
渡

評〉

編

「
近
世
日
本
の
都
市
と
交
通

『
近
世
日
本
の
民
衆
文
化
と
政
治
門
一

長

谷

川

成
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ひ
も
と
く
読
者
は
、
問
教
授
が
一

れ
た
だ
け
で
な
く
、
吋
都
市
と
交
通
』
に
お
い
て
は
ザ

ら
を
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
、
同
教
授

に
対
す
る

並

々

に

ま

ず

驚

か

れ

る

で

あ

ろ

う

c

還
暦

記
念
論
文
集
と
は
、
教
え
子
達
が
思
師
か
ら
受
け
た
学
患
を
感
謝
し
、

最
新
の
訴
究
成
果
を
披
還
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
二
書
は
そ
の

よ
う
な
い
わ
ば
学
界
に
お
け
る
常
識
を
く
つ
が
え
す
も
の
で
る
っ

て
、
同
教
授
が
ま
ず
率
先
し
て
論
文
執
筆
を
担
当
さ
れ
る
な
ど
、
選

軽
は
一
つ
の
通
過
点
で
為
っ
て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
学
問
的
な
成

果
を
確
認
し
て
、
教
え
子
達
と
と
も
に
新
た
な
出
発
点
と
し
た
い
と

い
う
、
意
欲
的
な
顛
い
が
込
め
る
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
も
れ
た
む

し
た
が
っ
て
収
載
さ
れ
た
各
論
文
の
内
容
・
レ
ベ
ん
は
と
も
に
、
右

に
述
べ
た
同
教
授
の
願
望
を
み
ご
と
に
達
或
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
も
二
警
は
今
ま
で
の
還
轄
論
文
集
に
は
み
ら
れ
な
い
、
き
わ
め

て
独
創
的
な
光
彩
を
放
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
議

以
下
、
「
都
市
と
交
通
い
『
民
衆
と
政
治
』
の

各
論
文
の
内
容
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。

室
田
の
ね
ら
い
や
、

「

都

市

と

交

通

』

い

て

、

編

者

は

問

書

繰

纂

の

ね

る

い
も
し
く
は
問
題
関
心
に
つ
い
て
次
む
よ
う
に
述
べ
て
い
る
む
す
な

わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
近
世
は
都
市
の
時
代
で
あ
る
ヘ
と
規

定
し
、
近
世
都
市
史
の
研
究
の
立
ち
遅
れ
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

具
体
的
に
は
都
市
と
都
市
と
の
横
の
関
係
、
都
市
と
護
村
、
そ
れ
ら

を
結
ぷ
交
通
・
流
通
の
在
り
方
な
ど
を
間
組
関
心
の
中
盤
に
す
え
て
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さ
生
活
、
盟
、
交
通
・
流
通
と
地
議
の
一
一
一
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

バ
ラ
ン
ス
よ
く
一
八
編
の
論
文
が
記
列
さ
れ
て
い
る
。

ー
、
都
市
の
構
造
と
高
業
に
お
い
て
は
、
編
者
の
論
文
が
冒
頭
に

配
置
さ
れ
、
近
世
都
市
に
慰
問
す
る
基
本
的
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
む
以
下
、
各
論
文
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
行
き
た
い

9

護
辺

地
子
免
除
と
町
検
地
域
、
近

で
あ
号
、

す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
結
果
、
地
子
免
除
策
は
城
下
特
定
町
人

町
の
商
業
的
な
発
震
を
挺
進
し
、
ま
た
町
検
地
帳
は
本
霊
的
に
誌
屋

敷
帳
で
あ
っ
て
、
町
役
負
担
者
の
確
認
に
そ
の
目
的
が
あ
り
、
農
村

に
お
け
る
五
高
に
よ
る
土
地
把
握
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
結
論

づ
け
た
。
近
世
蔀
前
の
今
後
の
研
究
を
深
め
て
ゆ
く
上
で
、
き
わ
め

い

え

よ

う

。

「

近

世

蔀

期

に

お

十
品
、

へ

つ

い

紀
後
半
に
至
っ
て
、
長
蹄
の
町
の
運
営
や
繋
易
へ
の
関
わ
り
か
た
に

つ
い
て
は
、
従
来
の
家
持
ち
層
か
ち
詰
家
署
を
も
対
象
と
し
た
政
策

お
い
て
は
、
町
人
の
貿
易
参
加
の
う
え
で

い
う
。
朴
援
法
「
結
合
城
下
期
人
仲
間
の

に
つ
い
て
、

十
品
、

薬
種
仲
間
判
を
素
材
と
し
て
そ

る
る
。
そ
の
な
か
で
仙
台
「
が
株
件
開
化
す
る
の

窮
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
制
産
的
な
或
立
は
宝
麿
期
に
至
る
時
期

