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章

柄

麟

の

民

族

思

想

閏

小

野

ノ

秀

美

六

章
柄
鱗
の

｢駁
康
有
蓋

革
命
書
｣

(篭
)紘
,
徹
底
し
た
反
駁

の
書
で
あ
る
.
ま
つ
冒
頭
に
於
て
'
康
有
馬
の
南
北
ア
メ
リ
カ
の
華

僑
に
答
え
る
書
は
'
｢復
樺
以
後
の
召
還
に
熱
中
し
て
'
さ
き
に
こ
の

つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
空
言
lを
な
し
､
東
胡
群
獣
の
兼
を
響
か
し
て
'

寓

T
の
解
党
を
業
う
｣
も
の
で
'
｢書
を
商
人
に
致
す
の
で
は
な
く
'

書
を
清
人
に
致
す
の
で
あ
る
L
t
と
断
定
し
て
い
る
o
章
柄
鱗
の
反
駁

の
根
接
は
'
何
を
お

い
て
も
ま
づ
康
有
馬
が
民
族
の
立
場
を
拒
否
す

る
鮎
に
あ
る
｡
康
有
馬
に
と
っ
て
'
中
図

･
夷
秋
の
別
は

｢進
化
を

規
準
と
し
て
人
種
を
規
準
と
す
る
の
で
は
な
い
.
｣

徳
あ
ら
ば
夷
秋

も
こ

れ
を
中
国
と
云
S.'
道
な
け
れ
ば
中
国
も
ま
た
こ
れ
を
夷
秋
と

云
う
の
で
あ
っ
て
'
民
族
の
異
同
は
重
要
な
こ
と
で
な
3,｡
よ
し
民

族
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
'
そ
れ
は
む
し
ろ
満
藻
の
不

分
を
強
調
す
る
た
め
の
'
止
む
を
得
な
い
手
段
と
し
て
で
あ
っ
た
.

し
か
る
に

｢民
族
主
義
は
太
古
原
人
の
世
よ
り
そ
の
根
性
も
と
よ
り

す
で
に
潜
在
L
t
遠
く
今
日
に
至
っ
て
始
め
て
豪
速
し
た
も
の
で
'

一

生
民
の
良
知
本
能
で
あ
る
｣
t
と
章
柄
鱗
は
云
う
.
そ
れ
は
｢
7
切
は

鳩

種
類
を
も
っ
て
断
と
す
｣
べ
-
,
民
族
の
相
違
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の

l

前
提
と
な
っ
て
い
る
塩
害
と
､
同

7
の
主
張
で
あ
る
｡
正
に
康
有
馬

と
は
封
照
的
な
見
解
で
あ
っ
て
'
こ
の
立
場
か
ら
満
湊
の
不
分
を
合

理
づ
け
よ
う
と
す
る
庚
有
馬
の
所
論
が
反
駁
さ
れ
て
い
る
.

康
有
馬
は
華
夷
の
規
準
を
文
化
に
か
く
に
拘
わ
ら
ず
'
民
族
の
問

題
に
も
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
凍
っ
た
｡
民
族
を
度
外
に
お
く
華
夷
の

論
の
み
で
は
'
到
底
排
満
論
者
を
納
得
せ
し
め
る
に
は
足
-
な
い
か

ら
で
あ
る
.
し
か
し
な
が
ら
文
化
に
徹
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
'
弱
鮎

も
ま
た
潜
む
で
あ
ろ
う
｡
清
人
が
文
化
の
鮎
に
於
て
中
開
に
同
化
L
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て
い
る
こ
と
を
詮
く
と
共
に
'
民
族
の
鮎
に
於
て
も
漢
人
と
同
種
で

あ
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
し
か
も

一
面
で
は
'
清
人
と
漢
人

と
を
同
父
異
母
の
兄
弟
に
比
L
t
或
は
両
者
が
異
種
で
あ
る
こ
と
を

も
肯
定
す
る
が
如
-
で
あ

っ
て
'
そ
の
間
に
矛
盾
を
含
む
こ
と
は
'

前
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
｡
章
柄
鱗
の
反
駁
が
ま
つ
両
者
が

同
種
で
な
い
鮎
に
向
け
ら
れ
る
の
は
'
云
う
ま
で
も
な
い
.
康
有
馬

は
旬
奴
の
艶
田
淳
経
が
夏
后
氏
の
希
で
あ
る
と
い
う
史
記
の
記
載
に

よ
っ
て
'
｢北
方
の
八
は
唐
音
が
同
瞳
で
あ
る
｣
と
主
張
し
て
い
る
o

し
か
る
に
旬
奴
と
満
洲
と
は
異
る
｡
か
つ
旬
奴
と
雑
も
漢
人
と
同
種

と
は
云
い
得
な
い
こ
と
を
'
章
柄
鱗
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
｡
も
と

も
と
簾
有
馬
の
満
漠
同
種
の
論
は
'
呉
楚
と
の
開
聯
に
於
て
唱
え
ら

れ
た
も
の
で
あ

っ
た
.
す
な
わ
ち
泰
伯
は
周
の
文
王
の
子
で
居
る
が
'

輿
に
い
て
断
髪
文
身
L
t
常
熊
は
文
王
の
師
で
あ
る
が
､
楚
の
百
蟹

の
中
に
い
て
､
何
れ
も
中
園
内
の
諸
侯
と
は
見
倣
さ
れ
な
い
｡
し
か

も
賓
際
に
は
春
秋
に
い
わ
ゆ
る
夷
は
皆
五
帝
三
三
の
喬
で
あ

っ
て
'

戦
国
の
と
き
に
は
楚
を
夷
と
す
る
も
の
は
な
く
'
漠
の
高
組
も
変
の

人
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
斥
け
て
夷
秋
異
種
と
す
る
も
の
は
な
い
｡
け

だ
し
楚
が
葉
菜
の
薩
を
行
う
こ
と
久
し
き
が
故
で
あ

っ
て
'
こ
の
鮎

か
ら
す
る
な
ら
ば
､
清
洲

･
蒙
古
は
皆
吾
が
同
種
で
あ
牲
'
何
に
よ

っ
て
慣
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
云
う
の
で
あ
っ
た
｡
種
を
同
じ

う
し
て
も
'
道
を
異
に
す
る
場
合
に
は
夷
秋
で
あ
る
｡
｢中
観

･
夷
秋

に
常
尉
な
-
'
愛
に
従

っ
て
移
る
も
の
で
あ
る
｣
｡
輿
楚
は
そ
の
例
題

と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
'
満
洲
は
文
化
に
於
て
す
で
に

中
観
に
同
化
し
て
S,る
.
の
み
な
ら
ず
満
人
は
民
族
的
に
も
漢
人
と

同
瞳
で
あ
る
｡
か
-
て

｢満
洲
は
明
代
に
於
て
は
春
秋
の
と
き
の
楚

で
あ
る
が
'
今
は
藻
の
高
鼠
の
と
き
の
楚
で
あ
っ
て
'
完
全
忙
中
図

で
あ
る
｣
t
と
庚
有
馬
は
主
張
し
て
い
る
o
文
化
の
立
場
か
ら
中
国

･

夷
秋
の
別
を
説
き
な
が
ら
'
満
漠
の
同
種
を
も
併
せ
唱
え
て
'
そ

の

裏
付
け
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
封
し
て
章
柄
鱗
は
'
輿
楚
と
清
洲
と
を
明
か
に
置
別
し
て

3,
る
｡
高
貢
は
す
で
に
剤
揚
の
二
域
を
九
州
に
列
ね
'
奨
楚
の
国
土

と
種
族
は
も
と
よ
-
中
国
と
異
る
の
で
は
な
3,.
た
だ
王
化
が
衰
え

て
遠
方
に
隔
て
ら
れ
､要
荒
に
堕
し
た
け
れ
ど
も
'
そ
の
文
化
言
語
は

大
い
に
異
る
わ
け
で
な
3,.
従

っ
て

T
た
び
本
圃
に
通
ず
れ
ば
'
自

ら
そ
の
故
名
に
復
す
る
の
で
あ

っ
て
'
満
洲
と
共
に
論
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
輿
楚
が
要
服

･
荒
服
に
堕
し
て
夷
秋
成
さ
れ

た
の
は
'
章
柄
燐
に
よ
れ
ば
'
地
域
が
隔
絶
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
中

国
と
道
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夷
秋
と
呼
ば
れ
'
道
を
同
じ
-

46
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
に
化
し
た
の
で
は
な
い
｡
輿
楚
は
本
来
的

に
中
国
で
あ
り
'
民
族
を
異
に
す
る
清
洲
と
同
日
の
諭
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
か
つ
庚
有
馬
は
同
化
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も
'
清
洲

は
蹄
化
で
あ
る
か
t
.そ
れ
と
も
抑
塵
で
あ
る
か
t
と
章
柄
麟
は
云
う
.

