
『
仮
名
性
理
』
は
、
現
在
知
り
得
る
限
り
で
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

に
初
め
て
世
に
現
わ
れ
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
刊
本
化
さ
れ
た
後
、
享

保
七
年
（
一
七
二
二
）
・
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
と
版
を
重
ね
、
さ
ら
に
は

『
千
代
も
と
草
』
と
い
う
書
物
に
姿
を
変
え
て
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
も

刊
行
さ
れ
る
事
で
世
に
流
布
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
『
仮
名

性
理
』
の
成
立
に
は
、
す
で
に
諸
先
学
の
指
摘
が
あ
る
様
に
、
『
心
学
五
倫
書
』

が
下
敷
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
を
藤
原
怪
窩
（
一
五
六
一
’
一
六
一

九
）
の
著
作
と
み
せ
る
た
め
の
様
々
な
加
筆
・
改
窟
の
作
業
が
介
在
し
て
い
る

事
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ

の
改
変
が
何
故
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
だ
に
多
く
の
不
明
な
点
が
残

（
１
１
）

さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
。
『
心
学
五
倫
書
』
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
世
に

現
わ
れ
、
度
重
な
る
改
版
に
よ
っ
て
世
に
流
布
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
書
物

で
あ
る
。
こ
の
種
の
流
布
を
示
し
た
書
物
に
は
、
そ
れ
が
一
種
の
教
訓
書
で
あ

る
事
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
の
時
期
の
状
況
を
反
映
し
て
行
わ
れ
る
様
々
な

（
２
）

窓
意
的
あ
る
い
は
意
図
的
な
改
変
が
み
ら
れ
る
事
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
『
心

『
仮
名
性
理
」
の
成
立
に
関
す
る
一
試
論

ｌ
『
滝
川
心
学
論
』
を
媒
介
と
し
て
Ｉ

学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
は
、
先
に
示
し
た
加
筆
・
改
寅
の

他
に
も
書
物
と
し
て
の
体
裁
を
含
め
た
大
規
模
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
点
を

み
る
限
り
に
お
い
て
、
窓
意
的
に
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
意
図
的
に
行
わ
れ
た

も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
改
変
は
、
は

た
し
て
、
ど
の
様
な
理
由
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う

か
。

ま
ず
こ
こ
で
第
一
に
考
え
ら
れ
る
事
は
、
先
に
示
し
た
様
に
、
『
心
学
五
倫

書
』
が
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
し
た
寛
文
頃
に
お
い
て
は
、
教
訓
書
と
し
て

有
効
性
の
面
で
限
界
を
示
す
に
到
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
理
由
を
考
え

て
ゑ
る
事
で
あ
ろ
う
。
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
し
た
寛
文
期
は
、
社
会
経
済
史

や
法
制
史
の
上
か
ら
み
て
も
、
幕
藩
体
制
に
お
け
る
中
央
集
権
化
が
一
応
の
完

（
Ｑ
Ｊ
）

成
を
み
た
時
期
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
形
態
や
意
識
に
関
し
て
も
、
「
心
学
五

倫
書
』
の
成
立
し
た
江
戸
時
代
初
頭
の
様
な
不
安
定
な
時
期
と
は
明
ら
か
に
異

な
っ
た
も
の
が
ゑ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像
出
来
る
事
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
『
仮
名
性
理
』
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
そ
の
様
な
部
分
を
現

状
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に
改
変
さ
れ
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
そ
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れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
な
理
由
の
み
で
『
仮
名
性
理
』
の
成
立

を
説
明
す
る
事
は
不
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合

に
は
、
そ
の
細
部
に
お
け
る
改
変
の
理
由
は
説
明
出
来
て
も
、
そ
れ
が
恨
窩
の

著
作
と
み
せ
る
た
め
の
様
々
な
工
作
を
含
め
た
大
規
模
な
加
筆
・
改
鼠
の
作
業

の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
の
理
由
は
説
明
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
改
変
に
は
、
先
に
示
し
た
理

由
の
ほ
か
に
、
そ
れ
を
行
わ
せ
る
だ
け
の
別
の
理
由
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
「
仮
名
性
理
』
成
立
に
関
す
る
謎
を
解
く

た
め
に
は
、
こ
れ
程
ま
で
の
大
規
模
な
改
変
が
必
要
と
さ
れ
た
事
の
理
由
こ
そ

が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
様
な
謎
は
ど
の
様
に
し
て
解
け
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
こ
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
『
滝
川
心
学
論
』
と
い
う
書
物
に
注
目
し
た

い
と
考
え
る
。
『
滝
川
心
学
論
』
は
、
そ
の
外
題
の
「
心
学
論
五
倫
書
滝
川
評

判
」
が
示
す
様
に
、
『
心
学
五
倫
書
』
を
批
判
す
る
た
め
に
著
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
刊
行
時
期
が
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
し
た
時
期
に
極

め
て
近
い
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
事
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
謎

を
解
く
た
め
の
多
く
の
手
が
か
り
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
さ
ら
に
興
味
深
い
事
に
、
『
滝
川
心
学
論
』
は
、
こ
の
謎
を
解
く
上

で
よ
り
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
手
が
か
り
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

書
物
の
著
者
・
滝
川
恕
水
（
生
没
年
不
明
）
の
経
歴
面
か
ら
浮
か
び
上
っ
て
来

る
見
逃
す
事
の
出
来
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
滝
川
恕
水
は
、
尾

陽
の
人
、
医
を
野
間
三
竹
（
一
六
○
八
’
一
六
七
六
）
に
受
け
、
堀
杏
庵
（
一

五
八
五
’
一
六
四
二
）
の
弟
子
で
、
松
永
尺
五
（
一
五
九
二
’
一
六
五
七
）
に

も
師
事
し
『
尺
五
堂
恭
倹
先
生
行
状
』
を
撰
述
し
た
経
歴
を
持
つ
人
物
で
あ

（
４
）

る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
経
歴
に
登
場
し
て
来
る
人
物
の
中
に
は
、
『
仮
名
性
理
』

