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私
は
、
十
代
半
ば
か
ら
中
世
～
近
世
日
本
の
政
治
や
経
済
、
農
業
を
中
心
と
し
た
産
業
の
変
遷
、
下

克
上
に
よ
る
支
配
層
の
混
乱
、
そ
う
し
た
中
で
も
花
開
く
文
化
な
ど
、
こ
の
時
代
の
歴
史
を
書
籍
に
よ

る
学
び
や
Ｔ
Ｖ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
調
べ
、
現
地
に
赴
い
て
の
確
か
め
で
興
味
関
心
を
高
め
て

き
た
。 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
や
民
間
放
送
が
年
末
年
始
に
企
画
す
る
時
代
劇
は
欠
か
さ
ず
に
視
聴
、
同
様
の

映
画
も
可
能
な
範
囲
で
鑑
賞
し
て
き
た
。 

 

私
は
、
こ
う
し
た
作
品
が
放
映
さ
れ
る
時
間
帯
や
上
映
さ
れ
る
期
間
は
外
す
こ
と
な
く
視
聴
、
鑑
賞

し
て
い
た
。
し
か
し
、
積
み
重
ね
て
き
た
知
識
や
自
分
自
身
が
歩
ん
で
身
に
着
け
た
生
き
様
と
は
全
く

相
い
れ
な
い
映
像
に
幻
滅
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
、
時
代
劇
は
衰
退
期
に
あ
る
と
い
わ
れ
、
長
寿

番
組
も
相
次
い
で
消
え
る
状
況
に
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
考
え
て
み
た
い
。 

 

私
は
、
時
代
劇
を
視
聴
、
鑑
賞
す
る
観
点
と
し
て
、
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し
て
い
る
。 

 

第
一 

作
品
を
通
し
て
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
。
ス
ポ
ッ
ト
を
何
に
当
て
て
い
る

の
か
、
的
確
に
捉
え
た
い
。 

 

例
え
ば
、
徳
川
幕
府
五
代
将
軍
綱
吉
が
発
し
た
「
生
類
憐
み
の
令
」
は
、
当
初
、
生
き
る
も
の
全
て

の
「
命
」
を
育
む
善
政
と
さ
れ
た
が
、
幕
府
の
想
い
は
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
施
政
は
否
定
さ

れ
、
三
百
年
以
上
経
っ
た
今
日
で
は
、
Ｔ
Ｖ
や
映
画
で
も
悪
法
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
周
知

の
通
り
だ
。 

 

一
方
、
徳
川
幕
府
三
代
将
軍
家
光
の
鎖
国
の
令
は
、
禁
を
破
る
「
抜
け
荷
」
は
断
罪
に
処
す
と
い
う

姿
勢
を
ど
の
制
作
ス
タ
ッ
フ
も
貫
い
て
「
罪
は
罪
」
と
し
た
作
風
を
変
え
て
い
な
い
。 

 

私
は
、
こ
う
し
た
場
面
の
設
定
や
構
成
は
安
易
で
短
絡
的
で
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
作
品
の
制
作
が
大
胆
に
工
夫
さ
れ
、
為
政
者
が
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
り
「
抜
け
荷
に
つ
き

断
罪
を
申
し
付
け
る
。
」
と
い
う
様
は
、
ひ
と
工
夫
に
よ
り
終
わ
り
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 

 

昔
か
ら
、
法
は
「
民
を
罰
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
民
を
守
る
た
め
に
あ
る
。
」
も
の
だ
と

い
う
。
「
命
」
を
守
る
た
め
の
施
策
に
誤
り
が
生
じ
た
り
、
宗
教
や
イ
ン
フ
レ
と
い
う
外
敵
か
ら
こ
の

国
を
守
る
た
め
の
「
鎖
国
」
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
前
者
も
後
者
も
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
制
作
ス
タ
ッ
フ

が
関
わ
る
の
が
肝
要
だ
ろ
う
。 



 
第
二 

人
物
相
関
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
＝
人
間
関
係
）
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か

に
注
目
す
る
。
義
理
と
人
情
、
支
配
層
に
多
い
血
脈
に
よ
る
統
制
や
下
克
上
に
よ
る
戦
乱
、
経
済
や
宗

教
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
着
目
し
た
い
。 

 

人
物
相
関
で
「
人
た
ら
し
」
豊
臣
秀
吉
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
多
く
の
俳
優
が
秀
吉
を
演
じ
、

演
出
や
脚
本
に
も
多
く
の
方
が
関
わ
っ
た
。
そ
こ
で
思
う
こ
と
、
最
近
の
秀
吉
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
は
あ

ま
り
に
も
ひ
ど
い
。 

 

秀
吉
「
人
た
ら
し
」
の
所
以
は
、
次
の
通
り
だ
。 

 

昔
、
諸
葛
亮
孔
明
、
今
に
し
て
竹
中
半
兵
衛
重
治
と
称
さ
れ
た
軍
師
が
「
秀
吉
様
な
ら
ば
」
と
三
顧

の
礼
に
応
え
た
と
い
う
。 

 

中
国
地
方
を
領
有
す
る
毛
利
家
の
外
交
僧
、
安
国
寺
恵
瓊
は
「
羽
柴
筑
前
守
な
か
な
か
の
者
に
て
候
」

と
い
う
件
か
ら
し
て
も
相
当
の
人
物
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

美
濃
攻
略
の
足
掛
か
り
の
た
め
、
調
略
に
よ
り
味
方
に
組
み
入
れ
、
命
の
保
証
を
担
保
し
た
大
澤
某

の
こ
と
を
主
君
信
長
に
「
殺
せ
」
と
命
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
大
澤
某
に
「
木
下
藤
吉
郎
が
貴
殿
に
う
そ

