
批
判
と
反
省

『
太
閤
検
地
論
』
の
批
判
に
答
え
る

宮

刀

満

山と．三剃　　と　反

騨

　
昭
和
一
一
四
・
五
年
ご
ろ
か
ら
太
閤
検
地
の
研
究
を
は
じ
め
た
私
は
、
同
三
二

年
に
、
そ
れ
ま
で
に
雑
誌
や
紀
要
な
ど
に
発
表
し
た
関
係
論
文
の
う
ち
主
な
も

の
一
〇
篇
を
、
『
太
閤
検
地
論
』
第
岡
部
各
論
篇
－
太
閤
検
地
の
基
礎
約
研

究
i
と
し
て
刊
行
し
、
つ
づ
い
て
三
四
年
に
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
ど
め
た

『
太
閤
検
地
論
』
第
工
部
総
論
篇
ー
ー
田
本
封
建
翻
確
立
史
1
を
公
に
し
た
。

そ
の
間
、
第
五
部
の
各
論
文
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
前
に
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
も
関
係
し
て
、
す
で
に
畢
く
か
ら
、
い
く
た
の
批
判
が
な
さ
れ
、
太
閤
検

地
に
対
す
る
い
く
た
の
見
解
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
工
部
に
お
い

て
は
、
そ
れ
ら
の
批
判
な
い
し
見
解
を
一
つ
一
つ
と
り
上
げ
て
、
く
わ
し
く
検

討
し
、
反
論
す
べ
き
と
こ
ろ
は
容
赦
な
く
反
論
す
る
と
と
も
に
、
反
省
す
べ
き

と
こ
ろ
は
反
省
し
て
第
望
都
の
所
論
に
と
り
い
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
第
－
部
が

出
る
と
と
も
に
、
か
な
り
新
た
な
立
場
か
ら
、
私
の
『
太
閤
検
地
論
』
の
全
貌

な
い
し
『
蜀
本
封
建
制
確
立
炎
』
に
対
し
て
検
討
し
、
批
判
す
る
動
き
が
み
ら

れ
、
雑
誌
や
新
縄
な
ど
に
も
、
い
く
た
の
書
評
が
出
さ
れ
た
。
と
く
に
学
術
雑

誌
に
出
た
書
評
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

巴戦雲上永奥
野田岡島原野
禽修灸有書誌

（
以
下
、
各
挑
判
者
の
批
判
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、

評
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
の
頁
数
を

買
数
だ
け
の
註
記
は
拙
著
『
太
闇
検
地
論
』
第
1
部
の
実
数
と
す
る
）
。

門
日
本
歴
史
』
第
一
三
二
号
（
昭
和
3
4
年
6
局
）

『
歴
史
学
研
究
』
第
二
三
四
琴
（
昭
和
3
4
年
1
0
月
）

『
話
本
史
研
究
』
第
4
5
辱
（
昭
和
3
4
年
1
！
月
）

『
史
学
研
究
』
第
7
5
号
（
昭
和
3
5
年
1
月
）

”、

j
林
』
第
4
3
巻
第
－
丹
（
昭
和
3
5
年
1
月
）

『
経
済
評
論
』
一
九
六
〇
年
一
月
臨
時
増
刊
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
書

　
　
　
　
　
　
　
「
前
掲
誌
○
○
頁
」
と
註
記
す
る
。
な
お
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こ
れ
ら
の
5
ち
に
は
、
第
工
部
に
か
ぎ
ら
ず
、
第
警
務
を
も
批
判
の
対
象
と
し

た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
批
判
の
中
心
は
第
－
部
に
お
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
私
の
所
論
に
対
し
て
賛
意
を
示
さ
れ
た
点
も
多
い
が
、
同
時
に
な
お
納

得
し
が
た
い
と
し
て
欠
点
を
指
摘
し
批
判
さ
れ
た
点
も
多
い
。
そ
こ
．
で
、
本
稿

で
は
賛
成
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
、
も
つ
ば
ら
批
判
さ
れ
た
点
に
つ
い

て
再
検
討
し
、
私
な
り
の
考
え
を
の
べ
て
、
お
答
え
し
ょ
う
と
思
う
。

二

　
右
の
書
評
に
み
ら
れ
る
批
判
点
は
、
農
業
経
営
・
農
罠
構
成
・
土
地
の
所
有

－
占
有
関
係
・
封
建
制
の
性
格
・
太
閤
検
地
の
革
新
厭
な
い
し
小
農
畏
自
立
策

な
ど
、
す
こ
ぶ
る
多
薗
に
お
よ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
金
般

的
に
感
ず
る
こ
と
は
、
私
が
と
く
に
批
判
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る

基
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
余
り
力
を
入
れ
て
批
判
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
私

に
と
っ
て
は
副
次
的
・
二
次
的
な
点
に
つ
い
て
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
脇
田
氏
ら
一
部
の
人
は
刷
と
し
て
も
、
批
判
者
の
う
ち

に
は
、
　
「
本
書
」
の
自
酌
な
い
し
中
心
テ
ー
マ
r
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
そ
れ
に

対
し
て
私
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
ア
プ
ロ
…
チ
し
て
い
る
か
を
、
ほ
ん
と
に
は

理
解
し
な
い
で
書
評
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
批
判
の
し

か
た
を
し
て
い
る
も
の
が
か
な
り
多
い
。
こ
の
点
を
一
そ
う
明
確
に
す
る
た
め
、

ま
ず
「
本
書
」
の
目
的
な
い
し
中
心
諜
題
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
し
か
た
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
第
－
部
第
一
章
「
太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
」
に
お
い
て
、
私
は
従
来

の
研
究
を
く
わ
し
く
検
討
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
本
書
の
課
題
な
い
し
目
的

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
次
の
よ
う
に
明
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
現
段
階
の
太
閤
検
地
の
研
究
に
お
け
る
第
一
の
課
題
は
、
そ
の
前
提
を
な
す

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
南
北
朝
一
室
町
期
の
領
主
制
を
、
土
地
関
係
の
分
祈
を
中
心
に
、
い
か
に
理

　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
解
し
、
詐
価
す
る
か
に
あ
る
（
五
〇
頁
、
傍
点
は
新
た
に
付
け
た
。
以
下
同

　
じ
）
。

と
の
べ
、
ま
た
問
題
点
を
要
約
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
あ

　
ま
ず
乎
安
一
鎌
倉
期
の
名
体
制
と
の
比
較
に
お
い
て
、
南
北
朝
－
室
町
期
の

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
サ

　
領
主
制
の
権
力
構
造
を
封
建
的
土
地
関
係
を
親
心
に
お
い
て
、
具
体
的
に
検

　
リ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ

　
討
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
次
に
太
閤
検
地
が
室
町
期
の
領
主
綱

　
の
基
礎
構
造
に
対
し
て
い
か
な
る
関
連
に
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
幕
藩
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
蒸
盤
形
成
に
対
し
て
い
か
な
る
役
割
を
果
し
た
か
と
い
・
）
点
か
ら
、
土
地
関

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
た
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ゐ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
係
を
中
心
に
本
酉
姓
の
成
立
、
幕
藩
体
制
の
農
開
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ

　
と
で
あ
る
。
そ
の
他
な
お
蒋
干
の
課
題
も
・
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し

　
も
か
く
以
上
の
諸
点
を
、
封
建
的
土
地
所
有
開
係
に
焦
点
を
あ
4
9
い
て
考
察
し

　
よ
う
と
思
う
（
五
一
頁
）
。

と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
研
究
段
階
に
お
い
て
、
太
閤
検
地
の

歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
、
平
安
後
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
歴
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批判と反省

史
の
動
き
を
、
封
建
酌
土
地
所
有
一
占
有
関
係
の
成
立
・
展
開
に
中
心
を
お
い

て
考
察
す
る
こ
と
が
最
大
の
鞍
置
で
あ
り
、
　
「
本
書
」
の
臼
的
な
い
し
中
心
テ

ー
マ
ー
で
あ
る
こ
と
を
鋸
確
に
示
し
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
隈
本
封

建
制
の
歴
史
を
理
解
す
る
根
幹
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解

を
と
っ
た
の
は
、
従
来
の
研
究
を
反
省
し
て
、
第
一
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
検

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
も

地
は
土
地
関
係
の
整
理
を
学
徳
の
目
標
と
し
、
ま
た
封
建
関
係
は
土
地
の
媒
介

を
欝
欝
と
し
た
人
間
関
係
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は

土
地
関
係
の
く
わ
し
い
分
析
が
き
わ
め
て
乏
し
い
こ
と
（
五
〇
頁
）
、
　
そ
れ
に

関
連
し
て
、
第
二
に
、
従
来
、
封
建
制
を
論
ず
る
場
ム
μ
に
は
小
経
営
の
一
般
酌

成
立
を
も
つ
て
封
建
制
の
成
立
と
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
権
力
の
性
格
か
ら
封

建
制
を
規
定
し
た
り
す
る
方
法
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
よ
り
も
一
そ
う
基
本
的
な
も
の
と
し
て
の
封
建
的
土

地
所
有
－
占
有
の
一
般
的
成
立
・
展
開
を
問
題
に
す
べ
き
だ
と
考
え
た
こ
と

（一

l
八
i
九
頁
）
、
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
右
の
よ
う
な
「
本
書
」
の
目
的
な
い
し
諜
題
に
対
し
、
そ
れ
を
解

決
す
る
た
め
、
私
は
以
下
の
よ
う
な
手
続
き
な
い
し
方
法
を
と
っ
た
。
①
ま
ず
、

土
地
駈
有
・
占
有
は
き
わ
め
て
抽
象
的
な
事
象
で
あ
る
が
、
現
象
形
態
か
ら
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
あ

て
、
土
地
所
有
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
つ
ば
ら
収
取
す
る
だ
け
で
、
ほ
か

