
王
政
復
古
へ
の
政
治
過
程

高

橋

秀

直

【
要
約
】
　
本
稿
は
大
政
奉
還
よ
り
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
に
い
た
る
政
治
過
程
を
、
こ
の
時
期
の
二
つ
の
中
心
勢
力
、
徳
川
慶
喜
と
薩
摩
討
幕
派
に
焦
点

を
あ
て
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
主
要
な
論
点
は
第
一
に
、
大
政
奉
還
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
政
治
対
抗
の
構
図
（
武
力
倒
幕
論
の
薩
摩
対
慶
喜
）
は
大
き
く
変
化
し
、
慶
喜
も
薩
長

も
ふ
く
ん
だ
挙
国
一
致
の
新
政
体
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
両
勢
力
は
接
近
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
接
近
の
脊
景
に
は
、
天

皇
・
公
議
体
制
論
と
い
う
政
体
論
で
の
一
致
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
第
二
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
性
格
に
つ
い
て
。
慶
喜
と
の
接
近
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薩
摩
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
し
た
の
は
、
慶
喜
の
打
倒
を
意
図
し
た

か
ら
で
は
な
く
、
成
立
す
る
新
政
権
で
の
主
導
権
の
確
保
を
め
ざ
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
方
、
慶
喜
や
土
佐
は
、
薩
摩
の
意
図
に
反
発
し
つ
つ
も
、
内

戦
回
避
の
た
め
そ
れ
と
の
対
立
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
土
佐
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
画
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
慶
喜
に
受
け
入
れ
可
能
な
も
の

に
す
べ
く
そ
の
内
容
の
緩
和
を
は
か
っ
た
。
一
方
、
慶
喜
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
知
り
な
が
ら
も
、
そ
の
阻
止
に
動
か
な
い
の
み
で
は
な
く
、
保
守
派
の
会
津

の
行
動
を
牽
制
し
た
。
両
者
は
、
公
議
政
体
樹
立
後
に
薩
摩
勢
力
の
禦
肘
を
期
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
史
林
八
四
巻
二
号
　
二
〇
〇
一
年
三
月

王政復古への政治過程（商橋）

は
　
じ
　
め
　
に

近
代
日
本
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
政
治
史
的
に
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象
に
お

か
れ
る
べ
き
は
ま
ず
明
治
政
府
で
あ
ろ
う
。
明
治
政
府
は
い
か
に
し
て
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
維
新
変
革
の
政
治
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過
程
の
解
明
が
な
に
よ
り
も
課
題
と
な
る
。
本
稿
は
こ
れ
の
検
討
の
出
発
点
と
し
て
、
明
治
政
府
が
誕
生
す
る
瞬
間
、
大
政
奉
還
か
ら
王
政
復

古
ク
ー
デ
タ
ー
に
い
た
る
時
期
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
以
降
に
お
け
る
政
治
的
対
立
の
基
本
構
図
は
、
徳
川
勢
力
対
薩
長
で
あ
る
。
そ
し
て
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
五

月
の
兵
庫
開
港
勅
許
を
契
機
に
薩
摩
は
武
力
倒
幕
（
討
幕
）
を
決
意
、
挙
兵
の
準
備
を
進
め
る
。
両
者
の
対
立
は
軍
事
的
な
も
の
に
転
じ
よ
う

と
し
て
い
た
。
こ
れ
が
大
政
奉
還
直
前
の
状
況
で
あ
る
。
で
は
大
政
奉
還
以
後
は
ど
う
な
る
の
か
。
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』
（
岩
波
書
店
、
一

九
五
～
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
通
説
に
お
い
て
は
、
対
立
の
構
造
は
以
後
も
変
わ
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
像
で
は
、
大
政
奉
還
は
武
力

倒
幕
へ
の
肩
す
か
し
で
あ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
ま
で
の
両
者
の
動
き
は
、
戦
略
を
一
定
に
し
た
ま
ま
互
い
に
相
手
を
出
し
抜
く
権
謀
術
数
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
幕
府
の
廃
止
、
公
議
政
体
の
樹
立
は
ま
さ
に
討
幕
派
が
目
指
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
行
が
大
政
奉
還
に
よ
り
約

束
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
対
立
の
構
造
が
変
わ
ら
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
、
対
立
は
緩
和
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
へ
の
通
説
の
答
え
は
、
樹
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
公
議
政
体
は
実
質
的
に
は
幕
府
の
横
滑
り
に
す
ぎ
ず
、
薩
長
に
と
り
容
認

で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
の
原
理
が
公
議
論
へ
と
根
本
的
に
転
換
す
る
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
横

滑
り
が
可
能
で
あ
る
と
本
当
に
慶
喜
や
討
幕
派
は
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
通
説
に
は
様
々
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、

大
政
奉
還
よ
り
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
政
治
過
程
を
実
証
的
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
幕
末
維
新
期
の
中
央
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
戦
前
期
、
『
維
新
史
』
な
ど
の
官
製
史
学
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
官
製
史
学
の
歴
史

像
は
、
王
政
復
古
史
観
と
い
う
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
染
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
正
続
の
日
本
史
籍
協
会
叢
書
な
ど
に

あ
ら
わ
れ
る
膨
大
な
史
料
の
収
集
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
戦
後
の
維
新
政
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
歴
史
観
の
次
元
に

つ
い
て
徹
底
し
た
批
判
が
行
わ
れ
、
薪
た
な
像
が
描
か
れ
た
が
、
具
体
的
な
事
実
認
識
の
次
元
に
お
い
て
は
、
戦
前
の
像
の
全
面
的
な
見
直
し

は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
近
年
こ
の
次
元
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
急
速
に
進
め
ら
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
慶
応
三
年
政
局
に
関
し

て
は
、
本
稿
で
も
た
び
た
び
言
及
す
る
原
口
清
氏
の
一
連
の
研
究
・
井
上
同
氏
の
『
王
政
復
古
駈
（
中
公
新
書
、
…
九
九
一
年
）
・
家
近
良
樹
氏
の

『
幕
末
政
治
と
倒
幕
運
動
幅
（
吉
川
弘
文
館
、
　
九
九
五
年
）
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
対
象
は
対
峙
す
る
二
大
勢
力
、
徳
川

慶
喜
と
薩
摩
討
幕
派
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
全
体
像
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
動
き
を
示
す
、
朝
廷
指
導
部
・
公
家
倒
幕
派
、
越

前
や
土
佐
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
公
議
政
体
派
の
雄
藩
、
薩
摩
と
と
も
に
討
幕
論
を
と
る
長
州
な
ど
、
他
の
諸
勢
力
の
動
き
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
紙
数
の
関
係
で
こ
れ
は
略
し
慶
喜
・
薩
摩
の
両
者
に
焦
点
を
し
ぼ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
の

基
本
線
は
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
　
〈
付
記
〉
　
典
拠
に
つ
い
て
、
日
本
史
籍
協
会
叢
書
は
書
名
の
あ
と
に
く
史
〉
と
記
す
。
ま
た
、
一
大
久
保
利
通
日
平
日
〈
史
〉
は
『
大
久
保
日
記
』
、
「
嵯
峨

　
　
実
生
手
記
」
（
鴨
史
籍
雑
纂
』
二
〈
史
〉
）
は
「
嵯
峨
手
記
」
、
「
神
山
郡
廉
日
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
）
は
「
神
山
日
記
」
と
す
る
。
「
丁

　
　
卯
日
記
」
は
噸
再
夢
紀
事
』
〈
史
〉
（
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
七
四
年
復
刻
）
版
に
よ
る
。

　
　
　
史
料
引
用
に
さ
い
し
て
は
、
原
文
に
句
読
点
の
な
い
も
の
は
適
宜
こ
れ
を
付
し
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
変
体
仮
名
・
片
仮
名
は
原
則
と
し
て
平
仮
名

