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付
論

戦
国
大
名
の
検
地
を
め
ぐ

っ
て

1
九
七
〇
-
八

〇
年
代
前
半
に
お
け
る
牧
園
大
名
研
究
の
進
展
に
は
'
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ

っ
た
｡
吉
川
弘
文
館
か
ら

『戦
国
大

名
論
集
』
全

一
八
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
'
そ
の

一
証
左
で
あ
る
が
､
そ
こ
で
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
の
過
半
は
､
こ
の
期
に
発
表
さ

(-
)

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
吸
国
大
名
検
地
研
究
は
'
城
国
法
研
究
と
な
ら
ん
で
'
こ
う
L
L
J進
展
を
-
1
ド
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
O

(2
)

(3
)

も
ち
ろ
ん
'
戦
国
大
名
検
地
に
関
し
て
は
'
高
柳
光
寿

｢豊
臣
秀
吉
の
検
地
｣
や
'
中
村
吉
池

『近
世
初
期
農
政
史
研
究
』
な
ど
､

峨
前
か
ら
の
研
究
が
な
か
っ
L
Jわ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
は
'
領
主
が
土
地
を
支
配
L
t
地
代
を
徴
収
す
る
上
で
の
不
可
欠
な
条

件
で
あ
る
土
地
調
査

-
し
て
､

一
般
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
に
･･U
ど
ま

っ
て
い
L
J｡
ま
た
'
荘
園
制
度
の
崩
壊
を
決
定
づ
け
､
そ
れ
に

か
わ
る
土
地
制
度
を

つ
-
-
出
し
た

と
評
価
さ
れ
て
は
い
L
Jが
'
そ
れ
で
は
､
荘
園
制
と
戦
国
大
名
の
検
地
に
よ

っ
て
つ
-
-
出
さ
れ

た
土
地
制
度
と
で
は
'

ど
の
よ
う
な
栗
的
相
違
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
'
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
L
Jと
は
い
い
が
た
い
｡

つ
ま

り
､
救
国
大
名
検
地
が
歴
史
上
固
有
に
も

つ
た
意
義
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
解
明
が
進
ん
で
い
な
か
っ
L
J
の
で
あ
る
o

戦
後
に
な

っ
て
中
村
吉
治
氏
が
'
戦
国
大
名
支
配
の
独
自
の
特
徴
は
､
上
級
権
力
と
し
て
地
頭

･
名
主
な
ど
の
在
地
権
力
を
被
官
化
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L
t
か
つ
､
彼
ら
を
排
除
し
て
土
地

･
人
民
を

一
元
的
に
直
接
支
配
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
主
張
し
､
こ
-
し
た
体
制

T
こ

を
つ
-
る
上
で
'
検
地
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
の
見
解
を
提
出
し
た
｡
し
か
し
'
そ
の
内
容
が
具
体
化
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
｡
む
し
ろ
'
戦
国
大
名
検
地
の
典
型
と
さ
れ
た
後
北
条
氏
の
検
地
に
関
し
て
は
､
段
銭
な

ど
の
賦
課
基
準
設
定
と
い
う
税
制
改
革

(5
)

上
の
意
義
に
研
究
の
力
点
が
置
か

れ
､

社
会
経
済
的
構
造
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
十
分
深
め
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
｡

と
い
う
よ
-
も
'
戦
国
大
名
権
力
は
､
家
父
長
的
奴
隷
制
に
基
づ
-
名
主
ウ
ク
ラ

ードを
基
礎
と
L
t
名
主
を
百
姓
身
分
に
固
定
せ

ん
と
意
図
し
て
お
-
'
そ
の
点
で
､
戦
国
大
名
権
力
の
支
配
体
制
は
'
本
質
的
に
は
荘
園
制
的
支
配
体
制
と
異
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る

(6
)

安
長
城
盛
昭
氏
の
見
解
の
圧
倒
的
影
響
力
の
も
と
に
'
救
国
大
名
検
地
に
は
高
い
歴
史
的
評
価
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
L
J
-
い
う
の

が
現
実
で
あ
ろ
う
.

.