路
越
は
漢
人
に
蹄
化
し
'
五
胡
は
醇
化
に
等
し
い
.
｢醇
化
と
は
己
が

族
を
主
人
と
し
て
'
彼
を
し
て
吾
が
統
治
を
受
け
し
め
る
こ
と
で
あ

る
｣｡
主
髄
は
我
に
あ
っ
て
彼
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
政
治
的
に
我
々

支
配
し
て
'
文
化
的
に
は
我
に
同
化
さ
れ
る
と
い
う
形
式
は
'
章
柄

燐
の
承
認
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
満
洲
は
堂
子
に
妖
蹄
を
祭
り
'

非
髪
し
て
珠
玉
の
貌
飾
り
を
つ
け
'
清
文
満
語
を
用
い
て
い
る
へ
と

清
人
の
闇
に
存
綾
す
る
固
有
の
風
習
を
奉
げ
'
或
は

｢
た
だ
孔
子
を

尊
び
'
儒
術
を
奉
ず
る
の
は
､
そ
の
南
面
の
術

･
愚
民
の
計
.k
便
な

ら
し
め
ん
た
め
に
'
止
む
を
得
ず
し
か
す
る
に
す
ぎ
な
い
｣
､
と
儒
教

の
尊
重
が
政
策
的
な
意
圏
に
出
ず
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
'
そ

の
た
め
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
蹄
化
で
は
な
く
し
て
'
抑
贋
の
置
嬢
と

す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
ま
し
て

｢同
種
と
云
う
が
如
き
は
'
清
人
を

漠
種
た
ら
し
め
る
の
で
は
な
-
し
て
'
漢
人
を
満
種
た
ら
し
め
る
も

の
｣
に
外
な
ら
な
か
っ
た
｡

章
柄
鱗
の
立
場
は
'
あ
く
ま
で
政
治
的
に
し
て
民
族
的
で
あ
る
｡

｢敵
国
を
虐
げ
る
仇
敵
を
兄
弟
急
難
の
義
に
か
こ
つ
け
る
｣
の
は
'
以

て
の
外
の
誤
謬
で
あ
り
'
時
ま
さ
に
壊
乱
に
し
て
太
平
を
語
る
の
も
'

自
ら
そ
の
三
世
の
詮
に
惇
る
も
の
で
あ
っ
た
.
艶
有
馬
は
大
同
公
理

が
今
日
全
行
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
く
O
L
か
ら
ぼ
今
日
は
も
と

よ
り
民
族
主
義
の
時
代
で
あ
っ
て
'
満
漠
を
混
落
し
て

1
界
に
同
じ

う
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
.
満
漠
を
混
清
し
て
､
｢犬
羊
を
引
い

て
同
種
と
L
t
牡
家
の
鳥
を
奉
じ
て
大
い
な
る
賓
と
す
る
｣
の
は
'

康
有
馬
に

｢
も
と
か
ら
高
官
厚
緑
を
願
う
心
が
あ
る
｣
か
ら
で
あ
る
?

｢
さ
き
に
は
公
草
を
崇
び
寮
露
を
諦
し
て
'
1
字

一
旬
を
皆
神
聖
に
し

て
優
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
な
が
ら
'
今
は
そ
の
3,わ
ゆ
る
九
世

の
仇
を
復
す
る
こ
と
を
も
'
併
せ
こ
れ
を
議
す
｣
と
云
い
'
そ
し
て

｢秦

･
超
が
白
起

･
項
羽
を
仇
と
す
る
の
は
'

そ
の
7
人
を
仇
と
す

る
に
す
ぎ
な
い
が
'
漠
族
が
満
洲
を
仇
と
す
る
の
は
､
そ
の
全
部
を

仇
と
す
べ
き
で
あ
る
｣
'
と
復
仇
を
強
調
し
て
い
る
｡
庚
有
馬
に
は
も

と
復
仇
の
主
張
が
あ
る
わ
け
で
な
い
｡
硬
が
公
草
健
を
崇
ぶ
の
は
'

公
羊
に
孔
子
の
索
王
改
制
と
歴
史
費
展
の
原
則
す
な
わ
ち
三
世
の
思

想
が
あ
る
と
し
て
､
そ
こ

に
春
秋
の
底
意
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
春
秋
紫
露
は
孔
子
改
制
の
｢師
説
を
備
え
る
こ
と
最
も
詳
し
い
｣

と
し
て
'
推
賞
さ
れ
て
い
る
O
廉
有
馬
の
春
秋
華
氏
笹
は
'
孔
子
改

47
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制
考
と
ほ
ほ
時
を
同
じ
う
し
て
成
り
'
孔
子
改
制
の
主
張
を
董
仲
野

の
春
秋
紫
蘇
に
よ
っ
て
根
壕
つ
け
､
側
ら
三
世
の
説
に
も
言
及
し
た

も
の
で
あ
る
｡
公
羊
及
び
繁
霧
に
所
見
す
る
九
世
の
仇
を
復
す
る
と

い
う
説
に
は
'
全
く
解
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
る

に
華
僑
に
答
え
る
書
に
於
て
は
'
九
世
の
仇
を
復
す
る
こ
と
を
思
う

の
は
'
け
だ
し
苗
の
文
明
未
開

･
敵
固
相
攻
の
常
で
あ
り
'
項
羽

･

白
起
は
中
国
人
で
あ
り
な
が
ら
'
案
の
降
卒
二
十
四
寓
'
選
の
降
卒

ほ
ぼ
四
十
寓
を
坑
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
大
地
す
で
に
通
じ
'
諸
瞳

並
び
遇
う
今
日
に
通
用
す
る
こ
と
で
は
な
く
､
ま
し
て
満
湊
は
同
母

の
兄
弟
で
は
な
い
に
し
て
も
､
同
父
異
母
の
兄
弟
に
も
比
す
べ
き
も

の
で
'

7
概
に
こ
れ
を
諌
逐
し
よ
う
と
す
る
の
は
'
外
患
を
顧
す
し

て
'
内
証
を
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
t
と
明
か
に
復
仇
を
拒
否
し
た
.

こ
の
こ
と
が
葦
柄
鱗
を
し
て
'
さ
き
に
は
公
羊
及
び
寮
露
を
請
え
な

が
ら
'
今
は
そ
の
九
世
の
仇
を
復
す
る
こ
と
を
も
併
せ
こ

れ
を
議
す

と
云
わ
し
め
る
の
で
あ
る
｡
白
起

･
項
羽
は
そ
の

7
人
を
仇
と
L
t

満
洲
は
そ
の
全
部
を
仇
と
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
の
も
'
前
者
は

漢
人
内
部
の
こ
と
'
後
者
は
満
漠
相
勉
の
こ
と
と
す
る
'
そ
の
激
し

い
排
満
主
義
に
由
来
す
る
こ
と
云
う
ま
で
も
な
い
｡

章
柄
鱗
の
康
有
馬
を
駁
す
る
書
に
は
'
と
き
に
そ
の
著
に
か
か
る

★

正
仇
満

論

と

い
う

7
簾
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
今
こ

の
籍
の
原
文
を

見
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
'
排
満
を
主
旨
と
す
る
こ
と
は
'

引
用
文
に
照
し
て
も
簸
な
い
｡
排
浦
は
客
帝
篇
以
釆
葦
柄
鱗
の
念
願

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
正
仇
滞
論
と
い
う
題
名
を
と
っ

て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
'
排
満
が
更
に
激
し
さ
の
慶
を
加
え
た
こ
と

を
推
定
出
来
る
｡
そ
し
て
正
仇
藩
論
は
'
庚
有
馬
の
華
僑
に
答
え
る

書
が
公
に
さ
れ
て
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
'
こ
の
書
に
封
す
る
駁

論
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
｡
そ
れ
が
更
に
数
行
さ
れ
て
出
釆
た
も
の

