
『
耕
土
』
大
観
堂
版
の
成
立

－
雑
誌
初
出
本
文
と
対
比
し
つ
つ
－

山
田
多
賀
市
の
「
耕
土
」
は
前
編
と
後
編
各
六
百
枚
併
せ
て
千
二
百
枚
の
大

作
で
あ
り
、
昭
和
戦
前
期
の
農
民
小
説
と
し
て
最
も
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ

る
が
、
現
在
ま
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
の
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
そ
の

前
編
に
は
四
種
類
の
版
が
あ
る
が
、
諸
版
を
比
較
し
て
定
本
を
作
る
仕
事
も
な

お
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
若
干
の
比
較
検
討
を
試
る
所
以
で
あ
る
。

ま
ず
改
稿
過
程
の
概
略
を
述
べ
る
。
「
耕
土
」
前
編
の
執
筆
が
始
め
ら
れ
た

（
注
1
）

の
は
昭
和
一
二
年
秋
で
、
第
一
章
が
昭
和
一
三
年
三
月
末
に
脱
稿
し
て
か
ら
、

同
年
七
月
に
か
け
て
順
次
七
つ
の
章
が
脱
稿
し
た
。
原
稿
は
残
っ
て
い
な
い
か

ら
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
早
い
本
文
は
雑
誌
初
出
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
昭
和
一
四
年
三
月
か
ら
昭
和
一
五
年
一
月
に
か
け
て
、
第
一
章
～
五

章
は
「
枕
」
に
、
第
六
、
七
車
は
「
現
代
文
学
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
雑
誌
掲
載

が
終
わ
っ
て
二
ケ
月
後
の
昭
和
一
五
年
三
月
二
十
三
日
、
r
耕
土
」
前
編
初
版

が
大
観
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。
雑
誌
初
出
か
ら
大
観
堂
版
へ
の
改
稿
は
大
が
か

り
で
、
作
品
全
体
に
亙
っ
て
手
が
入
れ
ら
れ
た
が
、
表
記
の
変
更
だ
け
で
な
く

村

　

上

　

林

　

道

作
品
内
容
に
関
わ
る
大
幅
な
改
稿
も
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
次
の
版
は
、

昭
和
二
二
年
二
一
月
に
文
化
山
梨
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
底
本
と
さ
れ
た
の
は

大
観
堂
版
で
あ
る
が
校
正
不
十
分
で
誤
植
の
め
だ
つ
版
で
あ
る
。
そ
の
後
三
〇

年
近
く
「
耕
土
」
は
発
行
さ
れ
ず
、
昭
和
五
一
年
六
月
に
至
っ
て
r
土
と
ふ
る

さ
と
の
文
学
全
集
」
（
家
の
光
協
会
）
第
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
、
四
度
目
に
世

に
出
る
。
こ
れ
が
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
r
耕
土
」
の
最
後
の
版
で
あ
り
、

現
在
の
読
者
が
比
較
的
容
易
に
読
み
得
る
唯
一
の
本
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
底
本

が
文
化
山
梨
杜
版
で
あ
る
た
め
、
誤
植
の
多
く
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
版
と

な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
耕
土
」
に
は
、
①
雑
誌
初
出
（
昭
和
一
四
年
三

月
～
昭
和
一
五
年
一
月
）
、
②
大
観
堂
版
（
昭
和
一
五
年
三
月
）
、
③
文
化
山
梨

社
版
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
）
、
④
土
と
ふ
る
さ
と
の
文
学
全
集
版
（
昭
和
五

一
年
六
月
）
の
四
つ
の
版
が
あ
る
が
、
大
き
な
改
訂
が
行
わ
れ
た
の
は
大
観
堂

版
だ
け
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
定
本
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
観
堂
版
を
雑

誌
初
出
と
比
較
し
て
そ
の
異
同
を
検
討
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
底
本
と
す
べ
き
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か
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
大
観
堂
版
の
性
格
に
つ
い
て
考
察

（
注
2
）

す
る
の
も
、
そ
れ
に
向
け
て
の
準
備
作
業
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

大
観
堂
版
本
文
を
雑
誌
初
出
と
比
べ
る
と
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
表
記
の
変

更
で
あ
る
。
誤
字
や
送
り
仮
名
の
訂
正
、
発
音
ど
お
り
の
仮
名
遣
い
か
ら
正
し

い
歴
史
的
仮
名
遣
い
へ
の
訂
正
、
句
読
点
位
置
の
変
更
等
、
彩
し
い
表
記
変
更

が
目
に
つ
く
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
表
記
変
更
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
誤
記

（
注
3
）

訂
正
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
作
者
山
田
多
賀
市
が
雑
誌
初
出

原
稿
を
書
く
段
階
で
は
ま
だ
漢
字
や
仮
名
遣
い
の
表
記
に
十
分
習
熟
し
て
お
ら

ず
、
大
観
堂
版
へ
の
手
入
れ
の
中
で
そ
れ
ら
を
学
習
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し

（
注
1
）

て
い
る
。
も
と
よ
り
、
手
入
れ
は
誤
記
訂
正
だ
け
で
な
く
、
雑
誌
初
出
に
頻
出

（
注
5
）

し
た
擬
音
語
や
擬
態
語
が
大
幅
に
削
除
さ
れ
る
な
ど
の
表
記
変
更
も
多
い
の
だ

が
、
や
は
り
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
内
容
に
よ
り
深
く
関
わ
る
改
稿
で
あ
ろ

う
。
作
者
は
、
大
観
堂
版
の
「
後
記
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
処
に
上
梓
す
る
本
筋
は
、
五
車
ま
で
は
「
税
j
に
、
六
七
草
は
r
現

代
文
学
」
に
、
発
表
し
た
も
の
を
、
大
井
（
広
介
）
氏
や
杉
山
英
樹
氏
に

批
判
し
て
も
ら
っ
て
、
更
に
三
度
書
き
改
め
た
も
の
で
、
r
椀
」
所
載
の

分
は
、
全
然
面
目
を
一
新
し
た
部
分
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
ま
だ
現

在
の
私
の
力
で
は
、
意
図
す
る
だ
け
の
も
の
を
十
分
表
現
す
る
力
が
な

い
。
／
こ
れ
か
ら
一
生
懸
命
勉
強
し
て
、
数
年
後
に
は
銃
後
の
農
村
を
描

い
て
一
人
前
の
長
篇
作
家
と
し
て
、
見
参
し
た
い
野
心
を
た
く
ま
し
う
し

て
ゐ
る
。

作
者
吠
「
ま
だ
現
在
の
私
の
力
で
は
、
意
図
す
る
だ
け
の
も
の
を
十
分
表
現

す
る
力
が
な
い
」
と
言
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
大
観
堂
版
の
改
稿

を
子
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
者
の
「
意
図
」
を
推
定
し
得
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
ろ
う
。
作
者
は
こ
の
改
稿
で
何
を
め
ざ
し
、
ど
の
よ
う
に
手
を
入
れ
た
の

か
、
以
下
で
、
雑
誌
初
出
と
大
観
堂
版
本
文
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

小
説
創
作
に
お
い
て
人
物
表
現
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
大
観
堂
版
で
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
多
く
手
が
入
れ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
、
玄
米
を
売
ろ
う
と
す
る
信
書
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
嘉
太
と
の
か
け
ひ
き
の
の

