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近
世
初
頭
、
豊
臣
秀
吉
の
大
閤
検
地
・刀
狩
り
な
ど
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
「士

農
工
商
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
身
分
関
係
が
形
成
さ
れ
、
農
工
商
ら
は
戦

争
と
は
無
縁
に
日
常
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
合

わ
せ
て
刀
な
ど
の
武
器
の
類
は
ほ
と
ん
ど
没
収
さ
れ
、
身
近
に
は
存
在
し
な
い

も
の
と
、
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
て
藤
本
は
、
秀
吉
の
刀
狩
り
の
後
、
近
世
社
会
を
通
じ
て
、
刀

の
長
さ
、
鍔
の
形
、
鞘
の
色
な
ど
、
外
観
に
つ
い
て
の
規
制
を
除
け
ば
、
百
姓

や
町
人
に
刀
や
脇
指
を
も
つ
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
形
跡
は
な
く
、
村
の
も
つ
鉄

砲
の
数
は
、
む
し
ろ
時
と
共
に
増
え
て
い
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ

半
世
紀
も
の
間
、
刀
狩
り
研
究
が
ゼ
ロ
だ

っ
た
の
は
、
秀
吉
の
刀
狩
り
と
明
治

の
廃
刀
令
の
お
か
げ
と
い
う
共
同
幻
想
と
国
民
の
非
武
装
と
い
う
現
実
の
仕
業

だ

っ
た
、
と
い
う
。

藤
本
は
既
に

『戦
国
の
作
法
』
な
ど
で
、
村
の
武
装
の
あ
り
方
を

「自
検
断
」

の
た
め
と
し
て
、
害
鳥
獣
の
駆
除
、
村
の
治
安
、
山
野
河
海
の
ナ
ワ
バ
リ
争
い
、

地
域
の
防
衛
に
自
前
の
武
器
を
自
在
に
使
い
こ
な
し
、
「人
を
殺
す
権
利
」
さ

え
も
村
ご
と
に
行
使
し
て
い
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
中
世
、
近
世
初
め
の
村
々

で
、
「
腰
さ
し
」
は
不
可
侵
の
も
の
で
、
ひ
と
の
脇
指
を
奪
え
ば
村
追
放
と
い

う
厳
し
い
掟
も
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
意
識
の
中
で
刀
狩
り
が
強
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
従
来
、

刀
狩
り
の
き

っ
か
け
は
、　
一
五
人
七
年
に
起
き
た
肥
後
の
国
衆

一
揆
と
さ
れ
て

き
た
が
、　
一
五
八
五

（天
正

一
三
）
年
三
月
下
旬
、
紀
州
雑
賀

一
揆
制
圧
に
あ

た
り
、
張
本
人
ら
は
干
殺
し

（兵
根
攻
め
）
に
す
る
が
、
普
通
の
百
姓
ら
は
武

装
解
除
を
条
件
に
助
命
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
四
月
下
旬
、　
一
般
百
姓
の
助
命

を
表
明
し
、
今
後
の
弓
失

・
槍

・
鉄
砲

・
腰
刀
な
ど
を
禁
止
。
鍬
や
鋤
な
ど
の

農
具
を
大
切
に
し
、
耕
作
だ
け
に
専
念
せ
よ
と
発
令
し
た
。
こ
れ
を

「原
刀
狩

武

器

を

封

印

し

た

民

衆

―

』

（岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
八
月

一
九
日
発
行
　
本
体
七
八
〇
円
＋
税
）

伊

東

富

昭

令
」
と
呼
ん
で
い
る
。

当
然
、
大
き
な
抵
抗
が
予
想
さ
れ
た
が
、
強
行
の
背
景
に
は
、
刀
狩
り
は
建

国
な
ど
、
大
き
な
国
制
の
変
わ
り
目
に
は
常
に
あ
る
べ
き
徳
政
、
と
い
う
統
治

の
意
識
が
古
く
か
ら
あ

っ
た
も
の
か
、
と
も
述
べ
て
い
る
。　
一
五
人
八
年
五
月

一
五
日
、
東
山
の
麓
で
、
本
格
的
な
大
仏
殿
造
り
を
再
開
。
こ
れ
を
刀
狩
り
を

実
施
す
る
た
め
の
、
細
心
で
壮
大
な
仕
掛
け
と
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
イ
エ
ズ

