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百
姓

揆
論

に
閲
し

一
中
聖
跡
ご
韓
耐
婁

二

》
副

帥
世
襲
1

、

」
」

E
酒

家
殖

肉

頚

仁

肇

』黒

正

巖

私
は
発
き
に
先
學
小
野
武
夫
博
士
と
徳
川
時
代
の
百
姓

一
揆

の
革

コ

金

性

の
有
無

に
閲

し
数
次

の
論
争
を
試

み
、
叉
他

の
學
者

に
し

て
論

戦

の
渦
中

に
投

ぜ
ら

れ
た
向

も
あ
る
。

殊

に
自
爲

マ
ル
キ

シ
ズ

ム
の

立
場

に
あ
る
人

々
は

、
夫

々
機

關
雑
誌

を
通

し
て
極
端

な

る
論

難
を

加

へ
ら

れ
た
。
小
野
博
士

の
所
論
は
事
實

に
立

脚
す

る
有
力

捻
る
も

の
で
あ

っ
て
傾

聴
す

べ
き

も

の
頗

る
多

く
、
.余
を
し

τ
深

く
反

省

せ

し

め
研
究

の
不
備
を
是
正

し
得

た
所

は
甚
大

で
あ
る
。
併

し
塁
間

上

の
論
戦

と

て
も
回
を
重

ぬ

る
寓
}鹸
り

に
屡

々
な
れ

ば
、
そ

の
勢

の
極

る
所

、
往

々
に
し

で
枝
葉
末
節

に
走

り
、
論
議

の
本
筋
を

は
な
れ
、



精
h
も
す
れ
ば
感
情
論
に
堕
ナ
る
白
危
険
あ
る
事
は
、
過
-
-
古
田
論
戦

史
に
於
て
殆
ど
例
外
な
〈
見
出
し
う
る
所
で
あ
る
。
之
れ
以
上
白
論

戦
を
機
緩
ナ
る
免
め
に
は
、
小
野
博
士
と
白
一
騎
打
は
不
都
舎
を
生

じ
易
い
。

E
L
に
於
て
忍
は
遺
憾
乍
b
百
姓
一
撲
の
革
命
性
に
関
ナ

る
問
題
は
未
決
の
主
L

と
し
て
議
論
を
中
止
し
た
の
で
あ
る
。
併
し

乍
ら
之
は
私
の
卑
怯
と
異
理
探
究
に
聾
す
る
不
忠
貨
と
に
よ
る
の
で

は
な
い
事
を
断
ヲ
で
お
骨
度
ぃ
。

徳
川
時
代
白
百
姓
一
撲
の
輩
命
性
に
関
す
る
議
論
を
横
行
せ
ん
と

ナ
れ
ば
、
徳
川
時
代
に
於
り
る
百
姓
一
挟
む
良
質
E
真
に
一
層
正
確

に
探
究
T
る
事
は
勿
論
、
徳
川
時
代
に
前
の
農
民
隣
提
弁
に
明
治
維

新
後
の
脱
民
蹴
披
が
闘
す
る
刷
究
代
よ
引
で
傍
説
ナ
品
目
必
要
が
あ

る
。
割
払
は
論
戦
在
中
止
し
た
が
、
今
日
常
ほ
カ
白
及
ぶ
限
り
に
於
て

之
等
白
資
料
の
蒐
集
に
努
力
し
つ
L

あ
っ
た
。

然
る
に
先
年
あ
る
機
曾
に
大
蔵
省
属
高
楯
俊
氏
と
共
に
、
内
閣
記

録
諜
井
に
内
閣
文
庫
を
訪
ね
、
そ
白
秘
蔵
に
か
ふ
る
太
政
類
典
井
に

修
奥
局
編
纂
府
牒
奥
を
披
見
し
た
る
に
、
計
ら
ず
も
明
治
初
年
の
百

姓
一
撲
に
閲
ナ
る
資
料
の
聾
宮
に
牧
鎌
せ
ら
れ
で
居
る
白
を
費
見
し

た
。
之
は
未
だ
こ
の
方
面
白
研
究
者
も
充
分
間
讃
利
用
せ
ら
れ
な
か

ヲ
た
よ
う
に
思
は
れ
た
の
で
、
早
速
之
が
筆
窮
を
願
ひ
出
で
、
長
近

そ
の
大
半
を
手
に
ナ
る
事
が
出
来
た
。
そ
の
問
に
外
閥
留
畢
よ
り
隠

靭
せ
ら
れ
た
東
京
帝
大
助
教
授
土
屋
喬
雄
氏
は
人
を
介
し
て
右
の
資

料
を
同
じ

f
筆
寓
し
初
め
ら
れ
た
事
を
聞
昔
、
恐
b
〈
之
を
基
礎
と

し
て
明
治
初
年
の
百
姓
一
担
保
に
関
ナ
る
大
研
究
を
な
し
、
世
に
公
表

百
姓
一
撲
論
に
閥
し
土
屋
義
雄
氏
に
答
ふ

せ
b
る
ム
も
の
で
あ
ら
う
と
心
ひ
そ
か
に
禦
し
が
っ
L

待
ち
あ
「
ん

で
居
た
。
果
し
て
明
治
初
年
農
民
向
援
の
種
々
相

l
併
せ
て
黒
正
博

士
白
百
姓
一
撲
観
を
批
剣
ナ

l
と
題
す
る
論
文
が
中
央
公
論
誌
三
月

競
に
品
思
表
せ
ら
れ
た
。
同
誌
費
賓
の
営
時
、
恰
も
