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.

太
閤
検
地
に
関
し
、
主
と
し
て
現
存
す
る
各
地
の
検
地
帳
の
分
析
を
中
核
と 

し
な
が
ら
、
精
力
的
に
業
績
を
発
表
さ
れ
て
き
た
宮
川
満
氏
は
、
さ
き
に

『

殳 

閤
検
地
論
第

U

部
太
閤
検
地
の
基
礎
的
研
究

』

を
公
に
さ
れ
た
が(

昭
和 

.三
十
ニ
年
十
二
月
、
御
茶
の
水
書
房
強
行

)

、

最
近
に
至
り
、

第I
部
を
構
成
. 

す
る
い
く
つ
か
の
個
別
研
究
を
土
台
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
総
論
篇
と
で
も
言 

ぅ
べ
き
第
I

部
を
公
刊
さ
れ
た
。
即
ち
、
同

氏

著

『

太

閤

検

地

論

第
I

部
. 

E

本
封
建
制
確
立
史』

が

そ

れ

で

あ

る(

昭
和
三
十
'四
年
四
月
、
.御
茶
の
水 

書
房
発
行
：
}
。
こ
の
著
窗
は
、

た
だ
準
に
宮
川
氏
個
人
に
お
い
て
従
来
の
太
閤 

検
地
に
関
す
る
個
別
研
究
を
土
台
と
し
な
が
ら
構
成
さ
れ
た
も

.の
と
言
ぅ
^
以 

上
に
ノ
わ
が
国
に
お
け
る
封
建
制
社
会
成
立
史
の
研
究
史
上
、
矢
張
り
一
つ
の 

段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る.と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
'の
公
刊
を
契
機
と
し

て

，
、最 

-

近
に
お
け
る
太
閤
検
地
の
研
究
動
向
を
展
望
す
る
辦
は
意
味
の
な

い

^
で
は
な

五

四

(

七
ニ
四〕

い
。
こ
れ
が
本
稿
を
産
む
農
的
な
契
機
で
あ
る
。
た
だ
宮
川
氏
の

『

太
閤
検 

地
論』

.
は
.、第
I

部
お
よ
び
第I
部
の
一
丽
を
も
っ
て
完
結
し
た
わ
け
で
な
く
、 

こ
れ
ち
に
照
疮
す
る
史
料
集
を
、
第
重
亂
史
料
篇
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
と
の 

_
で
あ
る
。
我
々
は
勿
論
こ
の
様
な
試
み
が
是
非
実
現
さ
れ
る
事
を
渴
望
す
る 

も
の
で
あ
り
、『

太
閤
檢
地
論』

.
を
書
評
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
と
り
上
げ
る 

と
す
れ
ば
、
当
然
第®
部
の
楽
行
に
よ
る
完
結
を
.まっ.て
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

.し
か
し
、
研
究
動
向
と
し
て
と
り
上
げ
る
場
合
、
.
第
班
部
の
刊
行
を
ま
た
ず
に 

こ
れ
を
取
り
扱
う
事
は
許
さ
れ
て
よ
い
。
沈
下
、

」

戦
後
に
お
け
.る
太
閤
検
地
研 

究
の
.一
つ
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
吧
和
ニ
十
九
年
の
ヰ
畠
罾
1

-̂
^

大

«
|!
|
]
後
 

に
お
け
る
研
究
の
動
向
を
概
観
し
、

つ
い
で
そ
の
後
に
お
け
る
発
展
と
、
そ
の 

一
つ
の̂

K

と
し
て
の
宮
川
氏
の
論
著
を
順
次
取
り
上
げ
紹
介
し
て
行
き
た 

い
。
た
だ
筆
者
は
も
と
よ
り
文it
*
の
す
ベ
て
に
つ
い
て
検
討
し
た
わ
け
で
は
な 

い
。
学
界
に
卞
け
る
研
究
の
動
向
を
大
摑
み
に
描
く
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一一

さ
.て
、
太
閤
検
地.を
，め
ぐ
る
研
究.は
、
戦
後
一
つ
の
流
行
と
な
っ
た
■
さ
え 

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
な
る
.
一.
時
的
流
行
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
た
い
。
そ 

こ
に
は
、
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
し
て
も
、
太
閤
検
地
と
言
う
土
地
制
度
史 

上
の
事
象
を
、
わ
が
国
の
封
建
制
成
立
と
の
'関
連
に
'お
い
て
捉
え
ると
言
う
問 

題
意
識
が
貫
か
れ
て
居
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
研
究
は
、
戦
前
と
は
比 

較
に
な
ら
ぬ
程
の
重
要
性
を
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
ニ
十
九
年
の
社 

会
経
済
史
学
会
が
、
その
，大
会
共
通
論
題
と
し
て
こ
の
^
®^:
地
を
め
ぐ
る
諸

太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
動
向
n

:
速水

0

問
題
を
と
り
上
げ
た
の
も
、
戦
後
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
研
究
があ
る
段
階
に 

到
達
し
た
琳
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
.
且
つ
又
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
.

「

無 

条
件
的
に
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
と
■い
う
と
と
に
関
し
て
一
株
の
疑
問

」

を
残 

し
な
が
ら
も
、
こ
の
力
^
が

一
垮

「

こ
の
種
の
学
会
の
討
論
会
と
し
て
は
、 

珍
ら
し
く
成
功
し
た
も
の
，の

〕

つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

」

.の
も
、
.報
告
者
. 

や
参
加
者
、
広
く
は
研
究
者
一.般
の
関
心
が
：̂

一

 

.さ
れ
て
い
た
か
ら
に
相
違
な 

い
の
で
あ
る
：。： 

.

\

こ
の
時
期
に
お
け
る
学
界
の
動
向
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

㈠

昭
®

一
 

十
八 

年
以
来
、
畿
内
及
び
そ
の
肩
辺
地
方
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
.
広
く
全
国
各
地 

に
残
存
す
る
戦
国
末
期

——

近
世
初
頭
の
検
地
帳
、
名
寄
帳
等
に
依
拠
さ
れ
つ
. 

つ
、
太
閤
検
地
の
時
期
に
お
け
る
わ
が
国
.の
農
村
構
成
に.
つ
い
.

V

い
く
つ
か
の 

論
文
を
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
胄ill

K

の
m

、
㈡

同
じ
く
昭
®

一
十
八
年
か 

.
ら
九
年
に
か
け
、r

太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提

」

お

よ

び「

太

地

の

歴

史
 

的
意
義」

の
ニ
論
.文
を
も
づ
て
厚
界
に
新
風
：を
送
り
込
ん
だ
安
良
城
盛
昭
氏
の 

.研
绝
、
が
中
心
で
あ
り
、

s

こ
.
の
他
、
主
と
し
て
太
閤
検
地
帳
の
個
別
的
研
究 

,

,
を
通
じ
て
追
求
を
行
な
う
諸
研
绝
者
の
も
'の
'
.、
に
大
別
さ
れ
て
い
た
。

1

さ
て
、
こ
の
学
会
に
お
け
る
報
告
と
そ
の
問
題
点
は
.、
た
と
え
ば
、
永
原
慶 

ニ
氏
に
よ
っ
て
罾
ぬ
さ
れ
てい
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
はこ
れ
を
次
の
如 

く
確
定
し
+て
お
き
た
べ
。

一
、
太

閤

辕

の

持
つ
歴
史
的
意
義.°
糾
太
閤
検
地
は
荘
園
体
制
下
に
個
別 

分
散
的
に̂

^

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
員
双
制
に
ま^

の
基
礎
を
罾
き
、
.新
た
に
葑 

建
的
土
地
所
有=

_

関
係
を
同
時
に
造
出
せ
ん
と
し
た
^
命
的
土
地
政
策
で

.

学界展望

 

-

あ
る
。
.

(

安
良
域
氏)

。g

室
町
期
に
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
封
建
的
権
力
構
造 

(

大
名
領
国
制
及
び.そ
れ
に
続
く
戦
国
大
名
制

)

に
対
し
て
、
小
農
民
自
立
政 

策
.を
原
則
と
し
、
中
世
的
土
地
関
係
を
清
算
し
た
点
に
お
い
て
_
_
ゆ
は
認
め 

ら
れ
る
が
：、
検
地
の
実
施
過

f

に
お
.け
る
反
動
勢
力(

有
力
名
主
層)

と
の
妥 

協
に
ょ
り
、
七
の
革
新
性
は
相
対
的
な
も
め
と
な
っ
た

(

宮
川
氏〕
。g
太

麗

. 

地
は
、
既
f
c戦
国
大
名
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
権
力
！

|
5§
の
基
盤
と
し
て
杷
握 

さ
れ
て
い
た
小
農
民
を
、
全
国
的
な
規
模
で
検
地
帳
に
登
録
し
、
こ
の
様
な
現 

実
を
法
制
的
に
追
認
し
た
に
す
ぎ
な
い

(

後
藤
陽
ー
氏)

。

.

一
一
、
い
わ
ゆ
る
小
農
民
自
立
政
策
に
つ
い
て
。
(a
)

織
m
2
}政
権
の
特
徴
と
し
て/ 

挙
げ
る
事
の
：で
き
る
兵
農_

政
策
が
、「

結
果
と
し
て
ル
員
^
の
自
立
を
バ 

.
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
関
係
に
な
っ
て

」

，罾
り
、
且
つ
又
、
そ
れ
は
有
力
農
民
と
、

' 

隸
属
度
の
高
い
零
細
農
民
と
の
.間
に
お
け
る
作
合
収
取
関
係
お
ょ
び
隸
厲
関
係 

の
否
定
と
い
ぅ
裏
的
な
政
策
と
し
て
現
わ
れ
、
更
に
.又
、
こ
■の
様
に
し
て
自 

立
し
た
小
農
民
を
年
貢
負
担
者
と.し
て
検
地
帳
に
登
録
す
る
，

(

安
良
城
氏)

。

.
(b
)

太
閤
検
地
は
、
従
来
一.筆
の
耕
地
の
上
，に
両
立
し
て
い
た
有
力
農
民

=

名
主 

百
姓
層
の
有
す
る
加
地
子
得
汾
権
と
、
直
接
跳
作
者

=
=
,

へ
，
ヤ
住
農
民
の
有
す
る 

赛
実
上
め
経
営
権
と
を
断
ち
切
っ
て
、
前
者
を
ぜ
^

し
、
罾
豸
の
み
，を
員
員
の 

権
利
.と
し
て
認
め
、
従
っ
て
、

「

名
主
百
姓
の
領
主
化
の
傾
向•
員
双
主
⑽
罾 

営
を
否
定
し
た
点
：に
お
い.て
.封
建
的
小
農
民
の
自
立
を
：め
ざ
す
革
新
的
政
策

」 

で
あ
る(

宮
川
氏)

。
y 

'
\
'

.

三
、
検
地
帳
登
録
人
の
性
格
。_
検
地
帳
は
、
年
貢
の
法
的
負
担
者
を
表
現 

す
る
史
料
で
あ
り'、
初
期
吖
検
地
帳
に
零
細
撕
地§

者
が
数
多
く
見
出
さ
：れ

.

.
 

五

五

(

七
！
一
 

五)



.
名
と
：言
う
事
は
、
：
出

作

，
入
作
関
係
0

結
果
、：：或
い
は
複
合
家
族'の
分
裂
と
.
、.