ス
会
年
報
で
は
、
大
仏
こ
そ
が
主
で
、
刀
狩
り
は
あ
く
ま
で
も
従
、
と
見
て
い

た
と
い
う
。
し
か
し
刀
狩
り
の
噂
を
記
し
た
多
聞
院
英
俊
に
よ
る

『多
聞
院
日

記
』
に
は

「内
証
は
、
一
揆
を
停
止
す
る
た
め
だ
、
と
い
う
も

つ
ぱ
ら
の
噂
だ
」

と
、
本
音
が
下
々
に
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
も
人
々
が
刀

狩
り
を
受
け
入
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

柳
田
国
男
の

「身
分
が
士
と
農
に
分
け
ら
れ
、
百
姓
は
低
い
身
分
に
落
と
さ

れ
た
。
百
姓
の
名
誉
心
を
深
く
傷
つ
け
る
、
耐
え
難
い
屈
辱
で
あ

っ
た
。
た
だ

現
実
に
は
、
刀
は
小
家
に
も
隠
匿
さ
れ
た
。
武
装
解
除
の
痛
手
と
い
う
よ
り
は
、

身
分
の
誇
り
を
奪
わ
れ
た
の
が
衝
撃
で
あ

っ
た
。
武
装
権
は
何
よ
り
も
名
誉
権

で
あ
り
、
人
の
尊
厳
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
」
（『
日
本
農
民
史
』
）
と
い
う
指
摘
は
、

古
び
て
は
い
な
い
。

秀
吉
は

一
五
八
五
年
七
月
に
関
白
と
な
り
、
以
後
、
「九
州
の
平
和
令
」
、
「関

東

・
奥
両
国
の
惣
無
事
」
令
と
い
う
形
で
新
し
い
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
、
自

力
の
戦
争
か
ら
平
和
な
裁
判
へ
と

「大
名
の
平
和
」
を
定
着
さ
せ
た
。
そ
の
下

で
、
刀
狩
り
は
村
請
け
の
大
名
と
百
姓
の
誓
約
と
い
う
形
で
執
行
さ
れ
た
と
い

う
。
た
だ
し
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
百
姓
の
す
べ
て
の
武
器
を
調
べ
上
げ
、
根

こ
そ
ぎ
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。
刀
狩
り
を
画
期
と
し
て
、

百
姓
の
帯
刀
を
原
則
と
し
て
免
許
制
に
す
る
立
前
を
つ
く
り
出
す
の
に
、
刀
狩

り
の
真
の
狙
い
が
あ

っ
た
と
す
る
。
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刀
狩
令
と
検
地
令
は
、
秀
吉
に
よ
る
天
下
統

一
の
最
後
の
仕
上
げ
と
な
る
奥

羽
仕
置
の
基
軸
で
あ

っ
た
。
葛
西

・
大
崎

一
揆
の
直
後
、
本
村
吉
清
領
と
な
っ

た
米
泉
で
、
大
崎
旧
臣
や
村
の
長
老
ら
が
集
ま
り
、
「
か
く
し
て
置
い
た
刀
、

三
腰
」
を
持
ち
出
し
て
実
力
で
抗
議
し
、
三
十
人
余
が
処
刑
さ
れ
た
。
武
器
は

持

っ
て
い
て
も
い
い
が
、
も
し
そ
れ
で
人
を
殺
傷
す
れ
ば
罪
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
の
証
で
あ
る
。

