
て
い
る
。
著
者
は
近
世
初
期
の
豪
商
の
武
±
的
な
気
慨
、
冒
険
商
人
の
豪
奢

に
対
し
て
、
本
商
人
の
合
理
精
神
を
多
藤
に
わ
た
っ
て
と
く
。
他
方
、
偽
満

的
な
功
利
主
義
、
卑
・
屈
な
忍
耐
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
商
人
の

精
神
状
況
の
雑
多
な
側
簡
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
。
い
ろ
い

ろ
の
面
が
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
相
互
に
矛
盾
す
る
側
面
が
あ
る
場
含
、
な
ん

ら
か
の
イ
メ
イ
ジ
を
画
こ
う
と
す
れ
ば
、
な
に
か
を
軸
に
そ
れ
ら
諸
側
爾
を

位
澱
づ
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
人

が
お
か
れ
て
い
た
時
期
や
状
態
、
経
済
の
一
般
審
情
お
よ
び
一
般
事
悔
の
個

々
の
経
営
に
と
っ
て
の
意
味
が
と
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
大
商
人

で
も
呉
服
・
両
替
を
主
業
と
し
た
三
井
象
と
高
利
貸
に
専
門
化
し
た
鴻
池
と

で
は
、
あ
ら
か
に
意
識
の
あ
り
方
は
こ
と
な
る
。
ま
し
て
問
歴
商
人
や
在
郷

商
人
に
ま
で
な
れ
ば
、
葬
常
に
異
っ
た
情
況
に
た
た
さ
れ
て
い
る
以
上
、
相

当
ち
が
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
商
人
意
識
の
研
究
も
、

そ
う
し
た
点
ま
で
ほ
り
さ
げ
て
研
究
す
る
段
階
に
き
た
よ
う
に
思
う
。
著
老

も
、
享
保
期
ご
ろ
か
ら
家
訓
・
店
則
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
「
武

叡
財
致
の
た
て
な
お
し
を
め
ざ
し
た
享
保
の
改
革
に
よ
っ
て
、
受
難
期
を
む

か
え
た
阻
人
は
、
組
織
を
と
と
の
え
、
堅
実
な
経
営
を
も
る
た
め
の
防
衛
体

制
と
し
て
家
訓
・
店
則
を
制
定
し
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
二
〇
三
頁
）

と
企
業
精
神
の
保
守
化
が
一
定
の
時
点
で
発
生
し
た
こ
之
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
的
な
、
段
階
的
な
理
解
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
本

霞
の
意
義
は
一
段
と
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
山
ハ
・
二
・
一
七
）

　
　
　
　
（
A
5
判
三
一
〇
買
索
引
四
頁
昭
和
四
〇
年
＝
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

　
　
　
薪
二
重
定
緬
九
六
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
志
社
大
学
若
江
授
）

富
岡
次
郎
著

イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の
研
究
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飯
　
沼
　
二
　
郎

　
総
計
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
本
書
を
手
に
し
て
、
私
は
、
　
一
〇
年
の
歳

月
を
費
し
て
遂
に
こ
の
研
究
を
完
成
し
え
た
著
春
の
感
慨
が
、
ど
ん
な
に
大

き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
懇
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
若
き
日
に
、

全
身
全
霊
を
も
っ
て
打
ち
こ
み
う
る
課
題
と
時
間
と
体
力
と
を
も
ち
え
た
研

究
者
は
幸
い
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
今
後
、
本
書
は
、
密
岡
氏
自
身
の
生
涯

に
お
け
る
一
つ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
監
本
の
西
洋

史
学
界
金
上
に
お
け
る
モ
一
一
ユ
メ
ソ
ト
と
も
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
欝
岡
氏
が
、
こ
の
研
究
に
従
事
し
て
お
ら
れ
た
一
〇
年
間
に
、
臼
本
は
ず

い
ぶ
ん
大
き
く
変
化
し
た
。
と
く
に
、
敗
戦
直
後
の
一
〇
年
聞
に
つ
い
て
の

評
価
の
変
化
は
め
ま
ぐ
る
し
く
、
あ
の
時
期
は
、
日
本
入
が
二
分
の
心
を
、

民
族
の
心
を
見
失
っ
て
い
た
時
期
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
、
最
近
で
は
、