の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
恕
水
と
医
学
上
の
師
弟
関
係
に
あ
る
野
間
三
竹
の
存
在
で
あ

る
。
三
竹
は
、
恕
水
と
の
間
に
こ
の
様
な
親
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
恕
水
が
批
判
し
た
『
心
学
五
倫
学
』
を
下
敷
に
す
る
事
に
よ
っ

て
成
立
し
た
『
仮
名
性
理
』
の
巻
末
に
、
こ
の
書
物
を
慢
窩
著
と
し
て
称
賛
し

た
識
語
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
怪
窩
著
と
明
記
さ
れ
た
『
仮
名

性
理
』
の
成
立
が
、
三
竹
の
作
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
共
に
、
『
滝
川
心
学
論
』
の
存
在
が
、
こ
の
様
な
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
に

何
か
し
ら
の
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
暗
示
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
私
は
、
先
に
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
理

由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
書
物
を
猩
窩
の
著
作
と
ゑ
せ
る
た
め
の

大
規
模
な
改
変
が
必
要
と
さ
れ
た
事
の
理
由
こ
そ
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
た
が
、
『
滝
川
心
学
論
』
は
、
こ
こ
で
ゑ
て
来
た
様
に
、
こ
の
事

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
を
含
む
書
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
は
、
『
滝
川
心
学
論
』
を
媒
介
と
す
る
事

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
示
し
た
『
滝
川
心
学
論
』
と
『
心
学
五
倫
書
』

．
『
仮
名
性
理
』
と
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
か
か
わ
り
の
内
実
を
検
討
す
る
事
に
よ

っ
て
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
理
由
を
解
明
す
る
事
に
努
め
て
み
た
い
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
事
を
基
に
す
る
事
に
よ
っ
て
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
過

程
を
、
一
つ
の
試
論
の
形
で
明
ら
か
に
す
る
事
に
努
め
て
み
た
い
と
考
え
る
。

q■■■■■
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『
滝
川
心
学
論
』
に
お
け
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
の
内
実
を
探
る
上
で
最

も
重
要
な
点
は
、
そ
れ
が
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
’
一
六
九
こ
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
事
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

事
は
、
当
時
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
心
学
五
倫
書
』
熊
沢
蕃
山
著
者
説

の
実
際
を
知
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

以
上
に
、
こ
の
批
判
の
方
向
と
背
景
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
我
々
に
示
す
も

の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
恕
水
に
よ
る
批
判
は
、

『
心
学
五
倫
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
仏
者
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
の
、

恥
ソ
菱
唇
（
マ
マ
）

今
の
心
学
李
斯
が
儒
を
破
り
し
ご
と
く
。
仏
教
を
破
ら
ん
こ
と
を
国
守
へ

（
５
）

す
上
む
る
事
大
悪
也
。

の
記
述
が
、
岡
山
藩
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
始
ま
る
寺
請
証
文
廃
止
．

神
職
請
移
行
を
対
象
と
し
て
い
る
事
に
明
ら
か
な
様
に
、
そ
の
理
論
的
指
導
者

と
考
え
ら
れ
た
蕃
山
個
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
批
判

の
背
景
に
は
、

ご
た
い
と
た
う
ぎ
せ
ん

殊
更
今
の
御
代
。
異
国
の
徒
党
を
う
た
が
ひ
給
ひ
。
国
々
所
々
の
貴
賤
と

し
う
も
ん

も
に
宗
門
御
さ
ら
へ
有
て
。
本
朝
の
人
の
心
を
か
り
た
ま
へ
り
。
然
に
今

の
心
学
の
書
は
。
仏
法
は
国
の
さ
ま
た
げ
と
書
あ
ら
は
し
け
れ
ば
。
定
て

た
て
せ
い
催
う

そ
の
一
国
は
仏
法
を
た
や
し
儒
法
を
く
み
立
給
ふ
と
も
。
天
下
の
御
制
法

め
ん
（
６
）

に
は
新
儀
の
宗
に
あ
た
れ
り
。
何
そ
是
を
御
免
あ
ら
ん
や
。

の
記
述
が
示
す
様
に
、
慶
長
の
末
年
か
ら
漸
次
お
し
進
め
ら
れ
て
来
た
幕
府
の

宗
教
政
策
に
対
す
る
恕
水
な
り
の
配
慮
が
存
在
し
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る

か
ら
な
の
で
あ
る
。

『
心
学
五
倫
書
』
熊
沢
蕃
山
著
者
説
は
、
こ
の
仏
者
批
判
の
場
合
の
様
に
、

『
心
学
五
倫
書
』
で
展
開
さ
れ
る
様
々
な
思
想
傾
向
が
、
蕃
山
の
思
想
と
合
致

し
た
も
の
で
あ
る
と
ふ
る
当
時
の
人
々
の
判
断
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
恕
水
に
よ
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
と

二
重
写
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
蕃
山
批
判
は
、
こ
の
件
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は

な
い
。
恕
水
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
次
の
様
な
部
分
に
も
、
痛
烈
な

批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

り
ん
く
ん
し
ん
ふ
し
ふ
う
ふ
催
う
ゆ
う
こ
れ
こ
れ
す
な
わ
ち
や

五
倫
は
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
是
な
り
。
是
則
人
の
日
々
夜
々
の