次
い
で

一
五
九

一

（天
正

一
九
）
年
秋
、
朝
鮮
侵
略
令
が
出
さ
れ
る
と
同
時

に
、
再
び
刀
狩
り
が
始
ま

っ
た
。
同
年

一
〇
月
、
高
野
山
は

「狩
り
置
い
た
刀

の
う
ち
、
鞘
の
あ
る
分
は
、
刀

・
脇
指
を
問
わ
ず
急
い
で
提
出
せ
よ
」
と
指
示

さ
れ
る
。　
一
五
八
五
年
に
集
め
ら
れ
た
刀
は
高
野
山
に
預
け
ら
れ
て
い
た
ら
し

い
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
ル
イ
ス

・
フ
ロ
イ
ス
は
、
交
戦
下
の
侵
略
戦
争

に
備
え
て
、
実
戦
武
器
を
根
こ
そ
ぎ
徴
発
す
る
様
子
を
、
あ
ら
か
じ
め
数
人
の

目
利
き
の
刀
匠
を
送
り
込
み
、
名
刀
買
い
に
来
た
と
触
れ
、
日
録
を
作
成
。
百

人
も
の
役
人
が
死
刑
の
脅
し
を
か
か
げ
、
「貴
人
と
兵
士
の
家
」
を
除
く

「農
民
・

商
人

・
職
人
、
お
よ
び

一
般
庶
民
」
の
家
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
探
し
出
し
、
名

の
あ
る
刀
を
す
べ
て
没
収
。
さ
ら
に
そ
れ
を
売
り
に
出
し
、
値
を
つ
り
上
げ
て
、

も
と
の
所
有
者
に
む
り
や
り
買
い
戻
さ
せ
、
金
を
儲
け
た
挙
げ
句
再
び
没
収
し

た
、
と
サ
ギ
ま
が
い
の
展
開
を
記
録
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う

「兵
士
で
な
い
も
の
」
と
は
現
地
の
刀
狩
令
に
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る

「奉
公
人
を
あ
い
除
く
」
と
同
じ
意
味
。
奉
公
人
は
雑
兵
と
同
じ
で
、
下
々

の
武
家
奉
公
人
を
指
す
。
戦
場
で
は
雑
兵
と
な
り
、
普
段
は
村
に
暮
ら
す
奉
公

人
た
ち
も
重
要
な
戦
力
。
故
に
村
の
百
姓
で
あ

っ
て
も
、
奉
公
人
な
ら
ば
刀
狩

り
を
免
除
さ
れ
、
帯
刀
も
許
さ
れ
た
と
い
う
。

秀
吉
は

「村
の
平
和
」
を
実
現
す
る
た
め
に
喧
嘩
停
止
令
な
る
も
の
を
出
し

て
い
る
。
し
か
し
村
々
に
は
現
に
大
量
の
武
器
が
あ
り
戦
争
も
起
き
る
。
刀
狩

令
は
村
の
武
器
す
べ
て
を
廃
絶
す
る
法
で
は
な
か

っ
た
。
村
の
自
力
に
よ
る
山

論
や
水
論
は
後
代
ま
で
続
く
が
、
や
が
て
村
の
武
器
は
鎌

・
鍬

・
斧
な
ど
の
農

具
に
持
ち
代
え
ら
れ
る
。
喧
嘩
停
止
令
は
そ
の
武
器
制
御
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

っ
た
と
す
る
。

さ
て
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
徳
川
は
喧
嘩
停
止
令
を
初
め
か
ら
法
に
よ
り
継