悲
は
水
戸
地
方
に

肱
行
中
で
あ
っ
た
が
、
新
聞
紙
の
車
問
告
に
は
「
京
大
黒
正
博
士
に
醐
到

す
る
手
榔
嘩
」
と
か
、
「
黒
正
博
士
を
論
雌
し
て
痛
烈
」
と
伽
の
小

見
出
し
が
づ
い
て
居
る
の
で
、
取
り
あ
え
ず
害
撲
に
趣
い
て
一
本
を

購
入
し
、
関
讃
薮
・
次
に
及
ん
だ
。
土
屋
氏
は
紙
数
の
制
限
が
あ
り
、

然
か
も
資
料
を
塑
寓
に
宥
せ
ら
る
与
に
拘
は
ら
ず
、
煩
る
多
〈
の
頁

搬
を
割
い
て
な
の
拙
骨
議
論
に
批
判
を
加

~
b
れ
た
事
を
砿
は
深
〈

感
謝
せ
ず

J

の
を
抑
制
院
。

ーー

土
屋
氏
の
批
評
は
一
般
的
に
亘
る
も
の
で
な
く
、
従

τ百
姓

一
授
の
本
質
如
何
に
闘
す
る
質
問
で
も
な
く
、
叉
土
屋
氏
自
身

の
見
解
を
開
陳
し
て
居
ら
れ
な
い
か
ら
、
土
屋
氏
の
所
論
の
順

序
に
従
て
お
答
へ
し
よ
う
と
忠
ふ
。

先
つ
第
一
に
は
、
拙
稿
「
明
治
初
年
の
百
姓
一
授
」
中
に
於

て
‘
「
賞
時
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
武
士
の
統
制
組
織
又
は
武
士

を
中
心
と
す
る
文
化
の
費
還
の
方
面
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
封

建
祉
曾
の
崩
壊
過
程
を
明
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
が
多
い
が
、
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七



百
姓
一
段
論
に
隠
し
土
屋
喬
雄
氏
に
答
ふ

何
故
に
崩
壊
せ
ざ
る
や
得
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
内
面
的
因
果
闘

係
叉
は
枇
曾
的
必
然
に
つ
き
て
は
、
概
ね
皮
相
的
観
察
や
下
し

て
居
る
じ
す
ぎ
ぬ
」
と
論
じ
た
る
に
封
し
、

+h
屋
氏
は
之
を
以

て
漫
罵
な
め
と
し
、
然
か
も
土
屋
氏
自
身
在
日
し
に
も
の
で
あ

ら
フ
と
解
し
、
一
見
に
・
』
の
詞
の
裏
に
は
私
が
「
深
刻
な
る
観
祭

者
L

で
あ
る
と
の
自
負
が
ひ
そ
む
と
な
し
て
居
ら
る
》
。
土
屋

民
が
右
の
如
〈
解
せ
ら
ら
、
の
は
、
私
の
-
一
泊
ひ
茨
は
し
方
の
拙

劣
で
あ
っ
大
事
に
も
よ
る
が
、
併
し
土
屋
氏
が
何
故
仁
方
く
ま

で
も
裏
の
裏
を
見
す
か
し
に
よ
う
に
議
論
せ
ら
る
、
の
か
不
思

議
に
耐
え
ぬ
。
私
の
い
は
ん
と
し
に
所
は
、
疋
に
土
屋
氏
の
常

に
主
張
せ
ら
る
も
が
如
き
、
一
の
支
配
枇
舎
の
上
部
構
造
の
み

の
研
究
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て

l
勿
論
、
無
用
と
か
、
効
呆
が

な
い
と
か
、
意
味
が
な
い
と
か
い
ふ
の
で
は
な
い
|
下
部
構
造

の
研
究
叉
は
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と
の
針
立
抗
争
関
係
そ

見
る
事
じ
よ
っ
て
、
一
屠
統
一
的
仁
且
つ
深
刻
仁
枇
曾
の
推
移

の
過
程
ぞ
理
観
す
る
事
が
出
来
る
と
い
ふ
に
止
る
。
而
し
て
私

が
「
自
負
す
る
に
拘
は
ら
歩
、
皮
相
的
観
察
者
な
る
事
を
自
ら

暴
露
」
し
て
居
る
と
い
1

ひ
、
「
身
分
と
階
級
と
の
解
樺
が
不
明
確

第
三
十
二
血
管

七
回
大
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四
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で
あ
っ
て
、
武
士
階
級
は
農
民
を
政
治
的
に
支
配
し
た
の
み
で