ち
産
業
組
合
事
務
所
に
現
れ
、
事
務
員
で
あ
る
週
道
と
や
り
と
り
す
る
場
面
か

ら
三
ヶ
所
引
用
す
る
。
上
段
は
雑
誌
初
出
本
文
、
下
段
は
大
観
堂
版
本
文
で
あ

る
。
（
以
下
同
じ
）

（
引
用
1
）
信
吾
が
、
産
業
組
合
事
務
所
に
現
れ
る
場
面
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ひ
と
ま
ず
せ
ぷ
み
を
す
ま
す
と
信

書
は
、
其
処
か
ら
今
度
は
部
落
の
購

ひ
と
ま
ず
せ
ぶ
み
を
す
ま
し
た
信

吾
は
、
今
度
は
村
の
産
業
組
合
の
事

買
組
合
の
事
務
所
へ
や
っ
て
き
た
。

（
傍
線
は
引
用
者
以
下
同
じ
）

務
所
へ
通
り
か
か
り
に
立
寄
っ
た
と

い
ふ
様
子
で
現
は
れ
た
。

（
引
用
2
）
組
合
の
肥
料
を
奨
め
る
週
道
へ
の
信
吾
の
反
応

ふ
む
、
一
応
う
な
づ
い
た
信
書
は
、

ふ
む
、
一
応
う
な
づ
い
た
信
書
は
、



そ
れ
を
見
な
が
ら
頬
へ
う
す
笑
ひ
を

浮
か
べ
、
「
穀
物
は
完
全
肥
料
だ
け

で
育
て
る
も
の
じ
ゃ
ね
え
（
略
）
」
と

分
析
表
を
お
し
か
へ
し
た
。

こ
の
若
者
は
俺
が
何
の
目
的
で
来
て

ゐ
る
か
を
知
ら
ず
に
ゐ
る
、
こ
ん
な

大
観
生
版
は
彼
の
内
面
を
具
体
的
に
表
現
し
て
校
狩
さ
を
よ
り
明
確
に
示
す
。

そ
し
て
、
麦
を
組
合
へ
出
荷
し
て
ほ
し
い
と
い
う
過
道
へ
の
信
書
の
反
応
（
引

こ
と
で
何
の
商
売
だ
つ
て
う
ま
く
行

く
は
ず
は
な
い
と
腹
の
中
で
あ
ざ
笑

ひ
な
が
ら
、
「
穀
物
は
完
全
肥
料
だ

け
で
育
て
る
も
の
じ
ゃ
ね
え
　
（
略
）
」

と
分
析
表
を
お
し
か
へ
し
た
。

（
引
用
3
）
小
麦
の
出
荷
を
求
め
る
週
造
へ
の
信
吾
の
反
応

「
小
麦
を
組
合
へ
出
荷
す
る
約
束

が
あ
れ
ば
、
小
麦
代
金
を
支
払
ふ
時

に
差
引
し
る
か
ん
な
。
」
／
「
ん
、
ま

あ
考
へ
て
み
て
徳
に
な
る
方
法
を
え

ら
ば
あ
な
t
。
」
な
ど
と
信
書
は
気

の
な
い
返
事
を
し
て
ゐ
た
。

「
小
麦
を
組
合
へ
出
荷
す
る
約
束

が
あ
れ
ば
、
小
麦
代
金
を
支
払
ふ
時

に
差
引
し
る
か
ら
な
。
」
／
「
ん
、
ま

あ
考
へ
て
み
て
」
信
書
は
気
の
な
い

返
事
を
し
た
。

信
書
が
産
業
組
合
事
務
所
に
現
れ
た
場
面
（
引
用
1
）
に
つ
い
て
、
雑
誌
初

出
本
文
で
は
信
書
の
行
動
に
特
定
の
意
味
づ
け
が
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
大

観
堂
版
で
は
自
分
の
狙
い
を
見
破
ら
れ
ま
い
と
す
る
彼
の
放
狩
な
思
惑
が
明
確

に
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
産
業
組
合
事
務
所
に
入
っ
た
信
書
が
肥
料
を
奨
め
る
過

道
に
ど
う
反
応
す
る
か
を
描
い
た
部
分
（
引
用
2
）
で
は
、
雑
誌
初
出
で
は

用
3
）
で
は
、
「
徳
に
な
る
方
法
を
え
ら
ば
あ
な
ー
」
と
い
う
言
葉
を
大
観
堂
版

で
は
省
略
す
る
。
確
か
に
、
自
分
の
狙
い
を
相
手
に
悟
ら
せ
な
い
こ
と
を
取
引

き
の
要
点
と
す
る
信
書
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
こ
ん
な
言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
言
う

の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
大
観
堂
版
で
は
、
信
書
は
自
分
の
内
心
を
知
ら
れ
ま

い
と
す
る
態
度
を
強
調
す
る
方
向
に
一
貫
し
て
改
稿
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ

れ
は
確
か
に
彼
の
校
狩
さ
を
具
体
化
す
る
上
で
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
人
物
像
の
的
確
な
造
形
と
は
、
人
物
内
面
を
具
体
的
に
表
現
す
る

こ
と
だ
け
で
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
。
小
説
の
登
場
人
物
は
、
佃
の
人
物
と

の
関
わ
り
の
中
で
相
互
に
独
自
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
だ
か
ら
、
人
物
相

互
の
関
係
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
観

点
か
ら
大
観
堂
版
を
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
引
く
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
性
格
を
農
民
と
の
関
わ
り
で
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
。

（
引
用
－
）
田
所
七
道
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
し
て
の
特
質
を
説
明
す
る
部
分
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「
頬
へ
う
す
笑
ひ
を
浮
か
べ
」
た
信
書
の
気
持
ち
は
描
か
れ
な
い
の
に
対
し
、

満
州
事
変
に
次
い
で
の
上
海
事
変

の
あ
と
、
日
支
日
ソ
進
ん
で
は
全
世

界
の
風
雲
は
嵐
を
は
ら
ん
で
ゐ
る
今

日
、
且
て
は
一
地
方
の
豪
農
の
子
に

産
れ
た
と
は
云
へ
、
中
央
の
名
士
の

満
州
事
変
に
次
い
で
の
上
海
事
変

の
あ
と
、
日
支
日
ソ
、
ひ
い
て
は
全
世

界
の
風
雲
は
嵐
を
は
ら
ん
で
ゐ
る
今

日
、
嘗
て
は
一
地
方
の
豪
農
の
子
に

産
れ
た
と
は
い
へ
、
中
央
の
名
士
の



案
内
役
で
し
か
な
か
っ
た
田
所
七
道

が
、
今
や
準
戦
時
体
制
に
乗
じ
ど
れ

だ
け
彼
の
資
産
は
膨
張
す
る
か
、
日

本
と
云
ふ
国
家
の
飛
躍
発
展
と
平
行

し
て
ど
こ
ま
で
も
の
ぴ
て
行
く
の
で

は
な
か
ら
う
か
。
ま
だ
年
齢
六
十

才
、
百
姓
と
は
違
う
こ
う
し
た
階
級

の
男
の
、
働
盛
の
年
齢
で
あ
る
。

案
内
役
で
し
か
な
か
っ
た
田
所
七
遇

が
、
今
や
準
戟
時
体
制
に
乗
じ
ど
れ

だ
け
資
産
を
膨
張
さ
せ
る
の
だ
ら
う
。

日
本
と
い
ふ
国
家
の
飛
躍
発
展
と
平

行
し
て
ど
こ
ま
で
の
ぴ
て
行
く
の
だ

ら
う
か
。
ま
だ
年
齢
六
十
歳
、
働
き

（
引
用
5
）
豊
七
が
市
場
で
、
安
値
で
繭
を
売
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
面