承
し
て
い
た
が
、
刀
狩
令
は
積
極
的
に
受
け
継
い
だ
形
跡
が
な
く
、
か
と
い
っ

て
廃
棄
し
た
様
子
も
な
い
と

い
う
。
た
だ
個
々
の
大
名
法
の
中
に
は
継
承
さ
れ

て
い
る
。

従
来
、
全
民
衆
の
帯
刀
禁
令
と
み
な
さ
れ
て
き
た

一
六
二
九
年
に
出
さ
れ
た

徳
川
の
京
都
町
触
、
「大
脇
指
」
禁
止
令
は
、
単
に
大
脇
指
は
盗
人
と
紛
ら
わ

し
い
の
で
好
ま
し
く
な
い
、
と
し
か
読
み
取
れ
な
い
と

い
う
。
あ
く
ま
で
も
風

俗
規
制
の
法
で
、
民
衆
の
武
装
解
除
を
め
ざ
し
た
刀
狩
令
の
継
承
で
は
な
か

っ

た
。
江
戸
で
は
、　
一
六
四
八
年
の
町
触
が
、
長
刀
や
大
脇
指
を
指
し
、
武
家
奉

公
人
の
風
体
を
ま
ね
た
り
、
「
か
ぶ
き
た
る
然
を
し
て
、
が
さ

つ
で
無
作
法
な

者
が
い
た
ら
」
取
り
締
ま
る
と
し
て
い
る
。
脇
指
を
指
す
の
は
す
べ
て
の
町
人

の
日
常
で
あ

っ
た
が
、　
一
七
世
紀
半
ば
過
ぎ

（
一
六
六
八

）
、
特
例
を
除
き
、

御
用
町
人
に
限
定
さ
れ
、　
一
六
八
七
年
、
す
べ
て
の
町
人
の
帯
刀
が
禁
止
さ
れ

た
。村

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
に
よ

っ
て
異
な
る
。
尾
張
藩
で
起
き
た

一
六
三
二
年

の
村
同
志
の
闘
争
事
件
か
ら
は
、
刀

・
脇
指
は
百
姓
に
と

っ
て
も
特
別
な
表
象

で
、
た
だ
の
武
器

（凶
器
）
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
防
戦
で
鑓
を
使

っ
た
の
は
遺

憾
だ
が
、
人
を
殺
し
て
も
違
法
で
は
な
く
、
サ
ム
ラ
イ
と

い
う
百
姓
の
身
分
次

第
で
は
、
村
に
弓
や
鉄
砲
が
あ

っ
て
も
構
わ
な
か

っ
た
、
と

い
う
状
況
が
知
ら

れ
る
。
越
前
藩
で
は

一
六
八
七
年
の
喧
嘩
口
論
の
法
で
、
刀

・
脇
指

・
弓

・
鑓

を
所
持
す
る
だ
け
な
ら
問
題
は
な
い
が
、
集
団
で
喧
嘩
の
場
に
持
ち
出
す
の
は

「
百
姓
に
不
似
合

い
の
し
か
た
」
で
違
法
と
し
て
い
る
。
ま
た
、　
一
六
七
四
年

の
徳
島
藩
の
村
法
は
、
盆
踊
り
や
雨
乞
踊
り
な
ど
で
、
踊
り
子
た
ち
や
見
物
人

が
刀

・脇
指
を
指
す
の
は
御
法
度
。
さ
ら
に

一
六
七
七
年

一
〇
月
、
紀
州
藩
で
、

大
庄
屋
の
他
は
百
姓
の
帯
刀
停
止
。
た
だ
し
サ
ム
ラ
イ
の
筋
目
が
あ
り
、
指
し

て
き
た
者
は
構
わ
な
い
。
百
姓
に
不
似
合

い
な
こ
と
は
す
る
な
、
と
し
て
お
り
、

こ
れ
が
百
姓

の
帯
刀
禁
上
を
公
然
と
う
た

っ
た
村
法

の
初
見
と

い
う
。
逆
に
、

由
緒
に
よ

っ
て
帯
刀
が
許
さ
れ
る
山
城
国
の
例
や
、
「
寸
志
」
と
い
う
積
極
的

な
献
金
に
よ

っ
て
帯
刀
が
許
さ
れ
る
肥
後
藩
の
例
も
あ
る
。
吉
岡
孝
に
よ
る
と
、

一
七
九
八
年
、
幕
府
は

「長
脇
指
」
な
ど
禁
上
の

「
百
姓
風
俗
取
締
」
令
を
出

し
て
い
る
と

い
う
。
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一
七
世
紀
末
の
村
々
に
は
、
害
鳥
獣
を
追
う
農
具
と
し
て
の
大
量
の
鉄
砲
が

あ

っ
た
こ
と
が
、
塚
本
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
（『生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』

平
凡
社
、　
一
九
八
三
）
、
生
類
憐
み
策
は
、
徳
川
に
よ
る
人
民
武
装
解
除
策
と

い
う
意
味
さ
え
持

っ
た
と
い
う
。　
一
七
〇
九
年
、
綱
吉
の
死
と
共
に
、
諸
国
鉄

砲
改
め
令
も
撤
回
さ
れ
た
が
、
獣
類
の
他
に
、
村
や
町
で
み
だ
り
に
鉄
砲
を
う

つ
な
、
と
い
う
掟
は
生
き
て
お
り
、
江
戸
近
辺
で
む
や
み
に
鉄
砲
を
う
つ
こ
と

は
改
め
て
禁
止
さ
れ
た
。　
一
七

一
七
年
五
月
に
鉄
砲
改
め
が
再
令
さ
れ
、
関
東

に
限
り

一
六
八
七
年
の
水
準
に
戻
す
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
害
獣
へ
の
実
弾