安
長
城
氏
に
よ
れ
ば
､
戦
国
大
名
の
検
地
は
､
所
領
=
土
地
所
有
の
大
小
に
応
じ
た
軍
役
の
賦
課
と
'
年
貢
夫
役
斌
課
の
統

一
的
基

準
の
設
定
-
い
-
二
つ
の
目
的
を
-

っ
て
行
わ
れ
た
が
､
家
臣

･
農
民
の
抵
抗
に
よ

っ
て
､
そ
の
日
的
を
ほ
と
ん
ど
実
現
す
る
こ
と
が

(7
)

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
｡

研
究
の
進
展
は
､
以
上
の
よ
う
な
戦
国
大
名
検
地
評
価
を

一
変
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
た
｡
そ
の
代
表
と
し
て
'
有
光
友
学

｢戦
国
大

人8
)

(9
】

名
今
川
氏
の
歴
史
的
性
格
｣
'
勝
俣
鎮
夫

｢遠
州
浜
名
神
戸
大
福
寺
領
主
進
寒
に
つ
い
て
｣
･
同

｢戦
国
大
名
検
地
に
関
す
る

一
考
察
｣

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
で
は
､
以
下
の
よ
う
な
戦
国
大
名
検
地
像
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

盤
内
近
国
周
辺
の
中
間
地
域
に
典
型
的
に
成
立
す
る
戦
国
大
名
領
国
に
お
い
て
も
､
名
体
制
は
解
体
期
に
あ
り
'
荘
園
制
下
で
年

貢

･
公
事

と
し
て
収
取
さ
れ
る
部
分
以
外
の
剰
余
部
分
で
あ
る
加
地
子
を
取
得
す
る
権
利
が
､
広
汎
に
成
立
し
て
い
た
｡
戦
国
大
名
検

地
は
'
名
体
制
を
否
定
し
た
新
た
な
収
取
体
制
を
つ
-
る
だ
け
で
な
-
､
こ
の
権
利
を
否
定
L
t
そ
れ
を
自
ら
の
知
行
制
の
中
に
編
入

(10
)

す
る
こ
JJを
目
的
と
し
て
､
英
施
さ
れ
た
C
そ
の
結
果
､
こ
の
権
利
を
所
持
し
て
い
た
基
本
的
階
層
で
あ
る
有
力
農
民
は
'
そ
の
存
立
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基
盤
を
奪
わ
れ
'
戦
国
大
名
に
軍
事
奉
公
を
し
､
か
つ
戦
国
大
名
権
力
の
在
地
支
配
の
末
端
を
担
う
こ
と
に
よ

っ
て
'
あ
ら
た
め
て
権

利
を
保
障
し
て
も
ら
-
か
､
さ
も
な
-
ば

一
般
農
民
に
転
落
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
O
こ
の
よ
う
に
'
戦
国
大
名

検
地
は
'
収
取
体
制
強
化
だ
け
で
な
-
､
農
民
層
を
分
断
し
､
在
地
に
お
け
る
階
級
配
置
に
大
変
動
を
も
た
ら
す
､

一
種
の
兵
農
分
離

的
意
義
を
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
O

一
九
七
六
年
の
夏
､
日
本
中
世
史
の
若
手
研
究
者
の
集
ま
-
で
あ
る
中
世
史
サ

マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
が
､
当
時
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
た

検
地
研
究
に
刺
激
を
受
け
て
､
全
国
の
戦
国
大
名
の
検
地
の
実
態
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行

っ
た
Q
そ
の
と
き
'
中
世
前
期
を

専
攻
す
る
某
氏
が
'
｢
こ
の
ご
ろ
の
戦
国
期
研
究
は
'
検
地
検
地
-
騒

い
で

い
る
が
､
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
よ
-
わ
か
ら
ん
O

荘
園
領
主
だ

っ
て
検
注
を
や

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
｣
と
い
-
率
直
な
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
'
非
常
に
印
象
的
で
あ

っ
た
｡

い
ま
に

し
て
思
え
ば
､
当
時
す
で
に
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
出
さ
れ
て
い
L
J
の
で
あ
る
が
､
や
は
-
全
体
的
な
研
究
の
到
達
段
階
は
'
こ
の
J･t

う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
O
研
究
の
進
展
を
確
認
さ
せ
る
に
十
分
足
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
｡