疲
れ
て
役
に
た
た
な
く
な
る
百
姓
や

労
働
者
と
は
違
ふ
か
う
し
た
階
級
の

男
の
、
働
き
盛
の
年
齢
で
あ
る
。

雑
誌
初
出
で
も
、
「
百
姓
と
は
違
う
こ
う
し
た
階
級
の
男
」
と
い
う
表
現
で

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
百
姓
は
一
応
対
比
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
大
観
堂
版
の

「
誰
が
売
る
も
ん
か
な
、
俺
あ
売

ら
ね
え
ぞ
。
」
豊
七
は
人
間
と
龍
と

の
間
を
泳
ぐ
よ
う
に
し
て
、
ポ
ン
ド

へ
の
せ
ら
れ
て
ゐ
る
自
分
の
繭
の
方

へ
行
っ
た
。
彼
の
後
ろ
で
ク
ス
〈

笑
ふ
者
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
大
勢
の

人
間
に
喧
嘩
を
売
る
訳
に
も
行
か
な

い
の
で
、
青
く
な
っ
て
虫
を
殺
し
、

そ
こ
に
は
う
り
だ
さ
れ
て
あ
る
自
分

の
繭
を
袋
へ
移
し
た
。

「
働
き
疲
れ
て
役
に
た
た
な
く
な
る
百
姓
や
労
働
者
と
は
違
ふ
」
と
い
う
挿
入

句
は
そ
の
対
比
を
一
層
具
体
化
し
、
農
民
の
仕
事
が
短
期
間
に
肉
体
を
消
耗
す

る
激
し
い
肉
体
労
働
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
仕
事
は
長
年

の
経
験
か
ら
の
的
確
な
判
断
と
見
通
し
が
要
求
さ
れ
る
知
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
。
一
方
が
「
役
に
立
た
な
く
な
る
」
年
齢
に
他
方
は

「
働
き
盛
」
と
い
う
の
は
、
労
働
内
容
か
ら
日
常
生
活
の
す
べ
て
に
至
る
両
者

の
際
立
っ
た
違
い
を
実
感
さ
せ
る
。

次
は
、
貧
し
い
小
作
農
豊
七
が
繭
を
売
り
に
行
っ
た
市
場
で
、
あ
ま
り
の
値

段
の
安
さ
に
繭
を
売
る
こ
と
を
拒
否
す
る
場
面
で
あ
る
。

「
誰
が
売
る
も
ん
か
な
、
俺
あ
売

ら
ね
え
ぞ
」
豊
七
は
人
間
と
龍
と
の

問
を
泳
ぐ
や
う
に
し
て
、
ポ
ン
ド
へ

の
せ
ら
れ
て
ゐ
る
自
分
の
繭
の
方
へ

行
っ
た
。
同
じ
百
姓
仲
間
の
く
せ

に
、
自
分
の
繭
の
出
来
が
少
し
い
い

奴
で
あ
ら
う
、
彼
の
う
し
ろ
で
ク
ス

ク
ス
笑
ふ
者
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
大

勢
の
人
間
に
喧
嘩
を
売
る
訳
に
も
ゆ

か
な
い
の
で
、
青
く
な
っ
て
虫
を
殺

し
、
そ
こ
に
は
ふ
り
だ
さ
れ
て
あ
る

自
分
の
繭
を
袋
へ
移
し
た
。
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大
観
堂
版
で
つ
け
加
え
ら
れ
た
「
同
じ
百
姓
仲
間
の
く
せ
に
、
自
分
の
繭
の

出
来
が
少
し
い
い
奴
で
あ
ら
う
」
と
い
う
挿
入
句
は
、
豊
七
の
繭
の
出
来
の
悪

さ
を
他
の
農
民
と
の
対
比
の
中
で
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
繭
を
商
人
に
買
い

叩
か
れ
る
農
民
が
僅
か
な
価
格
差
に
よ
っ
て
連
帯
感
を
断
ち
切
ら
れ
、
相
互
に

嫉
妬
や
優
越
感
を
抱
き
あ
う
一
瞬
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
挿
入

句
に
よ
っ
て
、
豊
七
と
他
の
農
民
、
商
人
と
の
社
会
的
関
係
が
際
立
た
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
以
上
の
改
稿
は
一
見
さ
さ
い
な
変
化
に
も
見
え
る
が
、
人
物
の



個
性
を
相
互
関
係
の
中
で
捉
え
る
指
向
が
、
大
観
堂
版
で
は
雑
誌
初
出
よ
り
い

っ
そ
う
強
い
こ
と
を
示
す
。
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
人
物
の
対
比
そ
れ
自
体
が

重
要
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
人
間
に
強
い
る
現
実
が
よ
り
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
出
さ
れ
て
く
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
に
人
物
の
対
比
的
把
握
が
強
調
さ
れ
る
中
で
、
人
間
像
そ
の
も
の
に
変
化
が

見
ら
れ
る
場
面
も
生
じ
る
。
そ
の
例
を
亮
太
に
つ
い
て
見
よ
う
。
彼
は
村
の
商

人
叶
屋
の
輩
下
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
、
ぬ
け
め
な
く
立
ち
回
っ
て
小
銭
を
稼
ぐ
こ

と
を
仕
事
に
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

（
引
用
6
）
志
太
の
人
物
説
明

米
麦
は
勿
論
、
古
俵
か
ら
死
馬
の
皮

ま
で
も
、
出
来
る
だ
け
安
く
手
に
入

れ
て
、
高
く
売
る
術
策
に
ふ
け
っ
て

ゐ
た
。

宿
場
に
は
嘉
太
の
よ
う
に
、
百
姓

と
も
つ
か
ず
商
人
と
も
つ
か
ぬ
中
途

半
端
な
、
真
剣
に
は
働
け
な
い
妙
な

人
種
が
沢
山
ゐ
て
、
お
ま
け
に
今
に

到
る
も
顔
役
と
云
ふ
者
さ
へ
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
人
種
は
人
生
に
な
ん

ら
寄
与
す
る
処
も
な
い
寄
生
的
存
在

だ
が
、
只
一
つ
特
徴
な
の
は
、
近
郷

二
里
や
三
里
四
方
の
百
姓
の
生
活
な

ら
、
ま
る
で
の
ぞ
い
て
見
て
ゐ
る
よ

う
に
裏
の
裏
ま
で
知
っ
て
ゐ
た
。

お
ま
け
に
そ
の
宿
場
に
は
、
慕
大

の
や
う
に
、
百
姓
と
も
商
人
と
も
つ

か
ぬ
、
耕
す
土
地
を
失
っ
た
中
途
半

端
な
連
中
が
沢
山
ゐ
る
。
近
郷
二
里

や
三
里
四
方
の
百
姓
の
生
活
な
ら
、

ま
る
で
の
ぞ
い
て
ゐ
る
や
う
に
裏
の

裏
ま
で
知
り
つ
く
し
て
ゐ
て
、
僅
な

隙
で
も
見
付
け
た
ら
最
後
喰
下
っ
て

一
銭
で
も
多
く
か
す
め
取
ら
う
と
日

の
色
変
へ
て
ね
ら
っ
て
ゐ
た
。
彼
等

は
豚
も
あ
つ
か
へ
ば
兎
も
買
ひ
出
す
、

雑
誌
初
出
で
は
披
等
は
「
真
剣
に
は
働
け
な
い
妙
な
人
種
」
「
人
生
に
な
ん

ら
寄
与
す
る
処
も
な
い
寄
生
的
存
在
」
と
否
定
的
に
就
断
さ
れ
て
い
た
の
が
、

大
観
堂
版
で
は
「
耕
す
土
地
を
失
っ
た
中
途
半
端
な
連
中
」
に
変
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
単
に
人
物
評
価
が
外
在
的
否
定
か
ら
受
容
的
肯
定
に
転
換
し
た