が
'
庚
有
管

撃

る
書
で
あ

っ
て
'
正
仇
藩
論
自
身
は
未
雲

に

-

終

っ
た
よ
う
で
あ
る
.
と
に
か
-
章
柄
鱗
の
復
仇
の
主
張
は
､
康
有

曲

馬
の
華
僑
に
答
え
る
書
を
契
機
と
し
て
,
表
面
化
さ
れ
た
.
義
和
圏

t

の
乱
前
後
に
康
有
馬
の
思
想
的
な
影
響
を
梯
拭
し
て
'
排
満
の
旗
職

を
明
か
に
L
t
支
部
亡
国
記
念
合
の
宣
言星
田
に
於
て
i
彼
の
参
政
の

意
向
と
大
同
の
思
想
を
楓
刺
し
た
葦
柄
鱗
は
'
こ
こ
に
至

っ
て
徹
底

的
に
彼
の
政
見
を
反
駁
す
る
拳
に
出
る
の
で
あ
る
O
復
仇
の
主
張
も

そ
の

7
の
現
わ
れ
で
あ
る
O

そ
し
て
こ
の
復
仇
の
主
張
は
'

一
九
〇

7
年
東
京
に
創
刊
さ
れ
た
'
国
民
報
が
榛
梓
す
る

｢革
命
仇
満
の
二

大
主
義
｣
と
'
密
接
な
開
聯
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
国
民
報
を
創
刊

し
た
秦
力
山
は
'
葦
柄
鱗
と
親
し
い
交
友
の
細
係
に
あ
り
'
彼
と
の
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交
友
が
母
胎
と
な
っ
て
'

一
九
〇
二
年
支
部
亡
観
記
念
食
も
束
京
に

畿
起
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

*
牽
柄
麟
の
康
有
魚
を
鮫
す
る
香
に
は
'
彼
の
華
僑
に
答
え
る
書
中
の

1
句
を

引

い
て
'
｢
さ
き
に
正
仇
藩
論
を
つ
く
り
'
す
で
に
こ
れ
を
鮫
し
た
｣
と
述
べ

た
箇
所
が
あ
る
｡
正
仇
藩
論
が
華
僑

笹
答
え
る
書
の
駁
論
と
し
て
も
起
草
さ

れ
た
こ
と
明
白
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
厳
に
満
漠
を
分
ち
､
復
仇
を
唱
え
る
章
柄
鱗
に
と
っ

て
は
'
庚
有
馬
が
群
護
す
る
清
朝
の
統
治
も
ま
た
'
嘗
然
に
攻
撃
の

封
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
.
ま
つ
問
題
と
な
る
の
は
'
漢
人
が
奴

隷
の
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
.
康
有
馬
は
漢
人
が
奴
隷
の
状

態
に
な
い
こ
と
の
根
積
を
'
清
朝
の
制
で
は
満
湊
は
平
等
で
'
漢
人

の
才
あ
る
も
の
は
匹
夫
も
宰
相
と
な
る
こ

と
が
出
来
る
t
と
い
う
鮎

に
お
S,た
.
殊
に
同
治
以
来
漢
人
に
し
て
政
柄
を
と
り
'
或
は
督
撫

と
な
る
も
の
が
相
纏
わ
で
い
る
｡
こ
れ
は

｢
人
民
が
た
だ
租
税
を
約

め
て
'
絶
え

て改
構
に
開
輿
す
る
こ
と
が
な
い
｣
奴
隷
の
状
態
と
は

異
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
..
し
か
る
に
章
柄
鱗
に
よ
れ
ば
'
い
わ
ゆ

る
奴
隷
は
形
式
で
は
な
く
し
て
内
容
に
あ
る
0
滴
入
稿
康
安
は
台
鞠

を
破

っ
て
貝
子
郡
王
の
賞
を
輿
え
ら
れ
'
曾
固
藩

･
左
宗
菜
は
洪
氏

を
反
曝
し
て
'
欝
は
諸
侯
'
位
は
虚
名
の
内
閣
を
得
た
に
す
ぎ
ず
'

曾
氏
は
生
前
に
必
ず
清
人
官
女
に
諮
事
し
て
[
始
め
て
そ
の
地
位
を

保
つ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
て
'

｢
そ
の
軽
重
を
較
べ
そ
の
利
害

を
計
る
に
'
ど
う
し
て
日
を
同
じ
う
し
て
語
る
こ
と
が
出
釆
る
か
｣
'

と
彼
は
述
べ
て
い
る
.
満
人
と
漢
人
と
の
間
に
存
す
る
差
別
の
関
係

が
'
何
を
お
い
て
も
ま
づ
間
わ
る
べ
き
で
あ
る
.
同
治
を
境
と
し
て

漢
人
の
比
重
が
従
来
に
比
し
て
増
し
た
こ
と
は
'
問
題
で
は
な
か
っ

た
｡
の
み
な
ら
ず
漢
人
が
政
を
と
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
'
す
で
に

･
奴
隷
の
後
置
で
あ

っ
た
｡
彼
些
式
う
'
そ
れ
大
君
無
残
に
し
て
百
度

自
ら
治
-
'
首
領
た
る
も
の
も
ま
た
多
く
の
官
員
を
も
っ
て
そ
の
駆

使
に
供
し
て
い
る
O
彼
の
恭

･
醇
二
邸
が
威
を
仰
い
で
'
沈

･
李

･

霧

･
孫
が
事
を
用
う
る
の
は
'
た
ま
た
ま
此
が
奴
隷
に
し
て
彼
が
主

人
た
る
こ
と
を
示
す
と
｡
漢
人
が
政
を
と
る
こ
と
は
'
す
な
わ
ち
清

人
に
駆
使
さ
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

勿
論
庚
有
馬
も
清
朝
の
専
制
政
治
を
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
.

し
か
し
な
が
ら

｢政
治
専
制
の
弊
は
全
く
漠
唐
采
明
の
葛
に
よ
る
も

の
で
'
満
洲
に
特
有
の
制
で
は
な
く
'｣
そ
の
責
を
濁
り
清
朝
に
の
み

犀
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
却

っ
て
清
朝
は
明
代
の
廷
枚
及
び

宵
宮
の
醸
税
搾
取
の
苛
政
を
除
き
'
康
願
帝
が
屈
め
た

7
供
鞭
韓
は
'

｢古
今
最
仁
の
政
｣
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
射
し
て

章
柄
鱗
が

7
々
反
駁
の
拳
に
出
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
.
ま
つ
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7
僚
鞭
法
は
永
く
既
を
加
え
な
い
こ
と
を
名
目
と
し
て
い
る
け
れ
ど

も
'
耗
羨

･
平
飴
の
附
加
税
は
依
然
と
し
て
正
殊
の
外
に
あ
る
.
絡

役
は
す
で
に
兎
ぜ
ら
れ
て
'
舟
草
工
匠
は
事
あ
る
こ
と
に
未
だ
か
っ

て
免
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
｡
か
つ
玄
煙

(紺
照
)

･
弘
慶

(
純
隆
)

の
数
次
の
南
巡
に
は
'
自
身
は
尭
舜
湯
女
の
美
名
に
お

り
'
し
か
も

俊
幸
の
小
人
を
し
て
間
接
に
衆
歓
を
行
わ
し
め
て
､
そ
の
凍
酷
な
こ

と
は
加
税
開
顔
よ
り
も
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
.
ま
し
て
廷
杖
は
除

か
れ
た
と
は
い
え
'
文
字
の
獄
の
悪
深
さ
は
廷
枚
に
百
倍
し
て
い
る
t

と

｢満
洲
行
政
の
賞
相
｣
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
｡
排
満
室
糾
櫨
と

し
て
康
有
馬
と
封
決
す
る
と
き
'
そ
の
粁
護
す
る
清
朝
の
統
治
は
'

悉
く
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
清
朝
の
統
治
は
仁
政
の
仮
面
を
か

む
る
道
政
の
連
綾
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

光
緒
帝
に
封
す
る
批
評
は
更
に
辛
殊
で
あ
る
｡
庚
有
馬
は
'
光
緒

帝
が

一
た
び
復
樺
す
る
な
ら
ば
'
立
ち
と
こ
ろ
に
民
権
と
自
由
を
輿

え
る
こ
と
が
出
来
る
と
断
定
し
た
｡
戊
戊
奨
法
の
再
現
を
希
う
庚
有

馬
に
と
っ
て
'
光
緒
帝
は
｢身
を
捨
て
て
民
を
救
お

う
と
し
た
聖
主
｣

で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に

｢莞

(
醐
緒
)