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ミ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
ら
何
ら
の
負
担
を
も
恒
常
的
に
強
制
さ
れ
な
い
土
地
関
係
、
占
有
は
そ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
む
　
　
へ

と
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
か
ら
の
負
担
を
た
え
ず
強
制
さ
れ
る
土
地
関
係
と
一

お
う
規
定
し
た
（
一
丁
二
頁
）
。
②
つ
ぎ
に
、
そ
れ
ら
の
史
的
展
開
を
追
求
す

る
た
め
に
は
各
時
期
の
土
地
瓶
有
・
占
有
の
惟
格
を
一
々
規
定
し
て
、
そ
の
関

連
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
　
「
封
建
社
会
に
お
け
る
土
地
所
有
・
占
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

性
格
を
規
定
す
る
に
は
、
ま
ず
収
取
負
担
の
隣
係
な
い
し
内
容
を
考
え
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
ず
、
そ
の
ほ
か
に
収
取
実
現
の
窒
息
と
し
て
の
権
力
の
性
格
、
お
よ
び
土
地

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

所
有
・
占
有
を
具
体
的
に
表
現
す
る
手
段
と
し
て
の
社
会
的
基
準
の
性
格
等
を

も
考
慮
す
る
扁
　
（
一
五
三
頁
）
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
ま
ず
第
一
に
収
取
負

担
の
関
係
な
い
し
内
容
を
重
．
卜
し
た
の
は
、
土
地
断
有
－
占
有
関
係
は
一
般
に

基
本
的
に
は
収
取
負
担
関
係
と
し
て
論
難
化
し
、
現
象
す
る
の
が
常
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
権
力
の
性
格
を
考
慮
し
た
の
は
、
土
地
所
有
に
基
づ

い
て
収
取
が
実
現
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
手
段
と
し
て
一
般
に
何
ら
か
の
強
制
力

1
1
権
力
が
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
土
地
所
有
・
占
有
を
具
体
的
に
表
現

す
る
手
段
を
考
慮
し
た
の
は
、
そ
の
手
段
と
し
て
庄
・
名
ま
た
は
所
職
あ
る
い

は
石
高
・
貫
高
・
村
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
内
容
・
性
格
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
③
右
の
よ
う
な
基
本
酌
見
解
に
し
た
が

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
、
各
時
期
の
土
地
所
有
・
占
有
の
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
、
そ
れ
ら
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

史
的
展
開
を
具
体
酌
に
く
わ
し
く
追
求
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
各
時
期
の
領
主
綱
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
太
閤
検
地

の
歴
史
酌
意
義
を
究
明
し
、
同
時
に
日
ホ
封
建
制
の
展
開
過
程
を
明
確
し
た
の

で
あ
る
。
④
そ
の
闘
、
上
述
の
目
的
お
よ
び
方
法
を
達
帯
し
遂
行
す
る
た
め
に
、
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し
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
し
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ち
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ゐ

必
要
な
か
ぎ
り
、
農
業
経
営
・
饗
風
構
成
・
共
晶
体
関
係
・
領
主
の
性
格
・
政

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

治
の
動
き
な
ど
に
も
論
及
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
本
書
」
で
は
各
所
で
右
の

農
業
経
営
以
下
の
問
題
に
論
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
れ
ら
を
独
立

の
問
題
と
し
て
考
察
し
た
の
で
は
な
く
、
　
「
本
書
」
の
隊
的
で
あ
る
封
建
的
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

地
所
有
・
占
有
関
係
の
史
的
展
開
を
追
求
す
る
た
め
に
、
必
要
な
補
助
手
段
と

し
て
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
書
評
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
批
判
点
を
み
る
と
、
　
右
に
の
べ
た

「
本
書
偏
の
騒
的
な
い
し
テ
ー
マ
ー
設
定
の
し
か
た
や
、
そ
れ
を
解
決
す
る
方

法
の
う
ち
④
・
⑧
な
ど
の
基
本
的
見
解
に
関
し
て
は
、
全
く
批
判
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
方
法
③
つ
ま
り
各
時
期
の
土
地
所
有
・
占
有
と
そ
の
展
開
に
つ

い
て
は
、
か
な
り
の
批
判
が
み
ら
れ
、
そ
の
他
の
批
判
は
、
方
法
④
つ
ま
り
私

が
補
助
手
段
と
し
て
論
じ
た
農
業
経
営
以
下
の
点
に
集
申
し
て
い
る
。
私
と
し

て
は
、
冒
的
な
い
し
課
題
の
設
定
法
や
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
基
本
的
な
方
法

①
・
②
・
③
に
対
し
て
、
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
た
だ
き
た
が
っ
た
の
で
あ
る

が
、
わ
ず
か
に
方
法
③
に
対
し
て
か
な
り
の
批
判
を
よ
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
目
的
の
設
定
法
や
基
本
的
な
方
法
論
と
し
て
の
①
・
②
に
対
す

る
批
判
が
全
く
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
補
助
的
な
所
諭
に
対
し
て
比
較
的
多
く
の

批
判
が
な
さ
れ
た
の
を
み
る
と
、
一
部
を
除
い
た
批
判
者
の
多
く
は
、
私
の
基

本
的
な
見
解
、
つ
ま
り
右
の
目
的
設
定
法
や
そ
の
解
決
の
た
め
の
基
本
的
方
法

に
賛
成
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
私
の
基
本
酌
な
見
解
を
ほ
ん
と
に
は
理
解
し
な

い
で
批
判
さ
れ
た
か
、
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か

し
、
右
の
方
法
③
に
対
す
る
批
判
も
み
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
一
歩

ゆ
ず
っ
て
、
以
下
、
③
に
蔑
す
る
批
判
、
つ
ま
り
「
本
書
」
の
詩
心
テ
ー
マ
ー

と
し
て
の
土
地
瓶
有
・
占
有
の
史
酌
展
開
に
対
す
る
批
判
と
、
④
に
対
．
す
る
批

覇
、
つ
ま
り
補
助
的
所
論
と
し
て
の
農
業
経
営
以
下
に
対
す
る
批
判
と
に
つ
い

て
、
順
次
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

三

　
「
本
書
」
の
中
心
テ
ー
マ
…
で
あ
る
土
地
蚤
有
・
占
有
の
史
的
展
欄
に
対
す

る
直
接
の
批
判
は
、
永
原
　
松
岡
・
上
島
ら
の
諸
氏
の
県
評
に
部
分
的
に
み
ら

れ
、
脇
田
氏
の
書
評
で
は
そ
れ
が
中
心
を
な
し
て
い
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
批

判
点
に
つ
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。

　
永
原
氏
は
聯
．
私
の
不
溝
に
感
じ
る
こ
と
は
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
本
所
領
家
的

土
地
所
有
」
・
「
荘
園
領
主
的
土
地
所
有
」
・
「
在
地
領
主
的
土
地
所
有
」
の
内
容

が
不
鮮
明
な
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
農
斑
の
土
地
所
有
の
性
格
分
析
に
併

行
し
て
、
領
主
の
土
地
所
有
も
た
え
ず
対
比
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
前
者
の
分
析
の
明
快
さ
に
比
べ
る
と
後
者
は
呉
体
性
を
欠
い
て
い
る
」

（
前
掲
誌
、
附
心
懸
）
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
一
お
う
客
観
的
に

評
価
し
た
巧
み
な
批
判
の
よ
う
に
み
え
る
。
が
、
し
か
し
、
農
氏
の
土
地
占
有

の
ほ
う
が
領
主
側
の
土
地
所
有
よ
り
も
一
そ
う
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
性
梅
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ま比≧掬と反黛書

分
析
や
動
き
の
究
明
が
、
領
主
側
の
土
地
所
有
の
そ
れ
よ
り
も
お
く
れ
て
、
従

来
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
太
閤
検
地
に
対
し
て
、
よ
り
一
そ
う

直
接
的
で
あ
る
こ
と
に
深
く
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
と
く

に
占
有
の
性
格
・
動
向
の
分
析
に
力
を
そ
そ
い
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
永

原
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
『
前
人
未
踏
の
分
野
』
　
（
前
掲
誌
、
四
聖
買
）
を
拓

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
私
は
そ
れ
に
対
応
し
て
土
地
所
有
の
分
析
も
決
し

て
軽
視
す
る
こ
と
な
く
、
第
－
部
の
第
二
章
第
一
節
兀
項
や
第
三
黒
身
三
節
な

ど
に
お
い
て
、
本
所
領
家
的
土
地
所
有
・
在
櫨
領
主
的
土
地
所
有
の
性
格
分
析

や
、
爾
北
朝
内
乱
を
契
機
と
す
る
本
所
領
家
的
土
地
所
有
の
消
滅
な
い
し
庄
園

領
主
酌
土
地
所
有
へ
の
転
化
、
在
地
領
主
的
土
地
所
有
の
一
円
化
お
よ
び
限
界

と
そ
の
後
の
拡
大
な
ど
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く
考
察
し
て
い
る
。

こ
れ
以
上
の
考
察
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
る
か
ら
、
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
上
島
氏
は
、
第
一
に
、
ぽ
、
第
三
章
第
二
節
「
占
將
の
分
化
と
在
地
分
動
き
」

に
お
い
て
、
氏
は
小
経
営
の
一
般
的
成
立
の
コ
ー
ス
を
、
①
か
つ
て
の
名
騨
経

営
の
解
体
、
②
「
職
の
分
化
」
賦
土
地
占
宥
者
聞
に
お
け
る
剰
余
生
産
の
配
分

に
よ
る
二
つ
の
場
含
を
考
え
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
二
つ
は
系
列
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
っ
て
同
次
｝
7
6
で
論
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
篇
（
前
掲
誌
、
七
二
頁
）