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
対
比
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
「
真
剣
に
は
働
け
な
い
妙

な
人
種
」
と
は
「
真
剣
に
」
働
く
農
民
と
対
比
さ
れ
た
見
方
で
あ
り
、
「
排
す

土
地
を
失
っ
た
」
人
間
と
は
「
耕
す
土
地
」
を
ま
だ
持
っ
て
い
る
農
民
と
対
比

さ
れ
た
人
物
把
握
で
あ
る
。
前
者
で
は
農
民
と
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
固
定
的
な
対
立

関
係
に
あ
っ
て
接
点
を
も
た
な
い
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
「
排
す
土

地
」
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
苛
酷
な
条
件
の
も
と
で

必
死
に
生
き
る
点
で
は
む
し
ろ
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
稿

に
お
い
て
、
嘉
太
は
単
に
否
定
さ
れ
る
存
在
か
ら
、
農
民
と
共
通
の
基
盤
に
立

ち
つ
つ
差
異
を
率
む
存
在
に
転
換
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
人
物
特
性

を
異
な
る
対
比
関
係
の
下
で
捉
え
る
こ
と
で
、
人
物
把
握
が
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

だ
が
、
小
説
の
登
場
人
物
の
特
性
は
、
あ
る
場
面
を
通
し
て
だ
け
で
な
く
ス
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ト
ー
リ
ー
展
開
の
全
体
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
登
場
人
物

の
価
値
観
や
意
思
、
行
動
が
相
互
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
紡
ぎ
出
さ
れ
る
が
、

そ
の
中
で
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
個
人
の
価
値
観
や
行
為
は
時
代
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
つ
つ
同
時
に
そ
れ
ら
の
集
積
が
社
会
や
時
代
を
作
っ
て
も
い
く
と
い
う

相
互
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ト
ー
タ
ル
な
現
実
の
中
で
こ
そ
登
場
人
物

の
特
性
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
に
、
登
場
人
物
が
相
互
に
関

わ
る
有
機
的
全
体
と
し
て
の
作
品
世
界
を
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
即
し
て
検
討
し
、

大
観
堂
で
の
手
入
れ
が
人
物
像
の
変
化
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し

た
い
。

2

大
観
堂
版
の
手
入
れ
は
多
岐
に
わ
た
る
と
は
い
え
、
大
幅
な
場
面
の
追
加
や

差
代
え
が
作
品
全
体
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
第
四
章

に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
章
と
は
r
耕
土
」
　
の
ド
ラ
マ
が
本
格
的
に
展

開
し
始
め
る
転
換
点
な
の
で
あ
る
。
こ
の
章
以
前
で
は
舞
台
は
甲
府
近
郊
の
台

地
の
村
に
限
定
さ
れ
、
登
場
人
物
も
そ
の
村
に
住
む
人
々
だ
け
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
こ
の
事
で
舞
台
は
甲
府
の
高
級
旅
館
に
移
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や

そ
の
輩
下
の
政
治
家
達
が
新
た
に
登
場
し
て
来
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
相
の
地

主
石
田
彦
次
郎
が
彼
等
に
発
電
所
用
地
と
し
て
耕
地
を
売
る
こ
と
で
、
そ
の
後

の
村
人
の
運
命
は
大
き
く
揺
る
が
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の

章
が
ど
の
よ
う
に
改
稿
さ
れ
て
い
る
か
は
、
作
者
が
r
耕
土
」
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
ど
ん
な
方
向
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
か
を
見
る
上
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
の
中
で
も
特
に
大
き
な
改
稿
が
施
さ
れ
る
の
は
第
三
節
で
、
雑
誌
初

出
で
原
稿
用
紙
約
二
一
枚
分
だ
っ
た
も
の
が
約
二
八
枚
分
に
ま
で
加
筆
さ
れ
る
。

雑
誌
初
出
で
は
、
主
要
な
で
き
ご
と
は
地
主
石
田
彦
次
郎
の
息
子
彦
英
の
ダ
ン

ス
教
師
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
と
そ
れ
へ
の
彦
次
郎
の
反
応
だ
け
だ
っ
た
の

に
対
し
て
、
大
観
堂
版
で
は
石
田
家
の
日
常
と
在
村
地
主
の
生
活
が
説
明
さ

れ
、
地
主
屋
敷
の
蔵
の
改
修
工
事
、
昔
の
地
主
と
今
の
地
主
の
対
比
説
明
等
が

追
加
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
石
田
彦
次
郎
の
歴
史
的
位
置
と
性
格
が
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

石
田
彦
次
郎
は
、
小
作
人
に
対
す
る
限
り
、
貪
欲
な
地
主
で
あ
力
、
金

利
生
活
者
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
だ
が
、
一
度
自
己
の
身
辺
の
こ
と
と
な

る
と
「
お
大
尽
育
ち
」
　
の
、
間
ぬ
け
た
所
を
さ
ら
け
出
し
て
ゐ
た
。
（
中

略
）
勿
論
広
い
納
屋
は
雇
人
達
の
藁
を
打
つ
音
の
絶
え
た
当
今
、
全
く
不

必
要
と
化
し
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
彦
次
郎
は
こ
れ
に
年
々
修
理
費

を
か
け
て
維
持
し
よ
う
と
つ
と
め
て
ゐ
る
。
彦
英
に
は
、
父
の
そ
の
考
え

方
が
よ
く
解
っ
て
ゐ
た
。
父
彦
次
郎
は
、
屋
敷
を
取
囲
む
巨
木
や
建
物

を
、
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
石
田
家
の

名
誉
と
し
、
自
ら
の
社
会
的
地
位
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
骨
の
髄

ま
で
信
じ
き
り
、
そ
の
た
め
の
高
利
貸
で
あ
り
、
小
作
料
取
立
の
か
け
引

き
で
あ
り
、
来
客
へ
の
接
待
で
も
あ
っ
た
。
彦
次
郎
と
同
じ
世
代
の
同
じ
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身
分
の
人
々
で
社
会
の
変
動
を
認
識
し
、
そ
の
波
に
乗
っ
て
ゐ
る
も
の

は
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
田
所
七
造
と
な
り
馬
占
山
河
内
再
太
と
な
っ
た
、

取
残
さ
れ
た
う
す
の
ろ
が
石
田
彦
次
郎
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
地
主
階
級
は
「
社
会
の
変
動
を
認
識
し
、
そ
の
波
に
乗
っ
て
ゐ

る
も
の
」
と
そ
れ
に
「
取
残
さ
れ
た
う
す
の
ろ
」
に
分
類
さ
れ
、
後
者
で
あ
る

石
田
彦
次
郎
の
認
識
の
古
さ
と
そ
の
限
界
が
前
者
と
の
対
比
の
中
で
浮
彫
り
に

さ
れ
る
。
大
観
堂
版
で
人
物
の
対
照
的
配
置
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
触
れ