経
済
的
に
は
之
を
支
配
し
な
か
っ
に
」
と
、
余
が
考
へ

τ居
る

も
の
》
如
く
設
い

τあ
る
。
併
し
乍
ら
身
分
と
階
級
の
開
係
は

枇
曾
史
上
、
い
ふ
迄
も
な
く
最
も
重
要
に
し

τ瓦
つ
困
難
な
る

問
題
で
あ
る
。
土
屋
氏
の
信
奉
せ
ら
る
、
7

ル
キ
シ
ズ
ム
の
諸

議
官
に
於
て
も
果
し
て
明
確
に
論
じ
っ
く
さ
れ
て
居
る
で
あ
ら
う

か
。
叉
一
そ
の
解
樺
が
絶
割
的
基
礎
や
有
す
る
で
あ
ら
う
か
、
と

が
巴
仁
問
題
で
あ
る
。
封
建
制
曾
と
今
日
め
資
本
主
義
世
舎
と

の
根
本
的
匝
別
は
、
身
分
的
支
配
と
階
級
的
支
配
と
に
求
め
ざ

る
を
得
な
い
。
に
と
ひ
身
分
的
支
配
が
経
済
的
基
礎
に
立
っ
と

し
て
も
、
身
分
あ
る
が
故
に
封
建
枇
舎
濁
特
の
支
配
闘
係
を
生

4r
る
の
で
あ
っ
て
、
身
分
的
支
配
が
枇
曾
組
織
の
根
本
的
基
礎

で
な
け
れ
ば
封
建
枇
曾
は
存
立
し
得
な
い
。
き
れ
ば
こ
そ
中
期

以
後
に
於
て
経
済
階
級
的
支
配
の
勃
興
し
初
め

τ、
武
士
の
身

分
的
支
配
力
が
衰
退
し
、
プ
ル
ジ
ヨ
ア
枇
曾
へ
と
費
質
し
て
行

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
土
屋
氏
は
、
身
分
的
政
治
的
支
配
と
経

済
的
支
配
と
が
、
蕎
時
に
於
て
丁
度
目
蝕
の
如
く
震
り
合
っ
て

居
る
の
を
見
て
、
日
と
月
と
が
全
然
別
個
の
も
の
で
あ
る
事
を



無
視
し
之
を
引
き
は
な
さ
す
に

「
緒

に
取
り
扱
ひ
、
黒
い
丸

い

も
の
が
空
中
に
新
に
出
て
來
た
よ
う
に
考

へ
ら
る

・
の
で
は
な

い
か
。
支
配
肚
會
で
あ

る
限
り
経
済
的
支
配
の
件
は
な
い
も
の

は
な
い
。如
何
な
る
時
代
に
も
共
通
な
る
も
の
を
以
て
來
て
は
.

砒
會
組
織
の
匠
別
の
標
準
と
な
し
得
な
い
で
は
な
い
か
。
若
し

余

の
身

分
と
階
級
と
の
匠
別
に
關
す
る
批
判
を
下
さ
ん
と
す
る

な
ら
ば
、
拙
著

「
百
姓

一
揆

の
研
究
」
に
よ
ら
れ
度

い
し
、
叉

「
皮
相
的
観
察
者
な
り
」
と
漫
罵
せ
ら
る

》
前
に
、
上
量
モ
自
弁

.一』
」
1
一巳'

が
階
級

と
身
分
に
閲
し
て
確
乎
辷
る
意
見
を
開
陳
せ
ら
る
べ
當

で
あ
ら
う
。
軍
に
私
の
見
解

が
怪
し
い
と
い
ふ
丈
け
で
は
學
問

的
議
論
に
な
り
得
な
い
。

■

三

次
に
素
因
、
動
因
に
封
ず
る
批
判
を
見
る
。
肚
會
は
色
々
の

形
態
を
も
つ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
何
れ
も
猫
特
の
存
在
、
個
性

「
々
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば

一
定
の
素
質
を
有
す
る
の
で
あ

っ
て

恰
も
各
個
人
が

}
般
的
普
遍
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、

.個
人
と

し
て
存
す
る
限
り
特
殊
的
個
性
を
有
し
、
素
質
が
異
る
の
と
同

一
で
あ
る
。
余
は
、
明
治
の
初
年
に
於
て
多
く
の
百
姓

一
揆

の

、

百
姓

一
揆
論
に
閲
し
土
屋
喬
雄
氏
に
答
ふ

護
生
し
九
る
理
由
を
、
當
時
の
肚
會
素
質
の
特
殊
性
に
求
め

、

そ
の
特
殊
的
素
質
の
成
面
と
し
て
、
(
一
)
枇
會
愛
車
に
よ
る
人

心
の
不
安
動
揺

、
(二
)
農
民
の
頑
冥
無
智
、
.(三
)
新
政
府
の
統

制
力
の
薄
弱
、

(四
)
懐
古
的
精
神
の
擡
頭
、
(五
)離
緑
武
士
の

不
平
の
五
鮎
を
指
摘
し
た
。
然
る
に
土
屋
氏
は
、
因
果
性
一

そ

の
意
味

は
よ
く
分
ら
ぬ
が
一
の
問
題
を
今
少
し
く
嚴
密
に
考

へ

よ
う
と
し
て
か
故
に
不
満
足
で
あ
る
旨
を
述
べ
、
余
の
五
素
因

の
説
明
に
矛
盾
あ
り
と
い
ふ
。
併
し
乍
ら
拙
稿
に
於
て
速
め

こ

と
わ
っ
}」
湘
い
弛
よ
う
に
、
便
宜
上
機
械
的
に
素
因
を
分
解
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
從
て