8 7 6 5 4 3 2 1

1
九
七
〇
年
代
の
峨
国
期
研
究
の
概
要
に
つ
い
て
は
､
第

1
章
参
照
C

『岩
波
講
座
日
本
歴
史
(戦
前
版
)
j
二

九
三
五
年
)｡

1
九
三
八
年
､
岩
波
書
店
C

｢暇
国
夫
名
論
｣
(冒
石
油
講
座
日
本
歴
史

中
世
4
j

l
九
六
三
年
)参
照
｡

佐
脇
栄
智

｢後
北
条
氏
の
基
礎
研
究
三

一
九
七
六
年
､
吉
川
弘
文
館
)参
照
｡

｢太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
｣
(F
日
本
封
建
社
会
成
立
史
論

上
)
(
1
九
八
四
年
､
岩
波
書
店
)
所
収
)参
照
｡

『太
閤
検
地
-J
石
高
制
A
(
一
九
六
九
年

日
本
放
送
出
版
協
会
)
参
腰
｡

r
日
本
史
研
究
J

二
二
八
号
へ
一
九
七
四
年
)｡



73 付論 城国大名の検地をめぐって

(9
)
ど
ち
ら
-

f戦
国
法
成
立
史
論
』
二

九
七
九
年
'
東
京
大
学
出
版
会
)
所
収
O

(10
)
名
主

･
在
地
小
領
主
な

ど
と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

二

と
は
い
え
'
現
在
に
至

っ
て
も
､
こ
う
し
た
戦
国
大
名
検
地
の
社
会
経
済
的
画
期
性
が
､
全
面
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
は
な

い
｡
依
然
と
し
て
'
さ
ま
ざ
ま
な
批
判

･
消
極
的
評
価
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
O
そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
の

は
､
戦
国
大
名
検
地
が
不
服
底
で
あ

っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
'
な
ぜ
不
徹
底
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
L
J
の
か
｡

一
般
的

に
は
'
農
民
や
領
主
の
抵
抗
が
強
か

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
よ
-
歴
史
具
体
的
に
は
'
前
述
の
安
長
城
氏
も
含
め
て
､
日
本
中

世
社
会
を
荘
園
制
社
会
と

一
括
し
て
理
解
す
る
大
方
の
立
場
か
ら
､
城
田
大
名
は
荘
園
制
を
否
定
し
新
し
い
土
地
制
度
を
生
み
出
す
こ

(-
)

と
が
で
き
ず
､
結
局
へ
荘
園
制
に
依
拠
し
て
支
配
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
-
で
あ

る
C

そ
の
場
合
の
荘
園
制
と
は
､
何
で
あ

っ
た
の
か
｡
こ
の
点
に
な
る
と
'
話
が
い
さ
さ
か
あ

い
ま

い
に
な
る
と

い
わ
ぬ
ば
な
ら
な

い
｡

荘
園
制
と
は
､
本
来
､
貴

族

･
寺
社
な
ど
の
中
央
額
主
が
､
職
の
体
系
を
通
じ
て
､
不
在
地
主
的
に
年
貢

･
公
事
を
徴
収
す
る
土
地
制

度
で
あ
る
｡
こ
の
荘
園
領
主
が
有
し
て
い
L
J年
貢

･
公
事
徴
収
権
を
保
障
し
て
い
た
の
は
､
当
時
に
お
い
て
は
室
町
幕
府
体
制
で
あ

っ

た
が
'
室
町
幕
府
の
支
配
力
が

い
ち
お
う
及
ん
で

い
た
畿
内
近
国
は
別
と
し
て
も
､
中
間
地
帯
に
典
型
的
に
成
立
す
る
救
国
大
名
領
国

へ2
)

に
お
い
て
は
､
こ
の
保
障
体
制
は
機
能
し
て
い
た
と
は
い
え
な

い
｡

ま
た
城
国
大
名
も
'
職
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

土
地
支
配
を
実
現
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
｡

こ
れ
に
対
し
て
は
へ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
側
面
か
ら
､
農
民
が
領
主
の
収
取
強
化
に
対
し
て
'
荘
園
制
下
で
形
成
さ
れ
て
い
た

｢先
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例
｣
に
依
拠
し
て
抵
抗
し
て
い
た
こ
と
､
逆
に
い
え
ば
'
荘
園
制
的
収
取
体
系
以
外
に
領
主
側
が
収
取
の
名
分
を
も
ち
え
な
か

っ
た
こ

と
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
は
､
戦
国
大
名
領
国
段
階
以
前
の
国
人
領
主
支
配
に
お
い
て
'
荘
園
制
下
で
定
め
ら

(3
)

れ
た
公
田
を
大
き
-
上
回
る
面
積
の
土
地
が
'
所
領
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
こ
-
の
意
味
が
説
明
で
き
な
-
な
る
で
あ
ろ
-
0