た
が
、
そ
の
傾
向
は
こ
こ
に
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の

こ
と
が
大
観
堂
版
の
登
場
人
物
の
把
超
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
、
人
物
像
の
変

化
と
ど
う
関
わ
る
の
か
。

人
物
像
の
変
化
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
登
場
人
物
は
石
田

彦
次
郎
の
息
子
の
彦
英
で
あ
る
。
雑
誌
初
出
に
お
け
る
彦
英
は
、
大
学
卒
業
後

も
定
職
を
も
た
な
い
ま
ま
声
楽
家
知
摩
子
を
妻
に
迎
え
、
三
十
才
に
な
っ
て
ダ

ン
ス
教
師
を
め
ざ
し
て
い
る
。
第
四
牽
第
三
節
に
は
、
田
所
七
造
が
絵
の
展
覧

会
で
彦
英
夫
妻
に
出
会
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
彦
英
は
「
流
行
づ
く
め

の
服
装
の
テ
カ
〈
と
油
で
頭
髪
を
堅
め
た
（
中
略
）
若
い
男
」
と
し
て
登
場

し
、
そ
の
姿
は
田
所
七
造
の
目
に
は
「
そ
ろ
ひ
も
そ
ろ
っ
て
ゴ
ル
フ
や
ダ
ン
ス

や
ド
ラ
イ
ブ
ば
か
り
に
日
を
費
」
す
「
非
生
産
的
な
無
気
力
な
連
中
」
と
し
て

映
る
。
ま
た
、
彦
英
に
同
伴
さ
れ
た
妻
知
摩
子
は
、
「
顎
の
少
し
尖
っ
た
女
」

で
「
田
所
七
道
の
後
ろ
姿
を
ふ
り
む
き
も
せ
ず
に
、
7
7
ン
と
問
題
に
し
な
い

と
い
ふ
プ
ラ
イ
ド
を
誇
示
し
、
石
田
彦
英
の
脱
を
と
っ
て
現
爽
と
会
場
へ
進
ん

だ
」
と
描
写
さ
れ
、
高
慢
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
四
車
三
節
に
は
ま
た
、
彦

英
が
父
に
金
を
無
心
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
彦
次
郎
は
「
有
り
そ
う
で

ね
え
も
の
が
銭
だ
が
、
俺
あ
土
地
を
銀
行
い
抵
当
に
い
れ
て
汝
等
の
学
資
送
っ

て
ゐ
た
こ
と
家
の
内
情
を
説
明
す
る
。
し
か
し
「
彦
英
に
は
一
向
そ
れ
は
解

ら
」
な
い
。
彼
は
こ
う
言
う
。

「
だ
か
ら
僕
は
自
活
の
道
を
開
こ
う
と
し
て
ゐ
る
ん
で
す
。
お
父
さ
ん

の
云
ふ
よ
う
に
地
道
に
考
へ
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る
こ
と
も
僕
は
考

へ
て
ゐ
ま
す
。
け
れ
ど
も
私
立
大
学
を
出
た
く
ら
ひ
で
は
、
ど
れ
だ
け
の

月
給
に
な
る
と
思
ふ
の
で
す
。
高
々
六
七
十
円
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
ど
う

し
て
生
活
が
立
ち
ま
す
か
。
せ
び
ろ
一
着
買
う
こ
と
す
ら
出
来
ま
せ
ん
。

僕
は
せ
び
ろ
を
月
賦
で
作
る
様
な
み
じ
め
な
生
活
は
い
や
で
す
。
」

雑
誌
初
出
で
の
彦
英
は
家
の
経
済
的
危
機
を
理
解
で
き
ず
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

に
な
る
こ
と
さ
え
拒
否
す
る
無
能
力
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
大
観
堂

版
の
彦
英
は
次
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
。

彼
は
私
立
で
は
あ
っ
た
が
、
四
年
前
に
大
学
を
卒
へ
比
較
的
順
調
に
こ

の
県
出
身
の
実
業
家
の
支
配
す
る
会
社
に
就
職
も
し
、
去
年
の
春
、
知
人

や
父
の
す
す
め
に
従
っ
て
、
家
相
当
な
所
か
ら
新
妻
も
む
か
へ
て
、
東
京

で
自
活
し
て
ゐ
た
が
月
給
は
何
し
ろ
六
十
五
円
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
彦
英
の
ダ
ン
ス
教
授
志
望
は
削
除
さ
れ
、
彼
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
妻
が
、
高
慢
な
声
楽
家
か
ら
「
家
相
当
な
所
か
ら
」

迎
え
た
女
性
に
変
わ
っ
て
い
る
の
も
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
彦
英
に
は
東
京
高
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等
工
業
に
在
学
す
る
弟
が
お
り
、
雑
誌
初
出
で
は
彦
次
郎
の
目
か
ら
見
た
彦
英

へ
の
蔑
視
と
弟
へ
の
賞
賛
は
極
め
て
対
照
的
な
の
に
対
し
、
大
観
堂
版
で
は
次

（
注
‘
U
）

男
の
比
重
が
軽
く
な
り
、
相
対
的
に
彦
英
の
価
値
は
重
く
な
る
。
こ
れ
ら
と
連

動
し
て
、
大
観
堂
版
で
は
先
に
見
た
雑
誌
初
出
の
展
覧
会
の
場
面
も
削
除
さ
れ

て
お
り
、
全
体
と
し
て
、
彦
英
の
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
軽
減
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
観
堂
版
で
の
彦
英
の
変
化
は
、
作
品
展
開
に

お
い
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
。

大
観
堂
版
の
第
四
章
第
三
節
に
は
、
東
京
か
ら
帰
省
し
た
彦
英
が
屋
敷
の
蔵

の
改
装
工
事
を
見
る
場
面
が
新
た
に
加
筆
挿
入
さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
場
面
で