と
し
、
第
二
に
、
私
が
職
の
分
化
し
占
有
の
分
化
し
た
例
と
し
て
あ
げ
た
『
応

長
工
年
和
泉
国
大
鳥
庄
田
地
渋
文
は
、
①
の
農
斑
階
層
分
化
を
禾
す
史
料
で
は

あ
っ
て
も
、
②
の
「
職
の
分
化
」
を
示
す
史
料
で
は
な
い
』
　
（
同
、
七
三
買
）

と
し
、
第
一
二
に
、
職
の
分
化
は
騨
、
基
本
的
に
は
「
新
名
」
の
解
体
を
促
す
と
い

う
一
定
の
歴
史
酌
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
如
く
「
新
名
」
を
威
立

さ
せ
る
と
共
に
解
体
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
二
重
の
歴
史
的
役
鶴
を
有
す
る
も

の
と
は
考
え
難
い
』
　
（
同
、
七
三
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
島
氏
が
指

摘
さ
れ
た
右
の
三
つ
の
ぎ
…
は
、
い
ず
れ
も
氏
の
誤
読
な
い
し
誤
解
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
「
鎌
倉
末
i
室
町
期
の
占
有
の
性
格

を
考
え
る
に
撃
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
二
塁
す
べ
き
は
、
先
述
の
ご
と
く
生
産
力

の
向
上
に
と
も
な
っ
て
、
従
来
の
名
田
経
営
が
解
体
し
て
央
役
経
當
・
小
経
営

が
一
般
化
す
る
場
合
に
、
そ
の
央
役
経
営
・
小
経
営
に
対
応
す
る
占
有
の
性
格

は
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
第
二
に
享
宴
す
べ
き
は
、
生
産

力
の
向
上
に
基
づ
い
て
占
有
春
根
互
の
間
で
剰
余
生
塵
が
配
分
さ
れ
る
場
合
つ

ま
り
名
主
職
が
分
化
す
る
場
合
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
占
有
の
性
格
は
い
か
に

考
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
」
　
（
一
夏
瓢
一
四
頁
）
と
の
べ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
右
の
前
後
両
渚
を
「
小
経
営
の
一
般
的
成
立
」
の
二
つ
の
コ
ー
ス
と

は
決
し
て
考
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
前
者
と
後
者
と
を
弼
次
元
で
論
じ
て
も
い
な

い
。
前
者
は
第
三
章
第
一
一
節
1
「
経
営
者
の
占
有
」
の
項
で
呉
体
的
に
論
じ
、

後
旛
は
第
三
章
第
二
節
亙
「
加
地
子
収
取
者
の
土
地
関
係
」
の
預
で
分
極
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
占
有
分
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
第
二

の
点
に
つ
い
て
は
、
応
長
二
年
の
大
鳥
庄
田
地
注
文
（
一
九
五
頁
に
掲
載
）
で
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へ
臼
　
作
）

は
、
吉
爽
名
が
「
し
さ
く
」
分
と
、
　
「
た
う
せ
ん
」
・
「
こ
ん
が
う
じ
く
ら
う
」
・

「
い
ま
い
」
ら
九
人
の
請
作
分
と
に
分
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
名
主

職
－
作
職
と
い
う
職
の
分
化
、
つ
ま
り
地
主
的
占
有
一
作
人
的
占
有
と
い
腕
）
占

有
の
分
化
を
派
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
島
氏
が
、
こ
れ
を
職
の
分

化
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
の
点
に

つ
い
て
は
、
泓
は
職
の
分
化
が
町
新
名
を
成
立
さ
せ
る
と
共
に
解
体
さ
せ
る
と

い
う
よ
う
な
二
重
の
歴
史
的
役
劇
を
有
す
る
も
の
』
だ
と
は
一
言
も
の
べ
ず
、

ま
た
考
え
て
も
い
な
い
』
こ
れ
も
上
島
氏
の
誤
解
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
“
。

　
松
岡
氏
は
「
宮
川
氏
の
理
解
す
る
検
地
帳
登
録
人
の
土
地
関
係
は
、
中
間
地

域
な
い
し
先
進
地
域
に
お
け
る
庄
園
制
的
秩
序
の
下
に
A
口
法
的
に
成
立
し
つ
つ

あ
っ
た
作
人
的
占
有
で
あ
っ
た
』
　
（
前
掲
誌
、
八
三
頁
）
が
、
こ
の
見
解
に
し

た
が
う
と
、
『
忽
ち
理
解
し
が
た
い
事
例
に
ぶ
つ
つ
か
』
る
と
し
て
、
私
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

げ
た
近
江
の
井
戸
村
与
六
・
摂
津
の
森
田
氏
ら
の
占
有
を
検
討
し
、
　
岡
、
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
太
閤
検
地
が
従
来
の
作
職
占
有
権
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
の

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
臨
　
（
同
、
八
四
頁
）
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
私
の
所
論
を
ほ
ん
と
に
理
解
し
て
い
な
い
松
岡
氏
の
論
理
的
誤
謬
で
あ

る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
　
「
太
閤
検
地
は
、
従
来
の
占
有
関
係
の
如
何
に

か
か
わ
り
な
く
、
一
筆
ご
と
に
生
塵
高
涯
分
米
を
掘
握
し
て
、
そ
の
5
0
％
1
7
0

％
前
後
を
年
貢
と
し
、
そ
の
年
貢
を
負
担
す
る
高
腰
農
既
を
検
地
帳
登
録
人
つ

ま
り
作
職
所
有
噺
皿
作
人
的
占
有
者
と
し
た
」
　
（
三
二
八
頁
）
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
検
地
帳
登
録
入
は
た
し
か
に
作
人
的
占
有
者
と
い
え
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
逆
に
か
つ
て
の
作
職
所
有
老
一
作
人
的
占
有
蒋
が
す
べ
て

検
地
帳
登
録
人
に
な
っ
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
　
「
作
人
的
占
有
者
が
太
腿
検
地

に
当
っ
て
そ
の
ま
ま
登
録
人
と
な
っ
た
扁
　
（
三
ご
＝
頁
）
　
場
合
も
あ
れ
ば
、

「
従
来
の
名
主
的
占
有
春
の
多
く
が
作
人
的
占
有
者
に
切
り
か
え
ら
れ
て
…
…

登
録
人
と
な
っ
た
」
　
（
三
三
二
頁
）
場
合
、
　
「
地
主
的
占
有
者
の
作
人
的
占
有

者
に
切
り
か
え
ら
れ
た
も
の
が
、
登
録
量
と
な
っ
た
」
　
（
一
二
三
鷹
頁
）
場
合
も

あ
る
。
こ
の
点
、
脇
田
氏
は
正
し
く
読
み
と
っ
て
い
る
。
松
岡
氏
は
『
逆
が
か

な
ら
ず
し
も
真
で
な
い
臨
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
部
分

だ
け
を
読
ん
で
早
合
点
し
て
は
い
け
な
い
。

　
脇
田
氏
は
、
私
が
太
閤
検
地
は
名
主
約
占
有
と
同
様
に
地
主
的
占
有
を
も
否

定
し
て
、
作
人
醗
占
有
に
切
り
か
え
る
か
、
そ
の
下
の
作
入
的
占
有
を
公
認
す

る
か
し
た
と
の
べ
た
の
に
対
し
、
私
の
あ
げ
た
史
料
を
批
判
し
て
、
そ
れ
ら
は

「
領
主
的
土
地
所
有
の
否
定
、
高
付
三
重
人
的
占
有
へ
の
引
直
し
を
示
す
史
料

の
み
」
　
（
前
掲
誌
、
「
四
八
頁
）
だ
と
し
、
　
「
地
霊
的
占
有
・
名
主
的
占
有
が

否
定
さ
れ
、
そ
の
下
郎
の
作
人
酌
占
有
が
認
知
さ
れ
た
と
す
る
史
料
は
、
ま
ず

皆
無
に
近
い
の
で
は
な
い
か
扁
　
（
嗣
前
）
と
い
い
、
　
「
従
っ
て
、
地
主
的
乃
至

名
主
的
占
有
の
作
人
的
占
有
へ
の
切
換
え
が
一
般
的
で
あ
る
」
再
（
同
前
）
か
ら
、

太
閤
検
地
に
聡
慧
性
・
小
農
民
自
立
語
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の

批
判
の
認
否
は
、
基
礎
史
料
の
解
釈
如
何
に
か
か
つ
て
い
る
か
ら
、
氏
が
指
摘
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批覇と反

さ
れ
た
私
の
引
期
史
料
を
も
う
一
度
あ
げ
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
一
　
ま
ず
摂
津
国
能
勢
無
宿
野
村
の
津
田
家
の
場
合
を
み
る
と
、
同
家
の
由

来
を
か
い
た
後
欠
の
文
書
に
、

　
氏
神
三
社
琶
役
守
護
之
儀
、
天
正
年
中
迄
者
、
我
々
先
祖
糧
勤
申
南
無
、
御

　
社
領
田
地
婚
儀
…
…
凡
壱
丁
三
反
歩
之
処
、
天
正
年
中
二
瀬
為
没
収
、
我
々

　
獅
之
所
領
種
油
、
交
禄
三
年
片
桐
市
正
御
検
地
之
節
、
高
付
被
弾
付
、
無
録

　
二
相
成
候

と
あ
る
。
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
脇
田
氏
は
①
冊
、
第
韮
部
（
拙
著
）
で
は
こ
れ
を

土
地
占
有
す
ら
も
否
定
さ
れ
、
各
誌
に
な
っ
た
も
の
乏
理
解
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
無
理
で
あ
り
…
…
そ
の
点
、
第
工
部
で
は
「
と
き
に
は
地
主
農
繁
有
岩
の
作