　
　
に
し
、
6
は
「
よ
り
」
、
而
は
「
て
」
、
者
は
「
は
」
と
し
た
。
ま
た
カ
ッ
コ
・
傍
線
・
傍
点
は
断
ら
な
い
限
り
す
べ
て
高
橋
に
よ
る
。

工
　
大
　
政
　
奉
　
還

【
、
大
政
奉
還
の
意
味
一
徳
川
慶
喜
1

　
慶
喜
は
な
ぜ
大
政
奉
還
を
行
っ
た
の
か
。
大
政
奉
還
上
表
（
『
復
古
記
臨
～
、

と
し
て
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
九
三
〇
年
、
二
頁
）
は
ひ
と
つ
の
政
体
論
で
あ
っ
た
。
政
体
論
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そ
れ
は
第
一
に
朝
・
幕
二
重
政
権
の
徹
底
し
た
解
消
策
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
朝
廷
・
幕
府
と
い
う
二
つ
の
中
央
政
府
が
併
存
し
、
二
重

政
府
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
形
式
で
あ
っ
て
実
際
に
は
幕
府
が
朝
廷
を
圧
倒
し
、
現
実
の
中
央
政
府
は
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ペ
リ
ー
来
航
以
後
、
こ
れ
ま
で
形
式
的
に
の
み
存
在
し
て
い
た
二
重
政
府
が
実
質
化
し
た
。
国
際
政
治
に
巻
き
こ
ま
れ
国
家
意
志
の
一
元
化
が

必
要
な
こ
の
と
き
、
逆
に
そ
れ
は
二
元
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
当
今
外
国
之
交
際
日
に
重
な
る
に
よ
り
、
愈
　
朝
権
一
途
に
出
野
壷

候
て
は
綱
紀
難
立
」
と
い
う
大
政
奉
還
上
表
の
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
政
奉
還
は
何
よ
り
も
こ
の
二
重
政
府
の
解
消
を
意
図
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　
慶
喜
は
、
二
重
政
府
の
克
服
を
幕
府
の
自
己
否
定
、
朝
廷
へ
の
政
権
の
一
元
化
に
よ
り
な
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

慶
喜
は
現
存
す
る
朝
廷
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
表
は
冒
頭
で
、
日
本
の
歴
史
を
母
堂
し
、
鎌
倉
以
来
の
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

府
政
治
へ
の
批
判
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「
昔
　
王
綱
紐
を
解
き
、
相
家
権
を
執
り
、
保
平

二
軸
、
政
権
武
門
に
移
て
よ
り
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
武
家
政
治
の
前
段
階
で
あ
る
摂
関
政
治
を
も
否
定
の
対
象
と
し
て
い
た
。
当
時
の
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

廷
は
、
摂
関
が
そ
の
中
心
と
な
る
点
に
お
い
て
摂
関
政
治
以
来
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
慶
喜
は
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
現
存
す
る
朝
廷
の
改
革
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
大
政
奉
還
の
政
体
論
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
。

　
で
は
、
朝
廷
は
、
い
か
に
改
革
す
べ
き
か
。
土
佐
の
大
政
奉
還
建
自
は
、
朝
廷
の
中
心
と
し
て
新
た
に
議
政
所
を
設
置
す
べ
し
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
構
成
員
は
公
家
が
独
占
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
諸
侯
な
ど
の
大
名
、
さ
ら
に
は
陪
臣
庶
民
に
ま
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

朝
廷
を
公
家
の
場
か
ら
広
く
公
議
の
場
に
作
り
か
え
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
慶
喜
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
表
は
、
「
政
権
を

朝
廷
に
奉
帰
、
広
く
天
下
の
公
議
を
尽
」
す
べ
き
、
と
今
後
の
政
権
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
の
政
体
論
は
、
幕
府
を
否
定
す
る
こ
と
で
二
重
政
権
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
現
存
す
る
朝
廷
を
改
革
し
、

天
皇
の
も
と
に
公
議
機
関
が
中
心
を
し
め
る
政
体
を
新
た
に
樹
立
し
よ
う
と
い
・
？
王
張
で
あ
り
、
典
型
的
な
天
皇
・
公
議
政
体
論
だ
っ
た
の
で

　
②

あ
る
。
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で
は
、
慶
喜
は
い
か
な
る
政
治
的
意
図
の
も
と
に
こ
う
し
た
薪
政
体
論
を
提
起
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
新
政
体
に
お
け
る
自
己
の
位
置
に
つ
い
て
の
慶
喜
の
考
え
で
あ
る
。
慶
喜
が
構
想
す
る
公
議
機
関
は
大
名
・
公
家

よ
り
な
る
上
院
、
陪
臣
な
ど
よ
り
な
る
下
院
の
二
院
制
で
、
自
身
は
上
院
の
主
導
的
地
位
を
占
め
、
朝
廷
の
実
質
的
中
心
と
な
る
こ
と
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
、
と
原
口
清
氏
は
推
定
さ
れ
て
い
る
が
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
最
大
の
大
名
で
、
大
政
奉
還
の
功
労
者
と
な
る
慶
喜
が
こ

う
し
た
地
位
を
期
待
す
る
の
は
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
主
導
性
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
大
名
会
議
で
中
立
大
名
を
自
派
に
取
り
込
み
、
多
数
の
力
で
薩

長
な
ど
対
抗
勢
力
を
圧
倒
す
る
、
す
な
わ
ち
、
公
議
政
体
へ
の
移
行
を
踏
み
台
に
徳
川
権
力
を
か
え
っ
て
強
化
す
る
、
こ
れ
が
慶
喜
の
意
図
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
政
奉
還
に
い
た
る
ま
で
の
薩
長
と
慶
喜
の
対
抗
の
延
長
で
考
え
る
な
ら
、
か
か
る
見
解
は
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
第
　
に
、
公
議
機
関
の
問
題
で
あ
る
。
議
会
政
治
が
定
着
し
た
現
代
に
お
い
て
、
議
会
で

絶
対
多
数
を
し
め
る
勢
力
の
権
力
は
き
わ
め
て
強
大
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
議
会
の
権
限
、
さ
ら
に
は
議
会
運
営
に
お
け
る
多
数
決
の

意
義
へ
の
制
度
的
・
社
会
的
認
知
が
存
在
し
て
の
話
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
慶
応
三
年
の
段
階
に
は
そ
う
し
た
認
知
は
な
い
。
そ
れ
を
こ

れ
か
ら
作
っ
て
い
く
の
が
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
軍
事
力
な
ど
独
自
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
諸
藩
に
議
会
の
権
威
を
重
ん
じ
さ

せ
、
そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
を
承
認
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
し
た
課
題
が
あ
る
な
か
、
設
置
さ
れ
た
公
議
機
関
で
慶
喜
が
、

例
え
ば
長
州
再
征
の
よ
う
な
政
略
的
な
施
策
を
強
引
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
当
然
、
そ
れ
は
反
発
を
生
み
、
土
佐
や
越
前
な
ど
よ
う
に

平
和
的
な
政
体
移
行
を
望
み
、
親
慶
喜
勢
力
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
諸
藩
も
こ
れ
に
反
対
す
る
だ
ろ
う
。
公
議
機
関
で
多
数
派
と
な
る
こ

と
も
怪
し
く
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前
に
公
議
機
関
を
樹
立
で
き
る
か
も
危
う
く
な
る
だ
ろ
う
。
長
州
再
征
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
勅
命
と
い

う
最
高
の
権
威
で
さ
え
、
諸
藩
を
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
幕
末
政
治
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
大
政
を
委
任
さ
れ
た

将
軍
が
勅
命
を
奉
じ
て
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
上
院
の
指
導
者
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
自
由
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
は
、
慶
喜
に
と