使
用
は
許
可
不
要
。
江
戸
十
里
四
方
の
鉄
砲
は
残
ら
ず
取
り
上
げ
、
猟
師
鉄
砲

も
禁
上
、
使
え
ば
没
収
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
将
軍
の
鷹
狩
り
の
た
め
の
鷹
場
維

持
を
目
的
と
す
る
鳥
打
ち
禁
上
で
あ

っ
た
。
武
井
弘

一
に
よ
る
と
、　
一
七
二
九

年
に
許
可
さ
え
あ
れ
ば
、
害
獣
対
策
に
限
り
鉄
砲
使
用
可
と
さ
れ
、
村
の
鉄
砲

の
数
量
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
と
い
う
。　
一
人
三
八
年
、
「
関
東
の
山
中
で
も
、

猟
師
の
他
は
、
鉄
砲
を
所
持
す
べ
か
ら
ず
」
と
さ
れ
た
が
、
小
田
原
藩
で
は
実

態
調
査
を
行
い
、
鉄
砲

一
挺
ご
と
に
鑑
札
を
配
布
し
た
。
村
の
治
安
が
保
て
れ

ば
、
村
の
鉄
砲
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
題

な
の
は
、
や
く
ざ
ら
悪
党
が
持
ち
歩
く

「隠
し
鉄
砲
」
で
あ

っ
た
が
、
悪
党
か

ら
直
に
摘
発
さ
れ
た
事
例
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。

小
椋
喜

一
郎
、
安
藤
優

一
郎
ら
に
よ
っ
て
、
百
姓
と
領
主
の
間
に
鉄
砲
不
使

用
の
原
則
が
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
百
姓

一
揆
の
勢
い
が

激
し
く
な
り
、
領
主
側
で
は
そ
う
も
言

っ
て
い
ら
れ
な
く
な
る
。　
一
揆
威
嚇
の

た
め
の
鉄
砲
使
用
の
初
見
は
、
一
七
四
八
年
末
、
播
磨
の
姫
路
藩
の
例
と
い
う
。

幕
府
は

「時
宜
に
よ
る
が
、
飛
道
具
を
用
い
る
の
は
無
用
」
と
警
告
し
て
い
る
。

一
七
七
三
年
、
飛
騨
の
幕
領
高
山
で
検
地
反
対
の

一
揆
が
起
き
、
代
官
か
ら
救

援
を
求
め
ら
れ
た
郡
上
藩
が
発
砲
し
て
、　
一
揆
側
に
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。