入
酌
占
有
渚
に
切
り
か
え
ら
れ
た
も
の
が
登
録
人
と
な
っ
た
」
　
（
三
三
三
頁
）

と
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
』
な
お
誤
り
だ
と
し
、
②
こ

れ
は
　
『
在
地
領
主
の
所
領
が
蔦
付
さ
れ
、
　
無
録
に
な
っ
た
も
の
篇
、
　
つ
ま
り

蔦
領
主
」
的
土
地
所
有
の
否
定
、
桜
雲
1
1
作
人
的
占
有
へ
の
引
直
し
を
示
す
臨

（
前
掲
紘
、
一
殴
八
頁
）
史
料
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
①
は
明
ら
か
に
氏
の

読
み
誤
り
で
あ
る
。
私
は
第
証
書
で
津
田
家
の
管
理
し
て
い
た
氏
神
三
社
領
田

が
天
正
年
中
没
収
さ
れ
、
玄
た
同
家
の
所
領
田
畑
が
、
文
禄
の
検
地
で
、
禄
躊

蒲
地
子
得
分
を
奪
わ
れ
て
岡
象
の
高
付
地
葺
作
人
的
占
有
地
と
な
っ
た
（
第
夏

部
二
四
七
頁
）
と
し
、
そ
の
解
釈
を
第
王
部
で
は
荊
正
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
三
三
三
頁
）
。
　
当
該
箇
所
を
、
も
う
一
度
よ
く
読

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

　
問
題
に
な
る
の
は
②
で
、
脇
田
氏
は
津
田
氏
を
在
地
領
主
と
断
定
し
、
し
た

が
っ
て
、
そ
の
土
地
関
係
を
「
領
主
」
酌
土
地
所
有
と
さ
れ
る
が
、
右
の
史
料

か
ら
津
田
氏
を
在
地
領
主
錆
土
地
所
画
讃
と
明
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

こ
と
に
こ
の
史
料
が
自
家
の
由
緒
を
あ
と
か
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
津
田
氏
が
権
利
を
も
つ
た
笛
畑
は
、
氏
神
三
社

の
「
社
領
田
地
壱
町
三
反
歩
」
と
、
　
「
我
々
聯
之
所
領
」
と
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
氏
神
三
社
馬
田
一
町
三
反
に
対
す
る
津
田
氏
の
権
利
は
、
土
地
所
有
権
で
は

な
く
、
村
の
有
力
者
と
し
て
の
管
理
権
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
室
町
期
に
は
、
村

人
が
作
職
を
保
留
し
て
加
地
子
名
主
職
を
氏
神
に
寄
進
す
る
傾
向
（
三
〇
六
－

七
頁
）
に
あ
っ
た
点
と
、
こ
の
地
域
で
は
月
孤
寺
・
荒
木
村
重
・
能
勢
氏
ら
の

在
地
領
主
な
い
し
小
大
名
が
存
在
し
た
点
と
か
ら
み
る
と
、
右
の
氏
神
三
社
領

田
一
町
三
反
は
村
人
か
ら
寄
進
さ
れ
た
加
地
子
名
主
職
で
、
村
人
は
年
貢
公
事

を
領
主
へ
、
加
地
子
を
氏
神
三
型
へ
納
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
氏

神
三
韓
に
神
富
が
い
な
い
た
め
、
村
の
有
力
詣
と
し
て
の
黒
田
或
は
、
加
地
子

を
収
取
す
る
氏
神
の
加
地
子
領
主
的
土
地
所
有
ま
た
は
地
主
的
占
禽
を
事
実
上

管
理
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
町
三
反
は
門
天
正

年
由
に
没
収
さ
れ
て
、
津
田
氏
の
管
理
権
も
な
く
な
り
、
信
長
ま
た
は
秀
吉
り

の
部
将
の
領
地
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
作
職
を
所
有
し
て
い
た
村
人
が
検
地
帳
　
岬

登
録
人
と
な
っ
た
の
で
あ
6
。
こ
れ
は
、
加
地
子
名
主
職
の
没
収
つ
ま
り
加
地
　
3
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1



子
領
主
的
所
有
ま
た
は
壇
主
的
占
有
の
否
定
で
あ
り
、
作
人
的
占
有
の
公
認
で

あ
っ
て
、
脇
同
氏
の
解
釈
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
右
の
「
我
々
聯
之

研
領
」
に
対
す
る
津
臓
氏
の
権
利
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
無
録
二
相
成
候
」
と

あ
る
点
と
、
領
主
月
峯
寺
・
能
勢
・
荒
木
ら
の
存
在
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
、

や
は
り
領
主
的
土
地
所
有
と
は
思
わ
れ
ず
、
主
に
地
主
的
占
有
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
研
領
」
は
文
禄
三
年
の
検
地
に
よ
っ
て
津
田
氏
の
回
付
話

作
人
的
占
有
と
な
り
、
そ
の
た
め
「
無
録
」
　
（
加
地
子
収
取
の
否
定
）
に
な
つ
．

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
主
的
占
有
の
作
人
的
占
有
へ
の
切
り
か
え
で
あ
り
、

脇
田
氏
の
い
う
領
主
的
土
地
所
有
の
作
人
的
占
有
へ
の
切
り
か
え
で
は
な
い
。

　
二
　
つ
ぎ
に
近
江
国
坂
田
郡
箕
浦
村
の
井
戸
村
氏
の
場
合
を
み
る
と
、
　
「
瀞

こ
ろ
彦
三
郎
」
ら
二
五
人
が
扶
持
さ
れ
た
作
職
に
つ
い
て
、
天
正
一
九
年
Ω

五
九
一
）
に
井
…
戸
村
与
六
へ
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
付
を
出
し
て
い
る
。

　
　
被
成
御
扶
持
候
作
職
淋
付
上
串
候
事

い
村
…
川
原
西
申
比
簸
州
、
北
ハ
枢
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
こ
ろ
　
　
　

（
略
押
）

　
七
　
段
　
小

か
い
冤
サ
て
へ
五
．
反
口
m
内

　
蓬
　
　
畝

　
　
チ
　
　
　
　
　
ア
　

立
害
川
原
　
値
孫
左
衙
門
渡

　
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
撚
与
論
ハ
楼
徳
分
興
二
融
ふ
山
リ

　
ノ

同
販
の
せ
河
か
け
共
二

　
由
侶
　
　
段
　
　
半
　
　
　
　
但
与
論
面
様
一
寸
ふ
ち

小
門
前

　
由
響
　
段
　
　
　
　
　
同
地
壱
職
工
二
御
ふ
ち

　
　
以
　
上

天
｝
尤
晶
卿
　
　
　
是
ハ
御
被
寅
二
柚
伐
戊
譲
時
、
隔
側
釈
捲
之
由
鹸

　
壱
　
段

同1司帯同彦

　　　　郎
　　　　o

衛
門
太
郎
○

問
祈

　
壱
　
段

さ
い
か
ち
　
　

融
被
宮
ユ
被
慮
候
時
、
五
郎
兵
衛
濫
に
て
ロ
ロ

　
壱
　
段
　
半

立
螺
譜
凝
影
響
影
野
。
。
禽
輩
不
進
を

の
せ
…
川
河
原
　
　
　
　
　

娃
ハ
与
六
醸
徳
分
．
靴
ハ
鶴
∵
朗
ゆ
り

　
壱
　
反

か
い
そ
へ
か
わ
ら
五
反
小
之
内

　
駆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楚
も
与
六
媛
徳
A
刀
悪
御
ふ
Φ
P

　
ノ　

　
／

こ
も
う
ま
へ

　
壱
　
反

立
腎
ノ
ト
湘
河
銀
　
A
ー
ハ
皆
川

　
壱
　
反
　
大

繊
霞
川
原

　
小　

　
／

頽
納
肉
ノ
こ
し

　
大

山
灘
ノ
屠

　
大

丸
肉
ノ
こ
し

　
大

い
や
し
き
市
庭

　
鰍
ビ
　
　
玖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
以
下
六
鷲
一
筆
雀
略
・
）

同同同率同　　岡 彦

八
。

五
郎
大
夫
○

同局岡

右
書
上
申
候
作
職
被
成
御
扶
持
候
処
、
実
正
明
由
也
、
自
然
於
予
々
孫
々
も

売
買
仕
候
ハ
玉
、
可
被
成
御
糺
明
嫉
、
随
身
右
之
聲
上
外
二
か
く
し
置
、
又

ハ
・
り
h
ソ
巾
丁
儀
胤
恢
ハ
玉
、
被
闘
刀
鳳
山
山
次
第
二
可
二
刀
繍
」
∴
候
、
猶
以
御
紘
侠
地
ラ
飼
L
∴
、

め
ん
く
名
付
仕
指
出
仕
候
共
、
不
寄
欝
時
被
召
上
候
共
、
其
時
一
列
之
子

細
申
問
敷
候
、
例
為
後
日
之
状
如
件
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批判と反省

天
歪
姶
九
年

　
　
　
　
一
篇
月
十
二
日

井
二
戸
村
与
論
一
様

　
　
　
　
　
　
参

此
使
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
八
郎
右
衛
門
○

　
脇
田
氏
は
、
こ
の
文
書
を
解
釈
し
て
、
『
こ
の
史
料
の
「
襲
職
」
は
単
純
に

名
主
職
・
作
詞
に
お
け
る
義
父
と
い
い
う
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の

内
容
は
「
ふ
ち
偏
「
与
六
様
御
ふ
ち
」
無
記
載
と
、
　
「
与
六
様
徳
分
共
御
ふ
ち
」

と
あ
る
場
含
に
大
別
で
き
、
従
っ
て
こ
こ
で
与
六
が
扶
持
し
た
「
作
職
」
は
名

主
職
・
作
職
の
二
種
類
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
着
目
し
う
る
。
作

職
と
い
う
言
葉
が
、
い
わ
ば
農
民
保
有
地
と
し
て
、
職
の
分
化
と
は
異
っ
た
概

念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
検
地
で
問
題
に
な
る

の
は
、
扶
持
を
給
与
す
る
在
地
園
主
の
領
主
権
が
基
本
的
に
問
題
に
さ
れ
て
い

る
と
見
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
…
…
』
　
（
前
掲
誌
、
一
四
九
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
つ