小
醜
,

未
だ
叢
雷

撃

す
｣
.
光
緒
帝
は
分
別
の
な
3.㌧
く
だ
ら
ぬ
人
間
で
あ

っ
て
'
清
洲
全

体
の
た
め
を
計
ら
ず
し
て
'
西
太
后
と
封
立
す
る
と
い
う
険
路
に
走

っ
た
t
と
章
柄
麟
些
茶
い
'
そ
し
て
奨
法
は
西
太
后
の
偉
力
を
阻
む

た
め
に
'
外
人
の
歓
心
を
得
よ
う
と
す
る
手
段
で
あ

っ
た
t
と
述
べ

て
い
る
｡
光
緒
帝
は
草
に
自
己
の
権
力
と
地
位
の
た
め
に
動
-
人
間

と
な
り
'
襲
法
は
便
宜
的
に
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
従

っ

て
権
力
を
振
り
さ
え
す
れ
ば
､
光
緒
帝
は
逆
に
襲
法
の
抑
願
者
と
な

る
べ
き
こ
と
が
併
せ
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
さ
き
に
西
太

后
が
若
死
し
て
'光
緒
帝
が
政
を
執

っ
て
い
た
な
ら
ば
'
い
わ
ゆ
る
新

政
は
遷
延
し
て
堕
底
に
委
ね
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
'
ナ
ポ
レ
オ
ン

三
世
の
故
轍
の
よ
う
に
'
新
政
を
唱
え
る
も
の
は
今
日
こ
と
こ
と
く

獄
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
t
と
云
う
も
の
こ
れ
で
あ
る
｡

章
柄
鱗
の
根
底
に
は
満
洲
に
封
す
る
仇
敵
の
信
念
が
あ
る
o
康
願

･

乾
隆
の
両
帝
及
び
光
緒
帝
を
そ
の
名
で
呼
び
す
て
に
し
て
い
る
の
は
､

そ
の
好
例
で
あ
る
｡
光
緒
帝
が
西
太
后
と
封
立
し
た
こ
と
を
'
満
洲

仝
鰭
の
た
め
を
計
ら
な
い
と
誇
り
'
或
は
襲
法
を
漢
人
で
は
な
し
に

外
人
の
歓
心
を
得
る
手
段
と
見
倣
し
て
い
る
の
も
'
こ
の
信
念
に
蓉

す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
｡
｢分
別
の
な
い
｣
光
緒
帝
も
'
漢
人
に
封
し
て

は
依
然
た
る
愚
民
の
政
筒
を
採
ら
ぬ
ば
止
ま
な
い
｡
満
人
が
漢
人
を

支
配
す
る
に
は
,
｢衡
放
し
た
俸
銃
的
な
仕
方
を
断
っ
て
'
こ
れ
を
愚

に
し
て
閉
ち
こ

め
て
お
く
以
外
に
な
い
｣
.
か
つ
｢
そ
の
種
類
を
愛
し

- 50-
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そ
の
利
線
を
懐
う
｣
の
が
人
情
で
あ
る
｡
光
緒
帝
に
饗
法
を
期
待
す

る
こ
と
は
'
章
柄
燐
の
承
認
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
O

の
み
な
ら

ず

光
緒
帝
の
背
後
に
は
'
｢頭
鈍
い
よ
い
よ
甚
だ
し
-
'
圏
鯉
い
よ
い

よ
結
ぶ
｣
五
百
寓
の
満
人
が
い
る
0
西
太
后

･
栄
藤
が
S.な
く
て
も
､

制
肘
す
る
も
の
は
西
太
后

･
集
線
に
十
百
倍
し
て
い
る
O
｢彼
の
聖
主

の
力
と
満
洲
全
部
の
力
と
'
何
れ
が
優
り
何
れ
が
劣
る
か
｣
t
と
彼
は

反
間
す
る
の
で
あ
る
｡

章
柄
鱗
の
論
鋒
は
更
に

7
韓
し
て
'
立
憲
が
漢
人
に
不
利
で
あ
-
'

満
漠
平
等
も
今
日
そ
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
.
す

な
わ
ち
'
い
わ
ゆ
る
立
憲
に
は
上
下
両
院
が
あ
り
'
下
院
議
決
の
件

を
上
院
で
可
香
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
し
か
も
上
院
の
議

員

は
皇

族

･
貴
族

･
高
僧
か
ら
成

っ
て
'
漢
人
は
輿
ら
な
い
.
議
決
の
椎
は

異
族
が
専
有
し
て
'
漢
人
に
は
な
い
〇
ま
た
い
わ
ゆ
る
満
漠
平
等
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア

･
ハ
ン
ガ
リ
ア
二
国
の
よ
う
に
'
共
に
政
府
を
建
て

て

7
君
に
統
治
さ
れ
る
場
合
に
は
可
能
で
あ
る
.
し
か
し
今
日
で
は

満
洲
の
故
土
は
ロ
シ
ア
に
奪
わ
れ
'
光
緒
帝
は
失
地
常
に
課
す
べ
き

も
の
で
､
満
洲
の
君
主
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
｡
こ
の
失
地
の
天

囚
を
戴
い
て
湊
族
の
元
首
と
す
る
の
は
'
罪
人
を
獄
中
か
ら
取
-
出

し
て
'
奉
じ
て
大
君
と
す
る
に
異
ら
な
い
と
.
章
柄
鱗
の
語
調
は
こ

こ
に
至
っ
て
激
烈
を
極
め
'
光
緒
帝
を
排
撃
し
去
ら
ぬ
ば
止
ま
な
い
O

そ
し
て
こ
の
光
緒
帝
に
封
す
る
攻
撃
は
'
そ
の
ま
ま
康
有
馬
に
封
す

る
反
駁
で
あ
る
.
康
有
馬
が
推
戴
し
て
お
か
な
い
光
緒
帝
は
'
も
は

や
漢
人
の
音

で
は
な
い
｡
｢莞

(
郎
紹
)

は
康
有
馬
の
私
友
に
し

て
漠
族
の
公
仇
｣
で
あ
っ
た
｡

七

か
く
て
虞
向
か
ら
徹
底
し
た
排
満
を
唱
え
て
後
に
,
~な
か
問
題
と

さ
れ
る
の
は
'
立
憲
か
革
命
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
民
族
の
立
場

を
離
れ
'
得
失
の
観
鮎
か
ら
し
て
も
､
革
命
が
立
憲
に
勝
る
こ
と
を

示
し
て
'
更
に
庚
有
馬
の
所
論
に
反
駁
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
･で

あ
る
｡
そ
の
論
旨
は
'
立
憲
も
革
命
も
共
に
流
血
の
惨
な
く
し
て
は

達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
鮎
か
ら
出
費
し
て
い
る
｡
立
憲
が
革
命
と
同

じ
-
流
血
を
登
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
'
康
有
馬
が
説
-
上
か
ら
の

君
権
襲
法
'
ま
た
は
下
か
ら
の
上
書
奏
欝
に
よ
っ
て
'
立
憲
を
期
待

す
る
こ
と
は
'
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
殊
に
葦
柄
鱗
に
よ
れ
ば
'

君
権
襲
法
は
｢
も
と
よ
り
君
樺
専
制
で
あ

っ
て
立
憲
で
は
な
く
L
t
か

つ
光
緒
帝
は

｢仁
柔
寡
断
の
君
主
｣
と
さ
れ
る
と
き
'
立
憲
の
資
硯

は
流
血
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
O
そ
し
て
立
憲
と
革
命
と
の
難
易
如

何
に
つ
い
て
'
革
命
が
立
憲
に
比
し
て
む
し
ろ
容
易
で
あ
る
､
と
彼
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は
主
張
し
て
い
る
0
す
な
わ
ち
立
憲
の
賓
現
に
は
上
に

7
人
の
才
略
'

∫

下
に
寓
姓
の
合
意
を
必
要
と
す
る
｡
優
れ
た
指
導
者
と
民
衆
の
協
力

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
る
に
そ
の
何
れ
を
得
る
こ
と
も
立
憲

は
困
難
で
あ
る
が
'
革
命
に
は
す
で
に
そ
の
合
意
が
あ
り
'
保
賢
し

か
ぬ
る
も
の
は
濁
り
そ
の
才
賂
の
み
で
あ
る
O
立
憲
に
は
二
難
あ
っ

て
革
命
は

T
難
で
あ
り
'
難
易
を
比
較
す
る
な
ら
ば
'
む
し
ろ
難
少

-
し
て
や
や
易
き
も
の
を
取
る
が
よ
い
と
云
う
の
で
あ
っ
た
｡
し
か

し
な
が
ら
'
こ
の
よ
う
な
難
易
の
比
較
が
'
結
局
に
於
て
水
掛
け
論

と
な
る
こ
と
は
､
葦
柄
鱗
と
雄
も
自
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
'
更

