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6４ 

百
姓
・
機
多
之
差
別
急
度
不
相
分
様
二
及

聞
候
、
甚
不
屈
之
至
候
、
殊
二
唯
今
迄
茂

我
儘
成
儀
在
之
、
庄
屋
二
対
シ
法
外
之
仕

方
茂
在
之
様
二
粗
相
聞
候
得
共
、
表
立
庄

屋
丈
助
よ
り
相
断
不
申
候
付
、
此
度
者
以

御
慈
悲
差
免
候
、
向
後
狼
成
事
無
之
様
二

急
度
可
申
付
候
若
シ
犠
多
共
已
が
身
分

を
不
相
弁
、
押
而
み
た
り
に
本
村
江
出
入

仕
候
ハ
ム
吟
味
之
上
双
方
急
度
可
申
付
候

事

③
一
穣
多
共
儀
者
当
村
庄
屋
井
年
寄
共
江
我
儘

不
為
仕
様
二
兼
而
申
付
置
候
、
以
来
役
人

之
申
付
相
背
又
ハ
無
法
我
儘
仕
候
に
お

い
て
ハ
大
庄
屋
五
郎
右
衛
門
と
申
談
、
厳

敷
過
怠
可
申
付
候
、
御
蔵
屋
敷
江
一
不
及
相

伺
候
、
追
而
吟
味
之
上
其
科
に
よ
り
て
申

、
付
品
可
有
之
事

側
一
御
年
貢
等
之
儀
者
不
及
申
諸
事
村
掛
り

出
銀
旦
又
勤
方
之
儀
先
年
よ
り
相
勤
来
候

之
通
可
申
付
候
、
万
一
申
付
相
背
候
ハ
鼻

早
々
可
訴
出
候

⑤
｜
穣
多
共
若
不
叶
用
事
二
て
他
所
江
舩
罷
出

者
庄
屋
年
寄
江
其
訳
相
断
可
他
出
候
、
罷

帰
候
節
者
又
々
可
相
達
候
、
万
一
紗
他
方

今
は
下
火
に
な
っ
て
い
る
が
一
時
部
落
の
本

質
に
つ
い
て
「
社
会
外
」
だ
「
社
会
の
下
」
だ

と
、
あ
れ
こ
れ
議
論
が
あ
っ
た
。
現
在
は
こ
れ

に
代
っ
て
論
の
出
発
を
ど
こ
に
置
く
か
、
部
落

問
題
の
起
点
を
い
つ
に
す
る
か
、
「
前
史
」
だ
「
本

史
」
だ
と
ま
こ
と
に
活
発
な
意
見
が
続
出
し
て

い
る
。
先
の
位
置
議
論
が
何
も
生
ま
な
か
っ
た

よ
う
に
、
起
点
議
論
も
部
落
史
研
究
を
何
ほ
ど

も
切
り
開
く
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
う
い
う

経
過
の
過
程
で
、
多
く
の
人
が
素
人
で
も
気
軽

に
参
加
で
き
る
論
争
を
望
み
、
当
事
者
に
な
り

た
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
部
落
史
な
る
も
の
の

一
番
大
き
な
舞
台
は
歴
史
教
育
の
場
で
あ
り
、

部落史の窓 Ⅲ 
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幕
藩
制
度
国
家
と
皮
田
村
の
位
置