「
離
藤
武
士
が
百
姓

一
揆
を
煽
動
す

る

よ
う
な
事
は
比
較
的
に
少
か
っ
た
」
と
い
っ
て
も
、
離
藤
武

士

の
不
平
が
存
在
し
た
事

は
事
實
で
あ
り
、
然

か
も
三
百
萬
人
か

ら
の
侍
階
級
に
属
す
る
人
々
の
不
平
が
鯵
勃
と
し
て
居
た
事
は

明
治
初
年
の
肚
會
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
事
は
否
定
出
来

な
い
。
こ
の
事
實
丈
け
を
抽
出
し
て
個
別
的
に
考

へ
れ
ば
或

は

百
姓

一
揆
螢
生
の
素
因
と
は
見
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
當

時
の
種

々
の
肚
會
關
係
と
聯
關
し
て
見
れ
ば
馬
之
が
百
姓

}
揆

の
頻
襲
の
素
因
を
有
し
て
居
る
事
は
撃
は
れ
な
い
。
又

「
明
治

・

第
三
十
二
巷

七
四
七

.
第
四
號

一
五
九



百
姓

一
揆
論
に
閲
し
土
屋
喬
雄
氏
に
答
ふ

十
年
以
後

、

一
揆

の
減
少
し
た
る
は
新
政
府
が
確
立

せ
ら
れ
、

そ
の
統
制
力
が
強
大
と
な
っ
た

》
め
で
は
な

い
」
と
い
ふ
所
論

の
矛
盾
を
指
摘
し
て
あ
る
が
、
之
も
前
説
と
同
じ
く
政
府
の
統

制

力
の
強
弱
の
み
で
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
如
何
に
統
制

力
が
強
大
で
も
、
他
の
素
因
と
の
複
合
關
係
如
何
に
よ
っ
て
、

矢
張
り

}
揆
は
起
り
得
る
。
余
が
右
の
五
素
因
を
機
械
的
に
分

析
し
ね
の
は
便
宜
上
の
都
合
で
あ
っ
て
、
右
の
五
素
因
は
有
機

的
に

一
膿
と
し
て
聯
閲
し
て
居
を
。
而
し
て
余
は
上
屋
氏
の
如

く
五
素
因
が
必
し
も
相
互
に
因
果
關
係
に
あ
り
と
す
る
の
で
は

な

い
。
明
治
十
年
以
後

に

}
揆

が
少
く
な
つ
九
の
は
、
新
政
府

の
統
制
力
の
絶
大
と
な

っ
た

・
め
で
は
な
い
と

い
ふ
も
、
決
し

て
矛
盾
で
は
な
い
。

夏
に
人
心
の
不
安
動
揺
を
以
て

}
素
因
と
す
る
の
不
可
を
設

い
て
あ
る
が
、
當
時
の
如
き
文
化
の
稜
達
状
態

に
於
て
は
、
急

激
な
る
擬
革
に
よ
る
人
心
の
不
安
動
揺
は
頗
る
甚
し
い
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
閲
す
る
事
實
に
つ
き

て
は
薮
に
例
讃
す
る
迄

も
な
く
一
土
屋
氏
の
夙
に
了
知
せ
ら
る

」
所
で
あ
る
。
こ
の
人

心
の
不
安
動
揺
が
他
の
素
因
と
結
合
し

て
百
姓

一
揆
を
誘
聾
す

第
三
十
二
巻

七
四
八
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號

一
六
〇

る
の
素
因
を
な
す
事
は
明
か
で
あ
る
と
思
ふ
。
余
は
大
正
十
二

年
の
東
京
大
震
災
を
経
験
し
な

い
か
ら
明
確
に
は
断
言
出
来
な

い
が
、
常
時
の
人
心
動
揺

が
如
何
に
兇
暴
な
る
行
動
を
文
化
人

に
も
行
は
し
め
た
が
、
こ
の

一
事
に
よ
っ
て
も
推
察
に
難
く
あ

る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
人
心
の
不
安
動
揺
は
凡
べ
て
の
階
級
に

共
通
の
問
題
で
あ
る
。
土
屋
氏
は
「
離
緑
武
士
の
不
平
」
を

}
素

因
と
し
て
列
鵬
す
る
程
な
ら
、
神
官
僧
侶
、
商
工
足
、
農
民
、

武
士
等
に
よ
っ
て

一
揆
に
封
ず
る
關
係

が
異
る
筈
だ
と
非
難
せ

ら

る
。
併
し
肚
會

全
罷
と
し
て
見
る
以
上
、
か

・
る
匠
別

の
必

要
は
な
い
。
大
震
災
の
時

に
東
京
人
は
何
れ
も
不
安
に
陥

っ
た

而
て
成
程
、
金
持
と
貧
乏
人
、
智
識
の
あ
る
も
の
と
無
智
の
者

と
の
間
に
は
不
安
動
揺
に
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
當
時
の
兇