む
し
ろ
、
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
る
に
、
寓
岡
目
は
、
敗
戦
仁
心

の
一
〇
年
間
を
、
自
己
の
人
格
の
形
成
さ
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
自
分
の
心

の
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
と
し
て
、
そ
の
蒔
期
と
現
在
の
自
己
と
の
薩
接

的
な
連
続
性
を
、
は
っ
き
り
と
肯
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
本
書
を
一
貫
す
る

墓
本
的
な
性
格
が
あ
る
。
ま
ず
、
著
者
自
身
の
口
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
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て
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
門
戦
争
の
痛
手
を
も
っ
と
も
強
く
う
け
た
私
た
ち
の
世
代
は
、
敗
戦
の
混

乱
と
虚
脱
状
態
の
な
か
で
、
学
生
生
活
を
は
じ
め
た
。
古
い
権
威
や
価
値
体

系
は
す
べ
て
く
ず
れ
玄
り
、
き
び
し
い
深
刻
な
現
実
の
な
か
か
ら
、
馨
し
い

も
の
が
生
れ
出
で
よ
う
と
し
て
い
た
。
日
太
・
の
歴
史
の
な
か
で
い
ま
だ
か
つ

て
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
昂
揚
を
し
め
し
た
労
働
運
勤
や
学
生
運
動
は
、

若
い
私
の
情
熱
を
か
き
た
て
た
。
当
暁
の
私
に
は
、
新
し
い
日
本
社
会
の
昆

主
化
の
た
め
に
、
な
に
か
役
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
臼
本
の
民
主
化
の
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
真
先
に
封
建
的
残

灘
を
完
全
に
根
絶
し
、
日
本
の
近
代
化
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
が
、
第
　
の

課
題
で
あ
る
と
考
え
た
。
　
（
中
略
）
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
の
歴
史
の
な
か
で
も

っ
と
も
早
く
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
た
圏
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
近
代
化
の
研

究
は
臼
本
の
近
代
化
を
考
え
る
た
め
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
イ
ギ
リ

ス
資
本
主
義
成
立
の
研
究
に
と
り
く
ん
だ
。
　
（
中
略
）

　
学
問
研
究
は
、
現
実
社
会
の
発
展
に
癒
接
的
に
役
立
つ
も
の
ば
か
り
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
激

動
す
る
日
本
祉
会
の
現
実
を
ま
え
に
し
て
、
私
の
心
は
つ
ね
に
あ
せ
っ
て
い

た
。
そ
う
し
た
な
か
で
私
の
心
を
研
究
に
つ
な
ぎ
と
め
て
く
れ
た
の
は
、

『
私
た
ち
こ
そ
戦
後
日
本
の
新
し
い
学
問
を
創
造
し
て
い
る
の
だ
』
と
い
う

若
い
戦
後
研
究
者
の
さ
さ
や
か
な
自
負
で
あ
っ
た
。
新
し
い
日
本
社
会
を
き

ず
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
薪
し
い
歴
史
学
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
し
い
歴
史
学
の
創
造
は
新
し
い
霞
本
社
会
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

私
の
心
に
い
い
き
か
せ
て
き
た
。
私
の
つ
た
な
い
『
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の

研
貌
』
も
漸
し
い
歴
史
学
研
究
の
一
端
を
に
な
い
、
期
本
社
会
の
箭
進
の
た

め
に
な
ん
ら
か
の
役
割
を
果
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
、
研

鷹
九
許
磐
つ
。
つ
ゆ
り
〆
k
葬
ご
（
κ
。
」
　
　
（
序
一
－
一
一
一
ペ
ー
．
シ
）

　
こ
の
よ
う
な
蓬
本
的
な
性
格
を
、
ま
ず
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
た
上
で
、

本
書
は
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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臼
本
の
近
代
化
、
民
主
化
を
お
し
す
す
め
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
史
の
研
究

に
と
り
く
ん
だ
著
者
は
、
当
然
、
中
世
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
大
部
分

を
し
め
た
農
民
の
、
領
主
に
た
い
す
る
闘
争
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
　
「
封
建
権
力
に
た
い
す
る
農
畏
の
抵
抗
を
ぬ
き
に
し
て
、
近
代

化
な
ど
あ
り
得
な
い
」
　
（
序
二
ぺ
！
ジ
）
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
著
者
は
、
中
世
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の
研
究
に
没
入