の
び
し
ょ
う
じ

不
届
之
儀
共
仕
出
し
先
方
よ
り
断
な
と
舩

在
之
者
吟
味
之
上
急
度
可
申
付
候

付
庄
屋
年
寄
江
不
相
届
他
所
よ
り
摂
り
男

女
共
呼
寄
差
置
間
敷
、
若
庄
屋
年
寄
江
不

相
断
他
所
よ
り
呼
置
、
後
日
二
相
顕
候

ハ
鼻
急
度
其
科
可
申
付
候
、
尤
御
蔵
屋
敷

江
不
及
相
達
候
事

⑥
右
之
一
々
穣
多
共
不
残
召
呼
此
書
付
を
以
可

申
渡
候
、
先
達
而
被
仰
出
候
御
条
目
相
守

り
急
度
入
念
分
正
敷
仕
候
様
可
申
付
候
以

上

御
蔵
屋
敷

享
保
十
七
壬
子
年
五
月
四
日

会
所

丹
南
郡
大
庄
屋

向
野
村
庄
屋

同
村
年
寄
中

申
渡
之
上
二
而
証
文
可
為
仕
候
事

前
書
之
通
穣
多
共
取
締
り
伝
来
候
二
付
御
條
目

之
写
奉
差
上
候
以
上

嘉
永
弍
年

向
野
村

酉
正
月
日
庄
屋
八
郎
兵
衛
⑳

大
庄
屋

日
置
吉
郎
右
衛
門
殿

大
庄
屋
見
習

そ
こ
へ
問
題
が
投
げ
入
れ
ら
れ
る
と
一
定
の
反

響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
了
解
で

き
た
。
い
た
し
か
た
の
な
い
面
も
あ
る
が
、
部

落
史
研
究
も
細
分
化
し
、
近
世
史
の
最
先
端
の

研
究
動
向
と
切
り
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
高
度
に

専
門
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
啓
発
的
学
習
と

歴
史
教
育
・
部
落
史
教
育
の
間
、
そ
れ
と
研
究

と
の
間
も
埋
め
が
た
い
ほ
ど
開
い
て
し
ま
っ
た

感
が
あ
る
。

そ
の
溝
を
埋
め
る
責
任
は
研
究
者
の
側
に
あ

っ
て
他
に
は
な
い
。
先
の
議
論
も
溝
を
埋
め
る

試
み
と
い
え
ば
い
え
な
く
も
な
い
が
、
提
言
者

の
心
情
は
ど
う
あ
れ
、
実
証
に
裏
打
ち
さ
れ
な

い
単
純
化
は
思
い
つ
き
の
域
を
出
る
も
の
で
は

な
い
。

一一一

書
付
は
享
保
一
七
（
’
七
三
一
一
一
）
年
五
月
に

「
向
野
村
穣
多
へ
の
申
渡
し
」
と
し
て
出
さ
れ

た
「
お
触
れ
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
○
○
年

以
上
経
た
幕
末
嘉
永
一
一
二
八
四
九
）
年
に
な

っ
て
、
改
め
て
庄
屋
が
大
庄
屋
へ
宛
て
そ
の
内

容
全
体
を
「
写
し
」
と
っ
て
上
申
し
て
い
る
。

庄
屋
が
自
主
的
に
、
つ
ま
り
も
う
一
度
同
様
の

皮
田
取
り
締
ま
り
を
求
め
て
提
出
し
た
の
か
、

大
庄
屋
も
し
く
は
領
主
が
先
例
を
徴
収
し
、
再

同
新
十
郎
殿

（
吉
村
文
書
）

一
つ
書
き
の
頭
に
ふ
っ
た
⑩
～
⑤
は
以
下
の

展
開
の
必
要
の
便
宜
の
た
め
に
こ
ち
ら
が
付
し

た
。向
野
は
河
内
国
丹
南
郡
、
現
羽
曳
野
市
に
あ

り
、
本
村
と
皮
田
村
か
ら
成
る
。
本
村
の
戸
数
・

人
口
は
不
詳
だ
が
、
皮
田
村
の
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
時
の
戸
数
は
「
壬
申
戸
籍
」
に
よ
り

一
二
○
戸
で
あ
る
か
ら
、
近
世
中
後
期
に
は
本

村
戸
数
を
は
る
か
に
越
す
皮
田
村
戸
数
・
人
口

で
あ
っ
た
と
見
う
る
。
そ
の
点
が
以
下
の
議
論

で
前
提
と
し
て
ふ
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
る
。

大
阪
人
権
歴
史
資
料
館
の
常
設
展
示
の
一
角

に
そ
っ
け
な
く
置
か
れ
た
一
通
の
古
文
書
を
見

て
強
く
興
味
を
引
か
れ
た
。
そ
こ
で
お
願
い
し

て
解
読
さ
せ
て
も
ら
っ
た
史
料
が
こ
こ
で
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
っ
そ
く
全
文
を
示
そ
う
。