り
と
て
も
思
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
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第
二
は
こ
の
と
き
の
慶
喜
の
政
治
姿
勢
で
あ
る
。
慶
喜
は
上
表
で
、
な
ぜ
大
政
奉
還
1
1
幕
府
の
自
己
否
定
を
行
う
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
際
政
治
へ
対
応
す
る
た
め
の
政
府
＝
兀
化
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
「
政
刑
当

を
失
ふ
こ
と
不
少
」
「
畢
寛
薄
徳
之
所
致
、
不
堪
漸
催
候
」
、
と
い
う
幕
府
の
寸
秒
の
自
認
、
自
己
批
判
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
家
茂
死
後
、
慶
喜
に
こ
れ
ま
で
の
幕
政
を
自
己
批
判
す
る
よ
う
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
幕
府
政
治
の
正
当
性
に
か
か

わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
慶
喜
に
と
り
容
易
に
応
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
土
佐
の
大
政
奉
還
建
白
は
、
幕
府
の
否
定
を
進

言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
過
去
の
責
任
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
既
往
の
是
非
曲
直
を
喋
々
弁
難
す
と
も
何
の
益
か
あ
ら
ん
」
と
こ
れ
の
棚
上

げ
を
主
張
し
て
い
た
。
慶
喜
に
建
白
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
配
慮
で
あ
る
。
慶
喜
に
と
り
、
大
政
奉
還
の
理
由
と
し
て
政
府
一
元
化
の
必

要
の
み
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
下
の
た
め
に
自
己
の
政
権
を
犠
牲
に
す
る
美
事
と
し
て
こ
れ
を
描
く
こ
と
さ
え
も

で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
慶
喜
は
あ
え
て
悪
政
の
自
認
、
自
己
批
判
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
低
姿
勢
を
と
る
慶
喜
が
、
一
転
し
て
、
公
議
機

関
で
強
引
な
権
力
行
使
を
行
お
う
と
望
ん
で
い
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

　
幕
府
を
自
己
否
定
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
砒
政
の
自
認
と
い
う
謙
譲
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
幕
府
に
批
判
的
だ
っ
た

薩
長
を
は
じ
め
諸
大
名
を
公
議
機
関
に
結
集
さ
せ
、
挙
国
一
致
体
制
の
実
現
を
図
る
、
こ
れ
が
慶
喜
の
意
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
以
上
、
公
議
機
関
の
指
導
者
と
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
行
使
は
挙
国
一
致
を
こ
わ
さ
な
い
よ
う
に
抑
制
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
融
和
の
意
図
が
、
上
表
上
奏
後
の
慶
喜
の
行
動
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
大
政
奉
還
は
、
既
存
の
政
治
構
造
を
改
革
し
、
挙
国
一
致
体
制
を
実
現
し
、
そ
の
中
枢
を
自
ら
が
担
お
う
と
す
る
一
つ
の

積
極
的
な
戦
略
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
は
大
き
な
犠
牲
を
払
い
、
危
険
を
冒
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
幕
府
の
廃
止
に
よ

り
こ
れ
ま
で
の
諸
大
名
と
慶
喜
の
主
従
関
係
は
消
滅
す
る
、
新
政
権
の
中
心
を
彼
が
占
め
え
た
と
し
て
も
、
身
分
的
に
は
他
大
名
と
同
格
で
あ

り
、
そ
の
地
位
は
不
安
定
と
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
家
康
以
来
の
自
家
の
栄
光
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
さ
に
自
己
否
定
で
あ
る
。

ま
た
、
公
議
政
治
が
実
際
に
機
能
す
る
か
も
不
透
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
慶
喜
は
な
ぜ
あ
え
て
危
険
の
高
い
大
胆
な
決
断
を
行
っ
た
の
だ
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ろ
う
か
。
大
政
奉
還
の
決
断
に
い
た
る
慶
喜
の
お
か
れ
た
政
治
状
況
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。

　
そ
の
状
況
と
は
第
～
に
二
重
政
府
の
矛
盾
の
深
刻
化
で
あ
る
。
政
権
の
二
重
化
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
う
し

た
矛
盾
を
弥
縫
す
る
動
き
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
孝
明
天
皇
の
親
類
・
親
慶
喜
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
慶
応
二
年
末
の
孝
明
急
死
後
、
情

勢
は
変
化
す
る
。
摂
政
二
条
斉
敬
以
下
、
朝
廷
指
導
部
は
こ
れ
ま
で
の
幕
府
一
辺
倒
の
政
策
を
改
め
、
幕
府
・
反
響
派
の
両
者
に
対
す
る
等
距

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

離
政
策
を
と
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
慶
喜
の
朝
廷
操
縦
は
困
難
な
も
の
と
な
る
。

　
第
二
は
総
体
と
し
て
の
中
央
政
府
の
権
威
の
低
下
で
あ
る
。
二
重
政
府
で
は
あ
る
が
朝
廷
も
幕
府
も
中
央
政
府
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
時

期
、
幕
府
の
み
で
は
な
く
朝
廷
の
権
威
も
低
下
し
て
い
た
。
そ
の
画
期
は
、
孝
明
天
皇
と
幕
府
と
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
第
二
次
長
州
征
伐
の
敗

北
で
あ
る
。
諸
藩
の
割
拠
化
の
い
っ
そ
う
の
進
行
は
、
幕
府
が
中
央
政
府
で
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の
対
策
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
に
慶
応
三
年
後
半
の
政
局
の
緊
張
の
高
ま
り
。
九
月
以
降
、
薩
摩
は
上
方
に
兵
力
を
結
集
さ
せ
つ
つ
あ
り
、
何
ら
か
の
策
を
秘
め
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
初
旬
に
は
土
佐
、
安
芸
の
大
政
奉
還
建
白
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
拒
め
ば
土
芸
を
決
定
的
に

敵
に
回
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
慶
応
三
年
後
半
、
慶
喜
に
と
り
政
治
状
況
は
緊
迫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
で
は
い
か
な
る
手
段
が
あ
っ
た
の
か
。
軍
事
的
手
段
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
慶
喜
は
大
政
奉
還
を
決
意
し
た
事
情
を
幕
臣
に
説
明
す
る
な
か

で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
（
「
丁
卯
臼
記
」
、
二
三
五
頁
）
。
「
此
節
潜
伏
之
徒
」
が
挙
兵
す
る
の
を
恐
れ
た
の
が
奉
還
の
理
由
だ
と
思
う
も

の
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
「
潜
伏
之
徒
」
が
ど
れ
ほ
ど
あ
ろ
う
が
多
寡
が
知
れ
た
こ
と
で
あ
り
討
と
う
と
思
え
ば
討
つ
こ
と
が
出
来
る
、
し
か
し
、

掌
文
を
動
か
し
農
衷
を
驚
か
し
生
霊
を
困
苦
せ
し
む
る
は
そ
の
罪
重
大
で
義
理
に
あ
わ
な
い
、
と
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
内
戦
へ
の
強
い
忌

避
で
あ
る
。

　
な
ぜ
内
戦
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
次
長
州
征
伐
の
敗
北
で
明
ら
か
と
な
っ
た
幕
府
の
軍
事
的
弱
体
性
へ
の
不
安
が
ま
ず
考

え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
と
き
慶
喜
も
い
っ
た
ん
決
定
し
て
い
た
幕
府
直
轄
軍
を
率
い
て
の
長
州
進
発
を
、
小
倉
落
城
と
九
州
諸
藩
解
丘
ハ
の
情
報
が
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⑦

入
る
と
、
に
わ
か
に
申
止
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
慶
喜
の
将
軍
就
任
後
、
幕
府
軍
は
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
に
よ
り
急
速
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