を
言
っ
た
こ
と
に
な
る
。
わ
し
を
殺
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
命
を
張
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
主
君
信

長
と
大
澤
某
の
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
を
勝
ち
取
っ
た
の
だ
。 

 

近
年
演
じ
ら
れ
た
秀
吉
像
は
、
醜
く
稚
拙
で
た
だ
の
お
喋
り
、
女
好
き
の
お
ご
り
高
ぶ
る
男
と
し
か

思
え
な
い
印
象
だ
。
時
代
劇
を
嫌
い
に
な
る
一
因
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
案
じ
て
い
る
。 

 

本
来
、
時
代
劇
は
、
正
義
が
悪
を
成
敗
す
る
の
が
定
番
だ
っ
た
が
、
近
年
、
権
威
・
権
力
を
盾
に
相

手
を
黙
ら
せ
る
構
図
が
定
着
し
た
よ
う
に
思
う
。
挙
句
、
権
力
者
が
折
檻
の
上
、
政
敵
や
弱
者
を
切
り

殺
す
よ
う
な
こ
と
で
す
べ
て
が
解
決
し
た
よ
う
に
誤
解
を
与
え
て
い
る
。
昨
今
の
政
治
に
も
似
た
事
象

が
み
ら
れ
る
の
は
気
の
せ
い
か
「
国
で
何
も
言
わ
な
い
の
で
」
「
指
示
が
な
い
の
で
」
と
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
以
外
の
解
決
の
方
法
が
な
い
の
だ
と
い
う
言
い
回
し
が
物
語
る
事
象
だ
。 

 

韓
国
の
時
代
劇
を
観
て
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
よ
う
。 

 

王
が
「
こ
れ
か
ら
戦
が
始
ま
る
。
武
器
や
兵
糧
の
準
備
は
よ
い
か
。
」
と
問
え
ば
、
担
当
者
が
「
国

の
財
政
は
困
窮
極
ま
っ
て
い
ま
す
。
戦
争
は
無
理
で
す
。
」
と
い
う
会
話
が
あ
る
。
他
に
も
、
経
済
担

当
者
は
「
実
り
が
少
な
か
っ
た
の
で
自
国
で
兵
糧
を
賄
え
ま
せ
ん
。
他
国
と
の
交
易
で
補
い
ま
す
。
」

と
述
べ
、
鍛
冶
屋
の
親
方
は
、
武
器
や
農
具
を
ど
の
ぐ
ら
い
の
人
数
と
期
間
で
準
備
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
見
通
し
を
示
す
。 

 

王
は
「
大
変
な
と
き
だ
が
、
こ
の
至
難
を
乗
り
越
え
な
い
と
大
業
は
叶
わ
な
い
。
力
を
合
わ
せ
頑
張

ろ
う
。
」
と
言
い
、
鍛
冶
屋
の
親
方
に
は
「
苦
労
を
掛
け
る
」
と
労
う
の
だ
。
こ
こ
に
我
が
国
の
時
代



劇
と
の
違
い
が
垣
間
見
え
る
。
食
の
こ
と
、
薬
剤
の
こ
と
、
水
の
こ
と
、
武
器
の
こ
と
、
農
具
の
こ
と

等
が
語
ら
れ
た
番
組
は
我
が
国
で
は
制
作
さ
れ
な
い
。 

 

第
三 
時
代
考
証
は
、
正
確
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
条
件
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
甚
だ
し
い
時
代
の
錯

誤
が
な
い
か
、
視
点
が
支
配
階
層
中
心
と
な
っ
て
い
な
い
か
、
そ
ん
な
観
点
で
作
品
を
観
た
い
。 

 

我
が
国
の
視
聴
者
は
、
武
士
の
頂
点
に
で
も
立
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
な
い
か
。
武
士

の
数
は
ほ
ん
の
少
し
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

 

商
人
は
、
金
持
ち
で
振
る
舞
い
が
ふ
て
ぶ
て
し
く
「
越
後
屋
、
お
前
も
悪
じ
ゃ
の
う
」
と
代
官
に
言

わ
せ
る
映
像
を
毎
週
見
る
の
は
決
し
て
気
分
の
よ
く
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
全
国
を
周
っ
て
退
治
し
た
悪

人
の
数
は
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
下
級
役
人
は
全
て
悪
の
手
先
と
し
て
一
言
も
発
す
る
こ

と
な
く
切
り
捨
て
ら
れ
る
か
ら
た
ま
ら
な
い
。 

 

最
も
国
の
礎
と
な
る
農
民
は
、
学
な
く
、
才
な
く
、
汚
く
、
何
も
で
き
な
い
者
だ
と
い
う
設
定
は
、

だ
れ
が
考
え
た
こ
と
か
知
ら
な
い
が
赤
面
の
至
り
で
あ
る
。
怯
え
な
が
ら
の
生
活
、
農
作
業
も
力
な
く

だ
ら
だ
ら
し
て
い
て
笑
顔
も
覇
気
も
見
ら
れ
な
い
。
終
い
に
は
、
切
ら
れ
て
番
組
構
成
上
の
引
き
立
て

役
に
な
る
だ
け
だ
。
勘
弁
だ
と
言
い
た
い
。
大
名
に
は
、
一
人
た
り
と
も
悪
に
加
担
し
た
者
が
な
か
っ

た
と
い
う
設
定
、
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。 

 

生
活
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
な
時
代
劇
の
本
質
は
、
今
、
転
換
点
に
あ
る
と
い
う
思
い
で
課
題
を
提

起
し
た
。 