杉
田
玄
白
は

「徳
川
の
平
和
の
も
と
で
、
鉄
砲
で
百
姓
を
殺
し
た
の
は
、
こ
れ

が
初
」
と
記
録
し
て
い
る
。　
一
七
人

一
年
、　
一
揆
が
領
内
に
及
ん
だ
川
越
藩
が

鉄
砲
使
用
の
手
続
き
を
問
い
合
わ
せ
る
。
幕
府
は
、
下
知
な
く
し
て
鉄
砲
を
使

う
の
は
無
用
。
や
む
を
得
な
け
れ
ば
空
砲
、
そ
れ
で
も
尚
、　
一
揆
側
が
鉄
砲
を

使

つ
た
ら
、
実
弾
を
使

っ
て
も
い
い
、
と
回
答
。
こ
れ
が

一
七
九
六
年
に
、
は

じ
め
て
成
文
化
さ
れ
た
と
い
う
。

百
姓

一
揆
に
は
、
武
器
の
抑
制
に
対
す
る
、
自
力
の
作
法
が
あ

っ
た
。
し
か

し

一
九
世
紀
、
百
姓

一
揆
に
や
く
ざ
な
悪
党
の
影
響
が
広
ま
り
、
鉄
砲
の
使
用

が
次
第
に
野
放
し
に
な

っ
て
い
く

（須
田
努

『悪
党
の

一
九
世
紀
』
青
木
書
店
、

二
〇
〇
二
）。
百
姓

一
揆
の
総
数

一
四
三
ｏ
件
中
、
武
器
を
持
ち
出
し
た
の
は

一
五
件

（
一
％
）
。
う
ち

一
四
件
が

一
九
世
紀
前
半
に
集
中
し
て
い
る
。
悪
党

へ
の
恐
怖
の
風
聞
が
支
配
を
揺
る
が
し
、過
敏
な
反
応
を
呼
び
、
そ
れ
が
「農
兵
」

取
り
立
て
の
契
機
と
も
な
る
。
南
関
東
か
ら
伊
豆

・
駿
河
に
か
け
て
、
代
官
江

川
氏
に
よ
り
、
銃
隊
中
心
の
農
兵
組
織
が
始
ま
る
。
豪
農
た
ち
を
指
導
者
に
「壮

年
強
健
」
の
村
人
を
農
兵
に
組
織
し
、
世
直
し

一
揆
に
対
峙
さ
せ
る
。
村
を
守

る
と
い
う
名
日
で
、
暴
力
の
正
当
化
が
始
ま
り
、
豪
農
の
私
兵
は
村
の
集
団
武

装
に
転
化
す
る
。　
一
人
六
六
年
の
武
蔵
秩
父
の
世
直
し

一
揆
も
、
初
め
は
武
装

の
抑
制
を
呼
び
か
け
て
い
た
が
、
鎮
圧
側
の
武
装
に
対
抗
し
て
、
鉄
砲

・
脇
指

を
持

っ
て
参
加
す
る
よ
う
に
求
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

明
治
政
府
が
徴
兵
制
度
を
導
入
し
て
い
く
前
提
と
し
て
、
幕
府
が
長
州
戦

争
時
の
兵
力
不
足
か
ら
、
天
領
農
民
か
ら
兵
士
を
大
量
に
動
員
し
た
兵
賦
の
制

を
強
行
し
た
が
失
敗
し
た
事
情
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
は
や
兵
農

分
離
の
立
前
を
崩
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
の
「廃
刀
令
」
（
一
八
七
六
年
二
月
二
八
日
、太
政
官
布
告
第
三
八
号
）も
、

帯
刀
禁
上
が
骨
子
で
、
刀
の
所
持
ま
で
を
禁
上
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
身

分
表
象
と
さ
れ
て
き
た
帯
刀
と
い
う
権
限
を
、
す
べ
て
の

一
般
民
間
人
か
ら
剥

奪
し
、
新
た
な
明
治
国
家
の
支
配
権
力
を
担
う
、
軍
人

・
警
察

・
官
吏
等
だ
け

の
、
公
的

・
特
権
的
な
身
分
表
象
と
し
て
独
占
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
脇

指
を
指
す
の
は
帯
刀
で
は
な
い
、
と
い
う
通
念
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

刀
狩
令
後
も
民
衆
は
脇
指
を
身
に
帯
び
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
で
あ
る
。
司
法

省
の
実
務
上
の
見
解
は
、
廃
刀
令
は
公
然
た
る
帯
刀
の
み
禁
上
。
刀
剣
を
懐
中

や
袋
に
包
ん
で
持
ち
歩
く
の
や
他
の
兵
器
を
携
行
す
る
の
も
構
わ
な
い
。
没
収

し
た
刀
は
地
方
で
保
管
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。　
一
人
八

一
年
に
起
草

さ
れ
た
植
木
枝
盛
の

「
日
本
国
国
憲
案
」
が
第
七

一
条
で
人
民
の
武
装
抵
抗
権

を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。
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敗
戦
後
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
刀
狩
り
に
つ
い
て
は
、
荒
敬
の
研
究
に
よ