で
あ
る
と
す
る

D

安
藤
重
雄
一

3

慕
末
に
お
け
る
上
方
商
業
資
本
」
は
、

大
塩
平
八
郎
の
乱
の
時
代
背
景
を
、
上
方
高
業
資
本
の
成
熟
度
、
大

坂
に
お
け
る
町
方
役
人
の
意
識
、
町
方
支
配
の
特
色
、
当
時
の
幕
政

と

に

上

方

の

地

域

摘
し
た
。

渉

ー

一

は

、

イ

ギ

リ

ス

外

交

文

書

の

な

か

か

ら

新

た

明

治
一
四
年
の
聯
合
生
糸
荷
頭
所
事
件
に
関
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
的
理
公

使
ケ
ネ
デ
ィ
と
外
務
鄭
井
上
馨
と
の
詮
復
書
簡
を
紹
介
し
て
、
当
該

事
件
の
終
末
期
の
和
解
工
作
辻
、
荷
主
、
売
込
み
高
な
ど
の
当
事
者

を
こ
え
て
、
外
交
交
渉
の
な
か
で
和
解
・
妥
協
路
線
が
決
定
さ
れ
た

件
り
ザ

hva



の
構
造
と
景
観
を
明
る
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

の
守
護
上
杉
氏
に
よ
る
都
市
改
造

う
。
つ
い
で
中
世
都
市
の

込
滑
に
つ
い
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変
し
た
と
い

」
に
関
す
る
石
井
進
足
の
議

}
例
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

は
、
酒
関
山
王
社
の
神
事
祭
礼
の
在

り
方
と
経
営
を
論
じ
た
も
の
、
一
一
一
十
六
人
衆
に
よ
る
祭
礼
は
、
正

内
藩
の
統
制
下
に
お
か
れ
た
と
は
い
え
、
酒
田
町
組
の
明
人
達
が
神

事
祭
礼
の
経
営
告
あ
く
ま
で
も
担
い
、
頭
人
祭
記
・
当
屋
祭
記
を
根

幹
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
む
小
井
川
富
合
子
ぺ
域
下
笥
伯

台
の
工
芸
!
堤
壌
と
堤
人
形

j
…
は
、
伊
達
治
家
記
録
の
な
か
か
ら

堤
焼
と
堤
人
影
に
関
す
る
史
料
を
集
め
、
拍
台
城
下
に
お
け
る
窯
業

の
発
生
、
堤
焼
・
堤
人
影
の
成
立
の
過
程
な
ど
を
紹
介

G

渡
辺
浩
一

「
在
郷
需
に
お
け
る
時
年
寄
・
若
者
仲
間
・
祭
礼
」
は
、
奥
州
書
道

沿
い
の
擢
駅
郡
山
を
素
材
と
し
て
、
在
郷
町
に
お
け
る
祭
礼
と
在
民

参
告
の
分
析
を
、
通
じ
て
住
員
結
合
の
在
り
方
奇
問
題
と
す
る
。
在
郷

町
に
お
け
る
有
力
高
人
地
支
の
存
在
感
が
増
す
に
つ
れ
、
町
支
配
の

構
造
も
変
ル
ル
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
祭
礼
の
運
営
に
も
多
大
の
影
響
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
荻
壊
一
郎
「
鉱
山
町
の
社
会
生
活

l
近
投
後
期
の
院
内
銀
山
ー
一
は
、
設
内
銀
山
の
お
抱
え
医
師
内
患

養
建
の
日
記
か
る
、
主
と
し
て
天
保
十
一
年
を
取
り
上
げ
鉱
山
社
会

の
巴
々
の
生
活
を
撞
写
し
、
ま
た
年
中
日
事
な
ど
を
紹
介
し
た
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
秋
田
議
題
内
に
お
け
る
鉱
山
と
い
う
特
殊
な
社
会