ま
た
'
荘
園
制
下
の
土
地
区
分
の
基
本
単
位
で
あ
る

｢名
｣
が
､
収
取
単
位
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
る

こ
と

も
あ
る
｡

つ
ま
-
'
名
-

と
い
う
こ
と
は
'
そ
こ
で
の
年
貢

･
公
事
徽
納
責
任
者
で
あ
る
名
主
1

を
通
じ
る
こ
と
な
し
に

は
､
支
配
は
実
現
で
き
な
か
っ
L
Jと
い
う
の
で
あ
る
Q
L
か
L
t
名
の
制
度
的
あ
る
い
は
単
な
る
名
称
と
し
て
の
存
続
を
も

っ
て
､
直

ち
に
荘
園
制
の
存
続
の
根
拠
と
な
し
-
る
か
ど
う
か
自
体
'
問
題
で
あ
る
｡
実
態
的
根
拠
と
し
て
は
､
土
地
売
買
が
行
わ
れ
所
有
権
が

移
転
L
L
J後
も
'
依
然
荘
園
年
貢
が
､
名
を
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
た
責
任
者
(｢名
お
や
｣
｢名
本
｣
)を
通
じ
て
納
入
さ
れ
る
体
制
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の

｢名
お
や
｣
｢名
本
｣
制
度
自
体
が
'
在
地
に
お
け
る
土
地
移
動
に
対
応
で

八･1
)

き
な
い
不
在
地
主
=
荘
園
領
主
が
-

つ
た
苦
肉
の
策
で
あ

っ
L
J
の
で
あ
-
､
名
体
制
の
形
骸
化

･
解
体
を
示
す
も
の
な
の
で
あ

る
｡

だ

か
ら
こ
そ
､
城
国
大
名
は
検
地
に
よ

っ
て

一
筆
ご
と
の
土
地
を
把
接
し
､
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
負
担
責
任
者
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
-
に
'
名
称

･
名
分
の
存
在
か
ら
､
現
実
の
社
会
関
係
の
中
で
そ
れ
が
有
し
て
い
た
意
味
を
問
う
こ
と
な
-
､
直
ち
に
そ
れ

を
実
体
視
す
る
･Lt-
な
方
法
に
は
､
大
き
な
問
題
が
あ
る
｡
同
じ
上

牧
国
大
名
が
領
国
支
配
に
お
い
て
新
た
に
つ
-
-
出
し
L
J体
制

を
評
価
せ
ず
､
前
代
の
制
度
の
継
東
面
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
す
る
､
戦
国
大
名
に
対
す
る

｢戦
国
期
守
護
｣
と
い
う
規
定
に
も
､
こ

れ

と
同
じ
問
題
が
存
在
す
る
O
こ
れ
は
'
戦
国
大
名
が
領
国

1
円
に
行
使
し
え
L
J権
限
は
'
寺
領
裁
判
権

･
軍
事
指
揮
権
な
ど
'
室
町

(5
)

期
の
守
護
権
に
基
づ
-
も
の
に
限
ら
れ
る
と
す
る
見
解
で
あ

る
｡

こ
-
し
た
事
実
認
識
の
当
否
自
体
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
､
守
護
と
は
'
室
町
幕
府
1
守

領
体
制
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
守
護
と
い
え
る
の
で
あ

っ
て
'
制
度
的
権
限
の
継
承
の
み
を
も

っ
て
'
直
ち
に
実
体
と
同
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1
視
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
C
｢今
川
仮
名
目
録
｣
に
お
い
て
室
町
慕
府
か
ら
の
自
立
を
宣
言
し
た
今
川
氏
が
'
そ
の
中
で
依

然
守
護
と
自
称
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
､
今
川
氏
を

｢戦
国
期
守
護
｣
と

規
定
す
る
こ
と
に
'
ど
の
よ
う
な
積
極
的
意
味
が
あ
る
と

い
う
の
だ
ろ
う
か
｡

戦
国
大
名
検
地
積
極
評
価
諭
批
判
と
し
て
は
､
結
局
'
安
良
城
盛
昭
氏
の
､
戦
国
大
名
が

｢名
主
百
姓
｣
(=
家
父
長
的
奴
隷
主
)
を
権

力
の
基
盤
に
置
き
､
し
た
が

っ
て
'
そ
の
経
営
基
盤
を
擁
護
し
､
｢作
あ

い
｣
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
､
す
な
わ
ち
'
家
父
長

(6
)

的
奴
隷
制
の
解
体
に
つ
な
が
る
加
地
子
否
定
を
目
的
と
す
る
検
地
は
強
行
で
き
な
か
っ
L
J-
い
-
説

明

が
､
唯

7
説
得
的
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
(そ
の
当
否
は
別
と
し
て
)
｡