る
と
こ
ろ
が
多
い
様
で
あ
る
。
最
初
は
全
面
的
な
民
間
の
武
装
解
除
を
考
え
て

い
た
よ
う
だ
が
、
日
本
政
府
は
、
日
本
刀
は

「
日
本
人
の
魂
」
で
あ
り
、
民
間

の

「家
宝
」
だ
と
主
張
し
、
除
外
し
よ
う
と
画
策
。
こ
と
に
市
民
の
猟
銃
は
生

活
必
需
品
な
の
で
許
可
制
の
も
と
で
保
持
さ
せ
た
い
、
と
主
張
。
し
か
し
日
本

刀
す
べ
て
の
民
間
確
保
は
諦
め
、
日
本
刀
＝

「家
宝
」
論
に
か
え
、新
た
に

「美

術
品
論
」
を
持
ち
出
し
、
美
術
刀
と
小
刀
だ
け
を
除
外
す
る
こ
と
を
求
め
、
武

器
の
回
収
は
日
本
の
警
察
が
行
う
こ
と
と
さ
せ
た
。　
一
九
四
六
年
六
月
三
日
、

「銃
砲
等
所
持
禁
止
令
」
（勅
令
三
〇
〇
号
）
、
同

一
七
日
、
「銃
砲
等
所
持
禁
止

令
施
行
規
則
」
（内
務
省
令
二
八
号
）
が
出
さ
れ
た
。
民
間
に
潜
在
す
る
武
器
の
、

さ
ら
な
る
発
見
と
回
収
が
第
八
軍
の
狙
い
だ

っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
日
本
で

国
民
の
非
武
装
化
が
進
ん
だ
の
は
、
秀
吉
の
刀
狩
令
の
結
果
で
は
な
く
、
占
領

軍
の
権
威
を
背
景
に
し
て
、
日
本
の
内
務
省
と
警
察
が
強
行
し
た
、
武
装
解
除

の
結
果
だ

っ
た
。
強
大
な
国
家
権
力
に
よ
る
民
衆
の
武
装
解
除
論

（丸
腰
の
民

衆
像
）
か
ら
、
民
衆
の
自
律
と
合
意
に
よ
る
武
器
封
印
論

（自
立
し
た
民
衆
像
）

へ
、
「秀
吉
の
刀
狩
り
」
を
め
ぐ
る
歴
史
の
見
方
を
大
き
く
転
回
す
る
こ
と
を

提
案
す
る
、
と
い
う
の
が
締
め
の
言
葉
で
あ

っ
た
。

近
代
以
降
の
第
二
、
第
三
の
刀
狩
り
の
分
析
が
弱
い
点
が
惜
し
い
が
、
近
世

の
豊
富
な
実
態
紹
介
か
ら
、
刀
狩
り
に
関
す
る
認
識
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
教
え
ら
れ
る
書
で
あ

っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
停
滞
気
味
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
百
姓

一
揆
研
究

に
お
い
て
も
、　
一
揆
に
使
用
さ
れ
る
持
ち
物
や
出
で
立
ち
な
ど
、
主
に

一
揆
の

作
法
に
関
す
る
研
究
で
は
深
化
を
見
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
も
、
全

面
的
な
再
検
討
が
迫
ら
れ
る
と
、
保
坂
智
は

『百
姓

一
揆
と
義
民
の
研
究
』
（吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。
「徳
川
の
平
和
」
の
中
で
、

上
か
ら
使
用
を
禁
止
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
百
姓
た
ち
は
身
近
に
あ
る
武
器
で

さ
え
、
身
分
不
相
応
な
も
の
は
使
用
し
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
を
自
ら
作
り
出
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
封
建
的
身
分
関
係
の
中
に
あ

っ
て
、
自
ら
の
立

場
を
守
る
と
い
う
消
極
的
な
意
識
か
ら
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
自
力
救
済
の
論
理
が
支
配
し
た
、
す
な
わ
ち
暴
力

万
能
の
時
代
の
不
幸
に
は
戻
り
た
く
な
い
と
い
う
積
極
的
な
取
り
組
み
で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
類
も
し
く
は
地
球
滅
亡
を

も
た
ら
す
や
も
知
れ
ぬ
核
の
危
機
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い

て
、
江
戸
時
代
の
百
姓

一
揆
に
見
ら
れ
る
論
理
を
国
際
平
和
創
出

へ
の
ヒ
ン
ト

と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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