し
よ
さ

こ
お
や
と
う
つ
く
お
や

諸
作
な
り
。
子
は
親
に
つ
か
へ
て
孝
行
を
尽
し
、
親
は
子
を
そ
だ
つ
る
に

げ
い
な
ら
し
ん
き
み

道
を
を
し
へ
、
芸
を
習
は
せ
、
臣
は
君
に
つ
か
ふ
ま
つ
る
に
二
心
な
く
、

め
い
ち
う
せ
つ
．
つ
く
き
み
し
ん
わ
が
て
あ
し

一
命
を
も
お
し
ま
ず
忠
節
を
尽
し
、
君
は
叉
臣
を
我
手
足
の
ご
と
く
思
ふ

（
７
）

く
し
。

こ
れ
に
対
す
る
恕
水
の
批
判
は
、
こ
う
で
あ
る
。

ふ
し
Ⅲ
ま
つ
く
ん
し
ん

是
父
子
の
道
を
し
る
し
た
り
。
先
君
臣
よ
り
こ
そ
こ
と
は
る
へ
ぎ
を
。

今
父
子
の
道
を
先
に
こ
と
は
る
事
は
。
君
臣
に
も
各
此
父
子
は
あ
る
も
の

こ
と
に
な
す
ら

に
て
。
殊
天
地
の
道
に
准
へ
て
先
此
父
子
の
道
を
し
る
せ
り
と
ふ
え
た

り
こ
う

り
。
何
も
心
学
利
口
の
人
也
。
子
に
道
を
を
し
ゆ
る
と
も
。
心
学
の
ご
と

へ
き
だ
う
（
８
）

く
僻
道
を
ぱ
を
し
ゆ
る
事
な
か
れ
◎
天
下
の
通
義
を
教
く
し
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
、
恕
水
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
み
ら
れ
る
父
子
優
先

の
、
い
わ
ば
情
誼
的
結
合
を
重
視
す
る
五
倫
観
を
、
「
天
下
の
通
義
」
に
対
し

て
「
僻
道
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
恕
水
は
、

ほ
ん
し
ん
ち
あ
い
だ

天
の
本
心
と
は
、
天
地
の
間
に
あ
る
程
の
物
を
さ
か
ゆ
る
や
う
に
め
ぐ
み

な
り
ぢ
ひ
よ
う

給
ふ
な
り
。
人
と
成
て
慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
を
、
か
ん
要
と
す
る
な
り
。
叉

ま
づ
も
ん
る
い
ま
づ

慈
悲
を
ほ
ど
こ
す
に
次
第
あ
り
。
先
一
門
一
類
の
中
に
、
た
よ
り
な
く
貧

た
づ
ね
さ
て
た
に
ん

し
き
人
を
、
す
ゑ
人
＼
ま
で
尋
も
と
め
、
は
ぐ
上
み
あ
は
れ
ゑ
、
扱
他
人

と
こ
ろ

の
、
お
や
も
な
く
子
も
な
く
、
よ
る
所
な
き
も
の
あ
ら
ぱ
、
そ
れ
人
～
に

○



か
ん
よ
う

応
じ
て
、
は
ぐ
些
永
あ
る
べ
し
。
天
の
道
は
し
だ
い
の
ゑ
だ
れ
ぬ
を
肝
要

ま
づ
い
え
さ
て
く
に
お
さ
た
い
ら
か

と
す
。
先
家
の
内
の
け
ん
ぞ
く
を
よ
く
し
、
扱
国
を
治
め
、
天
下
を
平
に

（
ｎ
コ
）

す
る
な
り
。

と
い
う
『
心
学
五
倫
書
』
の
記
述
に
対
し
て
も
、

か
う
り
て
い

是
亨
利
貞
の
徳
に
似
た
れ
ど
も
。
心
学
の
智
分
は
そ
れ
ま
で
は
ゆ
か
ず
只

こ
く
ゑ
し
じ
や
う
（
、
）

是
曲
会
私
情
な
り
。

と
い
う
様
に
、
「
家
の
内
」
を
優
先
さ
せ
る
『
心
学
五
倫
書
』
の
思
想
傾
向
を

「
是
曲
会
私
情
な
り
」
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
先
に
、
こ
れ
ら
の
批
判
も
、
叉
、
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
と
二
重
写

に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
蕃
山
批
判
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、

は
た
し
て
、
ど
の
様
な
意
味
に
お
い
て
蕃
山
批
判
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
恕
水
の
批
判
の
対

象
と
な
る
思
想
傾
向
が
、
恕
水
の
独
断
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
世
人
に
よ
っ

て
、
江
西
学
の
と
る
思
想
的
立
場
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
情
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
父
子
優
先
の
五

倫
観
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
五
倫
観
は
、
蕃
山
の
師
で
あ
る
中
江

（
町
）

藤
樹
（
一
六
○
八
’
一
六
四
八
）
の
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
世
人
は
、
蕃
山
を
そ
の
思
想
の
継
承
者
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
事
が
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
樹
の
主
著
で
あ
る
『
翁
問

答
』
が
、
正
徳
年
間
ま
で
の
書
籍
目
録
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
蕃
山
の
著
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
事
が
多
い
事
に
明
ら
か
な
様
に
、
世
人
は
、
江
西
学
と

し
て
の
藤
樹
と
蕃
山
を
同
じ
様
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

（
胆
）

る
。
こ
の
様
な
事
情
は
、
も
う
一
方
の
批
判
の
含
む
意
味
を
考
え
る
上
で
も
ま

こ
と
に
重
要
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら

ぱ
、
「
家
の
内
」
優
先
の
思
想
傾
向
は
、
『
翁
問
答
』
に
お
け
る
藤
樹
の
思
想
に

即
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
コ

か
わ
が
ぶ
ん

家
の
内
に
、
五
人
も
あ
れ
十
人
も
あ
れ
、
そ
れ
我
分
に
応
じ
た
る
程
に
取
さ
ば

（
画
）

ぎ
す
る
が
道
な
り
」
の
記
述
が
示
す
様
な
規
模
の
．
家
」
を
想
定
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
蕃
山
の
唱
え
た
武
士
帰
農
論
と
も
符
合
す

