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〇
太
閤
検
地
と 

　
残
さ
れ
た
記
録

戦
国
時
代
の
末
期
、
豊
臣
氏
が
支

配
し
た
地
域
を
検
地
し
て
い
っ
た
こ
と

は
学
校
で
学
び
ま
す
。

こ
の
太
閤
検
地
は
、
全
国
的
か
つ
統

一
的
な
土
地
の
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
対
象
と
さ
れ
た
地
域
の
石
高

が
確
定
さ
れ
、
大
名
の
統
制
か
ら
村
の

支
配
ま
で
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ
ま
し

た
。
摂
津
国
で
は
文
禄
３
年（
１
５
９

４
）の
秋
、
本
格
的
に
実
施
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す（『
新
修
池
田

市
史
』第
２
巻
）。

た
だ
し
、
現
在
、
池
田
市
域
に
つ
い

て
は
文
禄
の
検
地
帳
自
体
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
後
期
の
文
化

元
年（
１
８
０
４
）東
西
畑
村
庄
屋
奥

左
衛
門
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
た「
畑

村
古
検
地
帳
写
」と
、
文
禄
３
年
名
請

人
ご
と
に
土
地
を
ま
と
め
て
記
録
し
た

「
神
田
村
東
田
之
帳
」か
ら
推
測
で
き

る
ぐ
ら
い
で
す
。
ほ
か
に
は
延
宝
７
年

（
１
６
７
９
）の「
池
田
庄
検
地
帳
」に

お
け
る「
古
検
」の
文
字
記
載
が
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

〇
近
世
村
を
生
み
出
す 

　
き
っ
か
け

検
地
は
近
世
村
を
生
み
出
す
き
っ

か
け
と
な
り
ま
し
た
。『
新
修
池
田
市

史
』
第
２
巻
で
は「
太
閤
検
地
で
は
、

田
畑
家
屋
敷
だ
け
で
な
く
山
野
の
把

握
も
行
い
、
そ
こ
か
ら
小
物
成
を
上
納

さ
せ
」（
11
頁
）、
ま
た「
こ
れ
ら
の
数

字
が
、
太
閤
検
地
が
確
定
し
た
畑
村
の

面
積
と
村
高
と
な
る
」と
記
し
て
い
ま

す（
13
頁
）。
つ
ま
り「
村
域
と
村
境
を

明
確
に
し
た
。
こ
れ
を
村
切
り
と
い

い
」（
同
上
）と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り

で
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
評
価
は
ち
ょ
っ
と

言
い
過
ぎ
で
す
。
上
記
の
史
料
を
丹

念
に
読
め
ば
、
太
閤
検
地
で
は
山
野
の

検
地
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
村
の

境
界
を
定
め
た
も
の
と
も
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
す
。

〇
戦
国
期
の
村
か
ら 

　
近
世
村
へ

村
そ
の
も
の
の
歴
史
的
成
立
は

は
っ
き
り
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
戦
国
時

代
ま
で
に
は
荘
園
の
中
か
ら
成
長
し
、

共
同
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て

き
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
よ
う
で
す
。

畑
村
に
つ
い
て
も
、
元
は
泰
野
村
と
い

い
、
正
中
２
年（
１
３
２
５
）ご
ろ
に

は
す
で
に
存
在
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す（「
当
村
形
起
帳
」「
氏
神
天
神
宮
定

書
」）。

荘
園
制
の
下
で
成
長
し
て
い
た
村

は
、
ど
う
も
近
世
村
よ
り
も
広
域
的
な

つ
な
が
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え

ば
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
神

田
村
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
戦
国
期
に
は

北
神
田
・
上
畠
・
脇
塚
・
中
之
島
・
川

原
島
・
宮
之
原
・
菅
井
の
７
集
落
が
存

在
し
、相
互
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

太
閤
検
地
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
集

落
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
一
つ

に
ま
と
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
に
書

い
て
お
い
た
よ
う
に
、
神
田
村
で
は
東

と
西
に
分
け
た
帳
面
も
作
っ
て
い
ま

す
。
多
分
、
箕
面
川
と
猪
名
川
と
い

う
水
利
系
統
の
違
い
に
関
わ
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
（『
新
修
池
田
市
史
』第

２
巻
17
、
18
頁
）。

近
世
の
村
共
同
体
は
、
こ
の
よ
う

に
、
実
体
と
し
て
そ
の
関
係
が
複
雑

だ
っ
た
の
で
す
が
、
政
権
に
よ
っ
て
そ

の
区
域
が
認
定
さ
れ
、
そ
こ
に
毎
年
の

年
貢
な
ど
、
諸
役
が
掛
け
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
近
世
村
の
成

立
に
は
太
閤
検
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の

後
少
な
く
と
も
何
十
年
か
の
経
過
が

あ
り
、
そ
の
間
、
一
つ
一
つ
の
集
落
の

意
思
も
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。

〇
近
世
村
の
成
立
に 

　
も
っ
と
注
意
を

近
世
の
村
も
、
水
利
や
治
水
に
関
す

る
規
制
、
山
野
の
利
用
規
制
な
ど
、
共

同
体
と
し
て
の
存
在
を
維
持
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
戦
国
期

の
村
と
は
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
あ

る
い
は
断
絶
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。昭

和
も
平
成
も
過
ぎ
去
り
、
多
く
の

市
民
に
と
っ
て
村
と
い
う
存
在
に
対

す
る
認
識
は
日
々
薄
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
村
は
歴
史
的
に
は
大
変

大
事
な
存
在
で
し
た
。
改
め
て
そ
の

形
成
の
姿
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課　
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