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宮
川
　
満
著

　
太
閤
検
地
論
第
亙
部

　
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
基
本
史
料
と
そ
の
解
説
」
と

あ
り
、
既
刊
の
第
－
部
・
第
豆
部
に
お
い
て
、
宮
川

氏
の
所
説
を
横
成
す
る
上
に
用
い
ら
れ
た
史
料
の
う

ち
主
な
も
の
を
収
め
て
い
る
。

　
第
一
章
は
「
土
地
関
係
冊
子
類
」
。
　
永
正
四
年
の

山
城
国
上
久
世
庄
筑
用
帳
か
ら
慶
長
六
年
の
甲
斐
国

隼
村
水
帳
ま
で
一
九
点
の
冊
子
が
含
ま
れ
、
頁
数
で

は
全
体
の
三
分
の
二
近
く
を
占
め
、
著
者
も
い
う
通

り
「
史
料
編
の
中
心
を
な
し
て
い
る
」
。
　
こ
の
う
ち

秀
吉
の
検
地
帳
は
河
内
加
納
村
（
天
正
十
一
年
）
以

下
六
点
、
戦
国
大
名
の
そ
れ
が
六
点
、
荘
園
寺
社
領

が
六
点
、
江
戸
時
代
一
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
配
分
に
し
た
の
は
、
　
「
太
閤
検
地
直
前
の
土
地

関
係
が
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
な
い
か

ら
」
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
は
以
下
の
章
に
も
引
継
が
れ
、
第
二
章

「
戸
口
関
係
柵
子
類
」
は
、
元
亀
か
ら
承
応
に
い
た

る
期
閲
の
象
数
改
・
人
数
帳
な
ど
九
点
、
第
三
章

門
土
地
・
民
政
関
係
文
書
類
（
領
主
側
）
」
で
は
、
秀

吉
の
検
地
条
目
・
知
行
宛
行
状
・
刀
狩
令
な
ど
太
閤

検
地
に
直
接
か
か
わ
る
法
令
の
ほ
か
、
結
城
家
法
度

・
義
治
式
目
を
は
じ
め
武
田
・
今
翔
・
朝
倉
・
北
条

等
の
諸
氏
の
文
書
を
お
さ
め
、
　
「
領
主
側
の
意
図
な

い
し
敷
策
の
方
向
」
を
把
握
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。　

第
四
章
「
土
地
・
村
落
関
係
庶
民
史
料
」
は
、
こ

れ
に
た
い
し
て
室
町
末
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の

農
民
の
指
墨
・
講
状
・
訴
状
・
村
掟
・
売
券
な
ど
の

文
書
・
記
録
類
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
木
誌

上
で
も
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
近
江
井
戸
村
文
書
な

ど
興
味
深
い
史
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、
検
地
実
施
の

具
体
的
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
全
体
と
し
て
み
る
と
、
地
域
的
に
は
摂
津
・
河
内

・
近
江
・
越
前
の
史
料
が
多
い
の
も
ひ
と
つ
の
特
徴

で
あ
ろ
5
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ば
あ
く
ま
で
魅
『
太

閤
検
地
論
』
の
史
料
編
で
あ
っ
て
、
単
な
る
史
料
集

で
は
な
い
。
著
者
の
蒐
集
さ
れ
た
膨
大
な
史
料
の
う

ち
か
ら
、
著
者
の
飯
論
の
系
統
に
従
っ
て
選
び
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
の
傾
向
性
を
有
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
後
学
が
著
者
の
仕