:

下

人

層

の

逢

営

と
し
て
の
自
立
ね
結
果
、

V:

更
に
ば
、.分

謂

続

の

結

果

が̂
 

れ
ぞ
札
反
映
す
名̂

の
ヤ
あ
る
‘(

安
良
城
氏
-

(1

)
)「

太
閤
検
地
ゆ
必
ず
し
も
現 

実
の
耕
作
者
を
登
録
人
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
め
農
民
的
支
配
権
な 

い
し
占
有
権
を
現
実
に
強
く
も
つ
も
の
：を
登
録
人
と
し
.た
ピ
多
数
存
在
す
る 

無
屋
敷
登
録
人
は
大
部
分̂
時
の
農
村
の
家
族
構
成
が
戸
主
を
.頂
点
と
す
る
族 

縁
共
同
体
.の
形
態
を
も
っ
て
居
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
血
縁
，
非
血
縁
の

. 

隸
厲
小
農
民
"

へ
ャ
i

民
で
あ
る
；
蒼

川
s

:p
(0
)

^

^
帳
に
お
い
て
は
.農 

民
の
塞
上
の
耕
作
権
、
.
占
有
権
が
嬸
認•せ
ら
.れ
て
は
い
る
が
、
へ
農
民
の
私
的
. 

土
地
所
有
に
つ
い
て
ば
、«

$

は
名
寄
®

^

^
現
さ
れ
て
く
る
同
族!3
ダ
.ルー

 

プ
の
所
有(

検
地
帳
零
細
登
録
人
は
名
寄
帳
に
：お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
.の
長
の
名 

前
に
包
舍
さ
れ
て
し
ま
う^

に
ょ
り)

が
承
認
さ
れ
て
.い.る

0 

.

四
、
.近
世
初
期
本
百
姓
の
性
格
。
検
地
帳
に
お
け
る
屋
敷
地
持
農
民
の
内
、 

役
負
担
を
し
な
い
：者
を
除
い
た
者
が
夫
役
負
担
者

=

本
百
姓
で
あ
る(
安
良
城 

.
氏
.

後
藤
氏)

。

以
上
、
太
閤
検
地
研
究
分
野
に
，お
け
る
四
つ
の
重
要
な
問
題
点
に
お
け
る
諸 

説
を
要
約
し
て
み
た
が
、
我
々
は
同
じ
く
太
閤
検
地
を
と
り
上
げ
な
が
ら
、
そ 

こ
に
見
出
さ
れ
る
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
、
論
者
の
間
に
非
常
な
相
違
の
あ
る 

_

に
ま
ず
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
。
勿
論
各
報 

告
者
の
ょ
っ
て
立
つ
力
^
が
か
く
あ
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

.
し
か
し
、
こ 

れ
ら
の
報
告
を
注
意
し.て
み
る
と
、
各l

a

者
が
太
閤
検
地
を
と
り
上
げ
る
際#> 

何
を
中
心
と
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
直
接
に
铽
論
旨
に
強
ぃ
影
響
を
与
ぇ
て

:

.
五
六 

c

七
―-一
六)

'
.
- 

- 

-

.

.

い

篇

に
.思
'わ

れ

る

。

即

：ち

、
：
安

暴

氏

：は

、

;:
'
'
'
太

麗

地

の

土

地

政

策

と

し

て
 

の
性
格
か
<
;
0出
発
じ
ヽ
：織
豊
政
権
お
よ
び
卦
建
望
層
.の
‘霜

し

た

.こ

の

時

期 

め
農
民
政
策
を
綜
合
的
に
と
ら
え
、
：
そ
こ
か
ら
小
農
民
自
立
阶
资
を
見
出
し

、
' 

太
閤
検
地
を
そ
の.政
策
実
現
の
掼
杵
と
し
て
と
ら
え
る
の
'で
あ
る
。',
.宮
川
氏
は 

こ
れ
に
対
し
て
、へ
考
察
の
中
核
.に
：な
る
の
は
'
：前
述
の
如
く
各
地
の
太
閤
検
地 

帳
で
あ
り
、
太
閤
検
地
の
実
施
過
程
に
和
い

V

生
じ
て
来
る
現
実
と
の
い
ろ
い 

ろ
の
関
係
を
も
含
め.て
太
閤
檢
地
を
考
え
：る
。
：

\
ま
た
、
後
藤
氏i

あ
'?

て
は
、 

考
察
の
素
材
と
な
る
の
は
宮
川
氏
同
1

地
帳
で
'あ
る
が
、
'
氏
は
検
地
帳
に
お 

け
る
本
来
の
検
地
の
目
的
以
外
の
記
載
、
.即
ち
家
数
改
に
よ
る
役
家
の
記
載
に 

注
卧
さ
れ
、

' こ
れ
と
名
寄
帳
に
お
け
る
登
録
の
仕
方
を
結
び
付
け
、
太
閤
検
地 

の
時
期
、
或
い
は
そ
れ
以
後
に
お'げ
る
農
村
の
構
成
を
む
し
ろ
中
心
に
論
ぜ
ら
：
 

れ
て
い
.る
の
で
あ
る
。
後
に
、

，

こ
れ
ら
の
所
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
封
建
罾
説
、 

相
対
的
革̂

^

、
役
屋
設
定
説
と
定
義
づ
け
ら
れ
た
が
、

.

.こ
の
言
葉
は
、
太
閤 

.検
地
を
各
研
究
者
が
共
通
の
場
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
こ

.に

各

自

の

持

.つ

方

法 

に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
た
結
果
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
各
自
が
い
わ
ば
異
な 

っ
た̂

70
.に
お
い
.て
と
ら
え
た
も
の
を
示
す
も.の
.で
あ
る
事
に.

;̂1

;
す
る
必
要 

が
あ
ろ
ぅ
。

さ
て
、
こ
の
時
の
乾
氏
の
報
告
を
檢
討
し
、
批
評
を
行
な
ぅ
事
は
こ
の
稿
の 

直
接
目
的
と
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
既
に
五
年
を
閲
し
た
現
在
と
し
て
は 

全
く
時
機
を
失
し
て
い
る
。
次
に
こ
れ
ら
の
諸
説
が
そ
の

1

何
に
展
開
し
て 

.
来
た
か
に
っ.
い
.て
検
討
.し
て
.み
ょ
う
。

C

1)

古
島
敏
雄「

ニ
、
三
の
感
想」

(

社
会
経
済
史
学
会
編

『

封
建
領
主
制
の 

確
立
—

太
閤
樅
地
をめ
.

ぐ
る
諸
問
題—

-
』

所
収
。

(

2〕

.
そ
の
主
な
も
の
を
拳
げ
る
と
、

「

郷
村
制
度
と
検
地J

昭
和
1
.
'ー
十
八
年(『

日
本
史
研
究』

笫
十
九
号
所
収)

.

「

封
連
制
確
立
期
の
村
落
と
農
民
の
動
向

」

.昭
和
二
十
八
年(『

滋
賀
県
短 

期
大
学
雑
詠』

B

3

号
所
収
}

「

太
閤
檢
地
と
家
族
樅
成

」

-
昭
和
ニ
十
八
丨
三
十
年

(『

ヒ
ス
ト
リ
7』

第 

.
八—

十
一
‘
号
所
収〉

「

封
連
制
確
立
期
の
隠
居
と
へ
ャ
住

」

昭
和
一
一
十
九
年
ハ

『

大
阪
学
芸
大
学
結 

要』

B

2

号
所
収)

,

:

等
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

『

太

閤

検

地

論

第
I

部』

に
修
正
の
•上 

'
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

パ

。

'■
■,

(

3)
『

歴
史
学
研
究』

第

H

ハ
三
，
四
.

七
号
所
収
。

(

4

>

宮

川

氏『

太
^

趴
⑽
ir

涞
1

部』

.
六
丨
ー
◦

頁
に
主
要
な
論
文0
録 

が
あ
る
。
 

,

'

.

(

5

>『

钟
建
領
生
制
の
確
立

』

は
こ
の
時
の
大
会
報
告>'
'
-ょ
び
'報
告
者
の
椾 

論
ょ
り
成
る
。

(

6

)
「

太
間
検
地
と
初
期
本
苗
姓
'
の
性
格
I

一
 

九
五
四
年
度
社
会
経
済
史 

学
会
大
会
參
加
記

_
_

」

ハ『

歴
史
学
研
究』

第
一
七
因
每
所
取

)

。
> 

ハ 

?

)

.

な
お
、
维
者
は
こ
の
.
時
大
会
に
#'

加
，し
て
い
な
い
の
で
、
報
告
者
の
報 

.
齿

内

容

は『

封
瑋
領
主
制
の
確
立』

に
.
掲
載
さ
れ
た
各
氏
.の
報
告
要
旨
及
び 

.

f

E

に
全
ぐ
依
存
し
.
た
。
勿
論
、
同
書
所
収
の
各
報
.告
者
の
捕
論
.は
，、
報
告

学

界

展

望

.

後
の
執
筆
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
故
、
本
節
で
は
触
れ
な
い
事
と
す
る
。 

三

上
記
の
.三
氏
の
報
告
は
そ
の
後

『

封
建
領
主
制
の
確
立

』
に
i

ii
l—

と
し 

て
、■或
い
は
個
別
研
究
を
避©

し
塵
開
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
氏
以
外
に
も
数
多 

く
の
個
別
的
研
究
が
公
表
さ
れて
い
る
^
ば
言
ぅ
ま
で%■
な
い
。

，
安

良

城

氏

は

'、
ま
ずT

補
論」

に
お
い
て
、
同
氏
の
旧
稿
及
び
大
会
報
告
に 

.
対
す
る
批
判
点
を
次
の
如
く
整
理
し
、
こ
れ
に
反
批
判
を
加
え
て
い
る
。

「

A3

小
農
民
自
立
政
策
を
、
単̂
る
法
制
的
措
置
、
領
王
の
理
念
な
り
と
低
く 

.

評
価
し
、
.且
.つ
、
太
閤
検
地
は
、
室
町
時
代
を
通
じ
て
の
歴
史
的
発
展
を
、 

亊
実
と
し
て
追
認
し
た
に
過
ぎ
炎
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
低
く
評 

,

:

価
す
る
見
解
。
 

’

.

B D

太
闇
検
地
施
行
後
に
お
い
て
も
、
即
ち
徳
川
時
代
前
期
に
お
い
て
、
小
農 

'

民
'|
|
1立
め
歴
史
過
程
が
広
汎
に
'存
在
す
る
点
を
指
摘
し

て

、

小

^

^

自

立 

政

策

実
現
の
瘍
と
し
で
の
太
閤
検
地
を
否
定
す
る
見
解
。

.

0:
1

同
一
_

の
検
地
帳
.
名
寄
帳
の
名
請
人
不
一
致
を
明
ら
か
に
.さ
れ
た
宮 

,

,
川
|
|氏
の
業
縷
に
依
存
し.つ
.
つ
、

小

農

民

自

立

.
政

策

>.
-

太
閤
檢
地
の
意
義 

.

.ハ
に
対
す
る
旧
稿
の
評
価
を
否
宠
す
る
見
解
0
!

D]

近
世
初
頭
農
村
の
農
民
の®

的
構
成
.を
指
摘
し
、
農
民
相
互
間
に
存
在

.

.

.

す
る
不
_

面
を
強
調
し
て
、:小
農
民
自
立
政
策
の
意
義
を
否
定
す
る
見

.V

 

\

 

.

.

.

.

.

:
解 
o
i 

. 

* 

.

 

: 

■

,
そ
し
て
右
の<
5

~

~

~

0

^
共
通
す
る
，も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
担
¥1

者
ガ

:

-

* 

-

.

,

.

.