る
部
分
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
思
想
傾

向
は
、
明
ら
か
に
、
兵
農
分
離
政
策
を
お
し
進
め
る
事
に
よ
っ
て
、
一
応
の
安

定
を
得
る
事
の
出
来
た
寛
文
期
の
幕
藩
体
制
と
は
、
あ
い
い
れ
な
い
も
の
を
含

ん
で
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
在
地
領
主
以
来
の
地
侍

的
存
在
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
藤
樹
や
武
士
帰
農
論
を
唱
え
た
蕃
山
の
立
場

は
、
封
建
的
土
地
所
有
関
係
を
完
成
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
公
法
と
し
て
の
幕
府

法
の
制
定
に
よ
る
封
建
的
中
央
集
権
を
完
成
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
体
制
の
安

（
皿
）

定
を
求
め
よ
う
と
し
た
幕
府
の
立
場
と
は
あ
い
い
れ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
滝
川
心
学
論
』
に
お
け
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
に
は
、
こ
の
他
に
も
、

文
言
の
拙
な
さ
へ
の
椰
楡
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
み
て
来
た

こ
れ
ら
の
批
判
の
背
景
に
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
の
含
ゑ
持
つ
思
想
傾
向
を
私

的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
「
天
下
の
通
義
」
に
対
し
て
「
僻
道
」
で

あ
る
と
す
る
恕
水
の
批
判
に
示
さ
れ
る
様
に
、
公
的
原
理
の
上
に
立
つ
寛
文
期

の
政
治
的
状
況
が
ひ
か
え
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
恕
水
に
よ
る
蕃
山
批

判
は
、
『
滝
川
心
学
論
』
の
刊
行
が
、
蕃
山
や
同
じ
く
こ
の
様
な
立
場
に
立
っ

て
い
た
野
中
兼
山
（
一
六
一
五
’
一
六
六
三
）
ら
が
そ
ろ
っ
て
失
脚
し
て
行
っ

た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
事
に
明
ら
か
な
様
に
、
寛
文
期
の
政
治
的
状
況
を
ふ

ま
え
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
や

一
一
一
一



一
一
一

そ
れ
で
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
対
す
る
こ
の
様
な
批
判
を
含
み
持
つ
『
滝

川
心
学
論
』
は
、
も
う
一
方
の
『
仮
名
性
理
』
に
対
し
て
は
ど
の
様
な
か
か
わ

り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
は
、
野
間
三
竹
の

（
略
）

識
語
を
承
る
限
り
に
お
い
て
は
、
寛
文
九
年
の
事
の
様
で
あ
る
。
寛
文
九
年
と

い
え
ば
、
『
滝
川
心
学
論
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
二
年
目
の
事
で
あ
り
、
こ
の

事
や
は
じ
め
に
示
し
た
恕
水
と
三
竹
と
の
関
係
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
、
両

書
の
間
に
は
、
か
な
り
の
か
か
わ
り
が
存
在
し
て
い
る
事
が
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
作

業
の
跡
に
は
、
『
滝
川
心
学
論
』
に
よ
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
の
内
容
が
少

な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

『
滝
川
心
学
論
』
に
お
け
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
の
一
つ
が
『
心
学
五
倫

書
』
に
含
ま
れ
る
仏
者
批
判
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
批
判
は
、

『
仮
名
性
理
』
の
次
の
箇
所
に
お
け
る
改
変
と
何
か
し
ら
の
か
か
わ
り
を
持
つ

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
や
か
ぶ
つ
さ
い
き
や
う
こ
こ
ろ
ご
く
ら
く
ぢ
ご
く
あ
る

釈
迦
仏
一
切
経
の
う
ち
に
心
は
有
物
な
り
、
極
楽
地
獄
も
有
も
の
な
り

ご
く
ら
く
ぢ
ご
く

と
上
き
た
る
所
も
お
ほ
し
。
ま
た
心
も
な
し
、
極
楽
地
獄
も
な
し
と
と

こ
こ
ろ
い
ふ
ら
く
ぢ
や
く

か
れ
た
る
所
も
お
ほ
し
。
し
か
れ
ば
心
は
な
き
物
ぞ
と
云
は
落
着
た
り
。

心
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
か
り
そ
め
に
も
こ
こ
ろ
は
な
き
物
ぞ
と
は
と
ぎ
た

ご
し
や
う
ら
く
ぢ
や
く
し
ゆ
い

ま
ふ
く
か
ら
ず
。
し
か
ら
ぱ
後
生
は
な
ぎ
物
に
落
着
な
り
。
ふ
か
く
思
惟

（
焔
）

し
て
よ
く
ｌ
、
心
得
わ
け
給
く
し
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
『
仮
名
性
理
』
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
同

じ
箇
所
の
「
ひ
つ
ぎ
や
ぅ
出
家
は
、
後
生
と
云
事
は
無
物
ぞ
と
取
て
、
撫
吻
け

ん
に
迷
故
に
、
欲
の
な
き
も
の
は
五
倫
を
は
な
れ
、
財
宝
を
す
て
、
気
違
の
無

欲
な
る
も
の
な
り
。
欲
ふ
か
き
も
の
は
、
と
し
て
も
角
し
て
も
、
取
ち
や
う
ぎ

ば
か
り
を
し
て
、
き
つ
ね
の
や
き
ね
ず
み
に
付
た
る
あ
り
さ
ま
、
い
と
あ
さ
ま

（
Ⅳ
）
ご
し
や
う

し
」
と
い
う
記
述
に
ふ
ら
れ
る
痛
烈
な
仏
者
批
判
を
、
「
し
か
ら
ぱ
後
生
は
な

ら
く
ぢ
や
く
し
ゆ
い

き
物
に
落
着
な
り
。
ふ
か
く
思
惟
し
て
よ
く
ｊ
、
心
得
わ
け
給
く
し
」
と
い
う

形
に
弱
め
後
退
さ
せ
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
改
変
努
力
は
、