に
別
個
の
鶴
野
か
ら
革
命
を
合
理
づ
け
ね
ば
な
ら
な
S,.
そ
れ
が
進

化
論
に
立
脚
す
る
革
命
是
認
の
主
張
で
あ
る
0

す
で
に
都
容
は
そ
の
著
革
命
軍
に
於
て
､
｢革
命
は
進
化
の
公
例

で
あ
り
'
革
命
は
世
界
の
公
理
｣
で
あ
る
と
説
い
て
'
革
命
の
根
嬢

を
進
化
に
求
め
た
o
そ
の
よ
っ
て
乗
る
と
こ
ろ
は
明
か
に
さ
れ
て
い

な
い
け
れ
ど
も
'
怒
ら
-
梁
鮮
麗
の
鼓
吹
し
た
進
化
論
'
殊
に
そ
の
･

生
存
競
争
の
詮
に
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

｢進
化
生
存
競
争

の
理

に
よ

り
'
民
族
の
時
勢
に
適
癒
し
な
い
も
の
は
自
存
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
｣｡
｢競
争
が
文
明
の
母
で
あ
る
L
o
梁
啓
超
を
し
て

7
時
は
破
壊

を
唱
え
革
命
に
さ
え
近
づ
け
し
め
た
こ
の
生
存
競
事
の
説
が
'
激
し

S.排
満
の
論
と
結
び
あ
う
と
き
'
革
命
は
進
化
の
公
例
と
云
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
章
柄
鱗
の
主
張
も
同
じ
-
こ
こ
に
そ
の
基
礎
を

お
い
て
い
る
.
｢人
心
の
智
苦
は
競
争
よ
り
し
て
生
ず
る
0
今
日
の
属

智
は
必
ず
し
も
他
事
を
ま
っ
て
こ
れ
を
開
か
ず
し
て
'
た
だ
革
命
を

ま
っ
て
こ
れ
を
開
-
｣｡
智
憲
の
豪
速
は
競
争
に
よ
り
'
競
尊
の
主
値

は
今
日
に
於
て
革
命
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
都
容
の
主
張
を
別
の
言
葉

で
表
現
し
た
も
の
と
解
し
て
差
支
え
な
い
.
そ
し
て
乗
る
べ
き
政
雄

は
'
冬
の
世
に
あ
っ
て
は
合
衆
共
和
と
民
主
が
必
至
で
あ
り
'
｢民
主

の
興
る
の
は
資
に
時
勢
に
迫
ら
れ
t
か
つ
ま
た
競
争
に
よ
っ
て
こ
の

智
薯
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
｣
t
と
彼
は
述
べ
て
い
る
｡

章
柄
鱗
は
さ
き
に
都
容
の
革
命
軍
に
序
を
載
せ
て
'
革
命
を
否
定

し
て
光
復
を
主
張
し
た
｡
す
な
わ
ち
革
命
と
は
同
族
が
相
代
る
場
合

を
指
し
て
云
3.､
異
族
を
駆
除
す
る
場
合
に
は
光
復
と
云
う
｡
富
に

謀
る
べ
き
も
の
は
'
光
復
で
あ
っ
て
革
命
で
は
な
い
と
.
革
命
が
単

に
同
民
族
内
に
於
け
る
易
姓
革
命
で
あ
る
な
ら
ば
､
革
命
は
常
然
に

論
外
に
お

か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
し
か
し
な
が
ら
彼
の
い
わ
ゆ
る
革

命
に
は
､
文
化
の
襲
革
と
も
云
う
べ
き
も
の
が
'
同
時
に
含
ま
れ
て

い
る
.
都
容
が
そ
の
昔
に
革
命
軍
の
題
名
を
掲
げ
た
こ

と
に
封
し
て
'

異
族
の
駆
除
の
み
に
止
ま
ら
ず
'
政
教
畢
術
稽
俗
材
性
に
も
な
お

革

52
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む
べ
き
も
の
あ
る
が
故
に
'
大
言
し

て革
命
と
云
う
の
で
あ
る
t
と

彼
自
身
は
革
命
を
退
け
な
が
ら
'
な
お
都
容
の
立
場
を
も
認
め
て
い

る
の
は
､
そ
の
琵
濠
で
あ
る
｡
殊
に
郵
容
は
共
和
政
健
を
強
調
し
て

い
る
｡
革
命
と
光
復
と
は
'
易
姓
革
命
か
異
族
の
駆
除
か
に
よ
っ
て

直
別
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
.'
政
健
文
化
の
問
題
と
も
関
係
し
て
い

る
｡
章
柄
鱗
が
光
復
を
主
張
す
る
の
は
'
異
族
の
駆
除
を
嘗
面
の
課

題
と
し
て
､
政
雄
文
化
の
奨
革
を
顧
慮
し
な
い
と
い
う
意
味
も
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
'
常
時
の
草
新
思
想
に
封
す

る
彼
の
態
度
と
も
開
聯
が
あ
る
に
相
違
な
い
.

彼
は
'
平
等
の
説
は
乱
を
治
め
る
要
諦
で
は
な
い
｡
し
か
し
君
臣

の
樺
眼
は
平
等
で
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い
に
し
て
も
､
そ
の
褒
鹿
は
平

*

等
に
す
べ
き
で
'
こ
こ
に
取
る
べ
き
鮎
が
あ
る
と
'
述
べ
た

.
ま
た

天
子
の
宰
相
に
於
け
る
は
'
願
令
の
丞
尉
に
於
け
る
が
如
き
も
の
で
'

天
が
階
段
を
も
っ
て
升
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
'
比
類
な
-
高

い
も
の
で
は
な
い
t
と
い
う
黄
宗
義
の
言
を
引
き
'
近
来
世
界
の
諸

大
国
で
は
'
或
は
民
主
を
立
て
或
は
憲
政
を
崇
ん
で
'
君
主
の
尊
厳

*

*

は
日
に
低
く
'
境
内
は
日
に
治
っ
て
い
る
t
と
も
説
い
た

｡

云
う
と

こ
ろ
の
意
味
は
'
君
臣
の
閲
係
は
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど

も
へ
君
主
の
存
在
が
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
っ

ては
な
ら
ぬ
と
云
う
こ

と
で
あ
る
.
君
臣
の
間
に
褒
殿
の
平
等
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
､
同

じ
意
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
君
主
の
尊
厳
は
低

下
す
る
に
し
て
も
'
そ
れ
に
よ
っ
て
相
射
的
に
民
衆
の
地
位
が
向
上

す
る
わ
け
で
は
な
い
O
｢民
を
し
て
樺
あ
ら
し
め
iQ
と
は
'
必
ず
そ
の

群
書
の
士
が
共
に
令
を
議
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
こ

と
で
あ
る
｣.

間
葉
の
士
と
は
'
彼
の
別
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
'
畢
士
に
嘗
り
'

轟
喜
入
の
こ
と
で
あ
る
｡
民
権
は
読
書
人
の
も
の
で
あ
っ
て
民
衆
の

も
の
で
は
な
い
O

｢無
知
な
愚
民
を
し
て
起

っ
て
政
令
を
議
せ
し
め

た
な
ら
ば
'
康
各
す
る
に
足
ら
な
い
で
､
た
だ
是
非
を
乱
る
の
み
で

***

あ
る

｣
｡

講
書
人
を
し
て
政
治
に
鍾
輿
す
る
を
得
し
め
る
こ
と
が
属

樺
で
あ
り
'
そ
の
こ
と
が
ま
た
君
主
の
尊
厳
を
低
下
せ
し
め
て
､
君

主
と
講
書
人
と
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
3,｡
し

か
も
政
治
の
閲
輿
が
議
禽
制
度
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
､
な

お
将
来
の
こ
と
で
あ
る
｡
｢榛
乳
に
は
上
奏
を
通
じ
'
乱
走

っ
て
後
に

***
*

議
院
を
お
-
｣
べ
き
で
あ
っ
て

'

上
奏
の
採
韓
が
要
請
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
｡
云
い
か
え
る
な
ら
ば
'
国
事
に
関
心
を
も
つ
護
喜
八

の
上
奏
を
と
り
上
げ
て
'
言
路
の
洞
関
を
謀
る
こ
と
が
'
民
権
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
章
柄
鱗
に
と
っ
て
'
共
和
政
雄
の

問
題
は
自
ら
開
心
の
外
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
0
孫
文
と
意
見
を
交
え

■T53
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*

*
*
*
*

た
と
き
に
も
'
租
税
及
び
首
都
の
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ

'
政

髄
の
撃
革

に
つ
い
て
は
解
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
.