事
を
吸
収
、
検
討
す
る
上
に
は
す
こ
ぶ
る
便
宜
な
書

物
で
あ
り
、
古
代
史
や
中
世
史
に
く
ら
べ
て
藻
本
史

料
の
公
醐
が
お
く
れ
、
同
一
史
料
に
も
と
つ
く
共
同

討
論
の
場
が
局
限
さ
れ
て
い
る
近
世
史
の
研
究
老
に

と
っ
て
は
、
そ
の
余
慶
も
多
い
も
の
と
信
ず
る
。
著

者
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し

て
、
こ
の
時
期
の
研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
る
こ
と

を
、
多
く
の
研
究
者
と
と
も
に
期
待
し
た
い
。
　
（
A

5
判
四
五
〇
調
貝
、
定
価
二
、
○
○
O
m
門
、
　
｝
九
六
　
二

年
六
月
刊
、
お
茶
の
水
講
房
）
　
　
　
（
朝
尾
直
弘
）

白
　
峰
　
村
　
史
　
上
巻

　
白
峰
村
は
石
川
県
の
東
南
隅
・
手
取
川
の
上
流
に

あ
り
、
白
山
を
村
域
に
も
つ
村
。
さ
き
に
刊
行
さ
れ

た
下
巻
史
料
編
に
つ
い
で
本
編
と
も
称
す
べ
き
部
分

が
上
巻
で
あ
る
。

　
第
一
部
白
峰
村
の
自
然
環
境
、
第
二
部
村
の
す
が

た
、
第
三
部
村
の
お
い
た
ち
の
三
部
と
付
録
の
史
料

・
補
遺
・
年
表
等
か
ら
成
る
。
第
二
部
は
明
治
二
十

二
年
の
村
制
施
行
以
後
を
政
治
・
経
洛
∵
信
仰
と
習

俗
∵
社
会
と
教
育
等
の
分
野
に
わ
け
て
叙
述
し
て
お

り
、
鴫
治
十
一
年
の
白
峰
製
糸
社
設
立
以
来
の
製
糸

業
の
消
長
、
山
村
の
生
活
・
年
中
行
事
と
そ
の
変

遷
・
衣
食
住
・
方
言
な
ど
が
興
味
を
ひ
き
、
な
か
で

も
遍
身
か
ら
元
蝦
・
婚
姻
・
葬
送
に
い
た
る
習
俗
を
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「
人
の
一
生
」
と
し
て
総
堕
し
て
い
る
の
は
お
も
し

ろ
い
。
付
録
に
二
二
〇
種
に
及
ぶ
家
印
を
収
録
し
て

い
る
。

　
歴
史
家
と
し
て
の
関
心
は
第
三
部
に
よ
せ
ら
れ
る

が
、
そ
こ
で
は
白
面
儒
仰
の
成
立
に
つ
い
て
泰
澄
伝

説
を
吟
味
し
、
加
賀
濁
造
家
の
磯
族
道
君
と
の
密
接

な
関
係
を
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
、
一
向
一
揆
の
時

代
に
は
、
能
美
郡
四
組
の
う
ち
由
内
鍵
に
組
織
さ
れ

た
こ
の
地
域
の
動
き
を
、
加
藤
藤
兵
衛
な
る
土
嶽
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
叙
述
し
て
い
る
。
藤
兵
衛
は
、
十

六
世
紀
の
は
じ
め
こ
の
谷
の
歴
史
に
現
わ
れ
、
と
き

に
一
向
一
揆
と
対
立
し
、
と
き
に
提
携
し
、
さ
ら
に

柴
必
勝
家
の
家
臣
団
に
組
込
ま
れ
、
ま
た
郷
代
官
・

大
庄
屋
・
役
人
と
し
て
生
き
の
び
、
そ
の
闘
元
和
年

間
に
は
耕
地
の
乏
し
い
一
帯
に
灌
瀧
用
水
路
を
開
墾

す
る
な
ど
、
地
域
の
小
領
主
と
し
て
活
動
を
続
け
た

が
、
十
七
世
紀
後
半
に
い
た
り
、
つ
い
に
撫
賀
・
越

前
両
藩
と
対
立
し
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
山
村
の
特
殊
な
農
業
経
営
形
態
に
「
な
ぎ
」
　
（
焼

畑
）
が
あ
る
。
広
大
な
山
地
へ
の
零
細
な
出
作
り
は

江
戸
時
代
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
最
初
は
奥
地

へ
の
「
通
い
」
か
ら
、
し
だ
い
に
広
い
範
麟
へ
の
数

年
な
い
し
半
永
久
的
な
「
出
作
り
」
に
転
化
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
村
史
は
、
そ
の
時
期
を
水
田
閥