暴
な
る
活
動
を
見

る
に
方
り
て
、
之
を
匹
別
す
る
の
必
要
が
あ

ら
う
か
。
明
治
初
年
の
人
ロ
の
多
激
を
占
む
る
農
民
が
、
肚
會

全
鐙
の
動
揺

に
よ
っ
て

一
揆
を
起
し
易
い
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ

ぬ
。
離
緑
武
士
の
不
平
と
瀧
會
全
盟
の
人
心
の
不
安
動
揺
と
は

も

も

ヘ

へ

性
質
が
全
く
異

る
。
土
屋
氏
は
不
安
動
揺
は
、一
揆
の
前
行
過
程

で
あ
る
と
い
ひ
、
之
を
水
の
沸
騰
に
た
と

へ
・、
余
は
水
の
温
度



の
昂
る
の
を
沸
騰

の
原
因
と
し
て
居

る
と
、
氏
は
断
じ
た
。
之
は

事
實
を
謹

ふ
る
も
の
で
、
人
心
の
不
安
動
揺
と
い
ふ
の
は
現
存

へ

へ

の
事
實

で
偽
る
の
快
し
て
過
程
で
は
な
い
。
即
ち
土
屋
氏
の
例

を
援
用
す
れ
ば
、
水
が
正
に
沸
騰
せ
ん
と
す
る
間
髪
を
容

れ
な

い
温
度
に
あ
る
事
を
意
味
す
る
。
從
て
石
炭
の
火
で
も
、
炭
火

で
も
な
ん
で
も
よ
い
、
之
に
僅
少
の
熱
度

に
よ
る
刺
戟
を
與

ふ

れ
ば
沸
騰
す
る
の
状
態

に
あ
る

事
を
示

さ
ん

と
す
る
の
で
あ

喝
.、

四

當
時
農
民
が
頑
冥
無
智
で
あ

っ
た
事
は
、
恐
ら
く
土
屋
氏
も

否
定
声
れ
な

い
で
あ
ら
う
。
現
に
氏
は
、
所
論
の
第

三
項
に
於

て
、
統

一.國
家
の
形
成
に
反
抗
す
る
か
の
如
き
薔
知
事
引
留
、

信
…教
自
由
に
反
鋤
す
る
か
の
如
き
佛
教
の
擁
護
、
蕉
租
法
の
展

止
反
掛
、
徳
川
家
復
興
の

一
揆
の
存
す
る
事
を
認
め
ら
る

・
の

み
な
ち
す
、
血
税
の
誤
解

、
電
信
そ
の
他
の
外
國
よ
吻
新
に
輸

入
せ
ら

れ
た
る
機
械
設
置
の
反
樹
、

.種
痘
を
恐
怖
し
た
の
、
戸

籍
制
笈

や
學
校
設
立
北
反
封
し
て
趨

っ
た
百
姓

一
揆
の
頗
る
多

き
事
實
を
見
れ
ば
、
當
時
の
人

々
が
頑
冥
に
し
て
事
理
を
正
解

百
姓

{
揆
瓢湖
に
關
し
土
屋
喬
雄
氏
に
答
ふ

し
な
か
っ
た
事

は
断
じ
て
孚
は
h
な

い
事
實
で
あ
る
。
か
る
が

故
に
種

々
の
直
接
的
動
因
の
加
は
つ
た
時
に
百
姓

一
揆
な
る
暴

動
的
形
態
を
以
て
反
抗
運
動
が
起
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
當
時