薩
長
側
も
そ
れ
に
脅
威
を
感
じ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
薩
長
の
上
方
挙
兵
の
場
合
は
勝
つ
自
信
が
あ
る
と
い
う
先
の
慶
喜
の
発
言
は
か
な
ら

ず
し
も
強
が
り
と
の
み
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
内
戦
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
理
崩
は
、
内
戦
一
般
で
は
な
く
長
期
に
わ
た
る
内
戦
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
垣
藩
の
市
川
元
之
助
は

大
政
奉
還
直
後
の
一
〇
月
一
九
日
、
公
家
倒
幕
派
の
正
親
町
三
条
実
愛
を
訪
れ
、
徳
川
保
守
派
の
水
戸
・
会
津
の
動
向
に
つ
い
て
の
情
報
を
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
水
会
以
下
［
在
上
方
の
］
人
数
一
万
有
之
故
、
薩
二
千
位
を
擁
は
、
易
き
こ
と
に

候
へ
共
、
［
薩
］
本
国
大
国
故
、
敵
に
は
な
し
か
た
き
こ
と
」
、
と
（
「
嵯
峨
手
記
」
）
。
つ
ま
り
、
上
方
で
の
戦
闘
は
勝
利
を
し
め
て
も
、
薩
本
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
打
倒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
大
垣
藩
は
井
田
譲
を
中
心
に
徳
川
保
守
派
の
側
に
た
っ
て
動
い
て
お
り
、
こ

の
市
川
の
雷
は
保
守
派
の
判
断
を
伝
え
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
強
硬
論
を
と
る
保
守
派
が
こ
の
よ
う
な
意
見
で
あ
る
以
上
、
幕
府
の
他

の
勢
力
も
同
様
な
見
解
で
あ
っ
た
と
一
心
え
よ
う
。
こ
う
し
た
な
か
で
軍
事
的
衝
突
が
発
生
す
れ
ば
、
か
り
に
上
方
で
は
勝
利
を
し
め
て
も
、
薩

長
本
国
に
は
手
を
出
せ
ず
長
期
内
戦
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
「
日
本
全
国
の
力
を
裁
せ
、
外
夷
之
侮
り
を
禦
」
（
「
坐
骨
日
記
」
、
二

三
五
頁
）
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
慶
喜
に
と
り
外
国
の
干
渉
を
招
き
か
ね
な
い
長
期
内
戦
は
極
力
さ
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
恐
れ

の
高
い
軍
事
的
手
段
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
軍
事
に
訴
え
る
こ
と
な
く
政
治
的
手
段
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
大
政
奉
還
前
、
慶
喜
は
一
つ
の
政
治
的
解
決
策
を
模
索
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
慶
喜
の
朝
議
参
加
に
よ
る
、
朝
廷
と
の
再
結
合
、
二
重
政
権
の
解
消
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
六
月
、
慶
喜
側
近
の
、
老
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

板
倉
勝
静
と
若
年
窃
格
永
井
尚
志
は
、
政
令
が
二
途
に
出
る
の
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
と
し
て
慶
喜
の
摂
政
兼
任
工
作
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
運

動
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
八
月
に
は
慶
喜
の
内
府
就
任
工
作
が
行
わ
れ
た
。
将
軍
が
内
大
臣
を
兼
任
す
る
の
は
、
慣
例
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

今
回
は
新
た
に
内
府
と
し
て
廟
議
へ
の
参
加
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
画
期
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
結
局
、
九
月
～
七
日
に
慶
喜
を
内
大
臣
に
任

命
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
彼
に
勅
問
を
下
す
こ
と
が
決
定
し
た
（
「
嵯
峨
手
記
」
）
。
し
か
し
、
五
玉
降
下
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
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⑫り
、
肝
腎
の
廟
議
へ
の
参
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
た
要
因
は
、
摂
関
家
な
ど
上
級
公
家
の
非
協
力
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
⑬

れ
る
。
慶
喜
の
朝
廷
参
加
に
よ
る
二
重
政
権
の
解
消
の
試
み
は
ま
た
も
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

　
中
央
政
府
で
あ
る
慶
喜
の
政
治
的
課
題
は
、
「
日
本
全
国
の
力
を
識
せ
、
外
夷
之
侮
り
を
禦
」
ぐ
こ
と
、
外
圧
に
対
抗
す
る
た
め
の
国
家
的

結
集
の
達
成
で
、
具
体
的
に
は
強
力
な
中
央
政
府
の
創
出
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
中
央
政
府
は
二
元
化
す
る
と
と
も
に
、
総
体
と
し
て

権
威
を
低
下
し
、
諸
藩
は
割
拠
傾
向
を
強
め
て
い
る
。
こ
れ
を
打
開
す
べ
く
試
み
た
朝
廷
と
の
再
結
合
策
は
挫
折
し
、
軍
事
的
手
段
も
望
ま
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
的
、
あ
る
い
は
軍
事
的
に
薩
長
そ
の
他
の
雄
藩
を
圧
倒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
的
結
集
へ
の
残
さ
れ
た

道
は
雄
藩
の
圧
倒
で
は
な
く
、
そ
れ
と
の
協
調
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
協
調
の
達
成
に
は
、
諸
藩
へ
の
譲
歩
、
幕
府
の
自
己
否
定
と
過
去
の
幕

政
の
自
己
批
判
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
あ
え
て
踏
み
切
っ
た
の
が
大
政
奉
還
の
決
断
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
大
政
奉

還
以
後
の
慶
喜
の
目
標
は
、
あ
く
ま
で
平
和
的
に
、
そ
し
て
速
や
か
に
天
皇
・
公
議
体
制
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
目
標
に
向
け
慶
喜

は
い
か
に
動
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

①
江
戸
時
代
の
朝
廷
の
政
治
構
造
に
つ
い
て
は
高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支

　
配
」
（
『
日
本
史
研
究
』
王
～
九
、
～
九
八
九
年
）
、
参
照
。

②
政
治
体
制
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
理
念
を
政
体
理
念
と
す
れ
ば
、
幕

　
末
・
維
新
期
の
主
要
な
そ
れ
は
公
議
と
天
皇
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
多
く
は
こ

　
の
両
者
を
対
量
的
に
捉
え
て
い
た
（
天
皇
理
念
が
公
議
理
念
を
圧
倒
し
専
制
的
な

　
明
治
政
府
が
創
出
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
像
が
そ
の
典
型
）
。
し
か
し
、
こ
の
時

　
期
、
公
議
政
体
論
の
主
張
者
は
同
時
に
天
皇
を
政
体
の
頂
点
に
お
く
こ
と
を
主
張

　
し
て
お
り
、
こ
の
対
抗
の
構
園
は
こ
の
時
期
の
政
治
過
程
を
具
体
的
に
分
析
す
る

　
に
あ
た
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
。
天
皇
・
公
議
政
体
論
な
る
概
念
を

　
使
贋
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
な
お
こ
の
と
き
の
慶
喜
の
政
体
論
に
つ
い
て
は
、
徳
川
絶
対
主
義
の
樹
立
が
そ

　
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
す
る
有
力
な
異
説
が
あ
る
（
田
中
彰
『
明
治
維
新
政
治
史

　
研
究
臨
［
青
木
書
店
、
一
九
六
三
年
］
等
）
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
原

