観

苑

中
世
末
期
F
於
け
ろ
村
落
の
結
合
寿
論
ず
(
こ

第
十
六
巻

(第
五
號
.
一
四

一)

八
七
三

昏



1

説

苑

中
世
末
期
に
於
げ
ろ
村
落
の
結
合
な
論
ヂ
〔
【
)
.

第
十
六
巻
、、
(第
五
號

↓四
一
.,)
.
入
七
四

ご
誓
害

し
て
み

る
。

同
村

の
天
正
十

三
年
⊥
八
月

二
十

八

日
附

で
惚

分
ε
し
て
の
定
置
目
は
、
個
條
は

七

ケ
係

に
亘

ケ
て
る
な
が
、
前
者

ε
ぽ
無

闕
係

に
、
専

ら
耕
作
地

に
於

け

る
制
裁

を
圭

f
旨
し
、
窃
盗
の
防
遏

に
力

め
て
み

る
こ
.̀

で
あ

る
。

同
郡
岩
倉

の
共
有

文
書
交
腺
三

年
三
月

二
日

附
惚
年
行

事

二
名

の
代
表
花

押

を
劃

し
π
條

々
は
、第

一
、

會
集

参
の
科
料
・
第
二
在
役

鵬

及
続

書

目
蓋

・
た
・
の
・
雫

破
門
.
第
三
・
薪

の
藩

萬

　
下

シ
人

に
立

つ
た
場
合
は
、
そ

の
跡
目

は
充

分
の
保

護
を

加

ふ
る
を
約

し
た
。
此
等

は
随

分

ε

一
面
村
落

`
し

て
の
謹

な
結
合
を
語

・
異

に
、
表
卑

和
的
で
は
め
る
が
、
そ
の
用
語
用
旬
に
暗
示

さ
れ
る
㌍

、
斯
・
措

置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ヴ
蓮

由
を
も
、
看
取
す

る
こ
嘉

出
來
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
如
何
髭

種
類

の
置
目
が
、
何
等
の
欝

な
し
に
嚴
笹

蟹

託

て
來
た
か
に
つ
い
て
は
、
甲
賀
郡

北
脇
共
有
奎

昊

明
六
年
八
月
二
日
附
「
愛

之
事
」
に
、
作
物
を
重
す

べ
き
こ
ε
、
野
荒
し
の
防

遏
に
つ
い
て
、

頗

る
精
細
な
定
め
を
な
し
「
右
之
徐

々
村
中

一
統
に
立
會
、
於
二
五
業

「限
に
銘

々
印
形
仕
候
上
者
、
定
之
通
於
二
相

背

三

八
紳
明
之
罰
を
可
豪

者
也
、
北
脇
村
惚
中
」

ε
し
、
猶
村
役
は
役
給
の
外
私
欲
あ
る
ま
じ
き
を
誓
ひ
、
疑

敷

場
合

に
は
耐
水
を
呑
み
神
罰
を
蒙

る

べ
し

ご
云

っ
て

み
る
。

そ
れ

に
附

加

さ
れ
た
起
請
文
附
午
王
紙

は
、
今

現

存

す

る
も

の
、
猶

元
疎
元
、
三
、
四

、
安
政

二
、
萬
延

元
、
慶
應
四
年

度
の
敬

通
を
存

し
て
ぬ

る
。

江
戸
幕
府
騎
.

代

を
通
じ

て
一

而

も
蛋

脅

の
ま

に
く

巌
.守

さ
れ
て

お
っ
た
こ
ε
が
明
白

で

あ
る
、

り

検
響

村
規
約
.
次
皐

和
釣
り
事
著

し
て
、
彼
の
信
長
の
後
継
者
秀
吉
の
手
に
よ
り
て
、
各
摯

定
毎
罰
.

一
的
に
行
は
発

電

は
、
我
祉
食

上
の

茨

攣
華

ゑ

た
。
期
し
看

も
土
地
を
所
有
し
て
居
る
限
り
、
、

,

■



昌

「

如
何
な
る
村
落
で
も
、
當
時
検
地

の
記
録
を
残

さ
穿
る
は
な
か
っ
た
.
そ
し
て
従
来

の
不
正
確
な
る
地
積
を
麓
正

し
、
大
盟

に
於
て
從
來
の
庄
の
範
囲
を
小
草
位
に
分
け
直

し
て
、

一
村

魑
`
し
て
の
所
有
地

の
全
面
積

(石
高
)
を

定
む
る
こ
ε
を
主
眼

ε
し
た
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
ば
、
是
非
共

一
村

ε
し
て
の
誓
約
、
内
規
が
作
ら
れ
る
の
は

極

め
て
自
然
の
要
求

で
あ

っ
た
。
.而
も
式
量

の
結
果
如
何

に
ま
っ
て
、

一
村
の
負
据
確
定
↓
、
村
民
ε
し
て
の
安

危

こ

、
に
岐

る

あ

瀬

戸
際

で
め

っ
た

か
ら
、
中

に
は
随

分
ご
思

ひ
切

っ
豊
.
,紳
あ

決
議

を
見

る
こ
ε
が
少

一
な

か

っ
た

。

前

出
今
堀
村
に
於
け
る
初
度
の
検
地

に
、
天
正
十

一
年
霜
月
十
三
目
附
で
、
惚
分
ピ
し
て
九
十
名
の
者
が

一
々

自
署
花

押
を
劃

し
た
「
定
訴
訟

の
事
」
に
よ
る
に
、
.