五
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ニ
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.r
g

旧
稿
に
お
い
て
、
太
閤
検
地'を

「

革
命
的
土
地
政
策」

と
規
定
し
た
$

 

命
的」
な
る
表
現
にr

反
撥」

と

「

不
満
し
を
表
明
ず
る

」

-:

_

を
示
し
、
ま
ず
と
の
点
に
う
い
て

「

革
命
的」

と
言
ぅ
言
葉
は
、
当

然
— ]
手 

放
し
の」

$

叩
で
は
な
く
、
封
建
領
主
の
手
に
よ
り
、
且
つ
封
建
社

4
T

の
成
立 

期
に
お
け
る
歴
史
的
な
性
格
を
有
す
る
事
を
繰
返
す
亊
に
ょ
っ
て
て
れ
を

?

^
 

せ
ん
と
し
て
い
る
。

即
ち
、

「
そ
れ
は
第
一
に
、

荘
園
領
主
制
的
土
地
所
有
.

=

 

f

関
係
を
否
宠
し
た
と
い
ぅ
点
、
第
二
に
、
小
農
民
自
立
政
策
実
現
の
雜 

で
あ
っ
た
と
い
ぅ
点

j

に
お
け
る「

薄
命
的」

性
格
な
の
で
あ
る
。

'

而
し
て
、
A
'に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
引
用
さ
れ
る
近
江

国
#
:

戸
村
家
文
t

に 

拠
り
つ
つ
、
小
農
民
商
立
政
策
が
、
現
実
に
太
閤
検
地
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
て 

い
る
^

を
示
し
、
既
に
達
成
せ
ら
れ
て
い
る
事
実
の
単
な
る
追
認
で
な
い
事
を 

示
し
て
い
る
。
又
、B

に
つ
い
て
は
、
太
閤
検
地
の
実
施
過
程
に
お
い
て
、
個 

個
の
地
域
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
貫
徹
は
、
小
農
民
経
営
の
展
開
度
の
低
い 

地
方
に
あ
っ
て
は
、
小
農
民
自
立
政
策
の
®

と
し
て
の
実
を
挙
げ
得
な
か
っ 

た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
決
し
て
太
閤
検
地
そ
れ
自
身
の
妥
協
性
を
意
味 

す
る
も
の
で
は
な
く
、『

封
建
革
命
に
お
け
る

T

革
命
性」

，
の
歴
史
的
限
界
を

(

3

示
す
も
の』

で
あ
っ
た
。
こ
の
辦
は
ま
た
、
太
閤
検
地
が
旧
来
の
有
力
農
民
の 

土
地
保
有
一
般
を
否
定
し
た
の
で
は
：な
く
、

「

検
地
当
時
の
経̂

^

と
しP

か
. 

耕
作
者
を
、
耕
地
の
名
請
人
と
し
て
法
定
す
る

と

い
ぅ
原
則
に
基
づ
い
て
い
る 

の‘
で
あ
っy

、

そ
の
経
営
者
と
し
て
の
耕
作
者
が
、
旧
来
の
特
権
的
^
王
で
あ 

る
か
、
或
い
は
又
名
子•
被

官
•
作
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
っ
て 

問
題
と
し
.て
い
な
い」

4I
T
-と
も
密
接
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

五

八

(

七
二
八)

_

さ
て
0

に
つ
'
い
て
ば
'、
■胄
ii
i

-殳
.

藤
氏
に
ょ
っ
て
強
く
主
張
さ
れ
る
と
こ 

ろ
で
あ
-

た
が
、

こ
れ
は
第
一
に
名
寄
帳
が
検
地
帳
と
異
な
っ
て

㈣

㈧

殳
料
で 

あ
る
か
ら
、
こ.れ
は
太
閤
検
地
の
妥
協
的
性
格
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
村
側 

の
対
応
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
、
第
二
に
、
年
貢
徴
収
権
を
名
寄
帳
登
録
農 

民
が
有
す
る
とJ

の
木
確
実
性
か
ら
、
；
®

^

⑽
の
基
調
は
批㈣
胄
の
主 

張
す
る
如
き
否
定
的
意
味
を
持
た
な
い
^

を
主
張
ず
る
，の
で
あ
る
。
'

ゎ
の
近
世
初
頭
ゆ
農
民
間
に
お
け
る
階
層
に
つ
い
て
は
同
氏
■は
勿
論
次
の
如 

き
四
つ
の
系
譜
に
ょ
る
複
雑
性
を
示
し
て
い
る
。

『

検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た

「

百 

姓」

は
、
⑴
下

人
•

名

子
.
被
官
の
上
昇
の
結
果
を
示
す
小
経
営
、
⑵
名
主
の 

，複
合
大
家
族
の
分
裂
の
結
果
成
立
，す
る
小
経
営

(

名
主
の
作
人
へ
没
落
せ
る
着 

.
を
含
む)

、

⑶
残
存
名
主
上
層
の
手
作
大
経
営
、
.

⑷
未
だ
な
お
名
子
•
被
官
を 

従
属
せ
し
め
る
残
存
土
豪
的
御
館
経
営
、
の
四
階
層
を
含
ん
で

.お
り
、
従
っ
て 

近
世
初
頭
の
農
民
層
を
検
地
帳
を
通
じ
て
具
体
的
に
分
析
し
た
場
合
、
そ
の
構 

，
成
が
階
層
性
を
有
し
極
め
て
複9

で
あ
り
、
農
民
相
互
間
の’差
違
が
、
単
な
，る 

土
地
§

面
積
の
多
少
と
い
ぅ
量
的
差
違
に
還

】 R

出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ

C
5

)

 

..：

る
。

』

し
か
し
太
閤
検
地
は
、
こ
の
様'な
複
雑
な
農
民
の
階
層
構
成
と
い
ぅ
^
 

実
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
に'一
つ
の「

W

姓」

#•
分
と
し
て

八
ム
⑽
な
地
位
を
与
え 

た
点
に
^
いて
ま
さ
.
に
歴
史
的
意
.義
を
有
す
るも
の
.
で
.あ
る
と

す
る
。

以
上
の
如
く
、
安
良
城
氏
は
、
同
氏
に
対
す
る
批
判
を
す
べ
て
斥
け

、

S

 

並

び

に

及

び

「

i

a」

の
.ニ
論
文
に
お
け
る
所
説
を
再
確
認
さ
れ
な 

が
ら
、
次
稿
へ
進
ん
で
い
る。

.

そ
れ
は
1ま

ずf
近
世
初
撕
に
お
け
る
農
民
支
配
政
策
の
と
な
っ
て
表

わ
れ
、

つ
い
で
、「

太
閤
檢
地
の
菡
調
と
役
屋
設
定
の
本
質

」

に
お
い
て
展
開.

‘

さ
れ
た
。
前
者
は
、
む
し
ろ
太
閤
檢
地
後
の
、
近

世

初

期

(

ほ
ぼ
寛
文
，
延
宝 

の
頃
ま
で)

の
農
民
支
配
政
策
が
、
太
閤
検
地
が
そ
の
槓
桿
で
あ
っ
た
小
農
民 

由
‘立

政

策(

具
体
的
に
は
小
農
民
経
済
の
維
持
、

「

作
ぁ
い」

否
定
、
小
農
民 

経
济
の
生
鹿
力
維
持
の
た
め
の
勧
農
政
策
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
.

y

を
背
景
に
お 

し
進
め
ら
れ
た̂

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

「

太
閤 

検
地」

そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者 

は
、
近
時
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
様
に
な
-?

た

「

役
屋
体
制
論」

を
否
定
し
、
' 

太
閤
検
地
の
段
階
に
お
け
る«

3£

の
役
屋
設
定
政
策
が
、
，氏
の
主
張
す
る
太
閤 

検
地
の
基
調
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
で
は
ま
ず
こ
の
役 

屋
体
制
論
と
は
何
か
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
て
み
よ
ぅ
。

前
記
社
会
経
済
史
学
会
大
会
に
お
い
て
、
後
藤
氏
は
、
慶
長
七
年
出
雲
検
地 

帳
の
末
尾
に
窗
載
さ
れ
た
屋
敷
地
改
に
注
日
さ
れ
、
こ
れ
が
家
数
改
と
な

っ
そ 

■
い
る
こ
と
、

ま.た
、

屋
#

地
名
請
農
民
の
内
か
ら
、

役
を
負
担
す
る

「

役
の 

家」

、「

本
西
姓」

と
言
っ
た
名
称
の
も
の
が
役
屋
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
事 

を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
を

「

賦
役
を
货
担
す
る
義
務
と
資
格
に
お
い 

て
、
領
主
に
it
'

接
相
対
す
る
特
定
の
西
姓
層

=

本
百
姓
身
分
が
決
定
さ
れ
て
お 

り
、
.：
：
，こ
の
層
が
村
請
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
お
.い

て
.^
:
地

帳

に

登

録

さ

れ
 

た
小
農
民
の
対
土
地
関
係
が
保
障
さ
れ
る
と
い
ぅ
現
実
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い 

び)」

の
だ
と
表
現
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
検
地
帳
に
は
.

「

事
実
上
の
占
有
耕
作 

■権」

を
有
す
る
邀
民
の
名
請
が
確
認
さ
れ
た
結
果
、
零
細
な
名
請
人
の
数
が
'多 

く
な
る
が
、.「

哲
姓」

身
分
と
し
て
八
ム
認
さ
れ
る
者
は
そ
の
内
の
M

敷
地
名
請

学

界

展

望
 

.

.

人
か
ら
更
に
賦
役
を
負
担
し
な
い
農
民
を
除
い
た
と

こ
ろ
の「

双
屋」

'で
あ
り
、 

彼
等
は
現
実
に
は
零
細
名
請
人
を
自
ら
の
下
に
従
属
さ
せ
る
族
団
的
共
同
体
の 

長
と
し
て
、
名
寄
帳
に
名
請
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
頭
の
村
共 

同
体
の
構
造
は
そ
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
し
か
も
こ
の

㈨

ぼ
を
㈣

31

が
公 

認
し
て
い
る
と
言
ぅ
の
が
氏
：
.の
主
張
さ
れ
た
所
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
の
が
故
遠
藤
進
之
助
氏
を
始
め
と
す 

る
い
わ
ゆ
る
役
屋
体
制
論̂

で
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
領
主
に
よ
る
役
屋
設
定 

及
び
そ
の
制
度
を
一
つ
の

「

体
制」

と
し
て
考
え
る
事
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に 

は
、
太
閤
検
地
に
み
ら
れ
る

「

革
命
性
：

一

を
否
定
す
る
か
、
或
い
は
そ
れ
に
対 

す
る
反
動
的
政
策
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。
宮

il
l

?t
R

も
こ
の
考
え 

に
同
調
さ
れ
、
太
閤
検
地
の
革
新
性
，に
対
す
る
反
動
性
と
し
て

(

即
ち
こ
こ
に 

見
出
さ
れ
る
賦
役
^
取
関
係
を
荘
園
体
制
下
に
お
け
る
賦
役
収
取
関
係
の
延
長 

と
み
る
.こ
と
に
よ
っ
て)

捉
え
ら
れ
、
氏
の
相
対
的
革
新
説
の
一
つ
の
根
拠
と 

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

「

役
屋」

の
設
定
と
、

近
世
初
頭
に
お
け
る
領
主
I
 

.

農
民
間
に
お
け
る
賦
役
収
取
関
係
の
存
在
は
、
そ
の
後
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ 

.