一

(-
)

藤
木
久
志

｢荘
園
別
解
休
耕
の
村
落
と
領
主
｣
(『城
固
社
会
史
論
』
八
一
九
七
四
年
､
東
京
大
学
出
版
会
)
所
収
)
参
照
｡

(2
)
拙
稀

｢大
名
領
国
利
の
展
開
と
将
軍

.
天
皇
｣
(『講
座
日
本
歴
史

4
J
(
l
九
八
四
年
､
東
京
大
学
出
版
会
)
)
参
照
｡

(3
)

田
沼
睦

｢室
町
幕
府
と
守
護
鏡
国
｣
(『講
座
日
本
歴
史

3
』
へ
l
九
七
〇
年
､
東
京
大
学
出
版
会
)
)参
照
｡

(4
)
大
山
喬
平

｢職
国
大
名
領
下
の
荘
園
所
領
｣
(小
薬
田
教
授
退
官
記
念

F国
史
論
集
』

一
九
七
〇
年
)､
同

｢公
方
年
貢
に
つ
い
て
｣
(F大
阪
市
立

大
学
人
文
研
究
』
二
二
-
四
号
､

l
九
七

4
年
)参
周
｡

(5
)
矢
田
佐
文
｣
他
国
期
甲
斐
国
の
権
力
柿
造
｣
(『
日
本
史
研
究
』
二
〇
一
号
､

一
九
七
九
年
)
参
照
｡

(6
)

｢戦
国
大
名
検
地

と
r名
主
加
地
子
碍
分
』
･
『名
田
ノ
内
徳
J
J
(第

1
節
(注
6
)書
所
収
)
参
照
Q

≡

75

そ
れ
で
は
'
現
実
の
戦
国
大
名
検
地
は
ど
の
よ
-
な
も
の
で
あ

っ
L
J
の
か
Q
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
詳
述
は
し
な

い
の
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で
､
こ
の
間
題
を
考
え
る
際
の
ボ
イ
ン
-
を
い
-
つ
か
指
摘
し
て
､
執
筆
の
責
を
塞
ぎ
た
い
と
思
-
｡

城
国
大
名
検
地
の
意
蓑
を
め
ぐ

っ
て
､
安
良
城
氏
と
勝
俣
氏
と
の
間
で
は
げ
し
い
論
争
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
の
最
大

の
対
立
点
は
､
安
良
城
論
文
の
題
名
か
ら
も
わ
か
る
と
お
-
'
戦
国
大
名
検
地
が
新
た
に
把
握
し
た
も
の
が
､
名
主
加
地
子
で
あ

っ
た

の
か
､
そ
れ
と
も
隠
田
で
あ

っ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
｡
な
ぜ
こ
れ
が
決
定
的
対
立
点
と
な
る
の
か
'
疑
問
の
向
き
も
多

い
と
思

-
｡
史
料
解
釈
上
の
問
題
は
と
も
か
-
'
ど
ち
ら
に
せ
よ
増
分
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
生

年
貢
増
徴

･
軍
役
負
担
増
と

い
-
吸
国
大
名
検
地
の
直
接
の
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

確
か
に
､
可
視
的
に
存
在
す
る
隠
田
の
ほ
う
が
､
社
会
関
係
と
し
て
し
か
存
在
し
な

い
加
地
子
収
取
関
係
よ
-
も
把
捉
し
や
す

い
と

い
っ
た
､
技
術
的

レ
ベ
ル
で
の
相
違
は
あ
ろ
う
.
し
か
し
､
増
分
を
把
握
さ
れ
た
側
の
受
け
る
打
撃
は
､
そ
れ
が
本
年
貢
部
分
に
あ
た

る
の
か
､
そ
れ

と
も
加
地
子
部
分
に
あ
た
る
の
か
と

い
っ
た
制
度
的
区
分
に
よ

っ
て
､

い
か
な
る
相
違
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
-

か
｡
も
ち
ろ
ん
'
耕
地
の
開
発

･
再
開
発
の
問
題
や
､
経
営
の
粗
放

･
集
約
性
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
､
単
位
面
積
あ
た
-
の
年