し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
最
初
の
実
り
が
、
　
「
早
臥
の
巡
礼
」
に
つ
い
て
の
研

究
で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
を
分
析
す
る
た
め
の

一
つ
の
方
法
論
を
、
辛
苦
の
す
え
に
確
立
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
第
一
に
、

「
蜂
起
の
発
端
U
を
調
べ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
一
揆
を
望
ん

だ
階
層
が
は
っ
き
り
と
浮
び
繊
て
く
る
。
次
に
、
　
「
反
乱
軍
の
構
成
扁
を
検

討
す
る
。
こ
れ
は
、
　
一
揆
の
指
導
層
お
よ
び
反
乱
の
起
動
力
と
な
っ
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
分
析
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
。
第
三
に
、

「
反
徒
の
要
求
」
を
み
る
。
こ
れ
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
反
乱
の
性
格
を

み
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
第
四
に
、
門
反
徒
の
男
雛
対
象
」
を
考
察
す
る
。

こ
れ
は
、
農
民
の
抵
抗
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
む
け
ら
れ

て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
、
　
「
反
乱
の
挫
折
あ
る

い
は
終
焉
扁
を
検
討
し
、
こ
の
反
乱
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

（319）ユ51



　
著
巻
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
に
基
づ
い
て
、
中
世
中
期
か
ら
市
民
藁
命

ま
で
の
疇
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な
農
民
一
揆
を
一
つ
一
つ
実
証
的

に
と
り
あ
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
基
礎
史
料
は
、
お
そ
ら
く
、

今
撮
、
こ
れ
以
上
の
も
の
を
蒐
集
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、

微
底
的
に
探
求
さ
れ
た
。
今
後
、
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
に
関
心
を
も
ち
、
そ

れ
に
つ
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
着
は
、
本
書
を
無
視
し
て
、
研
究
を
進
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
過
程
で
、
著
者
は
、
右
の
方
法
論
の
正
し
さ
に
つ
い

て
疑
問
を
も
た
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
は
努
力
す
る
か
ぎ
り

迷
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
、
い
ま
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
が
一
つ
に
ま
と

め
ら
れ
、
単
寧
さ
れ
て
み
る
と
、
こ
の
方
法
論
を
も
っ
て
一
貫
さ
れ
た
こ
と

の
正
し
さ
は
、
も
は
や
疑
い
の
余
地
な
く
、
明
瞭
と
な
っ
て
く
る
。

　
本
書
の
内
容
を
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
本
稿
の
性
質
上
、
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
率
い
、
著
者
み
ず
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
に

つ
い
て
の
綜
括
的
な
考
察
を
、
本
書
の
最
後
に
「
結
語
」
と
し
て
行
っ
て
お

ら
れ
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
中
心
と
し
て
、
簡
単
に
著
者
の
考
え
の
蓋
本
線

を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

3

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
一
三
世
紀
に
、
封
建
領
主
鰯
支
配
が
絶
頂
に
達
し

た
。
領
主
的
商
最
経
済
が
発
展
し
、
首
都
帯
場
縢
が
勃
興
し
、
海
外
へ
の
農

産
物
輸
…
出
が
さ
か
ん
に
な
り
、
各
地
方
市
場
に
お
い
て
も
、
領
主
の
農
産
物

売
却
が
に
ぎ
わ
い
は
じ
め
、
領
主
は
直
営
地
経
欝
を
拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、

艇
昆
の
賦
役
は
い
ち
じ
る
し
く
増
大
さ
れ
、
領
主
の
農
奴
に
た
い
す
る
搾
取

が
強
化
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
領
空
支
配
の
強
化
に
た
い
し
、
農
民
は
抵
抗
し
た
が
、
合
法

的
な
訴
訟
闘
争
や
消
極
的
な
血
塗
闘
争
だ
け
で
は
、
と
う
て
い
、
領
主
に
た

い
し
て
勝
つ
見
込
み
は
な
か
っ
た
か
ら
、
い
き
お
い
、
暴
力
的
非
合
法
闘
争

を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
黒
死
病
に
よ
る
農
業
労
働

人
口
の
激
減
と
あ
い
ま
っ
て
、
賦
役
の
金
納
化
を
一
般
的
に
進
行
せ
し
め
る

に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ナ
ー
経
営
の
構
造
転
換
と
と
も
に
、
上
部
梅