こ
の
箇
所
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名

性
理
』
へ
の
改
変
作
業
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
を
慢
窩
の
経
歴
に
符
合
さ
せ
る

た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
巻
末
の
記
述
、
す
な
わ
ち
梶
窩
が
仏
教
へ
の
信
仰
の

（
肥
）

厚
い
老
母
の
た
め
に
儒
学
の
大
要
を
仮
名
書
に
し
て
献
じ
た
と
い
う
記
述
自
体

も
、
元
の
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
仏
者
批
判
の
勢
い
を
弱
め
る
た
め
の
努

力
と
み
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
『
滝
川
心
学
論
』
に
よ
る
『
心
学
五
倫
書
』
批
判
と
『
仮
名
性

理
』
と
の
間
の
か
か
わ
り
は
、
先
に
示
し
た
他
の
批
判
に
関
し
て
も
み
ら
れ
る

様
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
先
に
、
恕
水
が
『
心
学
五
倫
書
』
に
み
ら
れ
る
文
言

の
拙
な
さ
を
椰
楡
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
『
仮
名
性

理
』
は
、
か
な
り
の
書
き
改
め
を
行
い
、
文
意
を
通
じ
や
す
く
す
る
た
め
の
努

力
を
は
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
こ
こ
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
『
仮
名
性
理
』
と
先
に
示
し
た
恕
水
の
も
う
一
つ
の
種
類
の
批

判
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
恕
水
が
寛
文
期
の
政
治
的
状
況
を
ふ

ま
え
た
上
で
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
種
の
批
判
は
、
『
仮
名
性
理
』
に
お
け

る
次
の
箇
所
に
、
次
の
様
な
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

ブ
（
〕
○

一
一
一
一
一



ご
り
ん

一
、
五
倫

く
ん
し
ん
ふ
し
ふ
う
ふ
き
や
う
だ
い
ほ
う
ゆ
う

君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友

こ
れ
ご
り
ん
い
ふ
に
ち
や

是
を
五
倫
と
云
。
こ
れ
ま
た
人
の
日
ノ
ー
、
夜
ノ
ｔ
、
の
し
よ
さ
な
り
。

く
ん
し
ん

君
臣き

承
め
い
ち
う
せ
つ
き
ゑ

君
に
つ
か
へ
奉
に
は
一
命
を
お
し
ま
ず
忠
節
を
つ
く
す
べ
し
。
ま
た
君

し
ん
わ
が
み
こ
こ
ろ

は
臣
を
我
身
の
ご
と
く
に
あ
は
れ
む
く
し
。
す
こ
し
も
心
に
い
つ
わ
り

て
ん

あ
れ
ば
天
に
そ
む
く
。

ふ
し

父
子

か
う
か
う
柔
ち

子
の
お
や
に
に
つ
か
へ
る
に
は
孝
行
を
つ
く
す
べ
し
。
お
や
は
子
に
道

あ
は
れ
（
四
）

を
お
し
へ
て
哀
玖
を
く
は
へ
べ
し
。

て
ん
象
ち
し
だ
い
か
ん
よ
う
い
ゑ
う
ち

天
の
道
に
は
次
第
の
み
だ
れ
ぬ
を
肝
要
と
す
る
な
り
。
ま
づ
家
の
内
け

け
ら
い
そ
の
の
ち
く
に
お
さ
め
て
ん
か
ほ
ど
こ
す

ん
ぞ
く
家
来
を
よ
く
し
て
、
其
後
国
を
治
、
天
下
へ
慈
悲
を
施
べ
き
な

（
”
）

ｈ
”
ノ
。

そ
の
わ
が
塁
ん

家
の
う
ち
に
五
人
十
人
百
人
に
て
も
あ
れ
、
其
我
分
に
お
う
じ
た
る

（
、
）

ほ
ど
に
と
り
ま
か
な
ひ
を
す
る
が
道
な
り
。

す
な
わ
ち
、
『
仮
名
性
理
』
は
、
先
に
引
用
し
た
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け

る
同
じ
箇
所
の
記
述
を
、
父
子
と
君
臣
の
順
序
を
逆
に
す
る
事
に
よ
っ
て
、

又
、
「
家
来
」
「
百
人
」
等
の
記
述
を
加
え
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ

示
し
た
様
に
書
き
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
書
き
改
め
は
、
明
ら
か

に
、
先
に
み
た
恕
水
の
言
い
分
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
『
仮
名
性
理
』
の
改
変
箇
所
に
み
ら
れ
る
武
士
達
の
生
活
形
態
や
意

識
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
お
け
る
そ
れ
ら
よ
り
も
、
明
ら
か
に
、
恕
水
に
お

け
る
そ
れ
ら
に
近
い
形
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
作
業
の
跡
を
検
討
す
る
限

こ
こ
で
、
ま
ず
第
一
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
怪
窩
著
と
明
記
し

た
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
が
、
そ
の
下
敷
と
な
っ
た
『
心
学
五
倫
書
』
を
蕃
山

著
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
た
恕
水
の
努
力
を
、
水
泡
に
帰
せ
し
め
て
し
ま
う
役

割
を
果
し
得
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
『
仮
名
性
理
』
は
、
先
に
ゑ

た
様
に
、
恕
水
の
言
い
分
に
あ
わ
せ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
巻
末
の
識
語
に
は
、
恕
水
の
医
学
上
の
師
で
あ
る
三
竹
の
名
前
ま
で

が
登
場
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
恕
水
の
立
場
を
微
妙
な
も
の

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
蕃
山
に
非
常
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
蕃
山
は
、
幕

府
内
の
一
部
の
勢
力
か
ら
の
度
重
な
る
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
『
滝
川
心
学
論
』
の
刊
行
さ
れ
た
寛
文
七
年
に
は
、
致
仕
後
の
身
を