発
の
進
展
と
関
連
さ
せ
元
和
・
寛
永
期
と
み
て
い

る
。
な
ぎ
畑
の
用
益
地
「
む
つ
し
」
の
初
漁
史
料
は

慶
長
年
閥
で
あ
り
、
そ
の
周
面
権
は
田
島
忽
劇
、
売

買
・
譲
渡
・
年
季
作
の
対
象
と
な
っ
た
。
経
営
の
実

態
に
つ
い
て
の
記
述
は
豊
富
で
あ
き
な
い
。

　
以
上
、
筆
者
の
関
心
の
ま
ま
に
紹
介
し
た
の
は
、

編
集
責
任
者
若
林
書
三
郎
氏
以
下
多
数
の
専
門
委
員

の
分
撞
執
筆
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
容
充
実
し
て
い

て
、
容
易
に
要
約
し
難
い
た
め
で
あ
る
こ
と
を
お
こ

と
わ
り
し
て
お
く
。
　
（
昭
和
三
十
七
年
一
月
刊
、
白

峰
村
史
編
集
委
員
会
）
　
　
　
　
　
　
（
朝
尾
直
弘
）

岡
山
県
の
歴
史

　
岡
山
衆
政
九
十
周
年
を
記
念
し
、
併
せ
て
第
十
七

圃
国
体
に
際
し
て
の
岡
由
県
の
P
R
（
？
）
を
か
ね

て
、
　
『
岡
由
環
の
歴
史
』
が
二
輪
さ
れ
て
い
る
。
岡

山
大
学
の
藤
井
駿
・
谷
口
澄
夫
・
水
野
恭
一
郎
三
氏

を
編
さ
ん
委
員
に
、
他
に
面
罵
県
地
方
の
歴
史
の
研

究
者
二
十
三
氏
を
協
力
者
と
し
て
、
金
約
八
○
○
頁

の
な
か
に
、
第
一
章
「
郷
土
の
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
、

ひ
ら
け
ゆ
く
古
代
社
会
、
武
士
の
世
、
藩
政
の
こ
ろ
、

の
び
ゆ
く
岡
山
県
、
そ
し
て
最
後
戦
後
の
躍
進
か
ら
、

水
島
工
業
地
帯
、
瀬
戸
内
海
の
「
夢
の
か
け
橋
」
、

中
国
縦
貫
自
動
車
道
路
へ
の
期
待
と
い
っ
た
未
来
図

ま
で
を
、
ま
こ
と
に
要
領
よ
く
、
し
か
も
わ
か
り
や

す
く
、
自
由
県
の
通
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
編

さ
ん
に
あ
た
っ
て
、
　
「
庶
民
階
級
の
歩
ん
だ
道
を
つ

ぶ
さ
に
記
録
し
、
な
る
べ
く
県
民
の
生
活
に
結
び
つ

い
た
こ
と
を
中
心
と
す
る
㎏
な
ど
の
基
本
方
針
が
た

て
ら
れ
た
由
で
あ
る
が
、
章
節
の
た
て
方
も
、
叙
述

の
方
法
に
も
、
　
「
中
学
校
卒
業
程
度
“
の
人
々
に
も

県
史
を
読
ま
せ
、
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
よ

く
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
史

の
、
通
史
と
し
て
の
流
れ
は
む
し
ろ
簡
単
に
、
代
っ

て
岡
出
県
の
歴
史
に
即
し
た
庶
民
の
歴
史
、
農
業
や

漁
業
や
手
工
業
な
ど
の
産
業
、
定
々
の
く
ら
し
、
土

一
揆
や
百
姓
一
揆
の
、
生
活
を
守
る
た
た
か
い
、
そ

し
て
浄
土
宗
や
法
華
宗
や
金
光
教
な
ど
の
庶
民
の
宗

教
が
、
よ
り
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
書
か
れ
て

い
る
。
全
体
年
表
を
含
め
て
八
○
○
頁
で
あ
っ
て
み

れ
ば
さ
ま
で
大
冊
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

中
で
中
世
（
武
士
の
世
）
に
あ
っ
て
「
鎌
倉
新
仏
教

の
お
こ
り
」
「
地
方
都
市
の
発
達
と
諸
産
業
」
門
備
前

法
華
の
ひ
ろ
ま
り
偏
、
近
世
（
蕪
…
政
の
こ
ろ
）
に
あ

っ
て
は
「
村
の
く
ら
し
」
「
ひ
ら
け
ゆ
く
新
田
」
「
進

み
ゆ
く
産
業
」
「
交
通
と
商
業
偏
「
町
入
の
生
活
偏
「
民

152　（862）