と
し
て
は
歴
迫
せ
ら
れ
売
る
農
民
は
、
自
己
の
主
張
を
到
達
し

精
静
的
経
済
的
苦
痛
を
脱
却

せ
ん
と
す
る
も
、
合
法
的

手
段
に

よ
る
事

は
困
難
で
あ
り
叉
合
法
的
手
段
を
知
ら
な
か
っ
た
。

一

揆
は
、
土
屋
氏
も
認
め
ら
る

、
如
く

.
多
く
は
線
香
花
火
試
の

も
の
に
了
の
.
多
く
の
犠
牲
を
携
ひ
、
然
か
も
必
し
も
所
期

の

目
的
を
達
成
し
て
は
居
ら
ぬ
が
、
繰
り
返

へ
し
て

一
揆
を
起
し

た
の
は

、
何
と
考

へ
て
も
事

理
を
解
し
た
賢
明
な
る
抵
抗
形
態

で
あ
る
と
は

い
へ
ぬ
。
余
が
百
姓

一
揆
を
百
姓
の
頑
冥
無
智
に

ヘ

ヤ

へ

も

詮
じ
つ
め
つ

・
、
経
済
的
財
政
的
動
因
を
設

い
た
事

を
以
て
矛

盾
な
り
と
せ
ら
る

、
も
、
之
に
怯
矛
盾
は
な
い
コ
實

は
土
屋
賃

借
素
因
論
乏

動
因
論
と

を
混
、同
も
て

居
ら

る
・
の
で
は
な

い

か
。
十
年
以
後
、

」
揆
の
少
く
な
つ
尤
理
由
と
し
て
、
動
因
の

方
面
よ
り
、
不
換
紙
幣
の
濫
稜
に
件

ふ
米
慣
の
暴
騰

、
作
柄
の

良
好
、
農
民
の
租
税
負
憺
の
輕
減
等

に
よ
り
農
民
の
不
平
の
原

因
の
沿
…失
せ
る
事
を
示
七
た
る
に
樹
ル
、
そ
れ
と
農
民
の
頑
冥

第
三
十
二
倦
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百
姓

一
揆
論
に
閲
し
土
一厘
喬
雄
氏
に
答
ふ

無
智
と
の
關
係
を
難
詰

せ
ら
る

}
も
、
之
は
自
ら
別
問
題
で
あ

る
。
右
の
如
昏
動
因
が
な
け
れ
ば

、
如
何
に
無
智
の
農

民
で
も

暴
動
的

一
揆
を
起
す
筈
は
な
く
、
又
か

・
る
動
因
が
あ
っ
て
も

頑
冥
無
智
で
な
け
れ
ば

一
揆
の
形
を
以
て
反
抗
し
な
い
で
あ
ら

う
。
故
に
明
治
初
年
の
百
姓

一
揆
を
素
因
論
的
に
考

へ
る
時
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

之

を
農

民
の
頑

冥
無
智
に

詮
じ

つ
め
て
も
敢

え
て

不
當

で
は
な

い
。
土
屋

氏

は
若

し

頑

冥
無
智
を

素

因

と
し

て

考

へ
る

な
ら

暉
㌔

調
2叩
濫
.琉
、
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罪
騙
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晒

M
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士
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艦

」
「
喚
£
奪

一
粥

0
刈
ノく

ナ
儒
!
一
」7
0
,に

地
表
徒
典
則
四
重
廻

的
歴

迫
下

に
無
智

と
な

つ
で
居

た

も
の
か
数
年
間

に
教
化

さ

れ

た
と

い

ふ
事

に
詮
じ

つ
め
ら

る

・
と
い

ふ
も

、
之

は

「
逆

も
亦

、
眞

な

り
」
と

の
理
窟
を

以
て
論

ず

る
も

の
で
あ

っ
て

、
か

・
る

詭
辯

は
恐
ら
く
歴

史
論

に
は
許
さ

れ
な

い
で
あ

ら

う
。

一
歩
を

ゆ
つ

っ
て
之
を
許

す
と

せ
ば

、
余

は

イ

エ
ス
と
答

へ
て
も
よ

い

と
思

ふ
。
小

野
博

士
も
嘗

っ
て
論

ぜ
ら

れ
た
よ
う
に

、
十

年

以

後

に
於

て
は
農

民
が
そ

の
利

益
を

主
張
す

る
爲

め

に
、
非
合

法

の
暴
動

的

一
揆

を
止
め

て
、
合
法

的
理
論

的

に
職

は
ん
と
す

る

の
意
圖

か
民
橿

運
動
の
形

を
と

っ
て
現

は
れ
た
の
だ

と
論
ぜ

ら

ホ
る
。
勿
論
こ
の
顯
は
尚
ほ
研
究
の
除
地
あ

る
に
し
て
も
、
十
年

,

婚邪
一二
十
二
巻

七
五
〇
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聞
の
解
放
と
訓
練
と
は
、
暴
動
的

一
揆
の
愚
な
る
事
を
教

へ
、

農
民
の
蒙
を
啓
き
、
合
理
的
考

へ
方
を
な
す
に
至
っ
た
事
は
明

か
で
あ
る
。
更
に
土
屋
氏
は
騒
擾
の
素
因
と
し
て
頑
冥
無
智
を

畢
け
る
時
は
、
明
治
初
年
に
起
つ
た
奮
侍
階
級
の
騒
擾
を
如
何

に
見
る
か
、
即
ち
奮
侍
階
級
は
當
時
に
於
け
る
最
高
有
識
分
子

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
騒
擾
を
も
、
頑
冥
無
智
に
詮
じ
つ
、め
る
か

と
論
難
せ
ら
る
。
併
し
、
余
が
本
誌
前
號
に
於
て
土
屋
.氏
の
批

判
の
出
づ
る
事
を
豫
期
せ
す
し
て
登
表
し
知
る
拙
稿
に
於
て
明

か
な

る
が
如
く
、
菖
侍
階
級
の
騒
擾
に
は
百
姓

一
揆
的
の
も
の

は
極
め
て
少

い
事
實

に
よ
っ
て
、
矢
張
り
武
士
階
級
は
百
姓
の

如
く
盲
目
的
に
騒
擾
し
た
の
で
な
い
事
が
明
か
で
あ
る
。

一
揆

的
に
暴
動
し
た
も
の
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
、
何
と
な
れ
ば
、