貢
賦
課
量
の
多
少
は
､
当
時
開
発

･
経
営
を
主
導
し
て
い
L
J層
に
と

つ
て
は
重
大
な
影
響
を
も

つ
問
題
か
-
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
最

初
の
問
題
提
起
者
で
あ
る
安
良
城
氏
は
､
自
身
に
と

っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
た
め
か
'
こ
の
点
が
家
父
長
的
奴
隷
主
の
経
営
に
と

っ
て
ど
の
よ
-
な
影
響
の
相
違
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
､
具
体
的
に
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

む
し
ろ
安
良
城
氏
は
'
氏
自
身
が
隠
田
と
理
解
す
る

｢名
田
ノ
内
徳
｣
が
独
自
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
す
ら

｢
レ
ア
ケ
ー
ス
｣
で
あ

っ

て
'

一
般
的
に
は
'
荘
園
制
解
体
過
程
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
強
固
な
慣
習
法
的
保
有
権
で
あ
る

｢
名
田
｣
所
持
は
容
認
さ
れ
､

い
っ

た
ん
は
把
掘
さ
れ
た
踏
出
分
も
'
結
局
は
赦
免
さ
れ
る
こ
-
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は

｢
赦
免
｣
と

い
-
語
感
に

-
ら
わ
れ
た
解
釈
で
あ

っ
て
'
そ
れ
で
は
軍
役
を
負
担
す
る
下
級
拾
人
が
広
汎
に
創
出
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
正
し
-

と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
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彼
ら
は
'
軍
役
負
担
の
反
対
給
付
と
し
て
踏
出
分
が
赦
免
さ
れ
た
の
で
あ
-
'
彼
ら
の
権
利
は
旧
来
と
同
じ
形
で
保
障
さ
れ
て
い
た

(2
)

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
確
か
に
､
後
北
条
領
国
で
は

｢内
徳
｣
部
分
が
赦
免
さ
れ
て
い
L
J
こ
-
を
示
す
史

料

が
存
在
す
る
.
し
か

し
'
こ
れ
-
で
も
､
従
来
名
主
が
所
持
し
て
い
た
権
利
が
そ
の
ま
ま
黙
認
さ
れ
た
の
で
は
な
上

肢
課
対
象
両
横
の
拡
大

-
､
荘
園
制

(3
)

下
の
本
年
貢
高
を
大
き
-
上
回
る
段
別
五

〇
〇
文
の
基
準
貫
高
設
定
に
よ
っ
て
'
大
幅
削
減
を
う
け
た
上
で
の
こ
と
な
の
で
あ

る
C

同
時
に
､

二
足
の
内
徳
が
容
認
さ
れ
て
い
た
事
実
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
'
戦
国
大
名
が
家
父
長
的
奴
隷
制

保
護
､
あ
る
い
は
在
地
不
孝
権
の
権
力
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な

い
｡
そ
れ
は
､
戦
国
大
名
が
在
地
領
主
制
を
基
礎

と
し
､

(4
)

在
地
領
主
で
あ
る
家
臣
を
通
じ
て
人
民
を
支
配
す
る
権
力
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
｡

今
川
領
国
下
の

｢名
職
｣.
所
持
者
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
-
に
､
城
国
大
名
検
地
を
通
じ
て
下
級
給
人
に
編
成
さ
れ
L
J旧
有
力
農

(5
)

民
層
は
'
軍
役
負
担
だ
け
で
な
-
'
年
貢
の
徴
納
も
引
き
続
き
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡

戦
国
大
名
は
､
彼
ら
の
有
し
て
い
た
在
地
支

配
力
を
'
強
固
な
権
力
基
盤
の
構
築
の
た
め
に
積
極
的
に
利
用
す
る
政
策
を
と

っ
た
の
で
あ
る
o
ま
た
そ
れ
は
'
救
国
大
名
領
国
支
配

(6
)

確
立
の
最
大
の
障
害
と
な

っ
て
い
た
有
力
国
人
領
主
的
家
臣
の
在
地
支
配
力
を
､
撃
肘

･
形
骸
化
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
L
J
｡

こ
-

L
L
J層
に
対
す
る
軍
役
賦
課
は
､
在
地
支
配
か
ら
遊
離
し
て
職
業
軍
人
化
し
た
層
と
同

1
に
は
行
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
の
在

地
支
配
の
た
め
の
管
用
は
'
別
途

｢代
官
拾
｣
の
よ
-
な
給
分
と
し
て
与
え
ら
れ
る
か
､
｢内
徳
｣
を
赦
免
さ
れ
る
形
で
保
障
さ
れ
て

BLe
E

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
O

こ
-
し
た
こ
と
か
ら
､
戦
国
大
名
が
検
地
を
通
じ
て
つ
-
-
出
し
L
J土
地
制
度
は
'
必
ず
し
も

7
律
に

1
職
支
配
的
性
格
を
有
す
る

も
の
で
は
な
-
'
単
な
る
得
分
権
に
転
化
し
た

｢上
級
領
有
権
｣
と
在
地
支
配
権
を
伴
-

｢
下
級
領
有
権
｣
と
の
併
存
と
い
う
､
重
層

(8
)