造
の
領
主
制
に
も
転
換
が
促
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
基
盤

の
上
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
最
初
の
大
農
罠
一
揆
で
あ
る
一
三
八
一
年
の
大
反

乱
が
勃
発
す
る
。
反
徒
の
構
成
は
、
窟
農
の
指
導
の
下
に
中
小
農
と
都
市
手

工
業
者
が
主
体
勢
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
反
乱
は
領
主
層
の
反
繋
に
よ
っ
て

失
敗
に
お
わ
っ
た
が
、
し
か
し
、
以
後
、
賦
役
の
金
納
化
は
ま
す
ま
す
一
般

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
賦
役
制
の
実
質
的
解
体
は
、
農
畏
の
な
か
に
憲
蟹
江
の
発
達
を
促
す
。
こ

う
し
た
情
勢
の
下
に
、
一
四
五
〇
年
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
イ
ド
の
反
乱
が
お
こ

る
。
こ
の
反
乱
は
、
毛
織
物
工
業
を
基
軸
と
し
た
農
斑
鞍
置
繍
経
済
の
最
も

発
展
し
て
い
た
東
南
部
と
束
部
を
中
心
と
し
、
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
と
ジ
ェ
ン
ト

リ
と
い
う
地
主
届
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
が
、
主
体
勢
力
は
ヨ
ー
マ
ソ
、
牧

欝
業
者
、
ハ
ズ
バ
ン
ド
マ
ソ
な
ど
の
農
民
層
と
、
毛
織
物
工
業
関
係
嚢
、
海

運
業
者
、
諸
種
の
手
工
業
潜
お
よ
び
撮
雇
労
働
者
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
．

こ
れ
は
、
封
建
家
疑
団
に
支
え
ら
れ
た
大
貴
族
の
支
配
体
制
に
た
い
す
る
新

興
地
主
層
の
指
導
す
る
反
体
制
運
動
で
あ
っ
た
。

　
や
が
て
、
大
貴
族
相
亙
闘
の
勢
力
争
い
は
い
よ
い
よ
激
化
し
、
長
期
の
内

乱
の
結
果
、
そ
の
大
半
は
没
落
し
、
薪
興
地
主
層
を
階
級
的
石
盤
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
が
成
立
す
る
．
．
そ
の
確
立
の
過
程
で
、
龍
都
諸
州
に
、

「
恩
羅
の
巡
礼
」
と
よ
ば
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
大
反
乱
が
お
こ
る
。
こ
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評

の
反
乱
は
二
つ
の
段
階
に
分
れ
、
第
一
段
階
で
は
一
般
農
屍
だ
け
の
反
乱
で

あ
っ
た
が
、
第
二
段
階
で
は
薪
た
に
加
入
し
た
下
級
貴
族
、
新
興
地
主
層
が

指
導
権
を
握
る
。
地
主
暦
は
反
乱
を
利
用
し
て
簸
王
に
譲
歩
を
迫
り
、
そ
れ

に
成
功
す
る
や
、
休
戦
に
入
る
。
そ
し
て
、
再
蜂
起
を
し
た
農
昆
軍
の
鎮
圧

に
み
ず
か
ら
力
を
貸
す
。
こ
の
反
乱
を
契
機
と
し
て
、
北
部
山
州
に
お
け
る

巨
大
領
主
勢
力
の
破
砕
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
地
主
制
の
形
成
、
ジ
ニ
ン
ト
リ
に
よ

る
絶
対
王
政
官
僚
制
の
確
立
が
完
成
す
る
。

　
そ
の
後
、
絶
対
王
政
に
よ
る
カ
ル
ヴ
岬
ノ
ン
派
的
宗
教
改
革
に
反
紺
し
て
、

一
五
四
九
年
、
今
度
は
、
西
部
諸
州
に
反
乱
が
お
こ
る
。
反
徒
の
中
心
勢
力

は
下
級
嬰
職
者
、
一
般
農
毘
、
手
工
業
者
、
日
雇
労
働
者
で
あ
り
、
地
主
潜

は
ご
く
僅
か
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
ら
は
、
参
加
を
強
制
さ
れ
た
も
の
に

す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
積
極
的
な
役
調
は
果
さ
な
か
っ
た
。
　
「
恩
寵
の
巡
礼
」
と