あ
る
。

都
会
の
ア
パ
ー
ト
に
見
積
っ
た
ら
、
五
十
家
族
は
わ
け
な
く
住
め
さ
う

に
広
い
屋
敷
の
建
物
に
、
年
々
修
理
費
だ
け
で
も
小
さ
な
家
の
一
つ
建
た

る
程
か
け
た
上
に
、
二
十
年
か
三
十
年
に
一
回
づ
つ
は
、
か
う
し
て
壁
土

を
は
が
し
、
屋
根
を
は
が
し
て
大
修
理
を
加
へ
る
の
だ
つ
た
。
日
本
の
建

築
、
こ
と
に
か
う
い
ふ
地
方
の
農
家
程
、
無
間
に
土
を
ぬ
た
く
り
つ
け
る

建
築
方
法
は
な
い
だ
ら
う
と
彦
英
は
想
像
し
た
。
（
中
略
）
祖
先
か
ら
こ

ん
な
広
い
建
物
を
受
け
継
い
だ
者
こ
そ
い
い
面
の
皮
で
、
家
屋
を
祖
先
の

意
志
の
ま
ま
持
ち
こ
た
へ
て
行
く
だ
け
で
な
み
大
抵
で
な
い
と
、
そ
ん
な

風
に
観
察
し
た
。
／
彦
英
は
、
家
の
中
へ
は
い
っ
て
、
父
彦
次
郎
に
、
庫

を
一
つ
だ
け
残
し
て
、
二
棟
の
庫
と
納
屋
は
こ
の
折
に
取
壊
し
て
し
ま
っ

て
は
ど
う
か
と
進
言
し
ょ
う
と
思
っ
て
、
引
返
し
か
け
た
が
、
今
の
石
田

家
の
世
帯
は
父
の
胸
三
寸
で
切
ま
は
し
て
ゐ
る
の
だ
し
、
そ
ん
な
往
告
を

到
底
素
直
に
受
入
れ
る
父
で
も
な
い
の
で
、
中
途
で
思
ひ
留
ま
っ
た
。

彦
英
の
も
の
の
見
方
に
は
若
い
世
代
の
柔
軟
で
自
由
な
目
が
感
じ
ら
れ
、
彼

は
現
在
の
石
田
家
の
状
況
を
理
解
し
て
進
む
べ
き
方
向
を
正
確
に
見
て
取
っ
て

い
る
。
雑
誌
初
出
の
彦
英
が
単
に
享
楽
的
な
無
能
力
者
で
あ
っ
た
の
に
比
べ

て
、
大
観
堂
版
の
彼
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ら
し
い
現
実
的
経
済
観
念
を
も
っ
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
意
識
は
父
彦
次
郎
の
意
識
と
鮮
や
か
な
対
照
を
示
し
っ

（
注
7
）

つ
、
石
田
家
の
現
状
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
石
田
彦
次
郎
の
意
識
の

古
さ
は
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
息
子
と
の
対
比
の
中
で
際
立
た
せ
ら
れ
る

の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
古
い
意
識
を
自
ら
克
服
で
き
な
い
地
主
は
没
落
す
る
は

か
な
く
、
新
し
い
意
識
を
獲
得
し
た
者
だ
け
が
支
配
者
の
位
置
に
と
ど
ま
り
う

る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
を
対
比
し
っ
つ
時
代
状
況
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
り
、
大
観
堂
版
は
、
地
主
小
作
関
係
に
基
づ
く
明
治
期
の
農
村
か
ら
近
代
的

農
村
へ
移
り
変
わ
る
昭
和
期
農
村
の
過
渡
的
性
格
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
大
観
堂
版
改
稿
の
意
味
は
こ
の
点
に
お
い
て
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
大
観
堂
版
第
四
車
の
大
幅
な
加
筆
と
改
稿
、
ま
た
そ

れ
に
連
動
す
る
登
場
人
物
の
改
変
、
と
り
わ
け
新
旧
の
農
村
支
配
者
の
対
照
的

措
き
分
け
は
、
作
者
自
身
が
そ
の
「
後
記
」
で
言
う
よ
う
に
、
作
品
の
「
面
目

を
一
新
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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3

で
は
、
作
者
山
田
多
賀
市
は
以
上
の
よ
う
な
大
観
堂
版
へ
の
改
稿
を
、
ど
こ

か
ら
着
想
し
た
の
か
。
こ
の
間
題
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
は
「
耕
土
」

続
編
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
観
堂
版
の
改
稿
は
続
編
と
密
接
に
関
連
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
続
編
の
内
容
に
日
を
向
け
て
み
る
と
、
こ
こ
で

は
彦
英
が
新
し
い
村
の
指
導
者
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
彦
次
郎
の
死

後
は
傾
き
か
け
た
石
田
家
を
改
革
し
、
さ
ら
に
新
村
長
と
し
て
村
の
改
革
に
も

乗
り
出
し
て
い
く
。
他
方
、
村
の
中
で
生
き
る
通
を
閉
ざ
さ
れ
た
豊
七
は
、
一

躍
千
金
を
め
ざ
し
て
朝
鮮
へ
渡
る
が
失
敗
し
、
天
然
痘
に
か
か
っ
て
村
へ
帰
っ

て
く
る
。
貧
し
い
農
民
が
植
民
地
に
活
路
を
求
め
て
も
、
成
功
す
る
可
能
性
は

低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
村
で
は
大
資
本
に
よ
る
発
電
所
建
設
が
進
み
、

そ
れ
に
伴
う
木
の
伐
採
や
材
木
運
び
だ
し
等
に
よ
っ
て
現
金
収
入
の
道
が
開
か

れ
、
経
済
は
立
直
る
兆
を
見
せ
始
め
る
。
発
電
所
は
昭
和
十
二
年
夏
に
落
成
す

る
が
、
ほ
ほ
時
を
同
じ
く
し
て
慮
構
橋
事
件
が
起
こ
り
、
戦
争
へ
の
予
感
が
一

気
に
高
ま
る
。
軍
需
イ
ン
フ
レ
が
進
行
す
る
中
で
青
年
達
は
軍
需
工
場
に
流
出

し
た
り
軍
に
召
集
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
お
耕
地
不
足
を
懸

念
す
る
彦
英
村
長
は
、
満
州
移
民
の
可
能
性
を
模
索
し
始
め
る
。
続
編
の
内
容

を
以
上
の
よ
う
に
概
括
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
明
治
時
代
の
地
主
制
を
基
礎
と

す
る
農
村
が
新
し
い
農
村
に
転
換
し
て
い
く
過
程
を
、
日
本
が
戦
争
へ
突
入
す

る
過
程
と
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
活

躍
す
る
石
田
彦
英
は
、
農
村
改
革
の
要
に
い
る
わ
け
で
、
続
編
で
の
彼
の
活
躍

は
大
観
堂
版
で
の
人
物
像
の
変
化
な
し
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
大
観
堂
版
と
続
編
の
原
稿
は
ど
の
時
期
に
書
か
れ
た
の
か
、
両

者
の
密
接
な
影
響
関
係
が
可
能
な
時
期
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ

う
。
執
筆
時
期
が
あ
ま
り
隔
た
っ
て
い
れ
ば
、
相
互
の
関
係
は
希
薄
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
r
耕
土
」
前
編
は
昭
和
一

（
注
8
）

三
年
七
月
に
脱
稿
し
、
昭
和
一
四
年
四
、
五
月
の
浄
書
を
経
て
、
昭
和
一
四
年

三
月
か
ら
昭
和
一
五
年
一
月
ま
で
初
出
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
。
他
方
、
大
観
堂

版
は
連
載
終
了
後
二
ケ
月
後
の
昭
和
一
五
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の

原
稿
は
昭
和
一
四
年
冬
か
お
そ
く
と
も
昭
和
一
五
年
初
め
に
は
印
刷
所
に
渡
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
観
堂
版
へ
の
改
稿
は
昭
和
一
五
年
一
月
の
雑

誌
連
載
終
了
後
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
昭
和
一
四
年
五
月
の
初
出
雑

誌
原
稿
浄
密
の
後
に
始
め
ら
れ
、
同
年
冬
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
続
編
は
ど
う
か
。
作
者
は
、
昭
和
一
四
年
六
月
段
階
で
既
に
「
続
帰
に

（
注
9
）

と
り
か
か
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
前
編
の
浄
書
直
後
に
は
も
う
続

編
は
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
観
堂
版
「
後
記
」
　
（
昭
和
一
五
年

一
月
二
十
日
付
）
に
「
昨
年
中
に
脱
稿
し
た
続
編
は
…
…
」
と
あ
る
の
に
よ
れ

ば
、
続
編
は
昭
和
一
四
年
末
ま
で
に
脱
稿
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
し
、
「
三
十