*
番
場
昔
年
等
薙
第
十
九
'
新
旭
書
中
等
難
第
二
十
八
.

*
*
番
場
菩
冥
契
第
十
四
｡
新
旭
書
冥
契
第
三
十
で
は
'
文
句
に
異
同
あ
る
も
'

意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
｡

*
*
*
新
嘗
開
場
富
商
欺
第
三
十
五
｡

*
*
*
*
番
場
書
官
統
率
三
十
､
新
旭
書
官
流
下
第
三
十
四
.

*
*
*
*
*新
旭
署
定
版
.籍
第
四
十
二
'
相
宅
第
五
十
三
.

し
か
る
に
都
容
の
革
命
軍
が
公
に
さ
れ
て
間
も
な
く

簾
有
馬
を

駁
す
る
書
に
於
て
､
章
柄
鱗
の
革
命
及
び
共
和
政
健
に
封
す
る
態
慶

に
は
襲
化
が
起

っ
て
3,
る
.
革
命
は
も
は
や
.易
姓
革
命
で
は
な
く
し

て
'
政
鯉
の
奨
草
で
あ
る
.
殊
に
問
題
は
立
憲
か
革
命
か
と
S,ぅ
形

で
提
出
さ
れ
'
民
族
の
立
場
を
離
れ
て
も
な
お
庚
有
馬
の
立
憲
君
主

制
の
主
張
を
否
と
す
る
の
で
あ

っ
て
'
革
命
が
共
和
政
鰭
の
樹
立
透

意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
進
化
論
に
よ
っ
て
共
和
政
髄

を
肯
定
し
て
3.る
の
は
'
云
わ
ば
そ
の
理
論
的
な
裏
付
け
で
あ
ろ
う
｡
･

こ
の
よ
う
な
態
度
の
饗
化
は
'
恐
ら
く
郡
谷
の
革
命
軍
に
影
響
さ
れ

て
'
乗
る
べ
き
政
雄
の
問
題
を
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た

叫
面
で
は
､
若
い
知
識
暦
の
閲

心
が
排
滴
の
鼓
吹
と
共
に
政
髄
の
饗
草
を
併
せ
間
藩
と
す
る
段
階
に

ま
で
来
て
い
る
こ
と
と
も
'
関
係
な
し
と
し
な
い
｡
排
満
は
必
然
に

共
和
を
預
想
L
t
萄
政
雄
の
照
緒
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
o
こ
れ
が

婿
に
起
り
つ
つ
あ
る
時
代
の
新
思
潮
で
あ
る
｡
排
満
に
徹
し
光
復
を

唱
え
た
章
柄
鱗
が
'進
化
論
を
と
り
入
れ
'共
和
政
髄
の
必
至
を
詮
-

と
こ
ろ
に
'
却

っ
て
時
代
の
動
き
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
立

憲
か
革
命
か
と
い
う
題
目
は
､
立
憲

･
共
和
の
激
し
い
論
争
の
発
騒

を
な
し
て
い
る
｡
そ
の
意
味
で
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
葦

柄
鱗
の
本
領
は
あ
-
ま
で
光
復
に
あ
る
に
し
て
も
'
光
復
は
革
命
と

相
即
せ
し
め
ら
れ
'
ま
た
両
者
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
て
'

彼
の
思
想
が

7
歩
前
進
し
た
こ
と
を
､
そ
こ
に
認
め
て
差
支
え
な
い
o

簾
有
馬
を
駁
す
る
書
は
t
か
-
て
民
族
の
異
同

･
得
失
の
比
較
と

い
う
両
面
か
ら
'
革
命
を
否
と
し
立
憲
を
是
と
す
る
康
有
馬
の
所
諭

を
否
定
し
去

っ
た
｡
最
後
に
攻
撃
の
鋒
先
が
向
け
ら
れ
る
の
は
､
彼

の
思
想
の
椿
壁
で
あ
る
｡
康
有
馬
が
も
と
急
激
な
革
新
の
思
想
を
抱

い
て
い
た
こ
と
は
疑
な
い
｡
大
同
社
食
の
到
衆
は
近
S.滞
乗
に
濠
定

さ
れ
､
そ
れ
に
至
る
階
梯
と
し
て
'
中
園
は
急
に
立
憲
君
主
政
髄
を

採
用
し
'
そ
し
て
共
和
政
髄

へ
の
前
撞
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
の
意
味
に
於
て
'
廉
有
馬
は
共
和
論
者
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が

出
来
る
.
｢

初

め
康
有
馬
は
贋
東
に
い
た
と
き
､
頗
る
共
和
政
健
を
主

- 54･-
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張
し
た
｣
と
云
わ
隼

或
は
葺

(㌫

)
嶺
南
の
士
林
,
藻

逸
仙

と
雀
行
し
て
名
聾
噴
々
た
る

7
人
物
あ
り
｡
簾
有
馬
是
な
り
｡
彼
等

其
思
想
主
張
に
於
て
同

7
な
り
き
｡
即
ち
共
に
民
槽
共
和
の
誼
を
把

*

*

持
し
た
少
き
｣
と
も
説
か
れ
て
い
る
の

は

'

こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
｡
ま
た
彼
の
門
人
に
は
孫
文
涯
と
相
律
来
し
て
'
両
液
の

*

**

合
作
を
は
か
る
も
の
が
あ
っ
た
が
､
成
功
し
な
か
っ

た

｡

廉

廉
仁
は

孫
文
派
に
封
し
て
､
そ
の
兄
庚
有
馬
が
衷
心
か
ら
清
朝
を
扶
け
よ
う

と
す
る
の
で
は
な
く
'
平
和
革
命
の
方
法
を
も
っ
て
園
を
救
お
う
と

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
冬

日
張
之
洞
等
の
大
臣
は
皆
そ
の
主
張
に

賛
成
し
て
い
る
｡
故
に
革
命
薫
と
公
然
と
荏
来
し
て
'
疑
忌
を
招
-

****

よ
う
な
こ
と
は
宜
し
-
な
3.㌧
と
語

っ
た
と
備
え
ら
れ
る
.
庫
有
馬

の
思
想
が
常
時
如
何
に
急
進
的
で
あ
っ
た
に
し
て
も
'
常
面
の
目
槙

が
立
憲
君
主
政
鰭
で
あ
る
こ
と
に
は
挙
り
な
い
.
そ
こ
に
孫
文
涯
と

1
線
を
劃
し
て
い
る
｡
た
だ
立
憲
君
主
政
鯉
の
主
張
は
常
時
の
草
新

思
想
で
あ
久

か
つ
そ
の
背
後
に
共
和
政
鰭

へ
の
移
行
が
考
え
ら
れ

て
い
る
と
き
'
孫
文
涯
と
の
間
に
合
作
の
飴
地
も
も
っ
て
い
る
｡
彼

の
門
人
が
孫
文
液
の
呼
び
か
け
に
癒
じ
て
'
互
に
相
荏
来
し
た
所
以

.

で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
ム
ロ作
が
失
敗
に
蹄
し
た
の
は
､
両
者
の
思
想
に

な
お
距
離
が
あ
る
こ
と
'
及
び
簾
有
馬
そ
の
人
の
性
格
粧
負
う
と
こ

ろ
が
多
い
｡
｢
も
し
孫
某
が
訂
交
を
欲
す
る
な
ら
ば
'
宜
し
く
ま
つ
子

弟
の
確
を
取
る
べ
き
で
あ
る
｣
t
と
い
う
寮
有
馬
の
態
度
は
'
孫
文
次

に
と
っ
て
合
作
の
可
能
を
絶
つ
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
門
人
も
師
の
意

向
に
逆
っ
て
ま
で
合
作
を
進
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
｡

☆
曹
並
伯

｢
武
昌
革
命
罷
免
｣
前
編

1
二
三
貢
.