の
祭
礼
や
、
鉱
山
行
事
に
集
ま
る
人
々
の
交
流
の
・
在
り
方
も
明
る
か

に
し
て
い
る
。

車
、
交
通
・
流
通
と
地
域
は
、
八
編
の
論
文
か
ら
構
或
さ
れ
て
い

る
む
伊
藤
清
部
「
道
と
信
仰
;
濡
州
金
峰
三
山
を
中
心
に
i

」
は
、

車
川
川
金
峰
三
山
信
仰
を
長
信
学
な
ど
諸
関
連
学
問
分
野
の
成
果
を
取

り
入
れ
て
総
合
的
に
換
討
し
た
も
の
5

出
羽
庄
内
地
方
に
お
け
る
中

世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
山
岳
告
知
を
中
世
城
郭
、
街
道
、
海
運
、

寄
り
神
信
仰
わ
ゆ
ど
を
素
材
と
し
て
明
確
に
し
、
神
仏
分
離
な
ど
の
宗

教
政
策
が
山
々
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
く
、
一
信
仰
面
、
だ
け
で
な
く

環
境
な
ど
に
も
深
刻
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
母
浪
川
健
治
一
鉄
と
農

呉
ー
一
七
世
紀
北
奥
の
生
産
力
発
越
と
地
竣
関
係
i
い
は
、
津
軽
領

を
中
、
心
と
し
た
北
奥
に
お
け
る
鉄
製
農
兵
の
供
絵
を
め
ぐ
っ
て
、
高

部
鎮
鉄
生
産
地
と
お
藩
舗
を
こ
え
た
地
域
関
採
が
成
立
し
て
い
く
通

程
と
、
議
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
へ
の
轍
斜
を
強
め
て
ゆ
く
側
面
を
明
ら
か

に
し
、
近
世
の
農
業
生
産
、
鉱
業
生
産
の
発
展
と
の
関
わ
れ
ノ
告
論
じ

て
い
る
。
丸
山
競
成
「

A

議
の
関
所
と
遠
見
番
所
」
は
、
長
輔
の
饗
犠

体
制
を
辻
じ
め
と
し
て
、
近
世
盟
家
に
お
け
る
海
辺
警
備
体
制
や
需

品
移
記
入
の
監
視
、
運
上
収
入
門
い
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
薯
蓬
体

制
下
に
お
い
て
は
対
外
的
な
警
犠
辻
、
長
崎
壌
口
の
西
泊
・
戸
町
両

御
番
所
を
中
心
と
し
て
こ
れ
を
鵠
完
す
る
連
晃
番
所
を
全
冨
に
配
置

し

こ

と

を

指

擁

し

、

御

分

一

家

の

重

要

性

ぷ

も

注

意

を

二
能
登
内
諸
の
港
町
と
富
山
誇
岸
地
域
涜
通



90 

の
麗
開
」
は
、
加
賀
藩
の
能
登
内
浦
地
域
の
港
町
・
鴻
町
を
と
り
為

げ
、
こ
れ
ら
の
近
世
中
期
以
時
の
発
展
は
、
越
設
を
ふ
く
む
富
山
湾

岸
地
域
経
済
の
展
開
に
よ
っ
て
も
た
滑
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
各
湊
問
の
産
業
基
盤
や
高
品
流
通
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
横
山
昭
男
「
近
世
舟
運
の
成
立
と
展
開
i

越
中
小
矢
部
川
に

お
け
る
!
一
は
、
高
間
木
町
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
小
矢
部
川
舟

運
体
制
の
展
開
と
変
質
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
木
町
舟
方
の
整

備
過
程
、
加
賀
蕃
改
作
仕
法
に
よ
っ
て
新
田
開
発
が
な
さ
れ
て
く
る

に
つ
れ
て
、
こ
え
間
取
り
舟
の
拾
頭
な
ど
、
河
川
舟
運
と
当
時
に
お
け

る
経
誇
発
展
の
在
り
方
を
素
描
し
て
い
る
9

護
辺
英
夫
「
科
根
川
舟

運
に
お
け
る
水
戸
藩
の
川
斡
」
培
、
本
一
円
藷
域
付
韻
の
江
戸
建
米
を

中
心
と
し
て
、
物
室
輸
送
を
担
っ
た
藩
船
と
小
之
字
艇
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
で
、
小
之
字
船
の
江
戸
娼
濯
機
能
に
お
け
る
役
割
を
明
諸