ま
り
氏
の
主
張
は
、
①
こ
の
史
料
の
作
画
が
名
主
職
－
鳶
職
の
構
想
で
は
な
く
、

名
主
職
・
罷
職
を
と
も
に
含
ん
だ
農
民
保
有
地
を
意
味
し
、
②
そ
の
作
職
を
扶

持
と
し
て
給
与
す
る
井
戸
村
氏
は
在
地
領
主
で
、
そ
の
領
脱
営
が
検
地
の
さ
い

基
本
的
に
問
題
に
な
っ
た
、
と
い
う
二
点
に
要
約
さ
れ
る
。

、
ま
ず
①
か
ら
み
る
と
、
た
し
か
に
、
室
町
末
期
の
先
進
・
中
島
地
域
で
は
加

地
子
名
主
職
が
領
主
側
に
吸
収
さ
れ
る
動
き
（
三
〇
一
－
三
〇
九
頁
）
も
あ
っ

て
、
作
職
が
よ
り
純
粋
に
農
民
的
な
保
有
．
（
占
有
）
を
意
味
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作
職
を
、
脇
田
氏
の
よ
う
に
名
主
職
i
作
職

の
作
職
で
は
な
く
、
名
主
職
・
作
職
を
含
ん
だ
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
無
理

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
脇
田
琉
の
論
拠
と
な
っ
た
上
掲
史
料
の
「
徳
分
共
二
御

ふ
ち
」
の
徳
分
を
、
氏
は
名
主
職
徳
分
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
か
な
ら
ず
し

も
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
の
徳
分
は
、
文
明
五
年
（
…
四
七
三
）
の
井
戸

村
定
阿
禰
譲
状
（
井
戸
村
文
書
）
の
「
作
職
足
無
事
」
の
項
に
「
二
反
　
こ
う

た
い
の
に
し
、
よ
し
ふ
ち
方
未
進
、
年
貢
弁
、
い
わ
う
き
の
中
村
よ
り
預
候
、

此
内
一
反
ハ
三
郎
介
二
預
候
、
…
反
ハ
衛
門
と
の
作
話
嵐
と
あ
る
鳥
海
の
よ
・
）

に
、
名
主
職
－
作
職
一
下
作
職
の
場
合
の
作
配
徳
分
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

一
歩
ゆ
ず
っ
て
、
　
そ
れ
が
名
作
職
徳
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
　
上
掲
史
料
で

「
徳
分
共
二
御
ふ
ち
㎏
と
あ
る
田
畑
は
、
次
表
に
示
す
よ
う
に
八
一
筆
の
5
ち

わ
ず
か
六
戸
に
す
ぎ
ず
、
ほ
か
の
七
五
筆
は
す
べ
て
そ
う
で
は
な
く
、
作
話
の

み
が
扶
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
職
と
徳
分
と
を
と
も
に
扶
持
さ

れ
た
右
の
例
外
的
な
六
下
の
名
暇
人
は
「
お
こ
ろ
彦
三
郎
」
・
「
衛
門
太
郎
」
・

「
与
五
郎
」
ら
特
定
の
三
人
に
か
ぎ
ら
れ
、
　
そ
の
う
ち
衛
門
太
郎
は
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
へ

井
戸
黒
氏
の
被
宮
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
井
戸
村
氏
は
一
般
に
購
畑
の
作
職
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
へ
　
　
　
み

み
を
農
民
に
扶
持
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
例
外
的
に
ご
く
一
部
の
田
畑
の
作

職
と
徳
分
と
を
と
も
に
被
官
な
ど
の
特
定
の
も
の
に
扶
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
例
外
的
な
事
実
を
論
拠
と
し
て
、
一
般
酌
事
実
を
無
視
し
た
脇
田
氏
の
主
張

に
は
無
理
が
あ
り
、
み
と
め
ら
れ
な
い
。
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井戸村氏から扶持された扶持の内容

人雪主
酔‘名筆数但書の有無・内容

就ろ F三部・衛門太郎・与五郎
tsころ

F三郎

衛門太郎

4
　
1
　
　
1

徳分共二郷ふち

一一一・ №凾給､二御ふち

徳分御ふち

t’tろ F：三郎・衛門太郎・与五郷

衛門太郎
0
0
　
1

御ふち

？

有

71　i彦八ら25人

g1 25

無　（作職ふち）

舎　計

備考1．本山は前掲文欝の田畑各筆のうち扶持関係の但書の
　　　有無・有る場合の内容を，曲筆ごと，名筆人ごとに整
　　　理したもの。

　　2．　「徳分共二御ふち」と「一職共二御ふち」とは詞じ
　　　1無印であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　3．　「徳分御ふち」はそのすぐ前の筆に「徳分共二御ふ
　　　ち」とあってf是も与六様徳分御ふち」とある場合だ
　　　から，おそらく2と同じであろう。
　　4．　「御ふち」は作職扶持の意であろうが，無記載の場
　　　食も外題に作職扶持とあり，したがって，とくに「御
　　　ふち」と影踏された理由が問題になるが，いますぐに
　　　は解決しかねる。

　　5．　「？」は読み切れないためであり，したがって扶持

　　　関係の倶需ではないかもしれない。

　
つ
ぎ
に
②
の
点
、
つ
ま
り
右
の
よ
う
に
一
般
に
作
職
を
農
民
に
扶
持
し
た
井

戸
村
氏
が
果
し
て
在
地
領
主
な
の
か
、
ま
た
天
正
一
九
年
検
地
の
さ
い
上
掲
文

書
を
出
す
と
い
う
形
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
果
し
て
領
主
権
な
の
か
、
と
い
う

点
を
吟
味
し
ょ
う
。
脇
田
氏
は
、
井
戸
村
氏
が
在
地
領
主
で
、
そ
の
領
主
権
が

天
正
一
九
年
検
地
の
さ
い
問
題
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
井
戸
村
氏
が

在
地
領
主
で
あ
っ
た
ず
っ
と
以
髄
の
段
階
と
、
そ
の
後
の
変
化
と
を

混
同
し
た
謬
見
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
井
戸
村
氏
は
、
浅
井
氏
の
没

落
ま
で
は
自
作
し
な
が
ら
土
地
を
所
有
す
る
土
豪
で
あ
り
、
在
地
領

主
酌
で
あ
っ
た
が
、
秀
吉
の
長
浜
入
部
と
と
も
に
土
地
所
有
を
否
定

さ
れ
、
在
地
領
主
性
麗
領
主
権
を
失
な
っ
て
、
そ
の
土
地
関
係
は
地

主
的
占
有
（
名
主
的
占
有
）
・
作
人
的
占
有
の
み
と
な
り
、
さ
ら
に

天
正
一
二
・
三
年
ご
ろ
か
ら
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
主
的
占

有
も
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
正
一
九
年
の
検
地
で
は
そ
の
地

主
的
占
有
が
問
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点

を
も
う
少
し
詳
述
し
よ
う
。

　
井
…
戸
村
想
望
禰
の
文
明
三
年
・
（
一
四
七
｝
）
覚
書
お
よ
び
同
五
年

の
譲
状
に
よ
る
と
、
井
戸
田
々
の
．
所
領
は

①
　
若
干
の
「
霞
作
」
分
…
…
主
に
作
人
的
占
有
地
・
一
部
名
主
酌

　
占
有
地

②
　
多
く
の
「
加
地
子
」
収
取
地
…
…
こ
れ
は
作
職
徳
分
・
名
主
職

　
徳
分
の
あ
る
土
地
で
、
主
に
地
主
的
占
有
ま
た
は
掬
地
子
領
主
的
土
地
所
有

　
の
地

③
　
「
定
徳
寺
代
官
崇
高
な
ど
の
若
干
の
在
地
領
主
的
土
地
所
有
の
地

か
ら
な
っ
て
い
る
（
一
三
七
－
八
頁
に
詳
述
）
。
　
ま
た
井
戸
村
氏
は
、
元
亀
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ

年
（
一
丑
七
〇
）
に
浅
井
氏
方
の
佐
和
山
城
に
籠
城
し
な
が
ら
、
　
「
作
付
置
候
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批判と反省

サ
ヤ
　
へ

立
毛
㎏
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
（
同
）
。
　
さ
ら
に
元
亀
三
年
に
井
戸
村
光
慶

が
売
っ
た
田
一
反
は
、
　
「
年
貢
米
、
一
石
、
公
方
一
石
、
徳
分
方
一
石
、
此
勲

爵
雑
無
諸
公
事
物
也
」
と
あ
っ
て
、
か
れ
に
こ
の
一
反
の
地
主
的
占
有
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
井
戸
村
交
欝
）
。
　
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
井
戸
村
氏

は
、
少
な
く
と
も
浅
井
氏
の
没
落
ま
で
は
一
部
を
自
作
し
な
が
ら
、
熟
通
に
多

く
の
田
畑
か
ら
加
地
子
を
と
る
地
主
、
さ
ら
に
加
地
子
ま
た
は
年
貢
公
事
を
と

る
在
地
領
主
、
の
側
薗
を
も
つ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
浅
井
氏

が
没
落
し
、
秀
吉
が
長
浜
に
入
部
し
て
こ
の
塘
域
を
領
有
す
る
と
と
も
に
、
井

戸
村
氏
の
右
の
③
娃
在
地
領
主
酌
土
地
所
有
お
よ
び
②
の
う
ち
の
加
地
子
領
主

的
土
地
所
有
は
、
浅
井
氏
に
味
方
し
た
他
の
土
豪
の
場
合
と
同
じ
く
、
す
べ
て

没
収
さ
れ
て
、
秀
吉
の
蔵
入
地
ま
た
は
そ
の
部
将
の
領
地
と
な
り
、
井
戸
村
誌

　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
在
地
領
主
性
1
1
領
童
権
を
失
な
っ
て
農
民
と
な
っ
た
。
②
の
う
ち
の
地
主
的