て
報
^

か
出
さ
'れ
、
_

も

「

近
世
初
期
の
検
地
ど
本
百
姓
身
分
の
形
成
！
 

慶
長
六
年
紀
州
検
地
帳
の
研
究--

J
、

お

よ

び「

近
世
初
期
の
家
数
人
数
改 

と
役
家
.に
つ
い
て」

に
お
い
て
か
か
る
事
実
の
存
在
と
そ
の
意
味
を
示
し
て
お

S
ぃ
た
。

安
良
城
氏
も
勿
論
、
こ
の
様
な
役
家
設
定
の
事
実
と
、
賦
役
収
取
関
係
の
存 

在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
同
氏
は
太
^
^
地
に
つ
い
て
根
拠 

:

と
さ
れ
た
儉
务
齋
か
办

i
:
,
x

特
に
藤
堂
雜
、
.
お
よ
び
前
田
藩

)

か
ら
か
か
る̂

•

五

九

(

七
ニ
九)



'■
'

実
を
積
極
的
に
摘
出
し
、
次.の
_

を
主
張
す
る
。
即
ち
、
ま
ず
こ
の
時
期
に
存
.
. 

祛
す
る
夫
役
が
：

r

決
し
て
茈
園
体
制
下.の「

夫
役」

の
殘
存
を
示
す
も
の
て
ば 

.

_

な
く
、
こ
の
段
階
の
封
建
領
主
の
必
要
に
^

っ
て
賦
課
さ
，れ
る%-
:の』

'で
あ
る 

こ
と
を
亲
し
て
い
を。
' 
セ
れ
は
、
か
く
微
収.さ
れ
る
夫
役
が、
' 農
業
部
門
に
投
：
 

ぜ
ら
れ
る
の
で
ル
な
く
、
て
陣
夫
を
始
办
と
し
て
，

「

蓮
撖
夫
役
、
伝
馬
役
、
：普

：
 

1

>

 

詰
夫」

の
如
き
労
働
力
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

つ 

:

い
で
、
.
か
か
る
夫
役
の
収
取
関
係
に
お
い
て
、

「

役
家
：

j

の
非
役
家
に'
対

す

る
. 

支
配
を
@

王
側
が
公
認
し
た
と
す
る
主
張
を
否
定
し
、
か
，か
る
事
実
は
、
役
家 

の
設
矩
と
.い
3

辦
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
農
村
内
部
に
既
に
存
在
す
る 

身
分
階
層
に
ょ
？
て
規
定
さ
れ
る
も
の
だ
と
な
し
：て
い
る
。
氏
は
、
更
に
、
積 

溝

に

は

、
領
主
側
の
意
図
す
る
村
に
お
け
る
夫
役
負
担
の
体
系
も
、

r

役
家」 

の
固
定
を
：

i
n

ざ
す
も
の
で
は
な
一
く
、

(
r
#

家
数」

の
固
定
は
あ
っ
て
も

)

逆
に
：：
 

小
農
民
保
護
の
寒
調
が
見
出
さ
れ
る
点
、
又
、

「

現
夫」

の
徴
発
と「

ま
^:」

の 

徴
発
と
い
う
一
一
本
立
の
負
担
形
態
を
，混
夜
せ
し
め
る
事
に
ょ
る
負
担
の
平
等 

化
、
と

い

う

妻

か

ら

、

『

封
建
領
王
の「

役
屋
設
善
は
慕
藩
体
制
社
会
の
体 

ン

制
的
成
立
の
基
調
と
も
い
う
べ
き
、「

作
あ
い
否
定
を
通
じ
て
の
 

'一
職
支
配
の 

確
立」

と

何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、

又
、
更

に「

小
百
姓
保
護
政
策」

. 

と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
く
、
逆
に
、
封
建
領
主
の

T

役
屋
設
衆j

と

-.
夫
役」 

賦
課
の
現
実
的
在
り
方
は
、

「

作
あ
い
否
定
政
策」

、「

小
百
姓
保
護
政
策」

に 

ま
さ
に
照
応
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

』

を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

•

か
く
の
如
き「

役
屋
体
制
論」

に
対
す
る
批
判
は
、
部
分
的
に
は
検
討
す
ベ 

き
点
が
皆
無
と
は
言
え
な
い
が
、
讓
者
は
基
本
的
に
は
肯
定
し
た
い
。
贲
た
、

■ 

ニ -

,

.

六
0
 

(

七
三
〇)

役
屋
体
制
論
者
：か
ら
の
否
定
的
な
見
解
も
、
，現
夜
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
て
い
な

い
様
で
あ
る 
0
.
.
:

.
>

,

;
'-
'

;

:

 

' 
. 

.

以
上
.の
如
ぎ安
良
城
氏
、
’
お
よ
び
後
に
役
屋

体
制
論
ど
し
て
発
展
す
る
に
至 

っ
た
後
藤
氏
の
見
解
に
対
し
て
、宮
川
氏
は
ど
の
様
に
所
論
を
展
開
さ
れ
た
か
。 

t
れ
に
つ
.い
て
は
：次
節
で
独
立
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
.ぅ
。'

.

.

— '

. 

'
ノ 

■

 

\ 

.

.
:
:

く 

.

(

1)

.'『

封
建
領
主
制
：の
確
立

』

ニ
三
/\

頁
以
下
。
.

(

.
2

〕

.:

同
書
、
ニ
四l
o頁
。
_
て

(

3)

.

同
書
、
ニ
0

九
頁
。

.

(

4)

.

同
書
、'

j

四
九
I

五O

頁
。

(

5)

同
書
、i

l

五
七
頁
。：
厂

 

,

(

6

0 

/古
島
敏
雄
編『

日
本
地
主
制
史
研
究』

(

昭
和
三
十
三
年
六
月
刊)

に 

第
二
章
と
'し
て
収
録
。
 

.

(

7

0

:

『

歴
史
学
研
究』

ニ 
m

7

三
号
所
我(

昭
和
三
十
三
年
八
•

九
月)

ハ
3

『

封
速
領
主
制
の
確
立』

六一 
K

O

ハ3

遠
藤
進
之
.助「

徳
川
期
に
お
け
る
村
共
同
体
の粗
成——

本
酉
姓
身
分 

を
中
心
に
I

J

 (『

史
.学
雑
誌1

第
六
十
四
編
第
二
号
所
収

——

昭
和
三
十 

年)

、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

安
良
城
氏
'、

前
掲
論
文
⑵

の

注

十

二

お

よ

び.
 

十
四
参
照
。

' 

.

(

1 0)

た
と
ぇ
ば
所
三
男
氏
-!
近
世
初
期
の
瓦
姓
本
役」

(『

封
建
制
と
資
本
制』

- 

'
所
収) 

.

B

)

前
者
は
，

『

三
由
学
会
雑
誌』

第
四
-'
;
-九
卷
第
ニ
号
丨
昭
和
三
十
一
年
、

後
者
は『

経
.済
学
年
報』

第
一
.吾
丨
昭
和
三
十
一.一
一
年
、
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ 

.

れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
論
文
に
対
し
、
.
多
少
の
誤
.解
も
あ
る
様
な
の
.で 

敢
ぇ
て
述
べ
れ
ば
、
筆
者
は
、㈠
檢
地
帳
の
屋
敷
地
登
録
人I

役
家
と
言 

.
っ
た
寒
は
か
っ
て
な
か
っ
た
し
、㈡

役
家
設
.定
と
い
う
事
実
、
お
ょ
.び
こ
の 

制
夜
を
通
じ
て
.の
赋
役
収
取
関
係
が
反
動
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
，事
も
な 

い
。
む
し
ろ
こ
れ
も
亦
近
世
初
頭
の
檢
地
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
主 

■

張
し
た
の
で
あ
っ
た。

' 

•

.

.

(

1 2
.
1 B)

安
良
城
氏
—1
太
閤
输
地
の
基
調
と
役
賢
設
定
：の
本
質
][
3」

'

.

四

.

;•

.

宮
ル
氏
は
そ
の
後
、I

方
で
は
既
に
続
け
ら
れ
て
い
た
：

「

太
閤
検
地
と
家
族 

構
成」

に
お
い
て
安
良
城
氏
に
ょ
っ
.て
生
張
さ
れ
た
天
閤
检
紙
の
墓
調
と
な
っ 

た
小
農
民
自
立
政
策.に
関
す
る
：者
，察
を
導
入
し
、
従
来
の
；

の
分
析
に
.加 

.う
る
に
、
'«

王
侧
の̂

^

的
意
図
の
検
討::
^

進

め

ら

れ
.*
:
:が
、
他
方
で
は
い
わ 

.
ゆ
る
役
屋
体
制
論
を
容
認
す
る
亊
に
ょ
っ
て
氏
の
.

「

拙
外
；

i

革

新

性1-
-
の

典

拠.

 

.の
一
.
っ
と
さ
れ
た̂

は
前
節
で
触
れ
た
如
く
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
如
き
生

. 

張
は
こ
れ
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ゐ
う
。

「

役
家
体
制
は
か
つ
て
のぞ
3£ 

，
西

姓

体

制

下

に

お

け

る

，夫

役

負

姐

H

公
寧
家
の
遺
制
が
、
太
閤
檢
地
の
反
動
的 

侧
面
の
®

と

共

に

，
、
.村
^

C

の
身
分
秩
序
と
し
て
自
ら
を
再
編
成
し
固
定
化 

さ
れ
て
社
会
の
体
制
と
な
っ
た
.の
で
あ
^

」

.

.

し
か
し
、.
.そ
の
直
後
に
：執
筆
さ
れ
太
と
；考
え
ら
れ
る
ニ
‘太
藺
檢
地
の
意
義 

丨
北
摂
に
お
け
る
封
建
制
の
展
開I

J

に
お
い
て
、
氏
は
，こ
の
*
を
摂
津

'
学

.界

展

：望 

-

国
の
太
閤
検
地
帳
に
依
拠
し
つ
つ
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

.
氏
雾
従
ぇ
ば
、
先 

進
地
滯
の
検
地
帳
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
は
小
農
民
を
自
立
化
さ
せ
る
と
い 

i

平
新
性
が
強
い
の
に
対
し
、
，
後
進
地
帶
で
は
そ
れ
は
相
対
的
化
弱
く
な
っ
て 

.い

.る
事
、
即
ち
、
：太
閤
検
地
め
革
新
性
は

「

小
農
民
の
自
立
、が
盛
ん
で
あ
る
か 

否
.か
と
一K

ぅ
#

域
差
f
e左
右
か4

て
相
対
的
と
な
る
：面
が
多
く
、
従
，
っ
て
、
そ 

れ
は
実
際
面
か
ら
み
れ®

安
良
城
盛
.昭
氏
の1

K

われるほど.
、.

で
 

.は
な

か

っ

た

，
の

で

あ

.る
。

」

し
か
し
、
，氏
に
よ
れ
ば
こ
の
事
は
、

後
藤
及
の
言 

ぅ
_

追
認
説
を
肯
定
す
る
も
：の
で
は
な
い
。
確
か
に
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
数 

多
い
小
農
民
が
名
請
人
と
な
り
、
他
方
打
撃
を
受
け
た
有
力
農
民

=

名
王
百
姓 

も
あ
っ
た
か
ら
、こ
の
点
で
太
闇
検
地
の
相
対
的
革
新
性
を
こ
こ
で
も
主
張
さ 

れ
ズ
い
る
。
こ
れ■を
！
^

#
け
る
た
め
、
氏
：は
太
闇
検
地
帳
に.お
け
る
斗
代
の
差 

.を
そ
の
地
の
先
進
性•
後

進

胜

に

麗

さ
.せ
、
^

進
地
で
は
、
小
農
民
の
诌
立 

化
が
促
進
せ
し
め
ら
れ
て
い
るた
め
そ
の
■

#
の
'た
，め
低

斗

代

一

が

取

ら

れ 

.て
‘
い
ゐ
.襄
を
述
べ
る
。.，
ま

た

、
：
逆

に

.後
進
村
で
は
.