に
し
て
い
る
ョ
渡
辺
信
「
松
前
渡
米
と
羽
州
幕
韻
」
は
、
幕
末
に
お

け
る
羽
州
幕
領
か
ら
の
松
前
渡
米
の
実
確
過
程
を
農
富
な
数
字
で
明

ら
か
に
し
、
江
戸
廻
米
・
大
坂
道
米
と
の
関
連
に
も
触
れ
、
そ
の
性

格
を
論
じ
て
い
る

G

原
淳
一
一
「

z

下
利
根
川
の
改
楼
ー
い
わ
ゆ
る
「
天

保
の
水
行
謹
」
に
つ
い
て
!
一
は
、
天
保
期
に
実
擁
さ
れ
た
利
根
川

の
法
凍
葉
の
実
態
告
明
、
り
か
に
し
、
従
来
治
水
対
策
と
し
て
は
泊
極

策
と
み
な
さ
れ
て
き
た
、
「
天
保
の
水
行
直
」
に
つ
い
て
の
研
究
史

て
い
る

G

の
は
し
が
き
に
お
い
編
者
辻
、
民
衆
史
研

究
は
地
域
性
を
抜
き
に
譲
念
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
問
題

点
が
あ
り
、
民
衆
の
零
史
は
地
域
に
披
差
し
政
治
や
文
化
と
密
接
な

関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
る
る
、
と
今
後
の
民
衆
史

研
究
の
在
り
方
に
提
言
し
て
い
る
c

右
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
民

衆
文
化
と
政
治
に
つ
い
て
執
筆
し
た
一
八
一
端
の
論
文
が
本
書
に
収
録

さ
れ
た
む
本
警
は
、
ー
、
社
会
と
員
俗
、

E
、
地
域
と
政
治
、
置
、

政
治
と
理
念
の
三
部
か
ら
拙
構
成
さ
れ
、
前
章
で
紹
介
し
た
吋
都
市
と

交
通
』
と
同
誌
の
一
一
一
部
構
成
で
あ
る
c

ー
、
社
会
と
民
俗
辻
、
六
嬬
の
論
文
か
ら
な
り
、
各
舟
容
は
長
信

学
と
の
関
わ
り
ゃ
社
会
史
な
ど
の
学
問
分
野
と
の
関
係
の
深
い
も
の

が
多
い
a

藤
木
久
志
「
村
の
指
出
i

「
上
納
と
下
行
の
静
浴
」
再
考

i

」
は
、
中
世
若
狭
遠
敷
郡
宮
川
庄
の
矢
代
諸
に
お
け
る
指
出
文
書

の
解
説
を
通
じ
て
、
表
題
の
習
揺
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
ぜ
あ

る
。
設
発
表
論
文
に
お
い
て
、
人
夫
役
を
勤
め
る
と
台
飯
が
下
さ
れ

る
か
公
事
に
控
除
が
つ
く
と
い
う
、
中
世
八
ム
事
体
系
を
支
え
る
基
本

シ
ス
テ
ム
の
見
通
し
を
さ
ら
に
本
論
文
に
お
い
て
詳
細
に
確
認
し

た
。
平
川
薪
一
括
説
・
縁
記
・
民
衆
ー
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
謹
と
刈
田
嶺

神
社
の
縁
起
i

…
辻
、
奥
州
踊
部
刈
田
嶺
祷
社
を
対
象
に
同
社
の
縁
、

起
が
葉
定
さ
れ
る
通
認
を
と
り
あ
ず
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
祭
捧
ほ
縁
起
を
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中
心
と
し
た
検
討
を
お
こ
な
い
、
元
禄
期
に
吉
川
作
縁
起
の
入
手
を

契
機
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
主
人
公
と
し
た
歴
史
が
劃
作
さ
れ
た
と
い