的
領
有
関
係
を
内
包
す
る
場
合
も
多
か
っ
L
J
｡

し
た
が

っ
て
､
戦
国
大
名
検
地
は
兵
農
分
離
を
も
た
ら
す
-
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
o
そ
れ
を
も

っ
て
戦
国
大
名
検
地
の
不
徹
底
性
の
証
拠
と
す
る
こ
J
J
は
で
き
な
い
C
近
世
幕
藩
制
に
お
け
る

一
職
支
配

･
兵
農
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分
離
の
成
立
と
い
う
後
世
の
結
果
の
み
を
､
歴
史
の
評
価
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
.
峨
国
大
名
検
地
の
評
価
は
'
そ

れ
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
土
地
制
度

･
権
力
編
成
が

つ
-
-
出
さ
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
､
総
合
的
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
C
こ
う
し
た
視
角
か
ら
す
る
な
ら
ば
､
戦
国
大
名
は
検
地
を
通
じ
て
在
地
領
主
支
配
を

1
層
深
化
さ
せ
L
J権
力
構
造
を

生
み
出
し
た
と
い
う
評
価
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
.

つ
ぎ
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
戦
国
大
名
検
地
に
と

っ
て
の
障
害
は
何
で
あ

っ
た
の
か

と
い
-
点
で
あ
る
O
こ
れ
に

つ
い
て
は
､
安
息
城
氏
を
は
じ
め
'
荘
園
制
下
の
百
姓
が
有
し
て
い
L
J権
力
の
強
固
さ
を
主
要
と
す
る
見
解
が
多

い
｡
有
光
氏
が
､
今

川
氏
の
検
地
を
百
姓
内
部
で
の
争

い
を
利
用
し
た

｢
公
事
検
地
｣
と
定
式
化
し
た
こ
-
も
､
そ
う
し
た
理
解
を
強
め
る
役
割
を
果
た
し

た
と

い
え
る
｡

し
か
し
'
現
実
の
検
地
の
実
施
状
況
を
見
る
な
ら
ば
､
古
-
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
征
服
地
に
お
い
て

一
円
的
に
な
さ
れ

て
い
る
場
合
が
多
-
'
国
衆
な
ど
の
有
力
国
人
領
に
対
し
て
行
う
の
が
最
も
Eg]難
で
あ

っ
L
J｡

つ
ま
-
'
領
主
階
級
内
部
の
関
係
の
ほ

-
が
問
題
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の
困
難
は
荘
園
制
下
の
職
的
権
利
に
基
づ
-
の
で
は
な
-
'
在
地
領
主
が

｢イ
エ
｣
支
配
権

(9
)

な

ど
と
表
現
さ
れ
る
強
固
な
自
立
的
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
｡

し
た
が

っ
て
､
検
地
貫
徹
上
の
主
要
問
題
は
'
こ

の
在
地
領
主
の
自
立
的
支
配
権
を
い
か
に
撃
肘
す
る
か
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
は
'

つ
ぎ
の
戦
国
大
名
検
地
と
太
閤
検
地
と
の
関
係
の
問
題
と
か
か
わ

っ
て
-
る
｡
豊
臣
期
に
各
大
名
領
国
で
行
わ
れ
た
検

地
の
画
期
性
は
'
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
の
施
行
原
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
-
J
何
よ
-
も
'
在
地
領
主
の
抵
抗
を
排

(10
)

除
し
て
'
全
領
国

一
円
に
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

｡

勝
俣
氏
は
'
戦
国
大
名
検
地
と
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
と

の
間
に
､
施
行
方
法
上
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
｡
ま
た
'
太
閤
検
地
と
い
っ
て
も
､
そ
の
す
べ
て
が
秀
吉
直
属
の
吏
僚
に

よ

っ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
-
J
各
大
名
が
自
ら
の
家
臣
を
使

っ
て
､
独
自
の
方
法
で
行

っ
た
場
合
も
多

い
の
で
あ
る
o
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そ
こ
で
は
､
前
述
の
よ
う
な
城
国
大
名
の
検
地
方
式
､
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
土
地
制
度
は
､
維
持
さ
れ
徹
底
さ
れ