「

太
閤
検
地
が
妥
協
的
で
小 

農
民
.の
独
立
苒
生
産
策
が
余
り
問
題
で
は
な
か
っ
た
.。

」

：

.

ま
た
役
家
の
：問
題
に
つ
い
て
は
、

摂
津
国
文
禄
検
地
帳
奥
書
に
み
ら
れ
る 

.

「

家

變

の

記

載

が

、.屋
敷
地
'筆
数
と
無
関
係
：で
：あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

^

.

1
 

.
は
検
地
と
は
別
箇
に
行
な
わ
れ
た
授
家
の
調
査
で
あ
つ
て
、

■
太
^

^

自
j

は 

「.

一
筆
、ご
と
の
丈
量
：に
よ
る
生
産
力
お
よ
び
封
建
的
小
濃
民
释
営
を
中
心
と
し 

:

た
生
産
関
係
の
把
握
を
目
的
と-
>た
.の
で
あ
っ
.て
、
決
し
：て
原
則
と
し
て
役
家 

の
把
握
を
目
的
と
し
だ
も.の
一
で
は
な
か
っ
た

」

公
述
：ベ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の 

場
合
の
役
家
設
定
に
基
ぐ
夫
役
：の
収
取
関
係
は

「

I

期
の
名
主
百
姓
の
有
し

六一 

X

七
三
一)



た
本
役
負
担=

公
康
家
と
し
て
の
性
格
を
継
承
し
た

」

も
の
で
あ
っ
て
、
.従
来 

の
.公
辦
家
”

有
力
農
民
の
動
向
を
政
治
的
に
或
る
程
度
認
め
る
結
果
と
な

? 

た
0

T
そ
の
結
果
、

役
家
が
公
事
家

=

名
主
百
姓
の
系
譜
を
引
く
と
否
ど
に
か 

か
わ
ら
ず
、
役
家
に
は
公
泰
家
の
伝
統
が
う

.

け
.つ
が
れ
る
こ
と
に
允
り
、
ま
た 

役
家
制
に
は
室
町
期
の
古
さ
が
：つ
：き
ま
と
.う
と
と
に
な
っ
た
。
J

V

:

'.

右
.に
み
る
様
な
そ
の
後
の
宮
川
氏
の
主
張
に
対
し
て
，は
勿
論
撖
判
す
べ
き
い 

く
つ
か
の
：重
要
な
疑
問
点
が
あ
る
、し
、
基
本
的
部
分
に
つ
い
て

.は

.安

良

城

氏

に
 

よ
っ
て
#

m

さ
れ
て
い
る
と
霄
っ
て
い
い
。
た
だ
宮
川
氏
が
、
役
家
設
定
.を
一 

应
検
地
と
切
り
離
し
て
考
察
す
ベ
き
_

を
主
張
す
る
の
は
正
し
い
，で
あ
ろ
う
。 

氏
：に
従
え
ば
両
者
の
：関
係
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
近
世
本
百
姓
体
制
枕
、
著 

し
い
地
域
差
を
示
し
な
、が
ら
も
、
室
町
期
の
名
主
百
姓
体
制
を
排
除
し
よ
う
と 

す
る
太
閤
検
地
のf

的
苹
新
性
と
、
室
町
期
のi

百
姓
の
有
し
た
本
役 

負
担=

公
弗
家
と
し
て
の
性
格
を
継
承
し
た
役
家
制
と
が
、
村

落

共

同

体

を 

媒
介
と
し
て
相
互
に
制
約
し
合
っ
て
両
豸
が
止
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
*
を
み 

た
の
で
あ
る…

…

そ
れ
が
日
本
封
建
制
の
確
立
で
あ
っ
た

」

と
述
べ
て
い
る。
. 

し
か
し
、
太
閤
検
地
と
役
家
の
設
定
と
い
う
一
つ
の
歴
史
的
現
象
と
を
区
別
し 

て
考
え
を
事
は
認
め
る
と
し
て
も
、
太
閤
検
地
の
^
!
調
と
役
家
設
定
の
基
調
と 

を
、

一
方
を
革
新
性
、
他
方
を
反
動
性
と
規
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
殳

㈱

し
て 

し
ま
う
事
は
一
止
し
い
だ
ろ
う
か
？

又
、
氏
が
無
条
件
的
に
認
め
て
居
ら
れ
る 

様
に
考
え
ら
れ
る「

役
屋
体
制」

.

——

領
主
に
よ
っ
て
八
ム
認
さ
れ
た1

は
、 

架
し
て
本
当
に
公
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
役
家
に
設
定
す
る
事
に
よ

っ
て
、 

有
力
農
民
は
、
如
何
な
る
分
的
権
利
を
得
た
の
か
.？

若
し
得
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
後
藤
氏
の
言
わ
れ
る
が
如
き
年
貢
徴
収
権
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ 

ろ
ぅ
か
。
又
、
得
な
か.
？
た
：と
す
れ
ば
、
■そ
れ
が
有
力
農
民
に
対
す
る
妥
協
で 

あ
る
と
何
故
断
矩
し
得
る
の
か
？

こ
の
様
な
疑
問
は
当
然
^
出
さ
れ
る
の
で 

ぁ
る
0 

.

.

■

ざ
て
、
宮
川
氏
ば
従
来
の
個
別
册
究
を
修
芷
し
づ
つ
、
こ
れ
を

『

太
i

地 

論

第
I

部』

と
し
て
一：
昨
年
八
ム
刊
さ
れ
、
更
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
則
り
、 

且
つ
又
、
そ
の.前
提
と
な
る
べ
き「

総
論J

と
し
て『

太
闇
^

地

論
‘
第
1

2

 

を
公
刊
さ
れ
次
。
本
來
な
ら
ば、
' ま

ず『

第
瓦
部』

，に
お
い
て
氏
が
旧
稿
を
如 

何
に
修
疋
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。
特

.に
、
そ
の
中 

心
と
な
る
第
四•
五
.

六
章
が
へ
旧
稿
を
全
面
的
に
書
き
改
め
た

」

新
稿
で
あ 

る
事
を
考
え
れ
ば
翌
然
こ
の
仕
事
は
為
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。

.
し
か
し
、
若
し 

こ
れ
を
行
な
え
：ば
、
更
に
尨
大
な
紙
数
が
必
要
で
あ

■る
。
学
界
嚮
の
紹
介
を 

E
H

的
と
す
る
本
稿
の
目
的
か
ら
言
っ
て
も
、
I—

問

題

，の

重

要

性

に

も

拘

ら

ず
 

——

手
前
勝
手
で
は
あ
る
が
、

本
稿
で
は
敢
え
て
そ
れ
を
避
け
、

次
の
機
会 

——

恐
ら
く
は
第
三
部
史
料
篇
め
刊
行
を
機
と
し
て
予
定
し
て
い
る
本
書

(

全 

三
冊)

.
/の
書
評
に
お
い
てI

に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

.『

太

閤

検

地

論

第
I

部』

は
紙
数
の
大
半
を
太
閤
検
地
の
前
提
と
な
る
南 

北
朝—

室
町
期
の
領
主
制
に
，つ
い
て
の
検
討
に
費
し
て
い
る
■，
°

こ
れ
は
、
氏
が 

現
夜
に
お
け
る
太
閤
検
地
研
究
の
混
乱
を
、
こ
の
|¥
^
の
領
主
制
に
関
す
る
理 

解
が
十
分
で
な
い
事
にS
く
と
さ
れ
る
.か
ら
であ
る
。

皮
園
史
研
究
家
と
し
て 

出
発
さ
れ
.た
氏
が
、
豊
富
な
経
験
を
、生
か
し
て
、
如
何
に
太
閤
検
地
の
準
備
過 

程
を
究
明
さ
れ
て
い?,
.
か
は
真
に
興
味
を
引
く
も
の
が
あ
る
。
し
，か
し
、
こ
こ

で
も
_

は
弁
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。i

は
中
世
史
に
関
し
て
は
全
く 

疎
い
の
で
あ
っ
て
、
折
角
の
氏
の
努
カ
の
真
意
を
芷
し
く
汲
み
取
り
得
な
い
の

- 

で
は
な
い
か
と
言
う
靡
を
恐
れ
る
。
短
期
日
の
間
に
、
こ
れ
程
の
重
要
な
研
究 

.
を
批
判
す
る
程
に
理
解
す
る
の
は
、
門
外
漢
に
と
っ
て
は
不
可
權
に
近
い
。
し 

か
し
、
勿
論
筆
者
は
こ
の
様
な
研
究
方
法
を
否
定
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い

。

• 

確
か
に
太
閣
検
地
が
当
面
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
を
1

し
'た
鎌
倉
、
室
町
、
戦 

国
期
の
®

王
制
、
土
地
制
度
の
考
察
の
重
要
性
は
何
人
も
否
定
し
得
ぬ
で
あ
ろ 

う
。
安
良
城
氏
の
旧
稿

「

太
閤
検
地
の
歴
史
的
意
義

」

も

「

太
閤
檢
地
の
歴
史.

的
前
提」

ぬ
き
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
両
氏
が
、
そ
の
結
論
を
異
に
す
る
と
し
て 

も
、
共
に
中
世
史
の
再
検
討
を
太
閤
検
地
研
绝
の
必
要
な
前
提
条
件
と
し
て
考 

え
る
発
想
に
共
通
点
を
有
す
る^

は
興
味
深
い
事
で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
に
両 

者
を
比
較
検
討
す
る
辦
も
亦
必
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
そ
れ
は
一
ま
ず 

置

い

て

、

宮

川

氏

の

：「

第
I

部」

に
お
い
て‘
は
、
数
量
的
に
は
僅
少
で
は
あ
る 

が
、
太
閤
検
地
を
直
接
対
象
と
さ
れ
た

「

第
四
章
太
閤
検
地
と
幕
雜
体
制

」

に
盛
ら
れ
た
氏
の
所
説
を
検
討
す
る
.こ
と
と
し
た
い
。
蓋
し
、
こ
の
章
は
.

「

第 

1

部
の
諸
論
稿
を
ま
と
め
る
形
で

」

、「

総
括
し
、
さ
ら
に
，深
め
；て
論
！

I
Hを
徹
底 

さ
せ」

た
も
の
で
あ
る
故
、
氏
の
太
闇
検
地
に
関
す
る
最
も
新
し
い
主
張
を
見 

出
し
得
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

 

.

.

宮
川
氏
は
こ
の
章
に
お
い
て
、
ま

ず

「

純
粋
封
建
的
土
地
所
有
の.確
立」

に 

お
い
て
、
太
閤
檢
池
が

「

作
人
的
占
有」

を
一
般
的
に
形
成
せ
し
め
、-1
土
地 

所
有
関
係
'の

封

建

一」

と
相
ま
っ
て
.、
純
牌
封
建
的
土
地
所
有
を
確
立
し 

た
事
を
示
さ
れ
、
つ
い
で
、
豐
臣
氏
の
^
^
者
と
し
て
新
た
に
登
場
し
た
徳
川

学

界

挺

M

. 

. 

.

'

氏
を
頂
点
と
し
た「

慕
藩
体
制」

.
の
展
開
を
本
百
姓
の
成
立
過
程
、
お
よ
び
封 

建
的
支
配
の
展
開
を
瞥
見
し
、
こ
の
章
を
結
ん
で
い
る
。

..