お
な
じ
く
、
こ
の
反
乱
も
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る
宗
教
反
乱
で
は
あ

っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
に
よ
る
宗
教
改
革
で
利
益
を
獲
得
し
た
ジ
ェ

ン
ト
リ
層
の
勢
力
増
大
を
陞
血
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
反

徒
の
攻
繋
は
貴
族
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
に
集
中
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
同
じ
一
五
凶
九
年
に
、
当
時
の
先
進
地
帯
で
あ
る
東
都
で
、
　
「
ケ
ッ
ト
の

反
乱
」
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
を
指
導
し
た
の
は
富
農
層
と
都
甫
の
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
層
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
先
進
地
帯
で
農
民
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
の
コ
ー

ス
を
す
す
め
る
寓
農
層
と
、
共
有
権
に
大
き
く
依
存
し
て
生
活
し
て
い
た
中

小
慶
が
、
封
建
的
再
編
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
絶
対
主
義
君
主
・
封
建
傾
主

と
上
か
ら
の
近
代
化
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
地
主
と
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
抵
抗
の
墓
盤
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
は
村
落
共
野
心
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
同
年
に
お
こ
っ
た
二
つ
の
墨
斑
一
揆
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
絶
対
王

政
に
た
い
す
る
反
封
建
闘
争
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
絶
対
王
政
と
結
び
つ

い
て
上
か
ら
近
代
化
を
す
す
め
る
地
主
層
に
た
い
す
る
闘
争
で
も
あ
っ
た
と

い
う
点
で
あ
り
、
も
は
や
、
「
恩
寵
の
巡
礼
」
に
お
い
て
み
ら
れ
た
よ
う
な
、

地
主
層
と
一
般
聖
遷
と
の
「
同
盟
と
指
導
」
の
関
係
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な

い
。
私
た
ち
は
、
そ
こ
に
、
絶
対
王
政
の
進
行
を
、
は
っ
き
り
と
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
絶
対
王
政
末
期
・
市
民
革
命
前
夜
に
各
地
に
勃
発
す

る
農
民
一
揆
に
お
い
て
は
、
窟
農
を
中
核
と
す
る
一
般
農
民
の
な
か
に
、
新

た
に
ジ
ェ
ン
ト
リ
麟
が
加
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
封
建
勢
力
で

あ
る
絶
対
王
政
に
た
い
し
て
、
根
互
に
利
用
し
利
用
さ
れ
っ
っ
発
達
し
て
き

た
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
が
、
い
ま
や
、
絶
対
王
政
の
枠
を
破
る
ま
で
に
大
き
く
成

長
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
、
　
一
六
四
一
一
年
、
内
魏
が
勃
発

し
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
が
開
始
さ
れ
る
。

　
革
命
闘
争
は
、
い
わ
ば
、
こ
れ
ま
で
絶
対
王
政
に
た
い
し
て
闘
っ
て
き
た

農
昆
一
揆
の
総
決
算
で
あ
っ
た
。
敗
れ
て
も
敗
れ
て
も
、
く
り
か
え
し
く
り

か
え
し
闘
っ
て
き
た
農
民
闘
争
の
経
験
の
積
み
か
さ
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
、
革

命
陣
営
の
大
き
な
結
集
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。
近
代
的
小
ジ
瓜
ン
ト
リ
、

當
農
、
中
小
農
、
都
市
の
進
歩
的
市
民
、
日
雇
労
働
者
た
ち
が
結
集
し
て
、

あ
く
ま
で
封
建
的
支
配
体
制
を
國
持
し
よ
う
と
す
る
絶
対
王
政
と
闘
っ
た
。

そ
し
て
、
今
度
こ
そ
絶
対
王
政
が
打
倒
さ
れ
、
共
和
制
が
宣
言
さ
れ
た
。
共

和
政
府
は
封
建
的
土
地
所
有
と
封
建
的
諸
権
利
を
撤
廃
し
、
封
建
的
諸
関
係

を
破
砕
し
た
が
、
そ
の
あ
と
に
ブ
ル
ジ
翼
ア
的
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
認

し
、
地
主
に
よ
る
土
地
独
占
を
も
た
ら
し
、
農
民
的
土
地
所
有
の
実
現
を
お

こ
な
わ
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
革
命
は
地
主
革
命
で
陣
止
し
、
農
民
革
命
に