當
時

、
侍
階
級
が
他
の
階
級
に
射
し
て
は
比
較
的
高
級
の
知
識

階
級
で
あ
っ
た
に
し
て
も

、
地
方
に
よ
っ
て
賢
愚
の
差
は
大
で

あ
り

、
客
観
的
に
見

て
必
し
も
頑
冥
無
智
で
な

か
っ
た
と
も
云

へ
ま
い
。

最
後
に
懐
古
的
精
神
の
蓬
頭
に
封
ず
る
非
難
で
あ

る
。
経
済

的
苦
痛
、
精
神
的
不
安
の
人
な
る
場
合
に
は
、
過
去
を
憧
擬
し

静 小野武夫氏、明治維新 と農民階級 の革命思想(就 會學雑誌六三號)



之
に
執
着
心
を
生
す
る
は
人
の
世
の
常
で
あ
る
。
從
て
之
は

一

般
的
事
實
で
あ
.つ
て
、
必
し
も
當
時
の
肚
會

の
み
に
特
有
で
は

な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
乍
ら
か

、
る
懐
古
的
精
神
が
肚
會
に

張

る
場
合
は
如
何
な
る
時
代
、
肚
會
に
も
存
す
る
の
で
は
な

い

急
激
な

る
肚
會
的
攣
革
を
来
し
、
民
衆
が
そ
の
蹄
趨
を
失
っ
た

峙
に
之
を
顯
著
に
見
る
の
で
あ
る
。

土
屋
氏
は

「
何
故
に
懐
古

的
、
反
動
的
目
標
を
も
揚
げ
て
反
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
を
、
彼
等
の
靴
會
的
地
位
及
び
當
畦
の
枇
會
情
勢
の
公
訴

に
よ
っ
て
究
明
す
る
事
に
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
は
る

》
も

之
は

一
揆
の
目
標
又
は
動
因
と
、
余

の
所
謂
素
因
と
を
混
同
し

て
議
論
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

土
屋
氏
は
、
常
に
本
質
と
か
、
必
然
性
と
か
を
筆
に
せ
ら
る

・
が
、
我
々
は

一
定
の
肚
會
に
於
け

る
諸
種
の
現
象
を
見
る
場

合
に
は
、
そ
の
胤
會
の
本
質
、
素
質
の
構
成
を
分
析

せ
ざ
る
を

得
な
い
。
ロ
バ漫
然
と
全
髄
を
把
握
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は

哲
學
的
に
は
可
能

か
も
知
れ
ぬ
が
、
今
日
の
科
墨
に
於
て
は
不

可
能
の
事
で
あ
る
。
然
か
も
前
述
の
如
く
之
が
分
析
は
機
械
的

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

っ
て
、

一
慮
之
を
機
械
的
に
分
析

百
姓

一
揆
論
に
閲
し
土
屋
喬
雄
氏
に
答
ふ

し
恥
更
に
之
を
相
互
に
有
機
的
に
聯
關

せ
し
め
て
考
察
す
る
の

外
は
な
じ
。
か

》
る
方
法
に
よ
る
分
析
を
不
可
と
し
、
又
分
析

せ
ら
れ
た
る
個

々
の
要
因
を
別
々
に
批
判

し
て
、
ふ
は
く

し

た
捉

へ
所
の
な
い
も
の
と
し
、
素
因
動
因
の
分
析
、
そ
の
結
果

の
列
畢
綜
合
を
以
て
、
無
用
の
業
と
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
帥
ち

止
む
。
も
早
議
論
の
飴
地
は
な

い
の
で
あ
る
。
土
屋
氏
は

「
セ

ル
ビ
ヤ
青
年
の

一
弾
や
當
時
の
緻
洲
肚
會
に
於
け
る
諸
方
面
の

兆
候
を
蛇
べ
た
で
る
事
に
よ
っ
て
.、欧
洲
大
戦
の
本
質
や
歴
史

的

必
然
性
を
説
明
出
来
な
い
」
と
い
は
る

・
も
、
之
は
事
物
の

混
同
で
あ
る
。

セ
ル
ビ
ヤ
青
年
の

一
弾

の
歴
史
的
必
然
性
を
考

へ
る
も
の
は
恐
ら
く

一
人
も
あ
る
ま
い
。
併
し
當
時
の
欧
洲
肚

會
に
於
け
る
諸
方
面
の
兆
候
を
分
析
綜
合
す

る
事
は
、
世
界
大

戦
の
本
質
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
を
知
る
に
最
も
必
要
な
事
で

あ
る
。
土
屋
氏
は
、
然
ら
ば
何
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
把
握
せ

ん
と
せ
ら
る

、
か
、
事
實
を
了
解
す
る
事
な
く
し
て
、
自
身

「

.