(免
)

一
、

め

ん

間

定

事
(鍍
)

一
、

十

四

反

せ

に

之

事

(
ハ
.カ
↓

一
、

升

鼻
,
ご

b

の

事

の

徐

々

を

列

翠

し

.

、(昧
∀

右
三
か
舞

う
講

嘉

な
わ
さ
る
に
お
い
て
は

㎜
騨

に
磨

を
あ
け
禦

腎

可
レ申
響

藩

」
奮

(噺
)

う

う

ミ

ヨ

カ

も

も

カ

あ

も

や

ヨ

ヤ

も

め

ミ

あ仕
不
ン
申
物
在

レ
之

ハ
惚

分
よ
り
事

は
b
可
レ
申
候
衡

走
者
目
如

レ件

.

ε
見

え
る

こ
ε
で
あ
る
が
、
こ
れ
丈
量

、
斗
代
等

に

つ
い
て
訴

訟

し
そ
の
旨

を

一
味

合
議

し
た

る
置
目

で
あ
.ゐ
。

此
問

題

に

つ
じ
て
は
、
我
等

は
先
に
両
三
回
太
閤
検
地

、
若

し

く
は
之

に
速
閲

し
た
麗
日

で
評
論
す

る
ε
こ
ろ

.

が
あ

っ
π

か
ら
、
以

上
の
.
　
例

を
以
て
打
切

る
こ
ε
ε
し
、
次

に
恰
も

こ
の
時
期

に
屡

々
現
は
れ

て
来

る
、
邪
謀

説

苑

中
世
末
期
ド
於
げ
る
村
落
の
結
合
な
論
ず
(
こ
.

第
十
六
巻

(第
五
號

一
四
三
)

八
七
五



説

苑

、
中
世
末
期
に
於
σ
ろ
村
落
の
結
奇
為
論
ず
(
一∀

第
十
六
巻

〔第
五
號

内
.に
於
げ

る
、隣
保
組
合

の
組
織

に

つ
い
.て
.、
瞥
見

し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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隣
保
組
合
の
思
想
は
遠
く
支
那
に
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
我
国

に
徳
承
せ
ら
れ
、
其
が

種

々
の
必
要

か
ら
、
中
世
末
に
至
っ
て
獲
達
し
、
遂
に
近
世
に
な
っ
て
、
江
戸
幕
府
治
下
の
特
色
ご
構
せ
ら
る
、

迄
、
.廣
ズ
行
は
る
、
に
至
っ
た
脛
路
は
、
既
に
.諸
先
輩
の
研
究
に
よ

っ
て
明
ら
か
ε
な

っ
た
。
而
も
上
述

の
如
く

一
部
落
ざ
し
て
鞏
固
な
結
合
が
成
立
し
た
上
に
、
更
ら

に
張
て
隣
保
相
組
む
必
要

の
那
邊

に
存
し
た
か
。
呪
.ん
や

そ
の
組
合
の
戴
立
時
期
、
.理
由

蓬
云

ふ
様
な
こ
ε
が
粗
々
明
か
で
あ
る
例
を
取

っ
て
見
る
時
は
、
更
ら
に
從
來
の

村
ご
し
て
、亦
新
規
の
組
合
ε
し
て
の
二
重
の
同
様
な
る
規
約
を
存

し
つ
Σ
、實
際

に
は
、
組
合
の
方
は
炭
面
的
丈

け
の
観
が
あ
る
も
の
も
少
く
な

い
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、幾
ら
か
の
例
外
を
別
に
し
て
、
多
く
領
主
代
官

の
干
渉
で
他

動
的

熊
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
疑
を
容
れ
な
い
。
今
堀
村
の
例
で
、
・紀
年
を
逸

し
て
み
る
が
、
前
掲
天
正

頃
の
も
の
己
同
じ
く
、
竜
地

の
森
林
盗
伐
等
窃
盗
禁
止
に
關
す
る
碇
の
中
に
、
「
今
堀
村
撫
牛
置
目
之
事
」
こ
し
て
パ

(し

れ
も

の
)