ま
で
展
開
し
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
富
隅
氏
は
、
次
の
雷
葉
を
も
っ
て
、
本

書
を
結
ん
で
い
る
。
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「
農
民
一
揆
は
歴
史
の
歯
車
を
圃
転
さ
せ
た
趨
動
力
で
あ
っ
た
。
個
々
の

農
異
一
揆
は
、
暴
力
や
欺
臓
…
や
裏
切
り
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
敗
北
し
た
が
、

大
き
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
み
れ
ば
、
農
民
た
ち
の
流
し
た
血
は
決
し
て

無
駄
で
は
な
か
っ
た
。
権
力
に
た
い
す
る
農
民
の
抵
抗
こ
そ
、
ま
さ
し
く
．
歴

史
を
前
進
さ
せ
て
き
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の
歴
史

は
イ
ギ
リ
ス
の
進
歩
の
歴
史
で
あ
る
。
」
　
（
六
五
六
ペ
ー
ジ
）

4

　
以
上
、
簡
単
に
そ
の
論
旨
を
た
ど
っ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
中
撚
中
期
以

来
、
無
畏
革
命
に
い
た
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
解
体
過
程
を
、
農
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
へ

の
反
抗
と
、
そ
れ
に
た
い
す
る
領
主
の
対
馬
と
い
う
最
も
基
本
的
な
一
線
に

お
い
て
、
鮮
明
に
開
き
出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
論
旨
が
、
今
日
、
可

能
な
か
ぎ
り
蒐
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
実
証
的
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
の

通
史
は
、
今
臼
な
お
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
イ
ギ
リ
ス
饗
斑
一
揆
の
歴
史
の
な
か
か
ら
、
こ
の
よ

う
に
明
確
な
基
本
線
を
見
繊
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
著

者
の
明
確
な
学
問
態
度
に
基
づ
く
も
の
と
患
わ
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、

こ
の
こ
と
が
、
ま
た
、
著
者
の
イ
ギ
リ
ス
農
民
一
揆
史
に
つ
い
て
の
理
解
に
、

一
つ
の
限
界
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
も
、
私
に
は
慰
わ
れ
る
。

　
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
に
つ
い
て
、
農
民
闘
争
の
敗
北
に
よ
っ
て

市
民
革
命
の
民
主
的
発
展
は
阻
翫
さ
れ
、
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
立
し
た

山
車
で
市
民
革
命
は
停
止
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
「
ハ
ー
フ
・
ス
ト
ッ
プ
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
革
命
扁
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
（
六
五
六
ペ
ー
ジ
）
。
も
ち
ろ
ん
、

著
者
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
社
会
主
義
革
命
と
を
混
同
し
て
考
え
て
お
ら

れ
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
く
、
た
と
え
ば
、
同
じ
ペ
ー
ジ
に
、
　
「
私
有
財
産
制

否
定
の
主
張
ぱ
、
も
は
や
市
民
草
予
め
枠
を
こ
え
、
社
会
主
義
思
想
の
源
流

と
い
え
よ
う
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
有

財
産
制
の
確
立
を
ブ
ル
ジ
翼
ア
革
命
の
経
済
的
意
義
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
と
、
す
れ
ば
、
臥
4
9
そ
ら
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、
農
民
的
土

地
所
有
権
の
確
立
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
「
ハ
ー
フ
・

ス
ト
ッ
プ
」
で
な
い
「
完
全
な
砿
も
の
に
な
る
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
私
有
財
難
平
一
般
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
土
地
所
有

権
一
般
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
経
済
的
意
義

は
充
分
に
み
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
所
有
権
が
「
地
主
的
」
で

あ
れ
ば
「
ハ
…
フ
・
ス
ト
ッ
プ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」
で
あ
り
、
「
農
罠
的
」

で
あ
れ
ば
完
全
な
徹
底
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
そ
う
い
う
論
理
は
、
私
に
は
奮
然
、
納
得
が
い
か
な
い
。
も
と
も
と
、

封
建
的
土
地
所
有
の
特
徴
は
、
一
つ
の
土
地
の
上
に
重
層
的
な
保
有
春
の
存

在
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
、
こ
こ
に
、
私
有
財
産
制
を
確
立
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
保
有
者
の
内
の
た
だ
一
人
の
み
を
排
他
的
に
所
有
者
と
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
地
主
的
土
地
所
有
を
法
認
す
れ
ば
、
そ
の