（
端
裏
書
）

「
河
州
御
領
分
丹
南
郡
向
野
村
機
多
共
一
一

申
渡
之
書
付

御写壱通庄纒郎兵衛」
河
州
御
領
分
丹
南
郡
向
野
村
穣
多
共
江
申
渡
候

事仙
一
当
村
穣
多
共
万
端
差
図
之
儀
先
年
よ
り
庄

屋
一
一
委
細
申
付
置
之
、
不
依
何
事
不
届
在

之
節
者
庄
屋
年
寄
方
江
召
呼
吟
味
之
上
手

捷
懸
ヶ
候
様
二
申
付
間
手
錠
渡
置
候
、
く

ぴ
か
ね
ふ
た
あ
し
茂
可
相
渡
事

②
一
機
多
共
近
年
本
村
小
百
姓
共
と
馴
合
、
本

以
下
の
試
み
が
う
ま
く
架
橋
の
役
割
を
果
た

し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
一

つ
の
具
体
的
な
資
料
に
執
着
し
て
、
そ
こ
か
ら

描
き
出
さ
れ
る
部
落
史
像
を
示
し
て
み
た
い
。
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度
触
れ
出
す
参
考
に
提
出
を
求
め
た
も
の
か

は
、
こ
の
史
料
か
ら
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。

さ
て
、
⑩
～
⑤
を
現
代
文
に
要
約
す
る
。
と

は
い
え
文
意
を
強
調
す
る
た
め
の
組
か
え
や
補

筆
も
行
っ
て
お
り
、
読
み
下
し
と
同
じ
で
は
な

い
。

⑪
向
野
村
穣
多
の
差
図
は
以
前
か
ら
本
村
庄
屋

に
委
任
し
て
お
り
、
付
届
き
の
こ
と
あ
ら
ば

吟
味
を
加
え
手
錠
程
度
の
刑
罰
は
庄
屋
の
判

断
で
行
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
手
錠
、
首
か

せ
、
足
か
せ
を
渡
し
て
あ
る
。

②
近
年
機
多
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
本
村
小

百
姓
ら
と
な
れ
あ
っ
た
り
、
へ
だ
て
が
な
く

な
っ
た
り
、
我
侭
が
す
ぎ
る
と
聞
く
。
さ
ら

に
は
庄
屋
へ
の
法
外
の
や
り
方
も
あ
る
や
に

聞
い
て
い
る
。
庄
屋
が
表
立
っ
て
問
題
に
し

て
い
な
い
の
で
今
回
は
許
す
が
、
今
後
本
村

へ
お
お
っ
ぴ
ら
に
立
入
っ
た
り
す
る
な
ら

ば
、
穣
多
側
も
応
じ
た
百
姓
側
も
共
に
罰
す

る
か
ら
心
す
る
よ
う
に
。

③
穣
多
は
本
村
庄
屋
・
年
寄
に
服
従
す
る
よ
う

以
前
よ
り
申
付
け
て
あ
る
。
今
後
村
役
人
の

い
い
つ
け
に
従
わ
ず
勝
手
な
ふ
る
ま
い
を
す

る
時
は
、
大
庄
屋
と
相
談
し
て
厳
し
く
罰
す

期
頃
と
思
わ
れ
る
。
よ
う
や
く
こ
の
期
に
慣
習

的
し
く
み
が
成
文
法
を
見
る
よ
う
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
管
見
の
限
り
本
村
と
皮
田
枝
郷
と
の