　
口
清
「
明
治
太
政
官
制
成
立
の
政
治
的
背
景
」
（
噸
名
城
商
学
』
一
二
八
i
～
、
一
九

　
八
八
年
）
が
徹
底
し
た
批
判
を
行
っ
て
お
り
（
四
一
～
四
七
頁
）
成
り
立
た
な
い
。

③
原
口
同
右
論
文
、
四
七
～
四
九
頁
。

④
慶
応
二
年
八
月
一
八
B
付
慶
喜
宛
長
岡
護
美
（
肥
後
）
書
簡
・
同
年
＝
月
一

　
六
日
付
池
田
茂
政
（
備
前
）
上
書
・
同
日
付
蜂
須
賀
茂
詔
上
書
（
渋
沢
栄
一
『
徳

　
川
慶
蹴
口
公
伝
撫
山
畑
、
　
四
一
二
閃
｛
・
五
〇
七
・
五
〇
九
頁
）
。

⑤
も
っ
と
も
慶
喜
は
最
終
的
に
は
藩
を
廃
止
し
郡
県
化
す
る
と
い
う
希
望
を
持
つ

　
て
い
た
（
門
丁
卯
日
記
」
、
二
四
四
頁
）
。
し
か
し
、
現
実
の
慶
喜
の
政
治
姿
勢
や

　
彼
を
と
り
ま
く
政
治
情
勢
は
た
だ
ち
に
こ
れ
を
許
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

　
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
群
県
化
は
公
議
政
体
が
樹
立
さ
れ
そ
の

　
権
威
が
高
ま
っ
た
将
来
に
実
現
を
期
し
た
理
想
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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⑥
原
口
清
懲
慶
応
三
年
前
半
期
の
政
治
情
勢
」
（
糊
名
城
商
学
臨
三
七
⊥
二
、
一
九

　
八
七
年
）
、
参
照
。

⑦
『
徳
川
慶
喜
公
伝
睡
王
、
三
九
六
頁
。

⑧
慶
亦
三
年
八
月
；
百
付
河
瀬
安
四
郎
宛
木
戸
孝
允
轡
簡
（
噌
木
戸
孝
允
文
書
』

　
〈
史
〉
二
、
三
一
〇
頁
）
。

⑨
「
大
垣
藩
井
田
五
蔵
と
申
す
者
、
勤
幕
の
力
者
に
御
座
候
」
（
十
二
月
雪
日
付
蓑

　
田
伝
兵
徳
宛
西
郷
書
簡
、
同
書
編
集
委
員
会
編
㎎
西
郷
隆
盛
全
集
輪
二
、
大
和
書

　
房
、
一
九
七
七
年
、
三
〇
五
頁
）

⑩
『
続
再
調
紀
事
臨
〈
史
〉
六
、
三
五
六
⊥
二
五
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

⑪
コ
渡
久
来
談
、
一
大
樹
国
事
御
評
参
会
、
井
任
塊
等
の
こ
と
、
前
殿
（
近
衛

　
忠
熈
）
え
可
申
入
頼
の
こ
と
偏
（
「
嵯
峨
手
鶏
」
、
八
月
閣
日
）
。

⑫
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
口
清
「
参
預
考
」
（
明
名
城
商
学
臨
四
五
一
｝
、
一

　
九
九
五
年
）
、
参
照
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
武
家
の
朝
議
参
与
は
文
久
三
年
七
、

　
八
月
以
降
、
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
朝
廷
の
意
思
形
成
の
場

　
に
は
参
加
で
き
て
も
、
意
志
決
定
に
は
参
与
で
き
な
い
と
い
う
限
界
を
持
つ
も
の

　
で
あ
っ
た
（
二
九
頁
）
。

⑬
「
前
殿
下
（
近
衛
患
熈
）
華
甲
分
、
…
－
山
大
樹
任
椀
、
且
御
評
議
出
座
等
の

　
こ
と
、
右
は
御
つ
・
き
柄
、
且
隠
居
肇
離
断
の
こ
と
」
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
八
月
二

　
十
七
日
）
。
将
軍
が
内
府
と
な
る
こ
と
は
ま
さ
に
慣
例
で
あ
り
、
親
戚
で
あ
っ
て

　
も
斡
旋
に
踏
踏
す
る
必
要
は
な
く
、
近
衛
の
拒
否
の
理
由
は
、
廟
議
へ
の
出
席
で

　
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

10 （174）

二
、
大
政
奉
還
の
政
治
過
程

　
1
．
慶
喜
と
大
政
奉
還

　
大
政
奉
還
上
書
は
一
〇
月
一
三
日
に
在
京
の
諸
侯
・
諸
藩
の
重
臣
に
諮
問
さ
れ
、
翌
日
、
こ
れ
は
摂
政
に
提
出
さ
れ
、
～
五
日
に
こ
れ
が
勅

許
さ
れ
た
。
諸
藩
へ
の
諮
問
か
ら
勅
許
に
い
た
る
過
程
に
お
け
る
慶
喜
の
行
動
を
検
討
し
よ
う
。

　
慶
喜
は
大
政
奉
還
を
上
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
摂
政
以
下
、
朝
廷
の
上
層
部
が
勅
許
す
る
か
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
国
政
の
実
際
の
運
用

を
に
わ
か
に
任
さ
れ
て
も
自
信
が
な
い
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
大
変
革
を
認
め
れ
ば
そ
れ
が
摂
政
以
下
の
進
退
に
ま
で
波
及
す
る
可
能
性
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
会
津
・
桑
名
な
ど
幕
府
保
守
派
は
大
政
奉
還
に
反
対
し
て
勅
許
を
与
え
な
い
よ
う
摂
政
や
サ
宮
に
入
画
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
に
慶
喜
は
積
極
的
な
勅
許
獲
得
工
作
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
を
担
っ
た
の
は
、
薩
・
土
・
芸
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
側
近
の
永

井
尚
志
を
通
じ
て
薩
土
芸
三
千
に
、
上
奏
へ
の
勅
許
と
諸
侯
召
集
の
勅
を
出
さ
せ
る
た
め
に
朝
廷
へ
工
作
す
る
よ
う
内
々
に
求
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
（
「
神
山
日
記
」
、
一
〇
月
一
四
日
）
。
こ
の
依
頼
を
受
け
た
薩
の
小
松
帯
刀
・
土
の
後
藤
象
二
郎
・
芸
の
辻
将
曹
は
｝
四
、
一
五
の
両
日
、
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二
条
摂
政
を
訪
れ
、
強
硬
に
こ
れ
を
迫
り
そ
の
承
認
を
得
（
「
神
山
日
記
」
・
門
丁
卯
日
記
」
、
一
一
二
五
頁
）
、
そ
れ
が
十
五
日
の
勅
許
に
つ
な
が
っ
た

の
で
あ
る
。

　
上
表
が
行
わ
れ
た
十
四
日
、
慶
喜
は
二
条
城
で
小
松
と
謁
見
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
大
久
保
日
記
』
は
「
［
小
松
が
］
委
曲
言
上
有

之
、
左
之
五
ヶ
条
を
決
す
」
と
記
し
て
い
る
。
五
ヶ
条
と
は
、
長
州
の
復
権
を
新
政
体
樹
立
の
最
初
に
行
う
こ
と
、
三
条
実
美
以
下
の
五
卿
の

復
権
、
征
夷
大
将
軍
の
辞
任
な
ど
で
あ
っ
た
。
何
れ
も
大
政
奉
還
以
前
に
お
い
て
は
、
慶
喜
が
難
色
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
問
題
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
右
の
日
記
に
あ
る
よ
う
に
こ
の
と
き
慶
喜
は
こ
れ
を
承
認
す
る
意
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
松
の
進
言
の
う
ち
、
将
軍
辞
任
問
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
こ
う
。
大
政
を
奉
還
1
1
幕
府
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
将
軍

を
辞
任
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
政
奉
還
上
表
に
は
将
軍
辞
任
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
将
軍

の
地
位
を
留
保
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の
実
質
的
存
続
を
慶
喜
は
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
本
来
、
将
軍
の
地
位
と
幕
府
は
一
対
で
あ
り
、
幕
府
の
権
限
の
ど
こ
ま
で
が
幕
府
制
度
に
由
来
し
、
ど
れ