*
*
宮
崎
満
天

｢
三
十
三
.年

の
夢
｣

1
三
九
貢
｡

*
*
*
｢
戊
成
前
孫
康

二
派
之
関
係
L
t
革
命
逸
史
初
集
四
七

-
入
貢
O

*
*
*
*
碍
自
由

｢
中
華
民
観
閲
閣
前
革
命
史
｣
四
三
貢
.

し
か
る
に
章
柄
鱗
が
攻
撃
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
t

T
八
九
五
年

孫
文
が
義
を
贋
東
に
唱
え
た
と
き
'
康
有
馬
は
か
つ
て
陳
千
秋

･
林

室
を
や
っ
て
密
か
に
情
を
通
ぜ
し
め
た
と
云
う
｡
庚
有
馬
か
ら
積
極

的
に
情
を
孫
文
に
通
じ
た
と
い
う
の
は
'
疑
な
き
を
得
な
い
｡
こ
の

年
孫
文
が
農
畢
合
を
庚
東
に
設
け
よ
う
と
し
て
'
か
つ
て
庚
有
馬
及

び
そ
の
門
弟
陳
千
秋
等
の
加
入
を
請
う
た
と
き
'
陳
千
秋
は
頗
る
意

が
劫
い
た
が
'
師
命
に
阻
'ま
れ
て
中
止
し
た
こ
と
雪

孫
文
股
肱
臥

*

7
人
碍
自
由
は
説
い
て
い
る
.
農
撃
合
は
孫
文
が
革
命
の

7
接
鮎
た

ら
し
め
よ
う
と
し
て
設
け
た
も
の
で
'
恐
ら
く
章
柄
鱗
は
こ
の
間
の

事
情
を
曲
解
し
て
'
康
有
馬
攻
撃
の
材
料
と
し
た
･の
で
は
な
い
か
..

ま
た
章
柄
鱗
は
'
康
有
馬
が
保
図
合
を
開
い
て
'
中
国
を
保
し
て
大

清
を
保
せ
ず
と
云
っ
た
と
述
べ
'
そ
し
て

｢
こ
れ
も
と
よ
り
志
は
草
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命
に
あ
る
も
の
｣
t

と
指
摘
し
て
い
る
.

7
八
九
八
年
膏
三
月
保
固

.合
を
開
い
て
後
に
'
康
有
馬
を
非
難
し
弾
劾
す
yo
も
の
が
相
繕
い
だ
.

康
有
馬
は

｢民
主
教
皇
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
L
t
或
は
｢保
園
舎
の

主
旨
は
'
中
国
を
保
す
る
に
あ
っ
て
大
清
を
保
す
る
の
で
は
な
い
｣
t

と
も
云
わ
れ
た
｡
萄
四
月
の
頃
に
は
'
｢講
言
し
き
-
に
起
-
㌧
寅
客

親
友
も
皆
避
け
て
敢
え
て
乗
る
も
の
凌
-
'
門
前
は
さ
び
れ
て
'
三

**

月
の
時
と
別
世
界
を
な
す
｣
有
様
で
あ
っ
た
｡
康
有
馬
は
孤
立
の
境

に
逐
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
中
観
を
保
し
て
大
清
を
保
せ
ず
と
は
'

御
史
の
弾
劾
の
言
葉
で
あ
っ
て
'
庚
有
馬
白
身
の
豪
富
で
は
な
い
.

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
'
民
主
教
皇
の
非
難
と
共
に
'
康
有
馬
の
虞

情
に
解
れ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
｡
彼
の
い
わ
ゆ
る
中
国
は
満
藻
を

含
め
て
の
謂
で
あ
る
.
民
族
の
差
別
を
越
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
'

保
勘
合
は
恐
ら
く
新
王
朝
の
樹
立
と
も
云
う
べ
き
奨
草
の
基
盤
た
ら

し
め
よ
う
と
し
て
'
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
年
番
七
月
､

庚
有
馬
が
新
京
の
設
定
を
請
S.'
断
髪

･
易
服

･
改
元
を
請
う
上
奏

-

*

**

を
行

っ
て
い
る
の

は

'
彼
の
意
固
す
る
と
こ
ろ
が
ど
こ
に
あ
る
か
を

端
的
に
示
し
て
い
る
0
｢孔
子
は
鰻
に
於
て
三
銃
の
義
を
通
じ
'
春
秋

に
於
て
三
世
の
法
を
立
て
た
｡
新
朝
に
常

っ
て
は
'
必
ず
正
朔
を
改

め
'
服
色
を
易
え
'
徴
求
を
殊
に
L
t
券
城
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｣｡
易
服
改
元
は
王
朝
交
代
の
棲
講
で
あ
る
｡
断
髪
は
膏
清
朝

否
定
の
表
示
で
あ
る
.
光
緒
帝
を
皇
帝
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
'

清
朝
の
纏
綾
で
あ
る
に
し
て
も
'
新
朝
の
樹
立
と
い
う
意
味
で
は
'

膏
清
朝
の
断
絶
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
立
脚
す
る
と
こ
ろ
は
'
明
か

に
公
半
家
の
革
命
説
で
あ
る
｡
中
国
を
保
し
て
大
清
を
保
せ
ず
と
S.

ぅ
弾
劾
は
'
こ
の
鮎
か

.
ら
す
る
な
ら
ば
'
故
な
し
と
し
な
い
.
ま
た

薪
朝
些
茶
う
卦
で
も
な
-
立
憲
政
髄
を
と
る
べ
き
で
あ
り
'
庚
有
馬

自
ら
立
憲
政
健
の
教
主
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
の
意
を
楓
刺
し
て
'

民
主
教
皇
の
非
難
が
起
る
の
で
あ
る
｡

*
r戊
成
前
孫
康
二
派
之
随
係
｣
'
前
掲
署
四
七
頁
.

*
*
｢庚
南
海
自
編
年
譜
L
t
戊
成
拳
法
Ⅳ
'

一
四
三
頁
｡
梁
啓
超

｢戊
成
改
葬

記
｣
巻
三
､

一
八
貢
｡

*
*
*
庚
有
馬

｢請
設
新
京
摺
｣
､
｢帝
断
髪
易
服
改
元
摺
｣
'
戊
成
奏
董
所
収
O

こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
い
れ
る
と
き
'
章
柄
燐
が
保
圃
合
に

革
命
の
意
あ
る
を
認
め
た
こ
と
は
'
そ
れ
相
常
の
理
由
が
あ
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
章
柄
燐
は
保
園
舎
と
襲
法
と
を
置
別
L
t

康
有
馬
が
鴇
も
な
-
し
て
富
貴
利
線
に
く
ら
み
'
し
か
も
素
志
と
調

和
せ
し
め
よ
う
と
し
て
'
戊
成
柄
政
の
と
き
'
始
め
て
奨
法
を
議
し

た
t
と
述
べ
て
い
る
.
襲
法
は
康
有
馬
の
年
来
の
主
張
で
あ
-
'
い

わ
ゆ
る

｢平
和
革
命
の
方
法
｣
で
あ
る
｡
奨
法
･が
素
志
で
あ
っ
て
､
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素
志
と
調
和
せ
し
め
よ
う
と
し
て
'
襲
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
.
か

つ
保
開
合
は
襲
法
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
戊
戊

襲
法
に
於
て
'
康
有
馬
が
深
-
光
緒
帝
と
結
ば
れ
た
こ
と
は
巌
を
い

れ
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
や
が
て
彼
を
⊥
て
清
朝
輝
護
の
態
度
に
も
僧

か
し
め
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
.
富
貴
利
線
に
-
ら
む
と
章
柄
鱗
が
非

難
し
て
い
る
の
は
'
光
緒
帝
と
の
結
び
付
き
を
庚
有
馬
後
退
の
契
機

と
見
倣
す
か
ら
で
あ
る
｡
光
緒
帝
を
擁
し
て
襲
法
を
行
う
こ
と
は
'

戊
戊
政
努
の
後
に
庚
有
馬
が
も
ち
つ
づ
け
た
念
願
で
あ
る
｡
保
重
合

の
設
立
は
そ
の
こ
と
を
明
か
に
示
し
て
い
る
｡
ま
た
唐
才
常
と
密
約

し
て
'
｢尚
歯
｣
を
上
海
に
開
き
'
琴
兵
を
漠
ロ
に
企
て
し
め
た
の
も
う

光
緒
帝
の
復
樺
を
希
う
か
ら
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
漠
口
の
拳
兵
は
束

南
諸
省
に
猫
立
の
新
政
樺
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
.