氏
は
、
天
芷
十
一
年
以
降
の
太
閤
検
地
が
、
従
来
の
複
雑
な
土
地
占
有
関
係 

を
整
理
し
、
検
地
帳
登
録
人
を
基
本
と
す
る
封
建
制
を
確
立
し
た
辦
を
確
認
し
、 

そ
の
封
建
制
、..ま
ず
検
地
帳
登
録
人
の
負
担
関
係
お
よ
び
、
そ
の
様
な
負
担
関 

係
を
も
た
ら
し
た
太
閤
検
地
の
基
本
的
性
格
©

追
求
を
、

つ
い
で
、
従
来
の
各 

階
層
が
そ
の
政
策
に
対
し
て
有
す
る
対
疮
関
係
の
究
明
を
試
み
る
。

第」

の
農
民
の
負
担
：に
つ
い
て
氏
の
所
説
を
検
討
し
て
み
よ
ぅ
。
氏
は
負
担 

の
量
を
、
生
産
高
に
対
ず
る
率
を
も
っ
て
、

「

検
地
帳
登
録
人
の
負
担
は
、
従
来 

の
作
人
的
占
有
者
つ
ま
り
作
職
所
有
者
の
負
袒
に
近
バ

)

と
な
し
、

つ
い
で
こ 

'
の
^

は
、「

検
地
帳
登
録
人
の
高
請
地
占
有
は
作
人
的
占
有
で
為
り
、

彼
ら
は 

作
人
彻
占
有
者=

作
職
所
有
者
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る

」

と
導
く
。
そ
し 

て
こ
れ
は
近
世
初
頭
の
領
主
の
発
布
し
た
諸
法
佘
に
.よ

っ

て:%
確

認

さ

れ

る

の
 

で
あ
る
。「

つ
ま
り
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
産
高

=

分
米
を
把
握.し
て
、
そ
の
50
%

丨
70

%
前
後
を
年 

貢
と
し
、
■そ
の
年
貢
を
負
担
す
る
高
請
農
民
を
検
地
帳
登
録
人
つ
ま
り
作
職
所 

有
者=

作
人
的
所
有
者
と
し
た
の
で
あ
る
。

」

そ
の
事
は
、
太
閤
検
地
が

「

従
来 

の
地
主
的
占
有.
名
主
的
占
有
を
否
定
し
て
、
作
人
的
占
有
を
一
般
的
に
形
成

. 

す
る
.こ
.と
'を
基
本
原
則
と
し
た
革
新
政
策
で
あ
.
っ
た
|—

泰
.を
意
味
す
る
と
な
し 

て
い
る
。
こ
の
基
本
原
則
を
具
体
化
す
る
方
策
と
し
て
、
秀
吉
の
と
っ

.
た
1

双 

は
、o
土
地
の
一
筆
毎
の
生
産
高
を
把
握
し
、
：
こ
れ
に
租
率
を
乗
ず
る
と
い
ぅ
方 

法

、

即

，ち

、

一

定

割

合

の^
産
物
は
年
員
負
担
者
の
再
生
産
の
た
め
に
こ
れ
を
.

六
三
.

(

七
三
三)



除
外
し
、;.
残
り
の
剰
余
生
産
物
の
す
べ
て
を
収
取
す
る
事
を
意
図
し
た
の
で
あ 

る
。

こ
の
目
的
実
現
の
た
め
：に
、
：一
方
で
は
4

作

合」

否

定

，
の

法

令

^

を

発

布
 

し
、
他
方
で
は「
年
貢
夫
役
を
村
請
に
し
て
村
落
共
同
体
を
封
建
的
支
配
の
行 

政
単
位
と
し
て」
い
る
。「

こ
れ
ら
は
す
べ
て
上
述
の
：太
閤
検
地
の
原
則
を
激
.

.衍
し
、
右
の
一
，一.つ
の
目
的
を
実
現
さ
せ
る
た
め'の

藥

で

あ

っ

た

。

従

っ

て- 

在
諸
^

^

を
も
•っ
て
、.
直
に
小
農
民
自
立
策
と
み
て
太
閤
検
地
に
革
命
的
意
義

.

を
認
め
た
り
、
逆
に
年
貢
増
収
策
と
み
て
太
閤
検
地
を
反
動
的
な
も
の
と
す
る

.
 

等
の
見
解
は
;'
そ
れ
ぞ
れ
ー
面
だ
け
を
み
た
偏
見
で
あ
る
上
い
わ
ね
ば
な
ら
な 

い
。
太
闇
検
地
の
歴
史
的
意
義
は
、
：
•：
.純
絆
封
建
的
土
地
所
有
の
確
立
を
期 

し
た
と
こ
ろ
に
あ
り

…
…

か
か
.る
意
味
に
.お
い
て
汰
闇
検
地
，の
苹
新
的
意
義
は 

芷
し
く
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

」

と
結
ん
で
い
る
。

さ
て
、
第
二
の
、'か
か
る
性
格
を
有
す
る
太
閤
検
地
、
.お
よ
び
こ
れ
に
^
す 

る
諸
I

の
実
施
の
結
果
、
.従
来
の
農
民
諸
階
層
は
い
か
な
る
対
宓
を
示
し
た 

か
。
.
氏
は
、
従
来
の
地
主
的̂

^

‘童

的

占

有

を

排

除

し

て

.
(

名
主
的
占
有 

V

地
主
的
占
有
を
作
人
的
占
有
に
変
質
さ
せ
る
事
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
占
有
者

. 

を
も
検
地
帳
登
録
人
と
し
た
がV
彼
等
の
武
士
化.
領

、
！
化

を

阻

止

：
し

、
：
作

人

： 

的
占
有
の
一
般
的
形
成
に
成
功
し
た
の
で
あ

|

た
。「

し
か
も
同
時
に
作
人
的 

占
有
者
H

村
民
の
連
帯
責
任
に
お
い
て
、
.年
貢
の
村
請
や
身
分
を
統
制
し
転
職 

移
住
を
禁
止
す
る
諸i

.

が
行
な
わ
れ
た
か
ら
、
作
人
的
占
有
者
は
各
自
の
高
j 

請
地
に
緊
縛
さ
れ
て
貢
租
を
負
担
す
る
純
粋
の
農
民
つ
ま
り
純

1

奴

(

ド
ィ 

ッ
の
へ
I

リ
ゲ)

と
な
っ
た
。

…
…

こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
太

闇

検

地

に

よ

，
 

.る
右
の
変
化
は̂

奴
制
の
成
立.-
-
を
意
味
す
る
と
い
え.る

。

」

し

か

し

.
、

,

.

六

四(

七
三
四)

検

地

帳

登

録

人

：
の

.再
生
産
を
維
持•
保
証
し
ょ
う
と
し
た
太f

地
の
他
の
目 

的

金

に

は

貫

徹

し
え
ず
、
洗
進
地
域
で
は
零
細
登
録
人
が
没
落
し
、
有
力 

農
民
と
の
間
の
隸
属
関
係
を
再
編
す
る
.。
以
上
の
如
き
^
#
件
を
綜
合
し
て
氏 

は
次
の
如
く
結
論
さ
れ
る
。
.F

太
^

^

地
は
独
立
小
農
民f

を
金
国
的
に
形 

成
し
.た
の
で
.
.は
な
く
、
.
従
来
の
複
雑
な
占
有
関
係
を
整
理
し
て
作
人
的
占
有
を 

一
般
的
に
形
成
し
兵
農
を
分
離
し
て
、丨

±

地
M

有
の
封
建
的̂

一
 

£

間 

.政
権
を
項
点
と
し
て̂
成
，さ
れ
た
知
行
制
の
成
立——

引
用
者)

と
相
ま
っ
て 

純
絆
封
建
的
土
地
所
有
を
確
立
し
、
全
国
的
規
模
の
知
行
制

U

封
建
制
の
基
盤 

を
確
立
し
た
の
であ
る」

と
0 

:

こ
こ
で
は
氏
は.、
.太
閤
検
地
が
、
小
農
民

i
c

呂
を
全
国
的
‘に
展
開
せ
し
め
た 

.

の
で
は
な
く
、±'
咖
撕6

如
6

处
#

、
.
即
ち
室
町
期
の
複
雑
な
所
有
”
占
有
関 

係
を
皆
胁
し
て
純
粋
封
建
的
土
地
所
有
制
を
確
立
せ
し
め
た
点
、
に
そ
の
革
新 

性
を
認
め
ら
れ
て.い
る
様
.に
思
わ
れ
る
。

こ
の
営
川

氏

の「

結
論」

に
は
当
然
い
く
つ
か
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
で
あ 

ろ
う
。
宮
川
氏
^

こ
こ
で
ば
は
っ
き
り
と
太®

地
に
ょ
る
小
農̂

^

2

の
成 

立
を
否
定
す
る
。
こ.の
事
は
安
良
城
氏
の
見
解

(

本
稿
第
三
節
に
お
い
て
触
れ 

.

て
お
い
た)

と
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、こ
の
点
今
後
の
両
者
がど
の
様 

に
論
争
を
展
開
さ
れ
る
の
か
興
味
深
.い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
氏

が

「

純
雜
封 

建
的
土
地
所
有」

と
言
う
場
合
、そ
れ
は
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
も
の
か
、 

た
だ
従
来
の
土
地
所
有"
占
有
関
係
に
お
け
る
複
雑
な
重
畳
を
、
領
王

—

百
姓 

に
#'

鞭
$
し
た
と
い
う
意
味
.で
：「

純
粋」

な
の
か
、.
そ
れ
と
も
、
か
つ
て
、
藤 

由
五
郎
氏
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
一
つ
の
歴
史
的
㈣
pi
と
し
て
の『

純
粋
封
建

的
土
地
所
有
制』

な
の
で4

$

ろ
う
か
？

：

.
更
に
、
氏
は
太
閤
検
地
に
お
け
る
高
請
地
占
有
が
、
.そ
の
負
祖
租
率
か
ら
逆 

.黛

し

て「

作
人
的
占
有」

で
あ
り
、
検
地
帳
！
録
人
は
作
人
的
占
有
者
卩
作
職 

所
有
者
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
年
貢
の
負
担
*

の
'み
.か
ら
こ
れ
を
逆
に
規
定
す 

る
辦
は
無
条
件
的
に
許
さ
れ
る..事
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
む
し
ろ
、
そ
の
年
貢
が
、 

領
主
の
い
か
な
る
権
哏
に
基
づ
い
て
、
そ
し
て
い
か
な
る
形
態
に
'お
い

て
収
取 

さ
れ
て
い
る
か
で
お
っ
て
、
太
闇
檢
地
を
境
に
、
以
前
の
作
職
所
有
者
の
年
貢 

負
担
量
と
、
以
後
に
お
け
る
高
請
農
民
の
負
担
量
が
大
雑
把
に
等
し
い
か
ら
、 

作
人
的
占
有
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
推
定
の
根
拠
で

あ
っ
て
も 

許
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？.

•

最
後
.に
、
氏
の
主
張
さ
れ
る
太
閤
検
地
の

「

革
新
性」

.
に
つ
.い
て
で
あ
る
。 

氏
は
従
来
、
太
閤
検
地
を.、「

検
地
帳」

分
析
を
逋
じ
て
考
察
し
て
來
ら
れ
た
。 

し
力
し
、
弓̂

し
た
如
く
、「

太

閣

檢

地

は

革

新

政

策

で

あ.る」

と
述
べ 

て
居
ら
れ
る
事
は
何
を
物
語
る
の.か
。
若
し
、
太
閤
検
地
を
、
土
地
®

で
あ 

る
と
し
、
そ
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
'「

軍
命
性」

を
主
張
す
る
事
は
可
能
で
あ
ろ.
 