占
有
は
、
信
長
の
検
地
お
よ
び
当
初
の
太
閣
検
地
が
一
般
に
そ
れ
を
認
め
る
傾

向
に
あ
っ
た
（
三
一
八
－
三
二
五
頁
）
点
か
ら
み
て
、
①
の
作
人
的
占
有
・
名

主
的
占
有
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
井
…
戸
村
氏
に
み
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
芥
戸
村
氏
は
、
そ
の
地
主
的
占
有
地
の
汚
職
を
上
述
の
よ
う
に
農
民
に
扶

持
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
天
正
一
二
・
三
年
以
降
の
太
閤
検
地
は
、

さ
ら
に
従
来
の
地
主
的
占
有
を
名
主
酌
占
有
と
同
様
に
否
定
し
て
、
そ
の
下
の

作
人
的
占
有
を
公
認
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
作
人
的
占
有
に
切
か
え
る

よ
う
に
な
っ
た
（
三
二
五
一
三
二
九
頁
）
。
　
そ
こ
で
地
主
的
占
有
を
寒
わ
れ
る

こ
と
を
お
そ
れ
た
井
戸
主
意
は
、
天
疋
一
九
年
の
検
地
に
さ
い
し
、
面
訴
を
扶

持
し
た
農
工
か
ら
上
掲
の
文
書
を
と
っ
て
地
主
と
し
て
の
権
利
を
私
か
に
温
存

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
脇
田
氏
の

い
う
領
主
権
で
は
な
く
、
地
主
的
占
有
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
結
果
、
地
主

的
占
有
の
下
の
作
人
的
占
有
が
公
認
さ
れ
、
廃
職
を
扶
持
さ
れ
た
農
民
が
登
録

人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
　
な
お
脇
田
氏
は
、
　
藺
、
後
進
地
域
の
例
証
、
武
田
領
惣
百
姓
分
の
占
有
は

名
主
的
占
有
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
負
担
額
を
二
六
～
三
六
％
と
さ
れ
た
為
で

あ
り
、
第
二
一
表
か
ら
算
出
す
れ
ば
負
担
額
六
二
・
二
～
五
一
・
一
％
と
な
り

氏
の
い
わ
れ
る
作
人
的
占
有
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
（
二
九
八
・
九
頁
）
』
（
前

掲
誌
、
一
四
八
頁
）
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
は
り
脇
田
氏
の
読

み
誤
り
で
あ
る
。
　
な
る
ほ
ど
、
第
工
部
の
第
一
二
表
に
よ
る
と
、
惣
百
姓
の

「
納
高
U
は
「
検
地
高
」
の
六
二
・
二
～
五
一
・
一
％
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

の
「
検
地
葛
」
は
、
太
閤
検
地
の
そ
れ
の
よ
う
に
生
産
高
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
　
「
本
成
隆
本
年
貫
商
と
検
地
踏
出
と
を
加
え
た
」
　
（
二
九
八
頁
）
も

の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
納
高
」
は
作
人
的
占
有
の
負
担
と
は
い
え
な
い
。
「
納
高
」

は
「
本
成
と
踏
跡
分
の
約
二
六
～
瓢
一
六
％
と
を
偏
　
（
二
九
八
頁
）
繍
え
た
も
の

で
あ
り
、
惣
百
姓
は
、
検
地
高
の
う
ち
本
成
分
は
従
来
の
ま
ま
負
担
し
、
踏
野

分
で
は
そ
の
二
六
～
三
六
％
を
負
委
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
分
占
有
は
名
主

的
占
有
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（
二
九
九
買
）
。
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な
お
以
上
の
ほ
か
、
地
主
的
占
有
が
太
閤
検
地
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
、
そ
の

下
の
作
人
準
占
有
が
公
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
名
主
的
占
有
と
同
様
、
作
人
的
占

有
に
切
り
か
え
ら
れ
た
こ
と
を
服
す
史
料
は
み
ら
れ
る
。
澱
近
の
脇
田
氏
の
話

で
は
、
上
坂
文
書
の
う
ち
に
も
同
様
の
更
料
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
さ
き
の
野
望
氏
の
史
料
解
釈
お
よ
び
主
張
は
い
ず
れ
も
成
立
し
な
い
。

四

　
つ
ぎ
に
「
本
書
」
の
補
助
的
な
所
論
に
対
す
る
各
社
判
者
の
批
判
を
み
る
と
、

農
業
経
営
に
つ
い
て
の
批
判
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
農
民
階
層
・
領
主
罰
の
性

格
・
小
農
里
芋
立
策
な
ど
に
対
す
る
批
判
も
か
な
り
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
、
ど
こ
ま
で
も
中
心
テ
ー
マ
ー
に
対
し
て
で
は
な
く
、
中
心
テ
ー
マ
ー
を
考

察
す
る
た
め
必
要
な
か
ぎ
り
と
り
上
げ
た
補
助
的
な
所
論
に
対
す
る
批
判
で
あ

る
か
ら
、
　
「
本
書
」
の
書
評
と
し
て
は
余
り
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
全
く
無
視
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
の
で
、
一
お
う
、
内
容
別
に
批

判
点
を
簡
単
に
吟
晒
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
農
業
経
営
に
対
す
る
批
判
を
み
よ
う
。
松
岡
氏
は
『
著
者
は
第
一
章
で

は
夫
役
経
営
と
小
経
営
の
外
に
独
立
小
農
民
経
営
を
あ
げ
て
い
る
が
、
繁
三
章

で
は
こ
れ
に
言
及
さ
れ
な
い
の
は
如
何
な
る
理
由
か
』
　
（
前
掲
誌
、
八
三
頁
）

と
下
問
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
氏
の
読
み
誤
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
で

轍
従
来
の
研
究
を
反
省
し
て
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
臼
的
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
従
来
の
私
の
見
解
と
し
て
三
つ
の
経
営
形
態
と
太
閤
検
地
と
の
関

係
を
の
べ
、
同
時
に
そ
れ
を
反
省
し
て
「
農
民
の
土
地
関
係
を
耕
作
権
・
得
分

権
と
し
て
経
営
関
係
と
同
時
に
論
じ
た
た
め
、
問
題
を
混
同
さ
せ
た
嫌
い
が
あ

る
」
（
二
七
頁
）
と
自
己
批
判
し
て
、
従
来
の
考
え
方
を
改
め
、
第
三
章
で
は
新
た

に
基
本
的
な
経
営
形
態
と
し
て
手
役
経
営
と
小
経
営
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

松
岡
氏
は
こ
の
点
を
読
み
と
っ
て
い
な
い
。
ま
た
松
田
氏
は
、
『
新
名
体
制
下
の

夫
役
経
営
と
名
体
鋤
下
の
名
田
経
営
の
差
が
明
瞭
で
な
い
』
　
（
前
掲
誌
、
八
三

頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
氏
の
誤
解
で
あ
る
。
名
田
経
営
の
段
階
で
は
、

名
主
の
代
表
す
る
家
父
長
的
家
族
共
同
体
が
名
主
的
占
有
の
主
体
で
あ
り
、
そ

の
ほ
か
に
占
有
は
な
い
が
、
夫
役
経
営
の
段
階
で
は
、
第
三
叢
薄
二
節
『
占
有

の
分
化
と
在
地
の
動
き
』
で
詳
述
し
た
よ
う
に
占
有
は
分
化
し
て
前
段
階
と
は

基
本
的
に
ち
が
っ
た
土
地
関
係
が
展
開
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
土
地
関
係

の
展
園
に
対
応
す
る
経
営
の
変
化
を
、
名
田
経
當
か
ら
夫
役
経
営
・
小
経
営
へ

の
展
躍
、
体
制
の
変
化
を
名
体
制
か
ら
薪
名
体
制
へ
の
変
化
と
理
解
し
た
の
で

あ
る
。
な
お
松
岡
氏
は
、
　
『
夫
役
経
者
営
と
小
経
営
者
と
の
』
関
係
は
『
近
世

約
関
係
を
以
て
推
測
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
』
（
前
掲
誌
、
八
三
頁
）
と
し
、

ま
た
上
島
氏
は
『
貞
享
年
中
の
「
豊
年
税
書
」
が
唯
一
の
論
拠
で
あ
る
小
経
営

独
立
再
生
産
不
可
能
説
は
、
何
ら
の
具
体
性
も
有
し
な
い
』
　
（
前
掲
誌
、
七
二

買
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
は
①
奈
良
一
平
安
初
期
の
史
料
（
七
四
・
七

八
頁
）
　
・
由
世
末
期
…
の
『
清
良
記
』
お
よ
び
近
世
前
期
の
『
豊
年
留
書
』
　
（
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二
三
一
四
頁
）
、
②
B
本
縫
業
の
一
毅
的
特
質
（
七
三
一
四
・
一
三
瓢
買
）
、
③

中
世
の
わ
ず
か
な
断
片
的
な
関
係
史
料
（
一
6
八
1
．
ご
二
、
二
器
○
一
一
三

八
頁
）
、
　
④
近
世
初
期
の
経
営
関
係
（
一
三
九
一
一
四
五
頁
）
な
ど
を
論
拠
と

し
て
、
央
役
経
営
・
小
経
営
の
一
般
的
成
立
と
両
者
の
関
係
を
論
じ
た
の
で
あ

り
、
決
し
て
「
近
世
的
関
係
」
ま
た
は
『
豊
年
税
書
』
だ
け
を
論
拠
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
私
の
所
論
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
右
の
論
拠
を
す
べ

て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
は
や
っ
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
右
の

批
判
は
批
判
に
な
ら
な
い
。

　
な
お
上
島
氏
は
、
『
小
経
営
が
そ
の
再
生
慶
を
維
持
す
る
た
め
に
一
町
程
度

の
土
地
を
耕
作
し
、
そ
の
上
大
経
営
に
夫
役
を
提
供
す
る
余
裕
が
あ
り
え
た
で

あ
ろ
う
か
漏
（
前
掲
誌
、
七
二
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
氏
が
私
の
見
解