（
注
1
0
）

代
の
決
算
」
に
は
昭
和
一
五
年
春
に
は
「
続
編
六
百
枚
を
書
き
あ
げ
て
い
た
」

と
い
う
記
述
も
見
え
る
。
以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
続
編
は
お
よ
そ
昭
和
一
四
年

六
月
頃
か
ら
昭
和
一
四
年
末
か
一
五
年
春
あ
た
り
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
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あ
る
。
つ
ま
り
、
続
編
の
執
筆
時
期
は
大
観
堂
版
の
改
稿
時
期
と
重
な
る
か
極

め
て
近
接
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
大
観
堂
版
の
改
稿
が
続
編
の
展
開
を
視
野

に
い
れ
、
両
者
の
整
合
性
を
顧
慮
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。さ

ら
に
も
う
一
つ
、
作
者
を
大
観
堂
版
改
稿
へ
促
し
た
要
因
と
し
て
、
雑
誌

初
出
へ
寄
せ
ら
れ
た
批
判
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
者
自
身
が
大
観
堂

版
「
後
記
」
で
、
こ
れ
を
「
大
井
（
広
介
）
氏
や
、
杉
山
英
樹
氏
に
批
判
し
て

も
ら
っ
て
、
更
に
三
度
書
き
改
め
た
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
杉
山
英

樹
は
「
税
」
に
r
耕
土
j
連
載
中
の
昭
和
一
四
年
〓
月
号
（
前
月
の
十
月
号

に
r
耕
土
」
第
五
章
が
掲
載
さ
れ
た
）
に
「
農
民
性
の
表
現
に
つ
い
て
の
感

想
」
を
寄
せ
、
そ
の
中
で
r
耕
土
」
の
人
物
に
触
れ
て
「
こ
れ
ら
は
、
率
直
に

い
っ
て
か
な
り
に
よ
く
農
村
の
現
実
に
お
け
る
農
民
の
姿
を
捉
え
て
は
い
る
」

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
さ
ら
に
「
う
つ
く
し
さ
と
み
に
く
さ
、
比
類
な
き
篤
実

さ
と
卑
屈
き
は
ま
る
校
狩
さ
、
夢
想
に
近
い
ま
で
に
彼
等
の
こ
こ
ろ
に
あ
ふ
れ

て
ゐ
る
明
日
へ
の
希
望
と
宿
命
的
な
絶
望
と
き
へ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
今
日
の
み

じ
め
さ
、
か
う
し
た
鋭
い
食
ひ
違
い
を
し
め
し
つ
つ
も
、
な
は
生
活
の
実
際
に

お
い
て
は
、
不
可
分
に
か
ら
み
あ
い
、
も
つ
れ
て
、
農
民
の
複
雑
な
性
格
を
つ

く
り
つ
つ
あ
る
人
間
性
の
す
べ
て
を
捉
へ
ん
こ
と
を
衷
心
よ
り
切
望
せ
ざ
る
を

え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
田
多
賀
市
が
r
耕
土
」
で
「
素
太
の

ご
と
き
人
物
」
に
つ
い
て
「
人
生
に
な
ん
ら
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
寄
生
的

存
在
だ
と
き
め
つ
け
」
た
点
に
つ
い
て
、
彼
等
は
「
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は

（
中
略
）
自
衛
の
本
能
で
、
自
分
ら
の
敵
の
公
然
た
る
永
遠
の
社
会
的
な
陰
謀

か
ら
わ
づ
か
に
身
を
も
っ
て
逃
れ
」
る
し
か
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
意
味
を
よ

り
内
在
的
に
把
捉
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
山
田
多
賀
市
が
そ
の
批
評
を

大
観
堂
版
に
生
か
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
嘉
太
の
人
物
像
の
改
変

が
、
杉
山
の
指
摘
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
大
観
堂
版
で
は
、
小
説
の
舞
台
で
あ
る
山
梨
近
郊
の
村
の
風
土
的
説
明
が

挿
入
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
杉
山
が
「
農
業
様
式
そ
の
も
の
は
、
非
常
に
地
方
的

な
諸
要
素
に
よ
っ
て
（
中
略
）
深
い
影
響
を
受
け
」
る
か
ら
、
小
説
は
「
そ
の

（
は
〓
1
｝

舞
台
と
な
っ
て
ゐ
る
地
方
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
が
重
要
だ
と
述
べ
た
事
と
無

（
注
1
2
）

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
が
杉
山
の
r
耕
土
」
評
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
手
を
入
れ
た
こ
と
は
、
大
観
堂
版
の
農
村
や
農
民
の
表
現
を
よ
り
現

実
に
即
し
た
も
の
と
す
る
上
で
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊

以
上
で
、
大
観
堂
版
r
耕
土
」
改
稿
の
概
略
を
追
跡
し
て
、
雑
誌
初
出
本
文

と
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
。
ま
ず
、
文
章
表
記
は
大
観
堂
版
で
大
幅
に
訂
正
さ
れ
、
1
整
理
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
文
章
が
読
み
や
す
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
場
面
描
写
や

人
物
内
面
は
具
体
的
に
際
立
た
せ
ら
れ
、
人
物
相
互
の
対
比
関
係
も
明
確
化
さ

れ
た
。
作
品
全
体
の
展
開
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
耕
土
」
続
編
と
の
関
連
を
視

野
に
含
み
つ
つ
、
当
時
の
日
本
農
村
が
向
か
っ
て
い
た
方
向
性
に
照
ら
し
て
歴
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史
的
社
会
的
な
説
明
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
登
場
人
物
相
互
の
対
照
性
を
強
調
し

て
そ
の
社
会
的
位
相
の
明
確
化
が
計
ら
れ
た
。
大
観
堂
版
は
、
作
者
の
創
作
意

図
を
よ
く
反
映
し
て
、
様
々
な
点
か
ら
雑
誌
初
出
よ
り
優
れ
た
も
の
と
な
っ
た

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
「
耕
土
」
の
定
本
を
作
成
す
る
際
に
底
本
と
す
べ
き
本

文
は
、
や
は
り
大
観
堂
版
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
大
観
堂
版
を
絶
対
視
し
、
雑
誌
初
出
を
未
完
成
な
本

文
と
し
て
無
視
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
観
堂
版

で
文
章
が
整
理
洗
練
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
何

か
が
失
わ
れ
た
可
能
性
も
一
概
に
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
雑

誌
初
出
の
荒
々
し
い
迫
力
や
生
命
力
が
減
じ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
、
ま
た

歴
史
的
社
会
的
な
説
明
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
作
品
世
界
の
歴
史
的
意
味
は
明

確
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
小
説
は
歴
史
叙
述
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
も

っ
て
直
接
文
学
的
評
価
と
直
結
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
い
う
問
題
も
残
る

の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
小
説
展
開
を
歴
史
の
動
き
に
併
せ
て
上
か
ら
方
向
づ

け
る
傾
向
が
強
く
な
れ
ば
、
他
方
で
、
登
場
人
物
の
意
思
や
行
動
の
か
ら
み
あ

い
に
よ
る
下
か
ら
の
自
律
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
ち
か
ら
が
弱
く
な
り
、
作

（
注
1
3
）

品
展
開
が
一
面
的
で
平
板
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
総
じ
て
、
小
説

の
改
稿
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
を
、
作
品
が
読
者
に
与
え
る
感
銘
の
深
化
と
い