間
に
権
力
が
調
整
・
介
入
す
る
早
い
も
の
は
享

保
一
六
（
一
七
一
一
一
一
）
年
秋
元
領
（
武
蔵
川
越

藩
）
更
地
村
本
村
庄
屋
へ
の
三
ケ
条
の
「
申
渡

し
」
（
「
更
池
村
文
書
」
文
書
番
号
一
五
三
で

は
な
い
か
。

こ
れ
は
親
喜
右
衛
門
か
ら
子
の
清
右
衛
門
へ

庄
屋
跡
役
を
命
じ
た
際
の
申
し
渡
し
で
あ
る

が
、
そ
の
中
心
的
一
条
と
し
て
皮
田
差
配
が
書

き
記
さ
れ
て
い
る
。
意
訳
し
て
示
す
。

穣
多
の
事
に
つ
い
て
、
百
姓
共
と
区
別
が

み
だ
り
に
な
ら
ぬ
様
強
く
心
得
る
こ
と
。

も
し
穣
多
で
無
法
を
い
う
奴
が
あ
れ
ば
、

庄
屋
、
年
寄
村
役
人
の
了
簡
で
も
っ
て
鎮

め
る
こ
と
。
手
錠
を
か
け
る
奴
が
で
て
も
、

役
所
へ
伺
う
こ
と
は
不
用
で
即
時
実
行

し
、
後
で
其
訳
を
注
進
し
て
く
れ
ば
よ
い
。

ま
た
首
か
せ
な
ど
が
入
用
な
ら
早
々
願
い

出
れ
ば
早
速
渡
す
。
こ
れ
だ
け
大
き
な
権

限
を
与
え
る
か
ら
は
手
前
勝
手
の
差
配
や

非
道
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
も
っ
と

も
穣
多
を
い
つ
く
し
む
よ
う
心
得
べ
き
こ

’ 
る
こ
と
。
わ
ざ
わ
ざ
領
主
ま
で
伺
い
出
る
に

及
ば
な
い
。

側
年
貢
・
村
入
用
に
至
る
ま
で
、
出
銀
か
ら
出

役
ま
で
、
本
村
役
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
も
の

は
必
ず
従
う
こ
と
。
万
一
背
く
よ
う
な
場
合

は
庄
屋
は
た
だ
ち
に
訴
え
出
る
こ
と
。

⑤
穣
多
は
他
出
す
る
時
、
行
く
前
に
理
由
を
帰

れ
ば
届
け
を
す
る
こ
と
。
他
出
先
で
不
届
き

な
こ
と
を
行
い
、
先
方
よ
り
申
し
出
が
あ
っ

た
時
は
罰
す
る
。

付
け
た
り
。
村
役
人
に
届
け
出
ず
他
所
者
を

住
ま
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
、
後
日
露

見
す
れ
ば
厳
し
く
罰
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合

も
御
上
へ
届
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

⑥
こ
れ
ら
の
条
文
一
つ
一
つ
を
穣
多
を
全
員
呼

び
集
め
て
庄
屋
か
ら
申
し
渡
し
て
お
く
こ

と
。

以
上
が
享
保
一
七
年
に
出
さ
れ
た
「
申
し
渡

し
」
の
内
容
で
あ
る
。

四

幕
藩
制
国
家
は
村
を
基
本
単
位
と
し
て
組
み

立
て
ら
れ
て
い
る
。
藩
制
村
と
も
”
村
〃
請
制

と
も
呼
ば
れ
る
が
行
政
村
と
規
定
す
る
と
以
下

●し」◎

第
三
条
は
年
寄
武
兵
衛
へ
の
「
申
渡
し
」
条

目
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
同
様
の
「
稔
多
捌
」

が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
庄
屋
を

補
佐
し
云
々
と
い
う
一
般
的
部
分
を
除
け
ば
三

ケ
条
の
内
容
の
中
心
は
こ
の
「
稜
多
捌
」
そ
の

も
の
に
あ
っ
た
。

向
野
は
同
じ
秋
元
領
で
あ
り
、
右
の
三
ケ
条

の
「
申
渡
し
」
を
さ
ら
に
具
体
化
し
体
系
化
し

た
法
令
が
、
こ
の
翌
年
向
野
村
に
出
さ
れ
た
「
申

渡
し
」
と
い
え
る
。

五

藩
と
本
村
と
枝
郷
皮
田
村
と
の
関
係
を
規
定

し
た
法
令
と
し
て
お
そ
ら
く
初
見
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
享
保
一
七
年
「
申