下
に
あ
る
畏
民
の
土
地
保
有
権
は
、
嶺
然
、
土
地
所
有
権
と
し
て
は
否
定
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ブ
ル
ジ
鵠
ア
革
命
は
（
土
地
悶
題
に
の
み
限
定

し
て
い
え
ば
）
、
領
主
的
土
地
保
有
権
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
土
地
所
有
権
に
よ
っ

て
打
倒
さ
れ
る
段
階
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
時
点
で
領
主
階
級
を

打
倒
し
う
る
も
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
地
主
（
領
主
と

同
じ
大
土
地
所
有
者
な
が
与
、
一
切
の
封
建
的
特
権
を
も
た
ぬ
も
の
）
と
の
連
合
軍

が
中
核
と
な
る
よ
う
な
階
級
勢
力
以
外
に
は
な
く
、
ま
だ
下
民
が
勝
利
し
う
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踊

る
歴
史
的
条
件
は
な
い
。
農
民
が
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
連
合
す
べ

き
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
ト
が
一
般
的
に
成
立
し
イ
、
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
蒔
点
は
、
少
く
と
も
、
す
で
に
産
業
革
命
が
重
氏
に
進
行
し
た

時
点
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
。

　
勾
画
氏
も
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
し
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
経

済
的
意
義
を
私
有
財
産
制
の
確
立
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
隣
点
に
お
い
て

は
、
私
有
財
産
翻
確
立
の
帰
結
で
あ
る
産
業
革
命
は
ま
だ
開
始
さ
れ
て
い
な

い
の
が
一
般
的
な
状
況
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
は
、

嶺
然
、
地
主
革
命
で
停
止
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
窟
岡
氏
の
い
わ

れ
る
よ
う
な
、
「
絶
対
王
政
が
打
倒
さ
れ
、
（
中
略
）
共
和
政
欝
は
封
建
的
土

地
所
有
と
封
建
約
諸
権
利
を
撤
廃
し
、
封
建
的
諸
関
係
を
破
砕
し
た
が
、
そ

の
あ
と
に
ブ
ル
ジ
部
ア
的
地
主
的
土
地
所
有
権
を
確
認
し
、
地
主
に
よ
る
土

地
独
占
を
も
た
ら
し
、
農
民
的
土
地
所
有
の
実
現
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
革
命
は
地
主
革
命
で
停
止
し
、
農
民
革
命
に
ま
で
展
開
し
な
か
っ

た
」
　
（
六
五
四
ペ
ー
ジ
）
の
は
、
む
し
ろ
、
本
来
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
在

り
斜
な
の
で
あ
る
。

　
い
っ
た
い
に
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
近
代
化
に
か
ん
し
て
、
著
者
の
地
主
階

級
に
た
い
す
る
評
価
は
、
き
わ
め
て
低
い
。
こ
の
こ
と
は
、
農
民
に
た
い
す

る
評
価
が
き
わ
め
て
高
い
の
と
、
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
（
先
に
引
用
し
て

お
い
た
本
営
の
最
後
の
言
葉
に
、
こ
の
こ
と
は
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
）
し
か
し
、

中
世
中
期
以
来
し
だ
い
に
発
達
し
て
、
遂
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
領

主
階
級
を
打
倒
す
る
に
い
た
っ
た
地
主
階
級
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
近
代
化
に

た
い
し
て
果
し
た
役
割
は
、
も
っ
と
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
考
え
は
、
本
書
に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
お
よ
び
地
主
の
発
達
に
つ
い
て
の
龍
述
が
き
わ
め
て
少
な
い
．
、
と
之
、

お
そ
ら
く
、
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
著
者
は
、
　
「
権
力
に
た
い
す
る
農
罠

の
抵
抗
こ
そ
、
ま
さ
し
く
歴
史
を
前
進
さ
せ
イ
、
き
た
」
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど

も
（
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
、
毛
頭
な
い
け
れ
ど
も
）
、
ち
↑
帆
う
ど
、

社
会
主
義
革
命
の
主
滋
勢
力
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
農
民
で
あ
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
主
導
勢
力
は
ブ
ル
ジ
訟
ア
ジ
ー
と
地
主
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
著
者
の
地
主
否
定
・
農
民
尊
重
の
考
え
方
の
う
ち
に
、
著
春