を
誤
解
し
て
、
　
『
氏
に
従
え
ば
小
経
営
は
自
己
の
占
有
地
と
、
大
経
鴬
よ
り
の

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

細
作
地
合
せ
て
一
町
程
度
耕
作
し
な
け
れ
ば
、
独
立
再
生
産
が
不
可
能
で
あ
り
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

（
同
前
）
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
小
経
鴬
考
が
「
一
町
程
度
耕
作
」

し
た
と
は
ど
こ
に
も
の
べ
て
お
ら
ず
、
小
経
営
春
は
一
般
に
そ
の
占
有
地
の
ほ

か
に
、
夫
役
経
営
者
か
ら
の
請
作
地
を
経
営
し
て
、
夫
役
を
夫
役
経
営
者
に
提

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

供
し
依
存
す
る
こ
と
に
よ
り
胤
己
を
再
生
産
し
た
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
上
島
氏
は
、
私
が
第
三
章
第
一
鐘
で
夫
役
経
営
の
一
般
的
形
成
を
論
じ
た

の
に
対
し
、
　
冊
夫
役
経
営
の
存
在
を
示
さ
れ
る
奥
料
の
多
く
は
鎌
倉
末
期
前
後

の
も
の
で
…
…
「
在
地
領
主
」
の
配
役
徴
収
が
、
　
「
名
体
制
」
の
解
体
に
よ
り
、

矛
盾
と
し
て
顕
然
化
し
た
こ
と
を
、
即
ち
夫
役
経
営
が
崩
壊
期
に
入
っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
』
　
（
同
前
）
　
と
さ
れ
、
　
脇
田
氏
も
ほ
ぼ
岡
様
の
批
判
を
さ
れ
る

（
前
掲
誌
、
一
閥
七
頁
）
が
、
こ
れ
も
前
後
の
関
連
を
正
し
く
読
み
と
っ
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
ら
く
る
誤
解
で
あ
る
。
私
は
、
ま
ず
在
地
領
主
の
夫
役
経
営

の
例
を
あ
げ
て
、
そ
れ
は
「
名
体
制
段
階
の
領
主
的
名
の
経
営
な
い
し
領
主
直

営
の
場
合
と
同
じ
で
あ
」
　
（
一
一
三
∩
、
頁
）
る
と
し
、
そ
れ
が
名
解
体
後
の
「
新

名
主
の
比
較
的
大
き
な
経
営
に
お
い
て
も
一
毅
に
」
　
（
詞
前
）
み
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
し
て
、
在
地
領
主
涯
土
地
所
有
齋
で
は
な
く
有
力
新
名
主
H
占
有

漸
の
夫
役
経
営
の
一
般
的
形
成
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
一
部
分
だ
け
を
読
ん
で

誤
解
さ
れ
て
は
困
る
。
な
お
脇
沿
氏
は
、
私
が
『
清
良
記
』
を
分
析
し
て
一
町

二
反
五
畝
の
経
営
に
男
四
人
・
女
一
人
の
労
働
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
単
婚
家

族
の
冑
家
経
営
で
は
な
い
と
し
た
の
に
対
し
、
　
門
単
婚
家
族
を
文
宇
通
り
男
女

各
一
の
「
単
婚
」
家
族
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
』
　
（
前
掲

誌
、
一
四
輩
頁
）
と
批
判
し
、
　
＝
・
二
名
の
下
人
労
働
と
、
補
充
的
な
労
働

力
投
下
に
よ
っ
て
二
町
程
度
の
経
営
は
恐
ら
く
単
婚
小
家
族
経
営
で
可
能
で
あ

る
』
　
（
陶
前
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譜
代
の
下
人
が
い
る
場
合
、
そ
れ
は
単

婚
家
族
で
は
な
く
複
合
家
族
で
あ
り
、
し
か
も
氏
の
い
わ
れ
る
補
充
的
な
労
働

力
は
、
こ
の
段
階
で
は
年
忌
や
日
傭
で
は
な
く
夫
役
労
働
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

を
提
供
し
て
再
生
産
を
は
か
ろ
う
と
す
る
小
経
営
毒
が
き
わ
め
て
多
い
点
か
ら

す
る
と
、
夫
役
労
働
の
比
重
は
下
入
労
働
よ
り
も
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
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い
う
小
経
営
表
が
一
そ
う
独
立
性
を
増
し
た
近
世
の
段
階
で
は
、
氏
の
い
わ
れ

る
よ
う
な
下
入
労
働
に
中
心
を
お
く
経
嘗
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
農
民
の
階
層
な
い
し
体
制
に
対
す
る
批
判
を
み
よ
う
。
永
原
氏
は
、

『
σ
（
平
安
i
鎌
倉
期
）
∴
1
1
（
南
北
朝
－
室
町
期
）
　
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

基
本
的
な
過
振
生
産
者
が
何
で
あ
る
か
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
』
　
（
前
掲
誌
、

四
工
頁
）
と
し
て
、
ま
ず
σ
期
に
つ
い
て
は
、
『
σ
期
の
名
主
を
宮
川
氏
は
家
父

長
的
家
族
共
同
体
の
家
父
長
と
い
い
、
こ
れ
が
在
地
領
主
的
所
有
に
対
応
す
る

農
民
的
占
有
の
唯
一
の
も
の
と
み
て
そ
の
本
質
を
家
父
長
的
奴
隷
主
と
み
る
見

解
に
反
対
す
る
が
、
そ
れ
で
は
、
名
主
の
本
質
は
何
か
。
宮
川
氏
は
G
期
の
基

本
的
生
産
者
の
性
格
と
七
て
コ
ロ
ー
ヌ
ス
を
あ
げ
ら
れ
る
が
、
氏
の
論
旨
に
よ

れ
ば
こ
れ
は
名
主
が
そ
の
下
部
に
内
包
し
て
い
る
副
次
的
・
従
鵬
的
ウ
ク
ラ
ー

ド
な
の
で
は
な
い
か
。
司
の
農
奴
制
・
鵡
の
隷
農
制
と
姓
照
す
る
た
め
に
は
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
し

で
は
名
主
－
在
地
領
主
の
関
係
が
コ
ロ
ー
ヌ
ス
綱
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、

こ
の
図
式
は
首
尾
一
貫
し
な
い
が
、
そ
れ
は
事
実
に
も
一
致
し
な
い
』
（
岡
前
）

と
批
判
し
、
つ
ぎ
に
H
期
に
対
し
て
は
、
『
夫
役
収
取
藩
獅
「
新
名
主
」
と
夫

役
提
供
者
鋒
小
農
民
』
と
を
『
と
も
に
農
奴
と
規
定
し
、
　
「
農
奴
制
の
重
層
的

構
造
」
と
説
明
す
る
こ
と
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
農
民
の
基
本
的
階

層
が
ど
れ
で
あ
る
か
を
不
鮮
明
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
…
…
や

は
り
基
本
的
な
も
の
と
副
次
的
な
も
の
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
』
　
（
前
掲
誌
、

閤
三
頁
）
と
さ
れ
る
。
松
岡
氏
（
前
掲
誌
、
八
三
頁
）
や
、
上
島
氏
（
前
掲
誌
、

七
〇
頁
）
も
、
永
原
氏
に
近
い
批
判
を
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
・
私
は
平
安

…
室
隣
期
の
基
本
的
な
雲
母
階
膚
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
少
し
も
冒
駒
と

は
し
て
い
な
い
。
三
琉
は
私
が
な
ぜ
平
安
…
室
町
期
の
基
本
的
な
農
民
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
努
力
し
な
か
っ
た
か
を
、
読
み
と
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
太
閤
検
地
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

ま
で
の
基
本
的
な
農
艮
階
磯
の
追
求
よ
り
も
、
領
主
側
の
土
地
実
有
に
対
す
る

農
畏
層
の
占
有
の
展
開
過
程
の
追
求
が
よ
り
重
要
で
あ
り
、
直
接
的
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
私
は
基
本
酌
農
民
の
追
求
を
問
題
に
せ
ず
（
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難

で
、
一
二
氏
と
も
あ
る
い
は
即
答
で
き
ま
い
と
思
う
が
）
、
　
も
つ
ぼ
ら
土
地
所
川
右
N

i
占
有
の
史
的
展
開
の
遽
求
に
努
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
必
要
な
か
ぎ
り

農
民
の
階
層
や
体
制
に
も
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
平
安
末
一
鎌
倉
期
に
は
本
所
領
家
・
在
地
領
主
の
土
地
所
有
に

対
立
す
る
占
有
を
名
主
的
占
有
と
考
え
、
そ
れ
を
呉
体
的
に
説
明
す
る
た
め
、

そ
の
主
体
を
名
主
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
家
父
男
望
家
族
共
同
体
、
そ
の
経
営

を
家
父
長
的
家
族
共
同
体
経
営
麓
名
田
経
鴬
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
家
父
長
的
家
族
共
同
体
を
、
　
「
家
父
長
制
的
奴
隷
綱
の
変
質
過
程
に
現
わ
れ

た
家
父
長
的
家
族
共
隅
体
関
係
」
　
（
一
四
五
頁
）
と
し
て
、
占
有
主
体
の
、
奴

隷
制
か
ら
農
奴
制
に
い
た
る
中
間
形
態
と
理
解
し
、
そ
の
意
味
で
「
コ
ロ
ー
ヌ

ス
制
酌
段
階
」
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
名
主
と
下
人
・
所
従
と

の
ど
ち
ら
が
基
本
下
階
摺
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
と
領
主
と
の
関
係
が
コ
ロ
ー
ヌ
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ス
制
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
は
問
題
に
な
ら
な
い
し
、
も
し
強
い
て
問
題
に
す