渡
し
」
は
内
容
の
点
で
も
具
体
的
か
つ
ふ
み
込

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
藩
が
居
城
を
武
州
川

越
に
も
つ
飛
地
で
あ
る
こ
と
と
、
向
野
村
が
早

く
か
ら
皮
田
人
口
が
本
村
百
姓
人
□
を
は
る
か

に
凌
駕
す
る
村
落
構
成
と
な
っ
て
い
た
二
つ
の

特
質
が
、
「
申
渡
し
」
の
早
い
時
期
の
詳
細
な
規

定
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
内
容
に
立
ち
入
っ
て
い
く
つ
か
の
特
徴

の
議
論
が
理
解
し
や
す
い
。
地
域
は
そ
の
「
平

等
」
な
資
格
を
も
つ
村
の
協
同
と
競
合
で
形
づ

く
ら
れ
て
い
る
。
家
や
個
人
は
村
を
結
接
点
と

し
て
藩
・
幕
府
と
交
渉
す
る
。
換
言
す
る
と
「
法

は
村
よ
り
内
へ
は
入
っ
て
こ
な
い
」
「
収
奪
は
村

を
介
し
て
し
か
な
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
村
は
自
然
凝
集
の
集
落
を
指
す
の
で
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
村
民
の
帰
属
意

思
を
全
然
無
視
し
て
人
口
的
に
設
定
さ
れ
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
支
配
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る

が
、
歴
史
的
凝
集
と
帰
属
意
思
を
ベ
ー
ス
に
し

な
が
ら
も
、
法
主
体
Ｑ
行
政
主
体
と
し
て
の
村

は
、
”
設
定
さ
れ
た
〃
も
の
で
あ
る
。

皮
田
村
は
こ
の
行
政
主
体
と
し
て
の
資
格
を

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
百
姓
村
の
従
属
し
た
枝

村
、
出
屋
敷
の
姿
で
近
世
を
出
発
し
た
。
独
立

村
と
み
な
さ
れ
る
皮
田
村
で
あ
っ
て
も
地
域
社

会
で
の
地
位
は
「
平
等
資
格
」
Ⅱ
村
格
を
有
す

る
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
史
料
に
即
し
た

こ
ま
か
な
規
定
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
元
々
枝

郷
制
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
意
図
は
村
社
会

の
中
で
の
「
皮
田
村
」
の
位
置
を
措
定
す
る
点

に
あ
っ
た
。
こ
の
体
制
が
当
の
皮
田
に
差
別
で

あ
り
圧
迫
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
中

を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
「
申
渡
し
」
は
一
読
疑
問
の
余
地
の

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
「
向
野
村
穣
多
共
」
を
名

指
し
し
て
の
皮
田
村
に
対
す
る
申
し
渡
し
で
あ

る
。
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
触
れ
は
大
庄

屋
と
向
野
村
庄
屋
・
年
寄
中
に
宛
て
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
直
接
藩
が
皮
田
村
代
表
に

命
じ
る
の
で
も
、
皮
田
村
に
宛
て
触
れ
る
の
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
㈹
に
断
っ
て
い
る
よ
う

に
大
庄
屋
・
向
野
村
庄
屋
・
年
寄
の
責
任
で
皮

田
を
残
ら
ず
召
出
し
て
こ
の
書
付
け
を
申
し
つ

け
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
藩
が
直
接
皮
田
を
召
よ

せ
て
申
し
渡
さ
な
い
の
か
。

藩
と
皮
田
村
と
の
間
に
本
村
を
置
き
、
直
接

的
交
渉
を
も
た
な
い
支
配
構
造
は
通
達
方
法
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
「
申
渡
し
」
全
体
を
貫