だ
け
が
将
軍
の
地
位
に
基
づ
く
の
か
と
い
っ
た
実
定
法
的
規
定
な
ど
も
ち
ろ
ん
あ
る
訳
で
は
な
い
。
大
政
を
奉
還
し
た
将
軍
と
い
う
こ
の
異
常

事
態
を
徳
川
側
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
が
、
慶
喜
の
意
図
を
理
解
す
る
上
で
焦
点
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
将
軍
の
地
位
は
も
は
や
「
空
名
」
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
将
軍
の
名
に
よ
っ
て
幕
府
が
な
お
実
質
的
に
存
続
し
う
る
と
い
う

の
は
彼
ら
の
理
解
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
空
名
」
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慶
喜
は
な
ぜ
辞
表
を
提
出
し
な
か
っ
た
か
。
そ
の
事
情
は
、
小
松
へ
の
慶
喜
の
説
明

（「

ｫ
職
所
存
之
処
、
鷹
下
不
服
、
先
見
合
の
こ
と
」
、
「
嵯
峨
手
記
」
、
一
〇
月
へ
五
日
）
に
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
喜
は
本
来
は
同
時
に
辞
任
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
管
下
の
不
服
を
考
え
見
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
大
政
の
奉
還
と
将
軍
辞
任
を
同
時
に
な
す
こ
と
は
幕
臣
の
神
経
を
あ

ま
り
に
逆
な
で
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
幕
府
側
の
認
識
は
と
も
か
く
慶
喜
が
将
軍
の
地
位
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
対
抗
勢
力
の
側
か
ら
見
る
な
ら
、
大
政
再
委
任
の
可
能
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性
な
ど
不
安
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
速
や
か
な
辞
任
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
が
、
一
四
日
の
小
松
の
進
言
と
な
っ
た
が
、
慶
喜
は
こ
れ
を
承
認
し

た
。
そ
し
て
、
二
四
日
、
実
際
に
慶
喜
は
辞
表
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
勅
許
を
な
す
以
上
は
今
後
の
移
行
措
置
が
問
題
と
な
る
。
一
五
日
、
参
内
し
た
慶
喜
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
小
松
を
召
し
て
、
彼
と
相
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
よ
う
朝
廷
側
に
主
張
し
た
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
小
松
が
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
現
れ
る
こ
の
と
き
の
慶
喜
が
行
動
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
大
政
奉
還
の
実
現
へ
の
強
い
意
欲
、
第
二
は
雄
藩
、
な
か
ん
ず
く
薩
摩
と

の
協
調
志
向
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
慶
喜
が
新
政
体
を
あ
く
ま
で
平
和
的
に
か
つ
速
や
か
に
樹
立
し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
慶
喜
の
意
向
に
対
し
、
会
津
な
ど
の
幕
府
保
守
派
は
大
政
奉
還
勅
許
阻
止
曲
説

に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
そ
の
妨
害
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
の
路
線
は
、
慶
喜
の
よ
う
な
改
革
派
と
会
津
な
ど
の
保
守
派
に

分
裂
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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2
．
薩
摩
と
大
政
奉
還

　
武
力
挙
兵
の
準
備
を
進
め
て
い
た
薩
摩
討
幕
派
は
大
政
奉
還
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
い
か
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
薩
討
幕
派
の
中
心
は
、
大
久
保
・
西
郷
・
小
松
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
条
城
で
の
大
政
奉
還
の
諮
問
に
は
小
松
が
出
席
し
た
。
退
城
後
、
小

松
は
大
久
保
に
書
簡
を
送
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
（
一
大
久
保
利
逓
関
係
文
書
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
R
1
0
［
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
］
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
登
営
之
都
合
は
先
々
之
外
之
運
に
相
成
、
王
政
復
古
之
義
十
分
に
相
立
、
実
に
意
外
工
事
に
御
座
候
。
明
日
弥
　
奏
聞
相
成
と
之
事
に
相
帯
申
候

　
ま
ず
、
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
傍
線
に
明
ら
か
な
よ
う
に
小
松
に
と
っ
て
大
政
奉
還
は
予
期
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
意
想
外
の
事
態
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
外
な
事
態
へ
の
小
松
の
反
応
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
通
説
で
は
大
政
奉
還
は
、
討
幕
派
の

挙
兵
の
名
分
を
奪
う
も
の
で
彼
ら
に
と
り
戦
術
的
敗
北
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
「
王
政
復
古
之
義
十
分
に
相
立
」
と

あ
る
よ
う
に
、
小
松
は
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。



王政復古への政治過程（高橋）

　
そ
し
て
＝
二
日
以
降
、
小
松
は
後
藤
や
辻
と
密
接
に
連
携
し
大
政
奉
還
の
実
現
を
め
ざ
し
活
発
に
行
動
し
て
い
く
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
で
あ
る
。
小
松
の
活
動
は
、
政
治
的
駆
け
引
き
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
政
体
を
い
か
な
る
も
の
に
す
る
の
か
と
い
う
、
公
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

政
体
の
立
案
者
の
役
割
を
後
藤
や
福
岡
孝
弟
と
と
も
に
揚
う
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
そ
う
し
た
役
割
は
慶
喜
よ
り
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
小
松
や
後
藤
が
ど
の
よ
う
な
新
政
体
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
は
、
小
松
・
後
藤
・
福
岡
・
神
山
郡
廉
（
土
佐
）
・
辻
の
会

合
で
の
意
見
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
「
幕
府
反
正
の
上
は
是
よ
り
曲
あ
る
国
は
互
に
寺
池
可
有
之
事
公
論
虚
心
也
」
（
懲
神
山
日

記
」
、
一
〇
月
一
六
日
）
。
つ
ま
り
諸
藩
に
対
し
て
制
裁
権
を
持
つ
強
い
中
央
政
府
で
あ
っ
た
。
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、
と
く
に
第
二
次
長
州
征
伐
以

降
の
諸
藩
の
割
拠
傾
向
を
新
政
体
に
よ
り
克
服
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
割
拠
傾
向
を
推
進
し
て
き
た
の
は
、
雄
藩
で

あ
り
、
そ
の
指
導
者
で
あ
る
彼
ら
自
身
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
傾
向
を
新
た
な
天
皇
・
公
議
体
心
の
も
と
で
は
、
自
己
抑
制
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
小
松
は
こ
の
と
き
大
政
奉
還
の
延
長
で
、
慶
喜
と
協
力
し
て
新
政
体
樹
立
に
こ
ぎ
着
け
よ
う
と
つ
と
め
て
い
た
。
小
松
は
～

○
月
一
七
日
、
大
久
保
・
西
郷
と
と
も
に
帰
国
の
途
に
つ
く
。
し
か
し
、
小
松
の
慶
喜
協
力
政
策
は
以
後
も
京
都
で
の
薩
摩
の
行
動
を
規
定
す

る
。　

～
○
月
二
二
日
、
朝
廷
は
大
名
会
議
開
催
ま
で
の
過
渡
期
の
庶
政
を
幕
府
に
委
任
す
る
と
い
う
決
定
を
下
し
た
。
従
来
の
研
究
は
、
慶
喜
と

討
幕
派
の
対
抗
を
前
提
と
し
た
う
え
で
こ
れ
を
慶
喜
の
勝
利
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
。

　
諸
政
委
任
は
二
二
日
に
正
式
に
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
段
取
り
を
つ
け
た
の
は
小
松
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
～
五
日
、
慶
喜
の
主

張
で
小
松
は
宮
中
に
召
さ
れ
、
諸
侯
会
議
ま
で
の
移
行
措
置
に
つ
い
て
朝
廷
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
打
ち
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