処
し
て
い
た
京
都
か
ら
さ
え
も
追
放
さ
れ
る
と
い
う
状
況
の
も
と
に
あ
っ
た
事

が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
様
な
蕃
山
に
と
っ
て

の
苦
難
の
時
期
に
、
先
に
ゑ
た
様
な
蕃
山
批
判
が
な
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
た

だ
で
さ
え
微
妙
な
彼
の
立
場
を
い
っ
そ
う
危
う
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
事
を
意

味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

り
に
お
い
て
、
『
滝
川
心
学
論
』
と
『
仮
名
性
理
』
と
の
間
に
は
、
こ
の
様
な

無
視
す
る
事
の
出
来
な
い
か
か
わ
り
が
存
在
し
て
い
る
事
が
明
ら
か
な
の
で
あ

る
が
、
こ
の
事
は
、
は
た
し
て
、
何
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
心

学
五
倫
書
』
を
蕃
山
著
と
し
て
批
判
し
た
恕
水
の
批
判
が
、
『
仮
名
性
理
』
に

お
け
る
改
変
工
作
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
意
味
は
、
ど
の

様
に
と
ら
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
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こ
の
様
な
事
情
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
理
由

を
探
る
上
で
、
ま
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
は
、
恕
水
に
よ

る
蕃
山
批
判
を
か
わ
す
上
で
、
非
常
な
有
効
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
蕃
山
は
、
こ
の
様
な
恕
水
の
批
判
に
対

し
て
、
次
の
様
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
さ

五
倫
書
な
ど
は
正
し
く
作
者
有
し
之
候
。
我
等
の
生
れ
ぬ
前
に
出
た
る
書

も
う
す
も
の

に
て
、
七
十
余
の
人
は
五
十
年
前
に
見
た
る
と
申
者
御
座
候
。
我
等
の

ぎ
わ
ま
（
”
）

書
に
極
り
、
此
間
批
判
の
書
ま
で
出
申
候
。

こ
れ
は
、
従
来
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
頃
ま
で
に
成
立
し
宝
永
七
年

（
一
七
一
○
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
集
義
外
書
』
中
の
記
述
と
し
て
扱
わ
れ
て
来

た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
記
述
は
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
寛
文
十
二
年

（
一
六
七
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
集
義
和
書
』
の
初
版
本
に
収
録
さ
れ
た
後
、

（
羽
）

延
宝
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
二
版
本
か
ら
は
削
除
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

の
様
な
形
で
二
版
本
か
ら
削
除
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
は
、
仏
者
批
判
や
江
西

学
批
判
に
対
す
る
反
論
や
弁
明
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事

は
、
恕
水
の
批
判
に
対
す
る
蕃
山
自
身
の
す
ば
や
い
対
応
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
共
に
、
『
滝
川
心
学
論
』
の
刊
行
が
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
に
果
し
た
役
割

を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
様

な
事
情
を
承
る
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性

理
』
へ
の
改
変
が
、
『
滝
川
心
学
論
』
に
よ
る
蕃
山
批
判
に
対
応
す
る
た
め
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

守
（
》
Ｏ

し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
、
こ
の
様
な
事
の
み
で
『
仮
名
性
理
』
の
成
立

を
説
明
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
『
心
学
五
倫
害
』
か
ら
『
仮
名
性

理
』
へ
の
改
変
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
様
な
理
由
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
幕
府
の
一
部
の
勢
力
か
ら

の
攻
撃
目
標
と
な
っ
て
い
た
蕃
山
に
利
益
を
も
た
ら
す
『
仮
名
性
理
』
の
成
立

に
、
幕
藩
体
制
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
慢
窩
や
三
竹
さ
ら
に
は
林
羅

山
（
一
五
八
三
’
一
六
五
七
）
ま
で
の
名
前
が
登
場
し
て
来
て
い
る
事
の
理
由

が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
に
擬
さ
れ
た
猩
窩
や
す

で
に
没
し
て
い
た
羅
山
は
さ
て
お
い
て
も
、
三
竹
が
、
何
の
た
め
に
蕃
山
に
利

益
を
も
た
ら
す
こ
の
様
な
改
変
に
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
事
な
し
に
は
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
を
明
ら

か
に
し
得
た
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
は

た
し
て
、
こ
の
様
な
一
見
結
び
つ
き
そ
う
も
な
い
蕃
山
と
三
竹
と
の
利
害
関
係

は
、
ど
の
様
に
し
て
結
び
つ
き
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
『
仮
名
性
理
』

の
成
立
に
は
、
こ
の
の
問
題
を
解
く
上
で
ま
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
も
う
一
人
の
人
物
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
仮
名

性
理
』
の
写
本
に
蔵
書
印
を
残
し
て
い
る
元
政
（
一
六
二
三
’
一
六
六
八
）
の

（
鯉
）

存
在
で
あ
る
。
元
政
は
、
蕃
山
が
京
都
隠
棲
時
代
に
深
い
交
わ
り
を
結
ん
で
い

た
人
物
で
あ
り
、
し
か
も
、
石
川
丈
山
（
一
五
八
三
’
一
六
七
二
）
と
の
交
遊

を
通
じ
て
三
竹
と
も
少
な
か
ら
ぬ
交
わ
り
を
結
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ

の
事
は
、
こ
れ
ら
の
交
遊
関
係
の
両
極
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
蕃
山
と
三
竹

と
の
関
係
を
探
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
元
政
・
丈
山
を
間
に
置
く
事
に
よ
っ
て
、
両
者
の
関
係

が
こ
こ
に
交
わ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に

興
味
深
い
事
に
、
両
者
の
関
係
を
探
る
上
で
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え

三

四



ら
れ
る
人
物
が
、
こ
こ
に
も
う
一
人
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幕