う
。
ま
た
、
太
間
檢
地
を
、
領
王
侧
の
意
図
に
プ
ラ
ス
社
会
的
諸
条
件

.(

こ
れ 

に
つ
い
て
は

次
節
で
述
べ
る
が)

が
加
え
ら
れ
て
作
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
検
地 

帳
分
析
ま
で
を
含
め
る
な
ら
ば-
宮

川

氏

は

む

し

ろ

そ

れ

を

主

体

と

'
し

て

来
 

ら
れ
た-

.
そ
の
.
.
.

「

歴
史
的
意
義j 
'に
■つ
い
て
異
な
っ
た
評
価
を
す
る
^
も 

.
可
能
と
介
る
で
あ
ろ3

。
い
ず
れ
に
せ
ょ
、「

太
閤
検
地」

を
取
り
上
げ
る
際 

の
立
場
を
明
確
に
す
る
事
が.必
要
で
あ
ろ
う。
.
.
.

し
力
.し
な
が
ら
、.
い
く
つ
か
の
疑
問
点
に
も
掏
ら
ず
、
宮
川
氏
の
，こ
の
結
論

学

界

展

望

は
、
太
閤
檢
地
研
究
の
：
一
つ
の
動
向
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、 

太
閤
檢
地
を
あ
く
ま
で
土
地
制
度
上
の改
革
と
み
て
、

近
時
混
入
し
て
来
た 

「

役
屋
体
制
論」

を
除
外
し
た
点'、

ま
た
、

太
閤
検
地
を
土
地
政
策
と
し
て
の 

立
場
か
ら
と
.ら
え
、
こ
れ
と
、
農
村
に
お
け
る
対
宓
関
係
を
ー
痧
八
&

し
て
把 

握
し
よ
う
と
さ
れ
た̂

、
純
粋
封
建
的
土
地
所
有
、
.
或
い
は
純
雜
農
奴
と
い
う 

如
き
概
念
を
導
入
し
、
そ
の
確
立
を
も
マ
て
太
閤
檢
地
の
歴
史
的
役
割
の
帰
結 

と
さ
れ
た
点
、
こ
れ
ら
は
.、宮
川
氏
の
こ」

の
著
書
に
お
い
て
初
め
て示
さ
れ
た
.

 

方
向
で
あ
り
、.氏
の
従
来
の
研
究
を
'土
台
と
し
な
が
ら到
達
さ
れ
た
問
題
点
な 

の
で
あ
る
。

c
l
>
,
『

封
建
.領
主
制
の
確
立』

所
収
.の
、
官

川

氏「

補
論」

©

五
頁
。

C

2)
『

近
世
史
研
究』

第
2

卷

(

滕
写
刷)

.
第
11
12
.号——

昭
和
三
十
一
年 

——

所
収
。『

太

閤

検
地

論
.

I』

に
修
芷
の
上
再
録.さ
れ
て
い
る
。

(

3)
『

太
閤
検
地
論
：1』

.三

.
ニ
八
頁
。
以
下
引
用
は
す
べ
て
同
書
三
ニ
八 

頁
以
降
に
よ
る。

.

..
'

.

.

:

C

S

こ
の
統「

過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
殆
ん
ど
関
説
し
得
な
か
っ
た 

が
、
注
意
す
ぺ
き
は
氏
が
か
か
る
土
地
所
有
制
0

統

十(

知
行
制
の
確
立)

は
、
戦
国
大
名
と
家
臣
と
め
間
に
.み
ら
れ
た
関
係
を
拡
大進
化
し
た
も
の
で 

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
氏
は
戦
国
大
名
の
拖
カ
構
造
と 

近
世
幕
藩
体
制
の
そ
れ
と
を
，上
部
構
造
に
つ
い
て
は同
質
の
も
の
と
捉
え 

て
い
る
の
'で
あ
.っ
て
メ
そ
れ
ばX
、
太
閤
検
地
の
X
T

革
命
性」

で
は
.な
く「

革 

新
性」

と
結
び
付
く
も
.か
で
あ
ろ
う
。

. 

六

五

(

七
三
五)

'



五
\

以
上
、
昭
和
二
十
九
年
の
社
会
経
済
史
学
会
太
会
以
後
、
現
莅
に
至
る
間

CD
'
'
. 

太
閣
敬
地
研
究
の
歡̂

つ
い
て
，、'
そ
の
主
流
.と

認

め

ら

れ

る
%'
の

轰

り

出
 

し
、
紹
介
し
て
来.た
。
、
勿
論
、
：
こ
の
他
に
、
-.
;
個
別
研
麥
続
々
と
発
表
さ
れ
.て 

居
り
、
そ
の
内
に
は
本
稿
で.当
然
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の■も
あ
る
。
し
か
し
、 

•
そ
れ
ら
の
紹
介
に.つ
い
て
は
一
切
割
愛
さ
せ
て
い
た
ゼ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ 

こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
個
別
研
篼
も
含
め
た
.上
で
、
現
在
直
面.1>
:

て
い
る
太
闇
検■ 

地
研
究
の
上
の
問
題
点
や
、
当
然
要
求
さ
れ
る
研
究
分
野
等
.に
つ
い
て
私
見
を 

述
べ
る
事
に
ょ
っ
て
本
稿
の
結
び
と
1>

た
い
？

. 

•

■ 

- 

■ 

■ 

; 

- 

. 

‘

〔

1〕

.

太
閤
検
地
の
取
り
上
げ
方
に
っ
い
て
：

.

.我
々
は
す
で
に
、

安
良
城
氏
と
宮
川
氏
の
場
合
に
お
'い
て
、「
太
閤
検
地」 

自
身
の
取
り
上
げ
方
、
及

び

「

太
閤
検
地」

と
言
う
表
現
の
内
に
含
ま
れ
る
ベ'
 

き
内
容
に
相
違
の4

る
事
を
指
摘
：し
た
。
こ
れ
を
統
ー
す
る
事
は
、
少
な
く
と 

も
早
急
に
は
、
非
常
に_

で
あ
る
し
、
：
.さ
：し
当
っ
て
そ
の
必
要
も
な
い
と
も 

言
1

る
。
た
だ
相
互
の
立
場
を
研
究
者
が
知
り
、
確
定
す
る
と
言
う
事
は
必
要 

で
あ
る
し
、
文
、「

太
閤
檢
地
論
争J

を
ょ
り
高
水
準
に
お
い
て
進
展
せ
し
め 

る
た
め
に
は.、
こ
の̂

は
む
し
ろ
厳
密
に
過
ぎ
る
程
に
行
な
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

従

来

の「

太
閤
検
地
論
争」

が

「

I t

#-」

と
し
て
成
功
せ
ず
、
理
論
的
に
低
い 

水
準
に
終
始
し
て
い
る
の
も
、

「

論
争」

が
同
一
の
次
ー
兀
に
お
い
て
な
さ
れ
な 

か
っ
た
と
い
う
決
矩
的
な
欠
陥
が
あ
マ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

-

C

2

〕

.'

.

.史
料
と
し9

:
の

検
地
帳
に
関.し

て
J

.

'

戦
後
、.:
宮
川
氏
>•
•

氏
金
始
め
と
す
.?
)
諸
研
究
者
がV

精
g

に
全
国
の 

:

險
地
帳
を
追
求
、

(

.
検
討
さ
れ
た
努
力
ば
確
か.に
何
人
と
雖
も
認
めV

敬
意
を
表 

す
る
の
で
あ
る
。.し
が
し
、

で
つ'
の
検
地
帳
ば
、
検
地
帳
作
成
と
■い
う
過
程
に 

.
お
い
て
、
祺
雑
な
力
関
镲
や
、
背
後
関
係
を
含
ん
で
作
ら
れ
る
。

.
従

っ

て

、

.
こ 

の
様
な
諸
関
係
の
検
討
な
し
に、
' い
き
な
り
検
地
帳
の
分
析
に
取
り
か
か
る
斯 

.は
、
一
方
で
.は
史
料
批
判
を
全
く
ぬ
.き
に
し
て
史
料
を
取
扱
う
と
v>
う
技
_

_な
欠
点
を
持
つ
事
で
あ
る
し
、
ま
た
、
他
方
で
は
、
検
地
帳
が
領
王
丨
農
民
間 

の
対
応
関
係
の
最
も
重
要
で
あ
り
且
づ
集
中
的
な
表
現
で
’あ
る
と
言
う
意
味
を 

無
視
1>

て
：い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
多
く
の
，研
统
者
は
、
多
か
れ
少

. 

な
か
れ
、
が
か
：る宇
綺
を
忘
却
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
問
題
の 

重
要
性
は
、
こ
の
当
然
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
手
続
を
ょ
り
厳
密
に
な
す
べ
き
祺 

を
要
求
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。ざ
っ
と
思
い
つ
い
た
だ
け
で
も
、
検 

地
帳
作
成
過
程
に
入
っ
て
来
る
諸
関
係
に
は
次
の
如
き
も
の
が
蔡
げ
ら
れ
る
で 

あ
ろ
う
。

a 

‘
.檢
地
施
行
者
の
性
格

)

意
図
。
太
1

地
を
行
な
う
最
高
の
，権
力
者
は 

勿
論
太
閤
自
身
で
あ
る
が
、

に
関
係
な
く
、
国
単
位
に
、
直
属
の
検
地
奉 

.
行
を
任
命
し
、
検
地
条
令
を
発
布
し
て
行
な
っ
た.典
型
的
な
太_

地
か
ら
、 

所
領
の
領
主
が
行
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
委
任
さ
れ
た
型
で
行
な
っ
た
検
地
に 

至
る
ま
で
い
く
つ
か
の
段
階
が
者
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
近
世
初
頭
の
檢 

也
で
は
、..
検
地
奉
行
の
裁
量
に
ょ
る
幅
が
あ
っ
.た
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら 

ぬ
。

.

b 

.
地
域
的
特
辣
性
。
大
摑
み
な
先
進
地
帯
.
後
進
地
帯
の12
別
は
何
人
も 

こ
れ
を
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
位
置
付
け
が
可
能
な
限
り
行
な
わ 

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
識
内
に
お
い
て
も
後
進
地
域
と
し
て
付
け
ら
れ
る
村 

は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

「

村」

を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
る
検
地
帳
の
分
析
で 

.
は
特
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

C

検
地
帳
の
史
料
的
考
察
。

一つ
の
村
の
検
地
帳
で
も
、
本
帳
と
別
帳
が 

存
在
す
る
場
合、
'f

王
侧
の
も
の
と.、
M

の
も
の
と
が
存
在
す
る1

於
、
.
で 

は
記
載
内
容
や
形
式
が
異
な
る
こ
と
は
既
に
実
例
^
-
も
.っ
て
証
明
ざ
れ
て
いる 

と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、

検
地
帳
の
史
料
的
確
矩
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ 

う
。
 

•

■

こ
の
様
な
手
綺
き
は' 
翌
然
檢
地
張
の
み
に
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
本 

稿
で
も
取
り
上
げ
た
様
に
、
名
寄
帳
に
.
つ
い
て
.も
、
そ

れ

が「

村
内
史
料」

'
で 

あ
る
か
、
領
王
側
の
公
認
し
た
史
料
で
あ
る
か
に
ょ
っ
て
、
そ
、の
分
析
か
ら
得 

ら
れ
る
結
果
の
有
す
る
意
味
设
大
き
く
異
な
.っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
.領
主
の
諸 

法
令
、
家
数
改
帳
等
に
つ
い
て
も
金
く
同
様
.の
.寄
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の 

様
な
手
続
を
踏
む
と
言
う
事
は
、
そ
の
主
張
す
る
立
場
如
何
に
枸
ら
ず
要
請
を 

れ
る
事
で
あ
り
、
そ
の
点
、
こ
の
宇
続
を
経
た
研
究
が
新
し
い

.
一

つ

の「

動 

向」

を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
^

^

も
こ
の
様
な
^

に
不 

十
分
な
が
ら
留
意
し'
つ
' 
つ
個
別
的
研
究
を
試
み
て
来%

こ
<D

,様
な
方
法
で
進 

め
ら
れ
た
個
別
研
蔸

AJ:

そ
が
、.太
麗
地
研
究
の
理
論
的
水
準
を
高
め.得
る
一
. 