う
。
鯨
井
千
佐
登
「
子
供
の
誓
言
と
仕
草
l

こ
の
世
と
異
界
の
懸
橋

|
」
は
、
子
供
の
誓
一
言
と
仕
草
に
は
こ
の
世
と
異
界
と
の
境
界
を
め

ぐ
る
問
題
を
内
含
し
て
い
る
と
し
、
「
ゆ
び
き
り
一
な
ど
の
仕
草
を

検
証
す
る
。
さ
ら
に
誓
言
と
仕
草
の
聖
な
る
も
の
と
の
関
わ
り
を
基

礎
づ
け
る
要
因
と
し
て
、

V
や
X
字
形
の
秘
め
た
る
呪
力
に
注
目
し
、

日
本
文
化
の
基
層
を
な
す
も
の
と
推
定
。
大
藤
修
「
近
世
後
期
の
親

子
間
紛
争
と
村
落
社
会
1

名
主
家
の
日
記
か
ら
i

一
は
、
現
静
岡
県

御
殿
場
市
山
之
尻
の
名
主
を
勤
め
て
い
た
滝
口
家
の
日
記
の
分
析
を

通
じ
て
、
親
子
聞
の
紛
争
に
関
す
る
記
事
を
取
り
上
げ
、
幕
藩
体
制

下
の
家
と
村
と
い
う
枠
組
み
の
中
の
親
子
関
係
の
特
質
、
個
人
と
家

と
村
、
三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
柳
谷
慶
子
「
近
世
家
族
に

お
け
る
扶
養
と
介
護
「
仙
台
孝
義
録
』
の
分
析
か
ら
一
は
、
嘉

永
三
年
に
成
立
し
た
仙
台
孝
義
録
の
分
析
か
ら
、
老
人
・
病
人
・
障

害
者
な
ど
の
社
会
的
弱
者
の
扶
養
・
介
護
の
担
い
手
は
家
族
員
全
員

で
あ
っ
た
の
が
、
幕
末
期
か
ら
女
性
に
負
担
を
強
い
る
社
会
風
潮
が

生
じ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
現
代
的
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
た

論
稿
と
い
え
よ
う
。
青
木
美
智
男
「
近
世
初
期
伊
勢
湾
岸
村
落
の
家

族
と
婚
姻
に
つ
い
て
(
長
文
の
た
め
劃
題
略
)
」
は
、
尾
張
国
知
多

郡
師
崎
付
の
{
一
不
門
改
帳
の
数
量
的
分
析
を
通
じ
て
、
同
村
の
家
族
構

成
や
婚
姻
、
労
働
力
移
動
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
一
七
世
紀
半

ば
に
は
単
婚
小
家
族
経
営
の
確
立
を
見
た
こ
と
を
指
摘
し
、
漁
村
共

同
体
の
近
世
的
な
特
質
を
検
討
し
て
い
る
。

E
、
地
域
と
政
治
は
、
五
編
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
難

波
信
雄
「
仙
台
藩
民
風
改
革
と
そ
の
背
景
」
は
、
一
九
世
紀
初
頭
に

展
開
し
た
仙
台
藩
の
「
民
風
制
道
」
政
策
の
内
容
と
そ
の
背
景
を
検

討
し
た
も
の
で
、
民
風
改
革
の
問
題
は
領
主
権
力
に
よ
る
民
衆
支
配

の
後
退
や
、
諸
市
場
構
造
の
変
質
な
ど
幕
藩
体
制
の
構
造
的
な
特
質

に
突
き
当
た
る
と
い
う
。
菊
池
勇
夫
「
飢
鐘
と
施
行
小
屋
l
l

宝
暦
飢

鐘
・
盛
岡
藩
の
場
合
l

」
は
、
{
玉
暦
飢
鐘
の
際
に
設
置
さ
れ
た
盛
岡

藩
の
施
行
小
屋
の
歴
史
的
な
性
格
を
論
じ
、
通
常
お
救
い
の
施
設
と

の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
同
小
屋
が
じ
つ
は
救
愉
と
隔
離
と
い
う
こ
面

性
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
守
屋
嘉
美
一
文
化
期
の
盛

岡
藩
政
と
民
衆
一
は
、
盛
岡
藩
文
化
改
革
の
内
容
を
分
析
し
、
藩
主

の
専
権
政
治
、
蝦
夷
地
派
兵
問
題
と
銅
山
経
営
を
め
ぐ
る
後
期
幕
藩

関
係
の
変
化
な
ど
を
論
じ
、
失
敗
に
至
っ
た
改
革
の
要
因
を
明
ら
か

に
し
た
。
今
野
真
「
近
世
前
期
の
山
論
ー
出
羽
国
由
利
郡
真
木
山
を

め
ぐ
る
争
論
か
ら
一
は
、
出
羽
国
由
利
郡
に
お
け
る
本
荘
藩
領
と

亀
田
藩
領
と
の
山
論
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
、
近
世
に
お
い
て
も
農