み
ず
か
ら
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
、
敗
戦
寒
紅
の
激
動
期
に
人
格
形
成
が

な
さ
れ
た
と
い
う
事
笑
が
、
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ

れ
る
。
当
時
の
日
本
は
、
ま
さ
に
著
者
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
古
い
権
威

や
価
値
体
系
は
す
べ
て
く
ず
れ
去
り
、
き
び
し
い
深
刻
な
現
実
の
な
か
か
ら
、

薪
し
い
も
の
が
生
れ
出
で
よ
う
と
し
て
い
た
。
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
い
ま

だ
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
昂
揚
を
し
め
し
た
労
働
運
動
や
学
生
運

動
は
、
若
い
私
の
情
熱
を
か
き
た
て
た
」
（
序
一
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
時
代
で
あ

っ
た
。
長
い
あ
い
だ
、
日
本
社
会
を
「
半
封
建
的
」
な
状
態
に
お
し
と
ど
め

て
い
た
地
主
制
は
音
を
た
て
て
崩
壊
し
、
農
民
運
動
は
民
主
的
な
ス
ロ
…
ガ

ン
を
か
か
げ
て
、
全
爾
的
に
昂
揚
し
た
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
日
本
社

会
の
近
代
化
に
た
い
し
て
、
明
瞭
に
地
主
は
悪
で
あ
り
、
農
民
は
善
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
敗
戦
直
後
の
状
況
を
、
あ
ま

り
に
も
無
媒
介
に
腹
線
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
の
農
異
運
動
の
中
に
も
ち
こ

ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
　
「
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
戦
後
日

本
の
激
動
期
の
生
ん
だ
一
つ
の
所
産
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
　
（
三
五
ペ
ー

ジ
）
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も
ち
ろ
ん
、
か
く
言
う
私
自
身
も
ま
た
敗
戦
の
落
し
児
で
あ
る
。
あ
の
激

動
の
社
会
に
生
き
た
こ
と
を
、
苦
し
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
貴
重
な
得
が
た
い

体
験
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
　
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
こ
そ
月
本
の

歴
史
の
な
か
で
も
っ
と
も
民
主
的
な
と
き
で
あ
り
、
か
つ
歴
史
を
圧
縮
し
た

形
で
経
験
さ
せ
て
く
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
儒
じ
て
い
る
か
ら
。
」
　
（
序
五
ぺ

…
ジ
）
私
も
ま
た
、
著
春
と
と
も
に
、
こ
の
歯
腔
な
経
験
を
大
切
に
し
て
、

そ
れ
を
今
後
の
研
究
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
貴
重
な
体
験
を
生
か
し
て
、
過
去
の
、
ま
た
外
国
の
史
実

を
分
析
し
て
い
こ
う
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
体
験
と
史
実
と
の
あ
い
だ

に
、
多
く
の
媒
介
項
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

階
級
の
も
つ
歴
史
駒
役
割
は
、
降
代
に
よ
り
場
所
に
よ
っ
て
、
惑
然
に
異
な

っ
て
、
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
私
た
ち
敗
戦
直
後
に
人
格
形
成
を
お
こ
な
っ
た

世
代
に
と
っ
て
、
あ
の
時
期
の
体
験
は
あ
ま
り
に
も
深
刻
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
と
も
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
そ
の
体
験
を
無
媒
介
に
鷹
線
的
に
、
あ
ら

ゆ
る
対
象
に
投
入
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
著
者
に
反
省
を
う
な
が
す
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
私
自
身
の
日
頃
の
態
度
に
た
い
す
る
反
省
で
あ
る
。

敗
戦
直
後
の
貴
重
な
体
験
を
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
研
究
に
生
か
す
と
い
う

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
至
難
の
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
冨
岡
氏
も
い
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
こ
そ
、
私
た
ち
の
世
代
の
も
つ
特
権
と
使
命
が
あ
る

の
だ
と
思
う
。
　
（
A
5
判
六
六
二
ペ
ー
ジ
　
年
表
・
索
引
陽
四
ペ
ー
ジ
　
昭
和
四

〇
年
三
月
譲
文
社
刊
　
定
緬
　
三
五
〇
〇
荊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
助
教
授
）
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