方
の
甚
盤
ど
な
る
の
で
ぁ
る。

.

-

:

〔

3〕

要
請
さ
れ
る
研
兜
分
野
に
つ
い
て 

村
請
年
貢
制
度
。

一
.方
に
お
い
て
、
太
閤
検
地
が
検
地
帳
登
録
人

=

年
貢
負 

担
者
と
い
ぅ
関
係
を
造
出
し
た
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
領
主

I

農 

民
間
の
年
貢
収
取
関
係
は
、
村
請
年
貢
制
を
と
っ
て
い
る
。
太
閤
検
地
に
お
い 

て
は
、
検
地
条
目
に
名
請̂

^

^

に
つ
い
て
の
規
定
を
ニ
切
み
な
い
。
ま 

た
、
土
地
台
帳
と
し
て
検
地
帳
を
公
認
の
帳
簿
と
す
る
に
も
拘
ら
ず
、

帳
と
し
て
の.名
寄
帳
、
或
い
は
各
農
民
へ
の
年
貢
割
付
帳
--

納
帳
を
こ
の®

^
 

で
公
認
の
史
料
ど
し
て
い
な
い
事
と
を
矛
盾
な
く
連
結
す
る
論
理
が
発
見
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
れ
が
矛
盾
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
が
る
矛
盾 

を
矛
盾
と
し
て
当
初
か
ら
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
が
追
求
さ
れ
ね
ば
な 

ら
な
い
し
、
更
に
は
、1
歩
進
め
て
'尸
我
々
が
半
ば
自
明
の
理
と
し
て
い
る
検 

.
地
帳
登
録
人=

年
貢
負
担
者
と
い
ぅ
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を
要
求
さ
れ
る
か 

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
面
こ
の
.村
請
年
貢
制
が
い
か
な
る
始

M
 

を
も
っ
て
、
且
つ
い
か
な
る
要
求
に
塞
い
て
採
砠
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
を
、

li

求 

す
る
必
.要

が

，存

在

す

る

の

で

.あ

る0 

..

(

i
v.
営
川
満「

太
閤
検
地
の
.意
義j

t

太
閤
檢
地
論
,
‘

第
f
部』

'に
第
.六
章 

.

.

と
し
て
.驭
録——

に
お
い
て
は
、
同'一
時
期
の
同
一
一
'村
の
検
地
帳
で
あ
り
な 

...

が
ら
：

(

文
禄
三
¥
、
換
津
国
芥
川
郡
東
天
川
村
検
地
：帳

)

、

ー
方
で
.は
検
地 

.
施
行
者
の
意
因
を
反
映
す
る.様
な
記
載
を
な
す
檢
她
帳
と
：、
：他
方
で
は
そ
れ
.

.

:

に

ょ

っ

て

「

宵
姓」

：
：
身
分
に
お
：
し
で
げ
ら
れ
；夸

有

カ

敫

民

層

(

由
犀
を
中
心
，
 

と
す
る)

の
反
、動
的
対
^
に
'
.

ょ
：っ
て
自
己
に
有
利
な
様
に
.書
き
改
め
ら
れ
た

'

•

.

六
，七

：C

七
.

1U 
ゼ
.

)

.,

.

学

界

屁

望



検
地
帳
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。

(

2)

 

：拙
稿
、r

領
主
の
■検
地
帳
と
村
の
檢
地
帳

」
(『

社
会
経
済
史
学』

第
二 

/

十
—*

ー
卷
第
ー
ー
号

|

昭
和
兰
十
-_
.
:年
|

所
驭)

で
ば
、
同1

の
検
地
に
際

し
て
もc

慶
畏
六
年
紀
伊
国
牟
婁
郡
賀
田
村
検
地
帳

)

、
領
主
側
の
原.本
と
、
㈣
 

側

の

控c

慶
長
六
年
当
時
の
も.の
と
推
定
さ
れ
る

)

で
は
、
そ
の

記
載
形
式
，
 

.■'
に
：お
い
.て
相
違
の
あ
.る
事
を
示
し
て'お
ふ
.た
。
'

 ■
(

3)

拙
稿
、,「

紀
州
慶
長
検
地
お
ょ
び
検
地
帳
の
研
究」

.
-

(『

土
地
制
度
史
学』

 

'
第ill

号——

昭
和
三
十
四
年
I

所
S

。 

>

六

八

(

七
：三
八)

〔

補
記〕

-

本
稿
執
筆
後
に
安
良
域
盛
昭
氏

『

幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
擀
造

』
， 

が
出
坂
さ
れ
た
。
本
稿.の
目
的
，と
す
る
と
こ
ろ
に
即
し
て
言
え
ば
、

当
然
こ
、

. 

で
と
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
ぅ
0

し
か
し
、

こ

の
著
書
に
含
ま 

れ
た
論
文
は
、.
い
ず
れ
も
同
氏
が
か
つ
て
個
別
故
に
発
表
さ
.れ
て
来
た
も
の
で 

あ
り
、
そ
の
主
張.は
本
稿
に
お
い
て
論
じ.た
も
.の
と
変
り
な
い
。
勿
論
筆
者 

は
逝
く
、
.
別
の
機
会
に
こ
の
著
書
の
紹
介
と
批
評
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い

. 

る
。
-

■

書

評

及

び

紹

介

B

V

C
 

• ロ

バ

；
-

ッ

著

.

『

労
働
組
合
會
議

—

一
i

ハ

个

ー

丸

一

ニ

』

s
.
o
. 

Roberts ; 

T
h
e

 Tradesaioioa

Congress, 

186

00—
1921, 1958, pp. 

4
0
8
0

ひ
と
つ
の
国
の
労
働
組
合
蓮
動
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
そ
の
国
に
お 

い
て
労
働
者
階
級
の
団
結
が
ど
の
よ
ぅ
な
形
で
生
れ
、
そ
し
て
と
と
の
え
ら
れ 

て
い
ク
た
か
と
い
ぅ
組
織
上
の
探
求
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

.
実
際
、
' 

1

組
合
蓮
動
の
発
展
は
、
そ
の
国
の
特
殊
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な 

っ
た
罾
吣
を
⑵
り
、i

組
合
の
組
織
的
な
型
態
も
、ま
..

っ
た
く
異
な
っ
た
相 

貌
を
呈
し
て
現
わ
れ
る
。
労

働

組

合

は

、
こ
の
意
味
で
、
ィ
ギ
リ
ス

i

 

組
合
運
動
が
生
み
出
し
た
独
特
の
組
織
で
ぁ
る
。
'
こ
こ
に
と
り
ぁ
げ
た
ロ
バ
ー 

ッ
の
労
作
は
、

一
九
世
紀
の
六
〇
年
代
に
お
け
る
そ
の
誕
生
以
来
、

一
九

1

一
一 

年
第
一
.次
f

大
戦
後
ま
で
、i

者
階
級
運
動
の
中̂

^

な
組
織
と
し
て
、 

失
敗
と
鎅
誤
に
も
め
げ
ず
幾
多
の
輝
か
し
い
業
績
を
樹
立
し
た
労
働
組
合
会
議

. 

を
、
そ
の
発
生
、.機
構
、
機
能
的
変
遷
に
つ
い
て
歴
史
的
に
叙
述
し
た
も
の
で 

あ
る
0

•

.

.

書

評

及
び

紹

介

著
者
ロ
バ
f

ッ
は
、

ロ
ゾ
ド

ン

.
大

学

の

産

業

関

係

(Industrial 

Rela

tions) 

の
講
師
で
あ
a
、■こ
の
書
の
ほ.か
に
，、

「

戦
時
お
よ
び
平
和
時
に
お
け
る 

各
国
賃
金
政
策」
(National 

W
a
g
e
s

 Policy in W
a
r

 and 

Peace, 

1958
)
：

が
あ
る
。
：最
近
の
英
国
で
は
、
労
觸
組
合
蓮
動
史
の
研
究
に
お
い
て
、 

若
い
人
々
の
業
績
が
、
と
く
に
街
並
っ
て
い
る
が
、

.
お
そ
ら
く
は、
' 

ロ
バ
ー
ッ 

も
そ
う
し
た
将
来
を
嘱
目
さ
れ
て
い
る
ひ
.と
り
で
あ
ろ
う。
.

本
售
は
、

つ
ぎ
の
十
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
'一
、

最
初
の
労
働
組
合
会
讓 

-:

、
基
礎
が
据
え
ら
れ
る
彐
、

：

ブ
ロ 

I
ド
ハ
！
ス
ト
の
時
代
四
、
新
急
進 

主
義
、
反
動
、‘.新
し
い
組
織.
.五
、
タ
ッ
フ
•

ヴ
ュ
丨
ル
か
ら
ト
ー
リ
ー
の̂
 

北

ま

で

六

、
社
会
改
革
の
た
め
め
压
カ
七
、

.

.不
安
な
$

八
、
戦
争
の 

影
響
;>
'

九
、
将
来
の
挑
戦
に
応
え
て
；
十、' 
業
績
と
将
来
の
見
込。
.

.

ご
の
書
は
、一

九
世
紀
後
半
か
ら
ニ
〇
進
勒
頭
に
か
け
て
の
ィ
ギ
リ
ス
労 

働
組
合
蓮
動
の'発
展
の
途
上
に
お
い
て
、

M

ム
ロ
畠
_

の

果

し

た

役

割

を

細
 

大
洩
ら
さ
ず
書
き.つ
づ
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
包
括
；

g

な
研
究
で
あ
り
、
そ
の 

意
味
で
、
非
常
に
詳
細
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
た
め
に
却
っ
て
、
分 

析
的
な
接
近
よ
り
も
事
実
の
羅
列
的
な
傾
向
を
感
じ
さ
せ
る
点
は
指
摘
さ
れ
ね 

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
労
働
組
合

4
®

の
成
立
の
諸
事
情
か
ら
は
じ
め
て
、
ィ_
 

ギ
リ
ス
.資
本
、王
義
の
帝
国
主
義
段
階
へ
の
突
入
と
こ
れ
に
と
も
な
う
罾
砠
合
蓮 

動
の
昂
ま
り'
南

ァ

フ

，
リ

ヵ

戦

争

を

中

心

と

、
す

る

.

.
'
1
.〇
世
紀
物
頭
の
労
働
組
合 

蓮
動
に
た
い
す
る
法
的
圧
迫
、
免
働
不
安
、
そ
し
次
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発 

な
ゼ
の
歴
史
的
な
大
事
件
の
な
か
で
、
労
働
組
合
会
議
が
、
ど
の
よ
う
な
構
造 

的
な
変
化
を
経
験
す
る
か
だ'
.克
明
に
描
か
れ
て
お
り> 
と
り
わ
け
、
議
会
委

.六
九
ハ
ま
ー

5