わ
せ
に
は
「
政
権
当
分
徳
川
え
御
預
之
事
」
、
と
慶
喜
へ
の
政
務
委
任
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
二
日
の
決
定
の
前
に
朝
廷

は
在
京
諸
藩
に
こ
れ
に
つ
い
て
諮
問
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
薩
摩
の
返
答
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
や
は
り
幕
府
へ
の
委
任
を
主
張
す
る

も
の
だ
っ
た
。
慶
喜
へ
の
諸
政
委
任
の
朝
廷
の
決
定
は
、
薩
摩
も
こ
れ
を
支
持
す
る
自
然
な
決
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
と
き
の
薩
摩
討
幕
派
の
動
き
は
こ
う
し
た
慶
喜
協
力
路
線
に
立
つ
も
の
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
武
力
倒
幕
睡
挙
兵
策
動
も
同

時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
討
幕
の
密
勅
で
あ
る
。

　
討
幕
の
密
勅
交
付
の
策
謀
は
、
大
政
奉
還
を
予
想
せ
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
政
奉
還
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
三

日
と
一
四
日
、
公
家
倒
幕
派
（
岩
倉
具
視
・
中
山
忠
能
・
正
親
町
三
条
・
中
御
門
経
之
）
よ
り
薩
長
両
藩
に
討
幕
の
密
勅
が
交
付
さ
れ
た
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
元
に
出
兵
を
促
す
た
め
西
郷
・
大
久
保
・
小
松
は
十
七
日
、
密
勅
を
持
っ
て
京
都
を
発
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
政
奉
還
以
後
の
薩
摩
の
動
き
は
こ
の
よ
う
に
二
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
面
性
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
松
の
行
動
は
、

慶
喜
や
土
佐
・
安
芸
を
欺
く
た
め
の
戦
術
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
小
松
が
真
に
大
政
奉
還
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
一
三
日
の
大
久
保
宛
の
書
簡
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

　
薩
摩
の
行
動
の
二
面
性
は
単
な
る
術
策
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
。

①
拙
稿
「
討
幕
の
密
勅
と
見
合
わ
せ
沙
汰
書
」
（
『
日
本
史
研
究
駈
四
五
七
、
二
〇

　
〇
〇
年
九
月
）
、
三
五
、
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

②
「
御
政
権
は
御
返
上
被
遊
候
得
共
大
将
軍
は
空
名
な
か
ら
御
返
上
に
不
相
成

　
候
問
、
外
国
引
合
之
御
称
号
は
矢
張
　
公
方
様
也
　
大
鱈
に
て
御
差
支
は
有
之
問

　
敷
傭
兵
得
共
猶
御
評
議
可
賛
成
候
」
（
慶
応
一
二
年
～
○
日
月
一
⊥
ハ
ロ
団
結
江
一
戸
老
・
甲
宛

　
松
平
越
中
・
板
倉
伊
賀
轡
簡
、
『
淀
稲
葉
家
文
書
㎞
〈
史
〉
、
三
三
三
頁
）
。

③
『
尾
崎
忠
征
日
記
』
〈
史
〉
二
、
一
九
四
頁
。

④
「
議
事
院
等
曲
事
に
て
、
帯
刀
、
象
二
郎
杯
も
、
夫
々
存
寄
も
有
之
、
可
申
出

　
と
の
事
候
へ
は
、
申
談
、
兎
も
角
も
国
是
を
決
候
心
算
」
（
慶
喜
談
、
「
丁
卯
日

　
記
」
、
二
二
七
頁
）
。

⑤
本
節
註
③
。

⑥
密
勅
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
討
幕
の
密
勅
と
見
合
わ
せ
沙
汰
書
扁

　
第
～
章
、
参
照
。
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豆
　
ク
ー
デ
タ
ー
計
画

、
ク
ー
デ
タ
ー
方
針
の
登
場

王政復古への政治過程（高橋）

　
薩
討
幕
派
の
三
人
は
長
州
の
広
沢
真
臣
・
品
川
弥
二
郎
と
と
も
に
～
○
月
～
七
日
、
京
都
を
発
ち
国
元
に
向
か
っ
た
。
＝
月
二
九
日
、
薩

国
元
は
茂
久
の
率
兵
上
京
を
決
定
し
た
。
こ
の
上
京
に
は
武
力
倒
幕
、
京
都
で
の
挙
兵
の
含
意
が
あ
っ
た
（
井
上
勲
前
掲
書
、
二
五
一
頁
）
。

＝
獄
茂
久
魔
下
薩
摩
兵
力
は
鹿
児
島
を
出
発
一
吉
・
蕾
尻
着
・
翌
天
日
・
嚢
問
で
第
二
次
出
兵
協
定
が
結
ば
初
そ
の
後

安
芸
も
加
わ
る
。
こ
れ
は
第
一
次
出
兵
協
定
と
等
し
く
、
御
所
を
制
圧
し
天
皇
の
身
柄
を
確
保
す
る
と
い
う
単
玉
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
と
と
も

に
、
上
方
徳
川
勢
力
へ
の
奇
襲
攻
撃
で
あ
り
、
全
国
的
内
戦
を
予
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
＝
月
一
五
日
、
茂
久
一
行
に
先
だ
っ
て
鹿
児
島
を
発
っ
た
大
久
保
が
帰
京
し
た
。
翌
日
、
大
久
保
は
岩
倉
の
も
と
に
赴
い
た
が
、
留
守
中
、

公
家
倒
幕
派
の
路
線
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。

　
討
幕
の
密
勅
を
薩
長
に
交
付
し
て
い
た
一
〇
月
＝
二
、
一
四
日
に
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
た
。
公
家
倒
幕
派
の
大
政
奉
還
へ
の
判
断
は
、
挙
兵

計
画
が
肩
す
か
し
を
食
わ
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
大
政
奉
還
構
想
自
体
は
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
彼
ら
が
危
惧
す

る
の
は
、
そ
の
内
容
で
は
な
く
、
実
現
性
で
あ
っ
た
。
＝
二
日
段
階
で
は
勅
許
は
降
り
な
い
と
判
断
し
て
い
た
し
、
勅
許
が
降
り
た
後
も
、
慶

喜
の
真
意
は
大
政
再
委
任
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
拭
え
な
か
っ
た
。
王
政
復
古
の
平
和
的
実
現
は
望
ま
し
い
が
、
そ
れ
は
本
当
に
出
来
る
の

か
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
彼
ら
は
以
後
、
動
揺
す
る
。
し
か
し
、
上
表
が
勅
許
さ
れ
た
以
上
、
即
時
挙
兵
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
　
○

月
二
一
日
、
討
幕
の
密
勅
を
修
正
し
挙
兵
の
見
合
わ
せ
（
中
止
で
は
な
く
）
を
命
じ
る
勅
命
、
見
合
わ
せ
沙
汰
書
を
彼
ら
は
ま
た
も
秘
密
裏
に

作
成
し
た
。
し
か
し
、
大
政
奉
還
の
平
和
的
実
現
が
で
き
な
い
場
合
は
、
や
は
り
挙
兵
策
し
か
な
く
そ
の
た
め
に
は
薩
摩
の
率
兵
上
洛
が
必
要

で
、
沙
汰
書
が
そ
の
気
勢
を
殺
ぐ
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
れ
を
薩
摩
側
（
京
都
藩
邸
）
に
交
付
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
＝
ハ
日
、
大
久
保
は
岩
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倉
の
も
と
で
初
め
て
沙
汰
書
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
七
日
、
大
久
保
は
正
親
町
三
条
を
訪
れ
る
が
、
そ
こ
で
大
久
保
は
、
「
［
慶
喜
の
］
悔
反
に
付
先
尽
力
、
［
彼
が
］
不
奉
戴
は
、
其
時
以
［
討
幕