う
点
か
ら
問
題
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
筋
縄
で
ゆ
か
ぬ
大
変
難
し
い

問
題
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
幾
つ
か
の
観
点
か
ら
大
観
堂
版
を
雑
誌
初
出

と
比
較
し
、
優
れ
た
性
格
を
認
め
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
観
堂
版
の
特

性
す
べ
て
が
論
じ
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
な
お
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い

る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
注
1
）
大
観
堂
版
r
耕
土
」
（
昭
和
一
五
年
三
月
）
「
後
記
」
の
記
述
に
よ
る
。

（
注
2
）
r
耕
土
」
続
編
は
早
く
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
が
、
雑
誌
掲
載
は
戦
後
ま
で
行
わ
れ

ず
、
単
行
本
と
し
て
は
現
在
も
な
お
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
続
編
を
掲
載
し
た
雑
誌

は
、
「
文
化
山
梨
」
（
昭
和
二
五
年
一
〇
月
⊥
と
「
農
民
文
学
」
（
昭
和
二
六
年
九
月

～
二
七
年
二
月
）
　
の
二
誌
で
あ
る
。

（
注
3
）
誤
字
や
送
り
仮
名
の
訂
正
は
、
例
え
ば
「
歩
る
き
だ
し
た
」
1
「
歩
き
だ
し
た
」
、

「
心
好
い
微
風
」
1
「
快
い
微
風
」
、
「
速
座
に
」
1
「
即
座
に
」
な
ど
。
ま
た
仮
名
遣

い
の
訂
正
は
、
「
植
え
た
」
1
「
植
ゑ
た
」
、
「
面
白
く
て
た
ま
ら
ぬ
よ
う
に
」
1
「
面

白
く
て
た
ま
ら
ぬ
や
う
に
」
、
「
百
姓
と
は
違
う
こ
う
し
た
階
級
」
1
「
百
姓
と
は
違

ふ
か
う
し
た
階
級
」
な
ど
。
そ
の
他
、
句
読
点
の
変
更
は
一
例
だ
け
引
く
。
雑
誌
初

出
で
は
「
r
え
。
？
、
な
ぜ
。
」
勝
太
郎
は
、
は
ず
か
し
め
ら
れ
た
よ
う
に
キ
ッ
日
、

タ
ネ
の
方
を
真
直
に
向
い
た
。
」
と
い
う
表
記
が
、
大
観
堂
版
で
は
「
r
え
‖
　
な
ぜ
」

勝
太
郎
は
、
自
分
が
は
づ
か
し
め
ら
れ
た
や
う
に
1
き
つ
と
タ
ネ
の
方
を
真
正
に
向

い
た
。
」
と
訂
正
さ
れ
る
。
維
誌
初
出
で
濫
用
さ
れ
た
記
号
や
句
読
点
の
多
く
は
大
観

堂
版
で
削
除
さ
れ
、
句
読
点
位
置
も
安
当
な
位
置
に
変
更
さ
れ
る
。

（
注
4
）
彼
は
小
学
校
も
四
年
し
か
行
か
ず
様
々
な
職
業
を
転
々
と
し
た
た
め
、
小
説
を
古

く
ま
で
「
コ
ン
マ
も
ど
リ
ヲ
ド
も
打
つ
こ
と
を
知
ら
ず
：
…
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ

た
と
い
う
。
（
「
俺
の
師
匠
」
「
税
」
昭
和
一
四
年
八
月
）

（
注
5
）
「
馬
は
、
著
し
そ
う
に
ヒ
ヒ
ー
ン
と
斯
い
て
」
1
「
馬
は
、
苦
し
そ
う
に
斯
い
て
」
、

「
彼
は
入
口
の
戸
を
引
閉
め
き
っ
て
」
1
「
彼
は
入
口
の
戸
を
堅
く
閉
め
き
っ

て
」
等
。

77

（
注
6
）
彦
次
郎
が
彦
英
に
つ
い
て
「
こ
い
つ
は
極
道
で
話
に
な
ら
ね
え
」
と
言
う
雑
誌
初



出
で
の
激
し
い
侮
蔑
が
、
大
観
堂
版
で
は
「
こ
い
つ
は
何
も
わ
か
ら
ね
え
」
と
軽
減

さ
れ
、
発
電
事
業
へ
の
投
資
を
勤
め
ら
れ
た
時
の
、
「
何
も
彼
も
次
男
が
学
校
で
て
か

ら
の
こ
と
で
ご
い
す
」
と
い
う
、
次
男
へ
の
強
い
信
頼
を
示
す
言
葉
は
大
観
堂
版
で

は
削
除
さ
れ
る
等
。

（
注
7
）
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
が
生
活
人
と
し
て
自
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
月

給
だ
け
で
は
彼
の
や
う
な
育
ち
の
者
で
や
っ
て
行
け
る
道
理
が
な
く
、
彼
が
郷
里
へ

帰
る
時
と
い
へ
ば
、
き
ま
っ
て
そ
の
補
ひ
を
つ
け
に
く
る
時
だ
」
と
さ
れ
、
「
彼
自
身

の
生
活
を
す
こ
し
で
も
う
る
は
す
為
に
は
、
当
分
父
の
や
り
口
が
気
に
食
は
な
く
て

も
口
だ
し
は
控
え
て
、
少
し
で
も
父
の
機
嫌
を
と
り
む
す
ば
う
と
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
根
性
を
い
つ
か
身
に
つ
け
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
彦
英
は
生

活
人
と
し
て
自
立
し
き
れ
な
い
青
年
な
の
で
あ
る
。

（
注
8
）
初
出
雑
誌
の
三
、
四
章
末
尾
に
「
一
四
年
四
月
浄
書
」
、
五
、
六
、
七
草
末
尾
に

「
十
四
年
五
月
浄
昏
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

（
注
9
）
　
「
拙
作
に
つ
い
て
」
　
（
「
挽
」
昭
和
一
四
年
六
月
）

（
注
1
0
）
　
r
耕
土
」
　
（
文
化
山
梨
杜
版
　
昭
和
二
二
年
一
二
月
）
　
の
後
記

（
注
1
1
）
　
「
農
民
の
現
実
と
作
家
の
感
覚
」
　
（
「
椀
」
昭
和
一
四
年
一
〇
月
）

（
注
1
2
）
そ
の
他
に
も
杉
山
は
、
r
耕
土
」
で
は
作
者
が
「
小
作
農
か
ら
自
作
農
に
な
る
こ

と
が
、
完
全
な
例
外
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
し
て
、
自
作
か
ら
小
作
に
転
落
し
っ

つ
あ
る
農
民
の
姿
こ
そ
本
質
的
な
形
象
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
し
て
ゐ
な
い
」
点

を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
作
者
は
手
を
入
れ
て
い
な
い
。

（
注
1
3
）
事
実
、
r
耕
土
」
続
編
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
前
編
よ
り
強
く
現
れ
る
。
続
編

で
は
登
場
人
物
相
互
の
か
ら
み
あ
い
は
希
薄
に
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
れ
と
は
別

に
上
か
ら
展
開
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
そ
れ
は
、
前
稲
に
お
い
て
、
様
々
な
人

物
の
考
え
や
行
動
の
か
ら
み
あ
い
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
前
進
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
の

と
は
や
は
り
異
質
で
あ
る
。

－
む
ら
か
み
・
り
ん
ぞ
う
、
兵
庫
県
立
宝
塚
高
等
学
校
教
諭
－
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