「
↓
、
七
人
組
に
仕
上
者
徒
者
於
レ
有
レ之

ハ
、
組
中

ご
し
て
あ
ら
た
め
、
惚
中
披
露
可
レ仕
事
」

ε
見
え
る
が
、
然

も
同
時

に
屡
「
惚
中
」
だ
し
て
同
様
の
規
約
が
結
ば
れ
た
こ
蓬
で
あ
る
。
猶
同
郡

一
式
村
の
元
和
九
年
置
月
に
は
、

畢
村
組
合
加
剣
の
よ
.は
、
組
中
の
者
窃
盗
の
際

は
組
中

ご
し
て
惚
中
ご
相

…交
渉
す

べ
く
、
之
を
隠
懲

ぜ
ん
黙
、
組

中
を
盗
賊

ε
し
て
認
む
べ
き
を
約
し
、
組

に
加
入
し
な
い
も
の
は
、
萬

一
の
場
合
組
外
れ
ε
し
て
、
惚
中
そ
の
権

科
を
認

め
な

い
こ
ご
を
も
定

め
た
。
天
正
十
九
年

の
検
地
に
、
今
堀
惚

分
こ
し
て
出
し
た
七
十
四
名
の
連
署
掟
目

凱
は
、
そ
の

一
條

に
明
か
に
.「
御
代
岩
よ
b
被
二
伸
付

一擲
年
貢
米
之
事
、
地
下
入
内
う
け
歌
仕
儀
土
者
、

自
レ前



「

稔

り
砦

見
か
く
し
磐

ど

な
り
爲
】三
一間
禦

貢
納
所
可
レ稜

L
蕩

つ
三

隣
=
一問
の
所
謂
五
人
讐

年
貢
納
付
の
共
同
責
任
を
負
捨

さ
れ
た
こ
ε
を
示

し
て
み
る
。
此
等
の
例
は
、
管
見
で
は
そ
の
組
合
の
萌
芽
が
「
村

中
惚
」
の
以
外
に
或
必
要
上
生
じ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
然
る
場
合
に
は
結
果
に
於
て
は
領
主
代
官

側
が
自
己
の
便
宜

の
矯
め
し
逆
用
し
だ
趣
が
明
か
に
看
取
さ
れ
る
ご
思
ふ
。

以
上
列
寒

し
た

事
例

の
総
括
的
考
察

の
結
果
は

、
今

堀
村

の
場

合

に
し
て
も
、
文

安

の
衆
議

ご
寛

永

の
置
目

ε

の
職

に
は
、
百
七

八
十
年

の
躍

り
を
槻
、
更

ら

に
後
出

の
鎌
倉
時
代
中
葉

の
衆

議
を
も
見

る
こ
ご
で
あ

る
が
、
そ

の
間

何
回

か
出

さ
れ
た
掟

書

の
内

容
は
、

そ
の
個
億

の
多

少

に
よ
り

、
若

し
く
は
特
別

の
必
要

に
迫

ま
ら
れ
た

こ

ご
な

ざ
の
場

合
が
め

っ
て
、

い
く
ら

か
異

っ
て
居

る
も

の

＼
、
.
然

し
始
終
前

後
を
轄
廻

し
繰
b
返

し
て
み

る
の

で

あ

る
。
そ

こ
に
我
等
は
根
張

い
白

布

の
萌
.芽
、
村

路

鞘
合

の
自
然

の
要
求

が
看
取

さ

晒
る
こ
ご

、
思

ふ
。
も

こ
よ
り

領
主

の
干
渉
.一

季
和
の
曙
光
が
嬬
良
し
初
め
た
、
安
土
、
桃
山

の
頃

か
ら
は
、
諸
領
主
は
そ
れ
ん
～

そ
の
輩
固
な

る
財
政
策
を
確

立
す

べ
き
必
要
上
、
民

政
に
努

力

し
て
諸
種

の
方
策

を
簿

ら

し
、

一
村

(乃

至

そ
の
隣
保

組
合

)
を

輩

位

`
し
て
、
共

同
責
任

を
背
負

せ
だ

こ
こ
か
ら
、
・村

方

ε
し

て
も

、
こ

の
泥
引

な
ら

ぬ
性
交

に
謝

し
て
は

、
必

然
的

に
劃
悉
策
を
執
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た

が
故

に
、
村
掟

の
中

に
は

こ

の
理
由

か
ら
、
止

む
な
く
誓
言

さ
れ

た
個
條
も
少
く
な

か

っ
た
。
槍
.地
な
ご

の
場
合

の
村
定

は
2
殊
更
斯

る
外
的
衝

動
が
直
接

原
因
ご
な

つ
π

こ
ご
を

明

暗

せ
し
む

る
こ
ε

で
あ

る
。
然

し
前
桐

の
多

く
の
側
條

を
猶

よ
く
熟

讃
す

る
な
ら

ば
、
決

し

て
そ
れ

は
唯
領

主
側

の
意
向
丈

け
が
主

因

ε
な

っ
て
、
.総

て
成

立

し
た

も
の

で
は
な

い
葦

『
ふ
こ
蓬
が

諒
解

せ
ら

れ

る
で
あ
ら
う
。

就

苑

中
世
末
期
に
於
け

る
村
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の
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合
を
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