民
間
に
は
自
立
的
な
山
論
の
秩
序
と
自
力
の
世
界
が
存
在
し
、
争
論

激
化
の
背
景
に
は
領
主
支
配
の
在
り
方
が
問
題
と
し
て
存
在
す
る
と

い
う

D

佐
藤
憲
一
一
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
受
容
と
地
域
の
結
社
佐
沼

顕
栄
会
と
広
通
社
に
つ
い
て
-
は
、
明
治
初
期
宮
城
県
内
に
広
ま
っ
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た
ギ
リ
シ
ャ
正
教
が
果
た
し
た
近
代
化
と
そ
り
状
況
を
佐
詔
顕
栄
会

の
活
動
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

明
治
一
一
一
一
年
の
広
通
社
の
破
綻
と
会
の
挫
折
を
論
じ
て
い
る
c

豆
、
政
治
と
理
念
誌
、
七
編
の
論
文
か
ら
講
或
さ
れ
て
い
る
む
藤

田
覚
一
鎖
国
担
法
線
の
成
立
過
程
;
一
は
、
江
戸
幕
府
の
対
外
関
孫
を

通
話
・
過
密
の
自
力
国
に
臨
ん
思
す
る
鎖
国
程
法
観
の
成
立
造
語
を
一

八
1
一
九
官
紀
の
政
治
動
向
を
腕
ん
で
換
討
し
た
論
文
で
、
レ
ザ
ノ

フ
へ
の
申
渡
し
に
お
い
て
担
法
観
は
成
立
し
た
と
推
定
す
る
口

J
-

F
-
モ
リ
ス
「
幕
府
法
・
藩
法
・
絵
入
の
法
!
仙
台
遠
の
給
人
自
分

仕
章
一
件
ー
」
は
、
元
禄
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
仏
似
合
藩
の
給
入
自
分

在
置
権
の
制
鰻
過
程
に
注
目
し
て
、
問
藩
の
場
合
給
人
の
裁
粍
権
が

制
限
さ
れ
、
そ
れ
は
幕
府
に
対
す
る
司
藷
自
身
の
地
位
の
低
下
そ
意

味
し
た
と
い
w

つ
。
粛
藤
鋭
雄
一
ー
仙
台
蓬
の
職
制
l

吋
話
題
部
分
録
」

の
成
立
;
一
は
、
仙
台
蓮
の
職
制
に
関
す
る
基
本
史
料
で
あ
る
司
高

部
分
録
の
詳
細
な
検
討
を
お
こ
な
い
、
同
史
料
は
宝
永
年
聞
に
成
立

し
廷
寧
期
に
追
加
が
あ
っ
て
現
在
の
形
態
に
な
っ
た
と
推
定
す
る
c

寺
田
登
「
北
政
携
の
幕
時
代
言
!
竹
畑
一
直
溝
ー
e

一
は
、
幕
府
《
官
を

勤
め
た
文
人
幕
臣
竹
坦
亘
清
の
日
記
か
色
、
同
人
の
護
憲
、
化
政
期

に
お
け
る
江
戸
文
人
と
の
多
彩
な
交
流
を
紹
介
し
た
も
の
。
田
中
義

和
一
幕
府
の
蝦
夷
地
亘
轄
と
宗
教
政
葉
i
蝦
夷
「
一
一
一
言
寺
h

を
め
ぐ
っ

て
;
」
は
、
幕
府
の
蝦
夷
地
政
築
と
宗
教
政
策
と
の
関
浦

寺
の
機
能
な
ど
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
一
一

夷

地

の

和

人

死

者

の

回

向

、

の

析

議

、

ア

イ

ヌ

民

族

の
教
化
、
ロ
シ
ア
人
の
定
接
な
ど
、
葬
送
の
寺
と
し
て
批
護

づ
け
ち
れ
た
結
論
づ
け
る
。
梗
森
進
「
司
露
和
親
条
約
と
幕
府
の
領

土
観
念
」
は
、
安
政
一
苅
年
に
締
結
さ
れ
た
日
露
和
親
条
約
に
盟
境
条

文
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
高
畠
の
折
衝
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ

た
江
戸
幕
時
の
韻
土
観
を
検
討
し
た
論
文
で
あ
る
c

具
体
的
に
は
勝

太
騒
を
素
材
と
し
て
、
鎮
土
観
の
最
大
の
給
戸
徴
は
ア
イ
ヌ
誌
日
本
所

属
の
人
員
で
、
同
民
壊
の
居
住
地
は
日
本
韻
と
い
う
、
そ
の
観
念
の

内
実
を
明
確
に
し
た
c

青
山
忠
正
一
関
闘
と
嬢
夷
;
外
圧
下
の
政
治

対
立
と
国
家
に
関
す
る
党
欝
!
」
は
、
安
政
か
主
文
久
期
の
政
治
過

程
を
刻
明
に
追
い
、
破
約
譲
夷
論
と
そ
の
薮
綻
を
論
じ
、
破
綻
の
結

果
壌
夷
か
ち
列
強
と
の
一
;
対
時
」
へ
と
変
化
し
た
と
い
う
合

お
わ
り
に

吋

抑

制

車

と

交

通

三

の

一

た
各
論
文
の
内
容
を
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
檎
単
に
紹
介
せ
ぢ
る

を
え
な
か
っ
た
ち
筆
者
の
専
攻
領
域
の
狭
さ
や
問
題
関
心
の
稀
薄
さ

か
ら
、
充
合
な
コ
メ
ン
ト
が
で
き
ず
、
ま
た
誤
解
に
基
づ
く
言
及
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ご
海
容
願
い
た
い

9

こ
の
よ
う
な
論
文
集
の
場

合
、
統
一
的
か
っ
最
終
的
な
結
論
を
導
き
出
す
よ
う
な
性
培
の
欝
鰭

で
は
な
い
た
め
、
評
者
の
朗
か
ら
ア
ウ
ト
カ
ウ
ン
タ
ー
的
に
自
説
を

表

暁

す

る

よ

う

な

書

評

は

、

ー

た



と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ザ

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
串
し
述
べ
る
の
は
、

て
の
印
象
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

さ
で
省
の
点
を
踏
ま
え

斗
品
、

J

た
だ
け
る
と

93 

レべ

て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
最
近
の
風
潮
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

二
書
の
講
成
の
点
に
自
を
転
じ
る
と
、
前
章
で
す
で
に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
都
市
と
交
通
、
民
衆
・
文
化
・
政
治
と
、
現
在
近
世
史
の

顎
究
に
お
い
て
い
ず
れ
も
問
題
関
心
の
高
い
も
の
、
ば
か
り
で
あ
り
、

議
者
む
行
き
患
い
た
匡
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
細
部
の
各
構

或
に
お
い
て
も
、
社
会
史
に
関
わ
る
も
の
や
民
俗
学
と
の
関
連
の
、
深

い
論
穣
を
そ
ろ
え
、
中
・
近
世
史
研
究
者
に
と
っ
て
必
読
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
構
成
の
み
ご

と
さ
と
指
挨
っ
て
一
稿
者
の
も
と
に
集
っ
た
名

で
あ
る
c

地
竣
的
に

わ
る
研
究
が
多
い
と
は
い

名
分
野
に
わ
た
っ

打
、

こ

れ

以

上

の

こ

と

に

す

る

が

、

U

て
受
け
止
め
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
各
論

円
の
表
記
の
仕
方
が
統
一
的
で
な
く
、
読
点
・

¥
は
そ
の
あ
り
か
た
な
ど
に
つ
い
て
、
評
者
な

不
満
の
あ
っ
た
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
。
こ
れ
は
論
文

集
と
い
う
性
格
上
、
致
し
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い

G

二
世
一
回
に
示
さ
れ
た
各
論
文
の
内
容
・
学
問
的
水
準
は
、
前
述
の
よ

う
に
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
問
題
関
心
の
多
捧
さ
、

新
鮮
な
問
題
意
識
な
ど
、
本
書
に
一
不
さ
れ
た
各
論
点
は
見
過
ご
す
こ

と
む
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
中
・
近
世
史
研
究
を
推
進
す

る
上
で
、
ま
さ
に
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考

え
て
い
る
む
還
麻
閣
を
主
か
え
ら
れ
た
編
者
の
渡
辺
信
夫
教
授
は
勿
論

の
こ
と
、
教
授
む
も
と
に
集
っ
た
各
執
筆
者
の
、
今
後
の
さ
ら
な
る

ご
活
謹
を
期
持
し
て
措
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

九
九
二
年
四
月
刊

匹
。
ニ
頁

四