へH
)

こ
そ
す
れ
､
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
著
者
は
考
え
て
い

る

O

し
か
も
､
そ
こ
に
お
い
て
す
ら
な
お
､
有
力
国
人
領
に
対
し
で

は
'

l
筆
ご
と
の
坪
付
を
伴
わ
な

い
'
所
領
高
と
在
所
名
の
み
を
記
し
た

｢指
出
前
｣
に
基
づ
い
L
J打
波
状
の
発
給
と
い
う
､
独
自
の

形
式
を
と

っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
O
し
た
が

っ
て
､

い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
の
意
義
を
'
荘
園
制

･
家
父
長
的

奴
隷
制
の
体
制
的
否
定
と
し
て
､
戦
国
大
名
検
地
と
断
絶
さ
せ
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

し
か
し
ま
L
jt
太
閤
検
地
を
単
な
る
城
国
大
名
検
地
の
延
長
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
豊
臣
政
権
は
新
た
に
成
立

し
た
全
国
統

一
政
権
で
あ
-
､
服
属
し
た
大
名
を
主
従
制
下
に
置
き
､
軍
役
体
系
に
編
成
す
る
上
で
､
豊
臣
期
の
検
地
(=
広
義
の
太
閤

検
地
)
は
独
自
の
意
義
を
有

Tjて
い
た
の
で
あ
る
｡
同
時
に
､
豊
臣
政
権
の
存
在
な
-
し
て
､
当
該
期
に
各
大
名
が
全
領
国
的
検
地
を

実
施
す
る
こ
ト
も
不
可
能
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
O

こ
こ
で
示
し
L
J視
角
な
ど
か
ら
へ
戦
国
大
名
検
地
が
達
成
し
た
も
の
が
何
で
あ

っ
た
の
か
､
ま
た
そ
れ
は
'
太
閤
検
地
と

ど
-
結
び

つ
い
て
い
-
の
か
を
'
社
会
経
済
的
構
造
の
深
み
か
ら
よ
-

一
層
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
'
城
国
大
名
検
地
研
究
に
新
た
な

前
進
を
も
た
ら
し
､
中
世
か
ら
近
世

へ
の
日
本
社
会
の
移
行
に
つ
い
て
'
新
し
い
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

ーフ
0

●

(1
)

第
二
節
注
(6
)論
文
'
勝
俣

｢暇
国
大
名
検
地
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『史
学
雑
誌
】
九
二

1
二
号
'

1
九
八
三
年
)
参
昭
仙｡

(2
)
｢板
部
岡
江
雪
副
状
｣
(『相
州
古
文
書
』
第

一
巻
所
収
)｡

(3
)

池
上
裕
子

｢暇
国
大
名
領
国
に
お
け
る
所
領
お
よ
び
家
臣
団
編
成
の
展
開
｣
(永
原
塵
二
筋

r峨
国
期
の
権
力

と
社
会
六

一
九
七
六
年
､
璽
泉
大

学
出
版
会
)
)参
領
｡

(4
)

在
地
全
体
を
直
接
支
配
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
､
峨
国
大
名
を
在
地
不
掌
掘
権
力

-Jい
-
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
成
り
立
L
.な
い
こ
と
-
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(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
) な

い
｡

第

一
節
注
(8
)論
文
参
照
｡

第
三
部
第
二
輩
参
照
｡

第
二
部
第
三
茸
参
用
.

第
三
部
第

一
章
参
照
｡

付
言
す
れ
ば
'
個
々
の
在
地
錆
主
は
､
｢国
家
的
公
田
｣
を
数
十
倍
も
上
回
る

｢領
主
的
公
田
｣
に
対
し
課
税
を
行

っ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
の

独
自
の
権
限
に
基
づ
い
て
在
地
等
抱
を
探
化
さ
せ
て
お
り
､
戦
国
期
の
百
姓
支
配
に
お
け
る
統
主
階
級
の
全
力
袋
は
'
彼
ら
の
達
成
も
含
め
ず
に

は
正
し
-
評
価
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

加
藤
益
幹

｢毛
利
氏
天
正
末
惣
国
検
地
に
つ
い
て
｣
(『歴
史
学
研
究
』
四
九
六
号
､

一
九
八

一
年
)春
用
｡

第
三
部
第

1
章
参
照
｡
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