｢素
志
な
お
あ
り
'
未
だ
こ
と
こ
と
-
は
潤
え
去

っ
て
い
な
い
｣
t
と

事
柄
燐
を
し
て
云
わ
し
め
る
の
は
'
康
有
馬
等
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
'

光
緒
帝
の
復
梓
と
共
に
'
新
政
権
の
樹
立
に
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら

な
い
｡
し
か
る
に
漠
口
の
挙
兵
が
失
敗
し
て
後
に
は
'
康
有
馬
は
も

は
や
積
極
的
な
行
動
に
出
る
こ
と
が
な
い
.
却

っ
て
華
僑
に
答
え
る

書
に
於
て
､
し
ば
ら
く
北
柏
帝
復
群
の
時
期
を
待
つ
べ
き
を
説
き
､

清
朝
統
治
Q
方
針
を
群
護
し

て'
過
激
な
行
動
を
戒
め
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
こ
の
鮎
に
章
柄
鱗
の
鋒
先
が
強
く
向
け
ら
れ
る
の
は
云
う
ま

で
も
な
い
.
す
な
わ
ち
'
庚
有
馬
は
革
命
が
成
功
し
得
な
い
こ
と
を

知
り
'
そ
こ
で
ま
た
富
貴
利
線
に
く
ら
ん
で
'
し
か
も
今
日
こ
れ
を

得
る
の
は
'
昔
日
の
如
-
容
易
で
な
い
た
め
町
'
華
僑
に
答
え
る
書

を
宣
布
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
志
が
ど
う
し
て
保
皇
立
憲
に
あ
り

得
よ
う
か
と
.
東
有
馬
が
念
願
と
す
る
保
皇
立
憲
の
主
張
を
さ
え
'

虚
償
で
あ
る
と
し
て
'
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.

章
柄
鱗
の
康
有
馬
を
駁
す
る
書
は
'
蘇
報
に
連
載
さ
れ
て
'
都
容

の
革
命
軍
と
共
に
'
い
わ
ゆ
る
蘇
報
事
件
を
引
き
起
し
た
.
両
者
共

に

｢大
逆
不
道
'
乱
寅
を
煽
惑
L
t.
不
軌
を
謀
る
も
の
｣
と
し
て
'

清
朝
側
か
ら
肯
訴
さ
れ
'
庚
有
馬
を
駁
す
る
書
中
の
玄
樺

･
私
産

･

載
渦
中
醜
等
の
語
'
及
び
革
命
軍
中
の
賊
満
八

･
逆
胡

･
備
清
等
の

語
が
'
そ
の
琵
濠
と
し
て
奉
げ
ら
れ
た
｡
革
命
逐
満
の
主
張
が
問
題

★

と
な
る
こ
と
墜
式
う
ま
で
も
な
S..
そ
し
て
章
柄
鱗
は
刑
三
年
'
都

容
は
刑
二
年
の
判
決
を
受
け
た
｡
裁
判
は
上
海
の
租
界
嘗
局
に
よ
っ

て
行
わ
れ
､
清
朝
側
の
漁
期
に
反
し
て
'
比
較
的
に
軽
い
判
決
が
下

さ
れ
た
の
で
あ
る
.
章
柄
隣
は
獄
中
に
あ
っ
て
も
'
光
複
合
の
設
立

に
紺
輿
L
t
国
粋
畢
報
に
投
稿
し
た
.
香
港
の
中
国
日
報
に
も
論
文

**

を
載
せ
た
よ
う
で
あ
る
O
光
複
合
は

7
九
〇
四
年
冬
琴
冗
増
を
脅
長
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*

*

*

と
し
て
上
海
に
設
立
さ
れ
'
光
複
合
と
も
復
古
合
と
も
云
わ
れ

た

O

章
柄
麟
白
身
'
｢光
複
合
の
創
立
に
は
､
茸
に
余
と
琴
冗
増
が
そ
の
主

*

**
*

役
を
な
し
た
｣
t
と
述
べ
て
い
る

｡

光

複
合
と
い
う
合
名
も
'
恐
ら
-

彼
の
提
唱
に
か
か
る
で
あ
ろ
う
｡
都
容
は
獄
中
に
死
L
t
章
柄
鱗
は

一
九

〇
六
年
六
月
刑
満
ち
て
東
京
に
迎
え
ら
れ
'
民
報
第
七
牧
か
ら

そ
の
,.毒

と
な
っ
た
｡
そ
の
第
六
耽
(
鯛
讐

汁
)

に
量

柄
麟

･
都

容
の
蔦
虞
を
璃
げ
'
章
柄
鱗
の
演
説
を
載
せ
た
｡
民
族
主
義
の
鼓
吹

者

･
蘇
報
事
件
の
立
役
者
と
し
て
'
大
い
な
る
期
待
を
も
っ
て
'
孫

文
派
か
ら
迎
え
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
出
来
る
.
中
圃
同
盟
合
成
立
の

翌
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

*
章
柄
麟

｢
獄
中
輿
英
君
達
張
伯
経
書
｣

葵
卯
二

九

〇
三
)
'
甲
寅
週
刊

一

の
四
三
rJ

*
*
凍
自
由

｢
尊
大
炎
事
略
L
t
革
命
逸
妃
初
集
五
五
頁
｡

*
*
*
秦
備
志

｢秦
一花
培
畢
術
思
想
樽
記
｣
四
〇
九
-
四

二
ハ
頁
に
'
光

複

合

設
立
の
時
期
及
び
そ
の
骨
長
に
つ
い
て
の
考
誇
あ
り
.

要
*
*
肇
柄
麟

｢
光
復
軍
志
摩
｣
'
検
論
客
九
大
過
附
｡

し
か
る
に
民
報
に
相
纏
わ
で
摘
載
さ
れ
た
章
柄
鱗
の
諸
論
文
に
は
'

民
族
主
義
を
鼓
吹
す
る
と
共
に
'
従
来
と
は
異
る
別
個
の
傾
向
が
ま

た
強
-
現
わ
れ
て
い
る
｡
虚
無
思
想
が
こ
れ
で
あ
っ
て
'
排
浦
と
虚

無
の
二
つ
の
主
張
が
'
相
交
叉
し
て
誌
上
を
彩
る
の
で
あ
る
｡
し
か

し
な
が
ら
こ
の
虚
無
の
思
想
が
排
満
の
主
張
の
積
極
的
な
裏
付
け
と

な
り
得
る
か
ど
う
か
｡
排
満
は
虚
無
と
相
殺
し
て
､
却

っ
て
孫
文
派

を
失
望
せ
し
め
'
や
が
て
両
者
の
思
想
的
な
封
立
を
促
す

1
原
因
と

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
｡
民
族
主
義
の
鼓
吹
と
い
う
鮎
か
ら
云

う
な
ら
ば
'
章
柄
鱗
が
輿
え
た
影
響
は
'
民
報
誌
上
の
諸
論
文
よ
-

も
'
む
し
ろ
短
音
と
庚
有
馬
を
駁
す
る
書
に
t
よ
り
多
く
の
比
重
が

か
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡

｢彼
が
早
年
の
政
治
論
は
専
ら
単
調
な

種
族
革
命
論
を
提
唱
し
､
衆
人
を
し
て
悟
り
易
か
ら
し
め
た
.
故
に

鼓
吹
の
力
が
極
め
て
大
き
い
｣
と
は
'
梁
鮮
麗
の
云
う
と
こ
ろ
で
あ

*
る
｡
殊
に
庚
有
馬
を
駁
す
る
書
は
'
保
皇
立
憲
涯
の
.絶
師
に
封
す
る

虞
向
か
ら
の
反
駁
で
あ
り
､
文
章
も
塩
害
の
よ
う
に
難
解
で
は
な
い
.

蘇
報
事
件
の
立
役
者
と
3,ぅ
意
味
か
ら
も
'
こ
の
書
は
都
容
の
革
命

軍
と
共
に
'
廉
く
蔑
ま
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
章
柄
鱗
の
虚
無
思

想
が
何
に
由
釆
L
t
そ
し
て
そ
の
民
族
思
想
と
如
何
な
る
関
係
に
あ

る
か
｡
孫
文
涯
と
如
何
に
し
て
封
立
す
る
か
.
こ
の
こ
と
も
ま
た
看

過
し
難
い
7
問
題
で
あ
る
｡
何
れ
機
合
を
得
て
書
い
て
見
た
い
と
息

一一･58-

う
0I)<梁

啓
超

｢
清
代
襲
術
概
論
｣

1
五
八
貢
.