い
て
い
る
。
皮
田
万
端
の
差
図
を
庄
屋
に
命
じ

⑩
、
手
錠
程
度
の
仕
置
権
限
を
与
え
い
、
し
か

も
仕
置
を
し
て
も
役
所
へ
事
後
に
も
届
け
る
に

及
ば
な
い
③
⑤
、
反
対
に
庄
屋
が
訴
え
な
け
れ

ば
処
分
し
な
い
②
、
な
ど
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
で
は
皮
田
は
支
配
〃
外
“
で
放
置

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
も
ち
ろ
ん
そ
う
で

は
な
い
。
こ
の
「
申
渡
し
」
の
存
在
自
体
が
そ
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う
で
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
条
目
の
上
で

も
庄
屋
服
従
を
命
じ
⑩
本
村
民
と
の
へ
だ
て

を
破
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
②
不
法
に
は
手
錠

程
度
の
仕
置
を
庄
屋
に
許
し
⑪
③
村
方
負
担

を
命
じ
ら
れ
た
ら
寄
る
よ
う
命
じ
側
外
出
・

宿
泊
届
け
を
命
じ
⑤
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ

で
も
押
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
た
だ
ち
に
藩
へ
訴

え
出
る
こ
と
Ⅲ
を
規
定
し
て
藩
は
幾
重
に
も
後

立
て
と
な
っ
て
、
庄
屋
の
皮
田
支
配
を
支
え
て

い
る
。

｡~…智公.,゛..△,$て
吉強平蓉琴守､Z､1毎京

・
障
害
者
と
社
会
参
加
甦
鑛
川
彰
ツ
ト
妬

●
定
価
６
０
０
円
十
税
佃
円

』
機
会
平
等
の
現
実
Ｉ
ア
メ
リ
カ
と
日
本

一
一
定
藤
丈
弘
著

一
》
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
参
加
に
道
を
開
き
、
Ａ
Ｄ
Ａ
〈
障
害
者
を
も
つ
ア
〆
リ
カ
人
法
）
の
評
価
が
待
た
れ
る
米
国
・

（
》
そ
れ
に
比
べ
雇
用
や
教
育
の
機
会
平
等
は
お
ろ
か
移
動
の
自
由
の
保
障
も
不
十
分
な
日
本
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
。

一〈

こ
の
「
申
渡
し
」
が
示
し
て
い
る
幕
藩
制
国

家
に
お
け
る
皮
田
身
分
の
位
置
を
端
的
に
規
定

す
れ
ば
、皮
田
村
は
幕
藩
制
国
家
の
「
仁
政
」
の
外

に
置
か
れ
、
本
村
の
伝
統
的
パ
タ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
「
保
護
」
の
下
に
あ
る

と
い
え
よ
う
。
権
力
を
も
つ
者
（
あ
る
い
は
機

構
）
が
ふ
る
え
る
悪
意
の
範
囲
が
大
き
け
れ
ば

大
き
い
だ
け
〃
差
別
〃
の
幅
と
枠
は
広
く
な
る
。

枝
郷
制
は
そ
の
近
世
的
一
形
態
で
あ
る
。

こ
の
時
、
領
主
階
級
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
皮
田
は
犯
罪
人
と
同
義
に
お
し
な
べ
て
貧
困

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
は
「
申
渡
し
」

が
出
さ
れ
て
く
る
近
世
中
期
は
、
理
念
と
し
て

あ
っ
た
そ
う
し
た
「
穣
多
像
」
が
根
底
か
ら
修

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
を
生
み
つ
つ

あ
る
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
皮
田
の
経
済
的

拾
頭
と
社
会
進
出
、
こ
れ
で
あ
る
。
実
態
に
そ

ぐ
わ
な
い
旧
い
理
念
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た

「
申
渡
し
」
は
し
ょ
せ
ん
皮
田
の
拾
頭
を
お
し

と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
九
九
四
・
八
成
稿
九
五
・
一
補
筆
）