己
の
観
念
を
想
定
し
て
概
念
論
を
試
み
、
歴
史
學
の
能
事
了
は

れ
り
と
せ
ら

る

・
の
で
あ
ら
う
か
。

五

葉
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五

一

第
四
號

一
六
三



百
姓

一
.揆
論
に
關
し
土
屋
喬
雄
氏

に
答
ふ

要
す
る
に
土
屋
氏
の
批
判
は
軍
な
る
批
判
で
あ
り
、
説
教
で

あ
っ
て
、
余
の
愚
鈍
を
以
て
し
て
は
、
何
を
主
張
せ
ら
る

、
か

を
理
解
す
る
事
が
出
来
な

い
。
從

て
充
分
な
る
お
答
を
す
る
事

の
出
來
ぬ
事
を
遺
憾
と
す

る
、
尤

も
恐
ら
く
批
判
の
中
心
は
素

因
の
分
析
的
列
畢
に
あ
る
も
の

・
如
く
想
像
せ
ら
る

、
が
、
そ

の
分
析
的
列
學
の
論
難
せ
ら
る

・
根
原
は
、
土
屋
氏
が
孤
立
的

に
各
項
目
々
検
討

せ
ら
れ
九

・
め
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
氏
が
自

ら
.解
離
せ
ら
・⇔
・
が
如
く

に
か

・
る
項
目
は
因
果
的
關
聯
に
あ

る
の
で
は
な
く
て
、
有
機
的
に
綜
合
せ
る
鮒
立
的
聯
關
で
あ
る

か
ら
、
徒
ら
に
論
難
せ
ら
る

、
前

に
、

一
定
の
肚
會
的
素
質
が

如
何
に
し
て
形
成

せ
ら
る

.
か
、
之
を
理
解
す
る
に
は
如
何
な

.

ゐ

方
法
に
よ
る
べ
歯
で
あ

る
か
を

}
考
せ
ら
れ
た
い
の
で
あ
る
。

.

土
屋
氏
も
恐
ら
く

一
定
の
肚
會
に
は

「
.定
の
肚
會
素
質

の
存
す

る
事
な
否
定
せ
ち
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
の
素
質
の
構

成
を
理
解

せ
ん
と
な
ら
ば
、
軍
に

マ
ル
キ
ズ
ム
の
理
論

と
か
、

辨

證
法
的
理
論
の
み
に
よ
っ
て

=
兀
的
に
歴
史
を
説
明
し
去
る

事
は
不
充
分
で
あ
る
と
思
ふ
。

土
屋
氏
は
折
角
多
く
の
資
料
を
蒐
集
せ
ら
た
の
で
あ
る
か
ら

之
を
公
刊
し
て
多
く
の
人

々
の
引
用
に
侵

せ
ら
る

、
事

は
誠
に

輯

」

n

第
三
十
二
巻

七
五
二

第
四
號

=
八
四

有
り
難
き
事
で
あ
っ
て
感
謝
に
耐
え
な
い
所
で
あ
る
が
、
願
は

く
ば

、
軍
な
る
資
料
提
供
者
と
し
て
了
ら
す
に
、
そ
の
得
意
と

せ
ら
る

・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
よ
り
之
等
の
資
料
を
綜
合
達

観
し
て
、
百
姓

一
揆
の
本
質
を
究
明
し
、
不
敏
の
余
に
高
教
を

示
さ
れ
度

い
。
中
央
公
論
誌
の
論
文
は
輩
に
事
實
の
羅
列
に
す

ぎ
す
し
て
、
氏
の
結
論
を
覗
ふ
事
の
出
来
ぬ
の
は
遺
憾
で
あ
る

が
、
そ
の
末
尾
に
は
、
詳
論
は
他
日
に
譲
・49
旨
が
約
束

せ
ら
れ

て
居
る
か
ら
、
必
ず
や
近

い
内
に
、
氏
の
立
場
を
明
確
に
示
し
、

百
姓

…
撲
の
本
質
を
闡
明
し
六
る
研
究
が
磯
表
せ
ら
る

、
事
を

確
信
す
る
。
之
に
よ
っ
て
徳
川
時
代
の
百
姓

一
揆

の
本
質
に
關

す
る
問
題
、
特
に
百
姓

一
揆
の
革
命
性
の
有
無
の
問
題
を
解
決

す
る
に
有
力
な
る
傍
謹
を
得

る
事

と
思
ふ
。

.

尚
ほ
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
紙
上

の
討
論
が
長
き
に

亘
り
て
反
覆
せ
ら
る

・
時
は
却
て
研
究
を
害
す
る
の
虞
あ
る
が

故
に
、
こ
の
問
題
に
關
す
る
論
争
は

一
慮
本
稿
を
以
て
打
ち
切

る
こ
と
に
す
る
。
文
中
或
は
禮
を
失
す
る
の
言
僻
を
弄
し
た
所

が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
の
匙
は
御
寛
恕
を
乞
ふ
次
第
で
あ

る
。
又
土
屋
氏
の
批
判
論
文
は
中
央
公
論
誌

上
に
掲
載
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
之
に
射
す
る
反
駁
も
同

一
誌
上
に
於
て
な
さ
る

べ
き
で
あ
ら
う
が
、
學
問
上
の
論
争
な
る
が
故
に
特
に
本
誌
の

紙
面
を
借
り
乖
次
第
で
あ
る
。