府
の
老
中
職
を
つ
と
め
、
寛
文
八
年
か
ら
二
年
間
京
都
所
司
代
を
も
つ
と
め
た

板
倉
重
矩
（
一
六
一
七
’
一
六
七
三
）
の
存
在
で
あ
る
。
重
矩
が
、
幕
府
の
一

部
の
勢
力
に
よ
る
蕃
山
攻
撃
に
対
し
て
一
貫
し
た
弁
護
を
行
っ
た
事
は
、
諸
先

学
の
研
究
で
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
、
彼
は
、
『
三
省
録
』
に
お

け
る
「
板
倉
重
矩
伝
記
」
か
ら
と
っ
た
と
さ
れ
る
記
述
で
も
明
ら
か
な
様
に
、

（
溺
）

三
竹
と
も
深
い
交
遊
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
両
者
の
利

害
関
係
が
、
元
政
や
重
矩
を
媒
介
と
す
る
事
に
よ
っ
て
結
び
つ
き
得
た
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事

は
、
元
政
や
重
矩
の
存
在
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
先
に
示
し
た
問
題
、
す
な
わ

ち
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
過
程
を
解
明
し
説
明
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

事
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
『
仮
名
性
理
』
は
、
は
た
し
て
、
ど
の
様
な
過
程
を
経
る

事
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
と
っ
て
も
試
論
の
段
階
で
あ
り

な
が
ら
こ
の
様
な
事
を
述
べ
る
事
の
是
非
は
重
々
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
み
て
来
た
様
な
人
間
関
係
の
な
か
に

潜
む
意
味
を
探
る
事
に
よ
っ
て
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
過
程
に
光
を
あ
て
得

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
の
な
か
の
蕃
山
と
重
矩
と
の
関
係
に
注
目
す
る
事

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
結
論
か
ら
先
に
示
す
様
で
あ
る

が
、
こ
の
板
倉
重
矩
こ
そ
、
『
仮
名
性
理
』
の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た

人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
蕃
山
が
ど
の

様
な
状
況
の
も
と
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
示
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
こ
の
様
な
状
況
に
対
し
て
、
重
矩
は
、
一
貫
し
た
蕃
山
庇
護
を
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
寛
文
七
年
の
蕃
山
京
都
追
放
に
際
し
て
は
、
厳
罰
に

処
せ
よ
と
す
る
幕
府
内
の
反
蕃
山
勢
力
に
対
し
て
助
命
運
動
を
行
っ
た
と
い
う

（
妬
）

説
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
寛
文
七
年
と
い
う
年
は
、
ま
さ
し
く
、
『
滝

川
心
学
論
』
刊
行
の
年
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
蕃
山
・
重
矩
に
と

っ
て
の
苦
難
の
時
期
に
、
恕
水
に
よ
る
こ
の
種
の
蕃
山
批
判
書
が
刊
行
さ
れ
た

と
い
う
事
は
、
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
『
心
学
五
倫
書
』
の
存
在
が
、
蕃

山
や
重
矩
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
利
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
証
も
な
い
ま
ま
に
こ
の
様

な
事
を
主
張
す
る
事
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
に
述
べ
さ
せ
て
も
ら
え
る
な
ら

ば
、
『
心
学
五
倫
書
』
か
ら
『
仮
名
性
理
』
へ
の
改
変
は
、
こ
の
様
な
現
状
を

い
さ
さ
か
で
も
打
開
す
る
た
め
に
重
矩
が
動
き
、
三
竹
や
元
政
あ
る
い
は
彼
ら

を
め
ぐ
る
複
数
の
人
物
に
依
頼
す
る
と
い
う
形
を
と
る
事
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ

た
一
つ
の
偽
装
工
作
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
改
変
が
こ
こ
で
示

し
た
様
な
政
治
的
状
況
を
背
景
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
『
仮
名
性
理
』
に
お
け
る
改
変
工
作
の
含
承
持
つ
意
味
も
よ
り
明
ら
か
な

形
で
と
ら
え
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
仮
名
性
理
』
を
恨
窩

の
著
作
で
あ
る
と
み
せ
る
た
め
の
周
到
な
工
作
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
蕃
山
著

作
説
を
打
ち
消
す
た
め
の
努
力
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
先
に
指

摘
し
た
箇
所
の
改
変
は
、
恕
水
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
の
も
の
と
し
て
の
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
改
変
工
作
に
か
か
わ
っ
た
三
竹
ら
自
体
の
現
状

認
識
を
も
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
竹
が
、
恕

水
の
医
学
上
の
師
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
事
を
行
う
上
で
ま
こ
と
に

都
合
の
良
い
事
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
猩
窩
著
者
説
を

持
ち
出
す
事
は
、
彼
ら
に
何
の
不
利
益
を
も
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず

五



れ
に
し
て
も
、
『
仮
名
性
理
』
は
、
三
竹
ら
が
没
し
た
後
の
元
禄
四
年
に
な
っ

（
”
）

て
初
め
て
刊
本
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
『
千
代
も
と
草
』
と
い
う
名
の
書
物
に
姿

を
変
え
る
事
に
よ
っ
て
、
次
第
に
流
布
の
範
囲
を
拡
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。

『
仮
名
性
理
』
の
成
立
は
、
こ
こ
で
み
て
来
た
様
に
、
寛
文
期
の
政
治
的
状

況
を
反
映
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事

は
、
思
想
史
的
に
み
て
も
ま
こ
と
に
興
味
深
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
改
変
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
大
き
な
流
行
を

（
犯
）

示
し
た
「
心
学
」
思
想
が
、
私
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
否
定
さ
れ
る
事
に
よ

っ
て
、
公
的
原
理
の
上
に
立
つ
幕
藩
体
制
の
枠
の
中
に
組
承
込
ま
れ
て
行
く
過

程
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
事
は
、
『
心
学
五
倫
書
』
や
江
西
学
に
ゑ
ら
れ
る
様
な
情
誼
的
人
間