る
と
、
三
氏
の
い
う
よ
う
に
論
旨
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ぎ
に
、

鎌
禽
末
一
室
町
期
に
つ
い
て
も
岡
様
で
、
そ
こ
で
は
、
一
般
に
鴇
現
す
る
夫
役

収
取
者
－
一
夫
役
経
営
者
と
、
夫
役
提
供
者
1
1
小
経
営
者
と
の
い
ず
れ
が
基
本
酌

農
属
か
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
占
有
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
基
本
的
に

問
題
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
そ
の
点
を
第
三
章
第
二
節
「
占
有
の
分
化

と
在
地
の
動
き
」
の
項
で
詳
述
し
て
、
名
主
的
占
有
の
分
化
す
る
過
程
、
重
厨

的
占
有
関
係
の
形
成
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
よ
り
具
体
化
す
る
た
め
に
、
そ

の
関
係
を
夫
役
経
営
者
と
小
経
営
者
の
充
足
依
存
関
係
1
1
族
縁
共
同
体
関
係
と

し
て
説
明
し
、
領
主
と
の
関
係
で
は
重
層
的
な
農
奴
制
的
生
産
関
係
の
一
般
酌

成
立
と
み
た
の
で
あ
る
。
永
原
氏
は
『
農
奴
欄
の
重
晒
的
構
造
諭
と
説
明
す
る

だ
け
で
な
く
、
領
主
－
夫
役
収
取
者
1
1
新
名
主
の
関
係
と
、
夫
役
収
取
者
1
1
新

名
主
－
夫
役
提
供
者
聾
小
農
民
の
関
係
と
、
い
ず
れ
が
基
本
的
な
も
の
か
を
明

ら
か
に
す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
読
み
誤
り
か
ら
く
る
謬
児
で
あ
る
。

私
が
新
名
主
と
小
農
民
と
を
対
立
概
念
と
し
て
は
お
ら
ず
、
小
農
民
の
う
ち
に

も
弱
小
薪
名
主
・
一
部
の
作
人
な
ど
が
あ
っ
て
、
か
れ
ら
は
夫
役
経
営
者
珪
有

力
新
名
主
と
の
問
に
農
奴
制
日
生
薩
関
係
を
も
つ
と
同
時
に
、
領
主
と
の
間
に

艇
奴
制
的
生
産
関
係
を
も
つ
た
と
童
越
し
て
い
る
点
を
読
み
と
ら
れ
た
な
ら
、

君
の
疑
問
は
で
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
占
有
着
闘
の
農
奴
制
的
生
産
関
係

と
、
領
主
1
1
土
地
断
機
鶉
－
占
有
者
の
そ
れ
と
、
い
ず
れ
が
基
本
酌
か
と
い
う

の
な
ら
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
後
者
で
あ
り
、
そ
の
点
は
第
三
章
の
第
二

節
と
第
三
節
と
を
統
一
的
に
読
み
と
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
．
松
岡
氏
は
、
私
が

右
の
う
ち
前
嚢
だ
け
の
べ
て
後
傷
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
（
前
掲
誌
、
八
二
一
三

買
）
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
第
二
節
だ
け
読
ん
で
第
三
節
を
読
ま
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
永
原
氏
は
封
建
制
の
性
格
を
問
題
に
し
て
、
　
『
宮
廻
氏
の
よ
う
に

織
豊
政
権
を
も
つ
て
「
確
立
扁
と
形
容
し
て
も
差
支
な
い
が
（
一
般
に
も
し
ば

し
ば
そ
う
な
っ
て
い
る
）
、
　
そ
れ
以
前
は
封
建
社
会
と
し
て
「
未
熟
」
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
問
題
が
起
る
』
（
前
掲
誌
、
四
三
頁
）
．
と
し
、
『
室
町
期
を

も
「
未
熟
な
封
建
制
」
と
す
る
た
め
、
爾
北
朝
内
乱
の
変
革
的
意
義
に
つ
い
て

の
評
価
が
い
ち
じ
る
し
く
消
極
的
で
あ
る
』
（
同
前
）
　
と
い
い
、
　
そ
の
た
め

門
結
論
酌
に
は
安
良
城
氏
と
一
致
す
る
と
い
う
妙
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
』
（
胸

焼
）
と
さ
れ
る
。
脇
田
氏
も
こ
れ
に
近
い
批
判
を
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、

私
は
く
り
返
し
い
う
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
土
地
断
有
i
占
有
の
発
展
段
階
を

ま
ず
考
え
、
そ
れ
に
対
慈
さ
せ
て
封
建
制
め
発
展
を
段
階
的
に
考
え
て
い
る
の

で
あ
り
、
決
し
て
太
閤
検
地
前
の
封
建
制
を
「
未
熟
な
封
建
制
」
と
は
い
っ
て

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
平
安
末
一
鎌
倉
期
に
は
「
名
主
的
占
有
を
ふ
ま
え
た
本

所
領
家
的
土
地
所
有
と
在
地
領
主
の
未
熟
な
封
建
的
土
地
所
有
と
が
併
制
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
を
基
礎
と
す
る
組
織
と
し
て
の
古
代
的
支
配
関
係
と
未
熟
な
封
建
体
制
と

（
初
期
封
建
綱
）
が
対
立
し
た
」
　
（
轟
轟
八
隅
災
）
　
と
み
、
鎌
A
脳
士
小
一
南
十
㌍
朝
欄
期
に
［
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は
占
有
が
分
化
す
．
る
と
と
も
に
、
　
門
古
代
的
権
力
が
没
落
し
」
て
、
本
所
領
家

的
土
地
所
有
が
「
上
か
ら
の
封
建
化
と
し
て
」
…
…
庄
園
領
主
豹
土
地
概
有
へ

と
変
質
し
、
在
地
領
主
の
土
地
所
有
は
本
所
領
家
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
古
さ

を
次
第
に
捨
て
、
一
元
的
土
地
所
有
・
一
円
支
配
を
獲
得
す
る
と
い
う
形
で
、

よ
り
封
建
化
し
た
」
　
（
二
二
八
頁
）
が
、
し
か
し
限
界
も
あ
っ
て
「
純
粋
封
建

的
土
地
所
有
は
な
お
成
立
せ
ず
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
な
封
建
制
が
成
立
し

た
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
初
期
封
建
制
を
一
歩
前
進
さ
せ
て
、

分
権
的
封
建
制
を
つ
く
る
程
度
の
封
建
的
進
化
を
も
た
ら
せ
た
」
（
二
三
九
頁
）

と
し
、
　
室
町
末
i
太
閤
検
地
段
階
に
は
純
粋
の
封
建
的
土
地
所
有
－
占
有
が

「
確
立
」
し
て
、
純
粋
封
建
制
が
確
立
す
る
と
み
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
上
島
氏
は
私
の
所
論
を
正
し
く
引
胴
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
曲
解
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

筒、

G
吉
が
小
農
民
自
立
策
1
1
革
命
的
政
策
と
、
年
貢
増
収
策
礪
反
動
政
策
の
両

ゐ
　
　
　
へ

側
面
の
政
策
を
同
時
に
行
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
両
面
を
評
価
し
て
、
革

命
的
で
も
な
く
反
動
的
で
も
な
く
、
そ
の
中
聞
の
革
新
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

が
、
…
…
こ
れ
は
単
な
る
言
葉
の
あ
や
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
決
し
て
小
農
民
自

立
政
策
と
は
い
え
ず
、
太
閤
検
地
は
年
貢
の
徹
底
的
徴
収
の
た
め
の
政
策
で
あ

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
』
（
前
掲
誌
、
七
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

私
は
氏
も
引
用
さ
れ
た
よ
う
に
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
意
義
は
、
後
述
の
土
地

所
有
の
封
建
的
統
一
と
相
ま
っ
て
作
人
約
占
有
の
一
般
的
形
成
を
基
本
原
則
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
純
粋
封
建
的
土
地
所
有
の
確
立
を
期
し
た
と
こ
ろ
に
あ

り
」
　
（
三
三
一
頁
）
と
し
、
そ
こ
に
革
薪
的
意
義
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
現
象
面
で
は
、
右
の
基
本
原
則
が
と
き
に
は
小
農
斑
自
立
策
と
し
て

現
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
と
き
に
は
年
貢
増
収
策
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
も
あ

ろ
う
が
、
こ
の
現
象
形
態
が
決
し
て
太
閤
検
地
の
基
本
原
則
で
も
な
く
、
性
格

を
規
定
す
る
条
件
で
も
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
読
み

誤
り
か
ら
く
る
こ
ま
か
な
批
判
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
答
え
る
こ
と
は
一
お
う

省
略
し
よ
う
。

五

　
以
上
を
要
す
る
に
、
　
「
本
書
」
の
中
心
テ
ー
町
、
一
と
し
た
「
封
建
的
土
地
所

有
－
占
有
の
史
的
展
閥
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た
直
接
の
批
判
は
い
ず
れ
も
当
っ

て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
中
心
テ
ー
マ
ー
を
解
明
す
る
た
め
必
要
な
か
ぎ
り
橋
脚

酌
に
論
じ
た
農
業
経
営
・
農
民
階
屑
・
領
主
制
の
性
格
な
ど
に
対
す
る
批
欄
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
当
っ
て
い
る
面
も
少
し
は
あ
る
が
、
た
と
え
、
そ
れ
を
み

と
め
た
と
し
て
も
、
中
心
テ
ー
マ
ー
に
対
す
る
私
の
見
解
は
微
動
だ
に
し
な
い
．

な
お
一
般
的
に
み
て
、
批
判
の
う
ち
に
は
、
充
分
読
み
こ
な
し
て
な
い
た
め
、

あ
る
い
は
自
己
流
に
意
訳
す
る
た
め
に
生
じ
た
誤
解
か
ら
、
な
さ
れ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
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