関
係
を
重
視
す
る
思
惟
形
態
が
、
寛
文
期
に
お
い
て
は
、
も
は
や
そ
の
様
な
形

の
ま
ま
で
は
存
立
し
得
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
様
な
事
情
は
、
思
想
史
に
お
け
る
寛
文
期
を
考
え
る
上
で
、
ま
こ

と
に
重
要
な
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

註

（
１
）
石
川
謙
氏
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
）
二
四
’
二
八
頁
を

参
照
。

（
２
）
事
実
、
『
心
学
五
倫
書
』
に
は
、
こ
の
様
な
形
で
改
変
さ
れ
成
立
し
た
と

思
わ
れ
る
『
五
倫
書
』
と
い
う
名
の
書
物
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
石

毛
忠
氏
が
、
石
川
本
『
五
倫
書
』
と
し
て
初
め
て
世
に
紹
介
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
に
お
け
る
改
変
は
、
ま
こ
と
に
小
規
模
な
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
書
物
と
し
て
の
体
裁
に
関
し
て
も
相
違
は
認
め
ら

れ
な
い
。
石
毛
忠
氏
「
『
心
学
五
倫
書
』
の
成
立
事
情
と
そ
の
思
想
的

特
質
」
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
詔
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
安
良
城
盛
昭
氏
『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
（
御
茶
の
水
書

房
）
．
加
藤
恵
子
氏
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
中
央
集
権
Ｉ
法
制
的
側
面

か
ら
見
た
寛
文
期
Ｉ
」
（
日
本
女
子
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
的
所
収
）

等
を
参
照
。

（
４
）
滝
川
恕
水
の
経
歴
に
つ
い
て
は
『
尺
五
先
生
全
集
』
（
続
々
群
書
類
従

第
十
三
所
収
）
を
参
照
。
尚
、
恕
水
の
経
歴
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

は
、
今
中
寛
司
氏
『
近
世
日
本
政
治
思
想
の
成
立
』
（
創
文
社
）
が
詳

し
い
。
一
七
六
頁
以
下
、
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
『
滝
川
心
学
論
』
（
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
を
用
い
た
）
巻
之

三
二
四
丁
裏
。

（
６
）
『
滝
川
心
学
論
』
巻
之
一
四
丁
表
。

（
７
）
『
心
学
五
倫
書
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
詔
所
収
）
二
五
八
頁
。

（
８
）
『
滝
川
心
学
論
』
巻
之
二
八
丁
表
。

（
９
）
『
心
学
五
倫
書
』
二
五
八
頁
。

（
的
）
『
滝
川
心
学
論
』
巻
之
二
十
三
丁
表
ｌ
裏
。

（
Ⅱ
）
『
翁
問
答
』
に
お
け
る
孝
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
特
に
五
倫
観
に
つ

い
て
は
、
『
藤
樹
先
生
全
集
』
第
三
冊
、
七
五
頁
・
七
八
頁
等
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
狸
）
伊
東
多
三
郎
氏
「
藤
樹
・
蕃
山
の
学
問
と
思
想
」
（
中
央
公
論
社
『
日

本
の
名
著
』
Ⅱ
所
収
）
二
八
’
二
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
喝
）
『
心
学
五
倫
書
』
二
五
九
頁
。

（
Ｍ
）
安
良
城
氏
、
加
藤
氏
の
前
掲
書
を
参
照
。

（
巧
）
『
仮
名
性
理
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
お
所
収
）
二
五
五
頁
を
参
照
。

一
二
一
ハ



（
”
）
元
禄
四
年
・
享
保
七
年
の
刊
本
は
、
水
戸
の
書
建
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
水
戸
は
、
享
保
二
年
に
藤
原
為
経
・
水
戸
光
圀
編
の

『
恨
窩
先
生
文
集
』
を
出
し
て
い
る
事
に
明
ら
か
な
様
に
、
慢
窩
の
著

作
と
は
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
仮
名
性
理
』
の

稿
本
は
、
お
そ
ら
く
、
三
竹
ら
の
没
後
、
恨
窩
の
他
の
著
作
と
共
に
水

戸
に
運
ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
詔
）
こ
の
「
心
学
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
事
が

出
来
な
か
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
石
川
謙
氏
前
掲
書
、
な

ら
び
に
柴
田
実
氏
「
石
門
心
学
に
つ
い
て
」
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
“

所
収
）
の
四
五
二
’
四
五
八
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
妬
）
『
三
省
録
』
（
吉
川
弘
文
館
『
日
本
随
筆
大
成
』
八
第
二
期
Ｖ
陥
所

収
）
九
一
’
九
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
調
）
牛
尾
春
夫
氏
『
熊
沢
蕃
山
思
想
と
略
伝
』
（
第
一
学
習
社
）
一
七
頁

を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
仮
名
性
理
』
二
四
四
頁
。

『
集
義
和
書
』
（
岩
波
日
本
思
想
大
系
刈
所
収
）
三
八
三
頁
。

岩
波
日
本
思
想
大
系
別
の
凡
例
、
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

太
田
兵
三
郎
氏
『
藤
原
恨
窩
集
巻
下
』
解
題
、
一
三
’
一
四
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。

『
三
省
録
』

弓ヨヨヨヨ

仮仮仮心仮
名名名学名
性性性五性
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四四五二五
四二四六○
頁 ｜ 頁二頁
。二 °頁 。
四 。

頁
○

八
附
記
ｖ
こ
の
試
論
は
、
日
本
思
想
史
学
会
昭
和
五
十
二
年
度
大
会
に
お
い

て
口
頭
発
表
し
た
「
『
滝
川
心
学
論
』
に
関
す
る
一
考
察
」
を
基
に
し
て

全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
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