の
密
勅
の
］
御
趣
意
可
行
の
こ
と
」
と
の
意
向
を
表
明
し
た
（
「
嵯
峨
手
記
し
）
。
つ
ま
り
、
慶
喜
の
反
正
（
大
政
奉
還
の
現
実
化
）
に
む
け
て
尽
力

し
、
そ
れ
に
慶
喜
が
応
じ
な
い
と
き
は
密
勅
に
よ
っ
て
慶
喜
を
討
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
合
わ
せ
沙
汰
書
の
趣
旨
に
完
全
に
符
合
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
も
の
で
あ
り
、
正
親
町
三
条
は
「
安
心
之
旨
」
を
示
す
（
同
）
。
大
久
保
は
見
合
わ
せ
沙
汰
書
に
し
た
が
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
元
で
立
て
て
い
た
方
針
は
、
即
時
挙
兵
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
大
久
保
は
見
合
わ
せ
沙
汰
書
の
方
針
を
支
持
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
ま
ず
一
つ
に
は
、
公
家
倒
幕
派
の
意
向
の
も
つ
大
き
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
宮
中
ク
ー
デ
タ
ー
は
公
家
倒
幕
派
の
協
力
ぬ
き
に
し
て
は
な
し
え

な
い
。
沙
汰
書
に
あ
ら
わ
れ
る
彼
ら
の
意
向
は
薩
摩
側
に
と
っ
て
け
っ
し
て
無
視
し
え
な
い
も
の
だ
っ
た
と
番
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
薩
摩
の
挙
兵
論
自
体
の
性
格
も
要
因
と
し
て
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
大
政
奉
還
以
後
の
薩
摩
討
幕
派
の
路
線
は
単
～
で
は

な
く
、
小
松
の
平
和
解
決
路
線
、
大
久
保
・
西
郷
の
挙
兵
路
線
の
二
つ
が
併
存
し
て
い
た
。
で
は
こ
の
路
線
対
立
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き

も
の
だ
ろ
う
か
。

　
当
時
の
政
界
で
の
薩
摩
指
導
部
に
つ
い
て
の
一
般
的
見
方
は
、
穏
健
論
の
小
松
と
強
硬
論
の
大
久
保
・
西
郷
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
も
の

　
　
　
③

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
回
の
茂
久
上
京
に
小
松
が
随
行
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
小
松
が
敗
北
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
、
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
は
小
松
は
失
脚
し
流
刑
に
な
っ
た
と
の
説
さ
え
流
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
観
測
は
事
実
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
随
行
し
な
か
っ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

本
当
に
病
気
の
た
め
で
あ
り
、
何
よ
り
も
小
松
は
こ
れ
以
後
も
薩
摩
指
導
部
の
一
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
路
線
対
立
は
存
在
し

て
い
る
が
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
大
久
保
・
西
郷
の
挙
兵
論
は
内
乱
の
覚
悟
ぬ
き
で
は
な
し
え
な
い
も
の
で
、
徳
川
氏
1
1
慶
喜
を
軍
事
的
に
打
倒
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
慶
喜
打
倒
論
は
彼
ら
の
～
諾
し
た
主
張
で
は
な
か
っ
た
。
兵
庫
開
港
勅
許
で
薩
摩
が
挙
兵
方
針
に
踏
み
切
る
以
前
の
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⑥

段
階
に
お
け
る
、
彼
ら
の
主
張
は
五
月
の
西
郷
意
見
書
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
が
目
標
と
す
る
の
は
、
天
皇
・
公
議
政
体
の
樹
立
で

あ
り
、
そ
の
公
議
政
体
に
慶
喜
は
当
然
、
参
加
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
天
皇
・
公
議
政
体
の
平
和
的
樹
立
に
慶
喜
が
応
じ
る
と
は
思
わ
れ

な
い
の
で
、
彼
ら
は
軍
事
的
方
策
を
と
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
、
慶
喜
の
打
倒
そ
れ
自
体
が
目
標
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
大
政
奉
還
に
よ
り
平
和
的
に
公
議
政
体
が
樹
立
で
き
る
な
ら
大
久
保
・
西
郷
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
は
そ

れ
が
本
当
に
実
現
す
る
の
か
、
慶
喜
の
真
意
如
何
に
あ
っ
た
。

　
こ
れ
へ
の
小
松
の
評
価
は
、
「
大
樹
虚
心
」
（
正
親
町
三
条
へ
の
言
、
「
嵯
峨
手
記
」
、
一
〇
月
一
五
日
）
、
慶
喜
は
真
に
大
政
奉
還
を
実
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
久
保
の
評
価
は
こ
れ
と
異
な
り
、
「
ム
エ
層
［
慶
喜
が
］
御
実
行
に
不
相
馬
候
て
は
疑
惑
難

晴
」
（
「
丁
卯
田
記
」
、
一
一
月
二
七
日
）
と
あ
る
よ
う
に
、
な
お
彼
を
疑
っ
て
い
た
。
慶
喜
が
信
じ
ら
れ
な
い
以
上
は
、
公
議
政
体
樹
立
に
は
や
は

り
軍
事
的
手
段
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
彼
ら
は
依
然
と
し
て
挙
兵
論
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
両
路
線
の
差
は
惰
勢
判
断
の
差
だ
っ
た
の
で
あ

る
。　

し
か
し
、
上
京
し
た
大
久
保
が
見
た
の
は
国
元
で
考
え
て
い
た
も
の
と
異
な
る
情
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
先
に
述
べ
た
公
家
倒
幕
派
の

変
化
、
見
合
わ
せ
沙
汰
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
留
守
を
預
か
っ
て
い
た
京
都
薩
摩
藩
邸
の
討
幕
派
の
同
志
も
意
見
を
変
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
大
久
保
ら
が
離
京
後
、
薩
摩
藩
邸
の
中
心
は
、
吉
井
友
実
・
伊
地
知
正
治
・
関
山
糺
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
吉
井
は
、
薩
藩
内
部
で
も
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

密
に
さ
れ
て
い
る
討
幕
の
密
勅
を
も
知
ら
さ
れ
て
い
る
薩
討
幕
派
の
幹
部
の
～
員
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
〇
月
二
〇
日
の
過
渡
期

の
政
務
の
処
理
に
つ
き
朝
廷
の
諮
問
が
行
わ
れ
た
が
、
薩
摩
は
こ
れ
に
慶
喜
へ
の
政
務
委
任
を
支
持
す
る
答
申
を
土
佐
・
安
芸
と
協
議
の
う
え

連
名
で
行
っ
て
い
た
（
覆
古
記
』
一
、
一
一
三
頁
）
。
こ
の
答
申
の
署
名
者
は
討
幕
派
で
は
な
く
保
守
派
の
関
山
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
作
成
に
関

与
し
た
の
は
、
吉
井
で
あ
り
（
「
神
由
日
記
」
、
一
〇
月
一
一
一
日
）
、
こ
れ
が
在
京
薩
討
幕
派
の
意
向
で
あ
ρ
た
の
で
あ
る
。

　
一
一
月
に
入
る
と
在
京
薩
討
幕
派
の
慶
喜
へ
の
融
和
的
志
向
は
い
っ
そ
う
強
ま
る
。
日
付
は
不
明
だ
が
こ
の
月
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
伊

地
知
の
久
光
父
子
宛
の
意
見
書
は
、
新
政
体
の
平
和
的
樹
立
を
説
く
と
と
も
に
、
新
政
権
へ
の
慶
喜
の
参
加
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
た
。
さ
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ら
に
、
こ
の
う
え
慶
喜
を
追
撃
す
る
の
は
不
可
で
、
徳
川
領
の
削
減
も
な
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
も
伊
地
知
は
主
張
し
て
い
た
（
家
近
前
掲
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
四
〇
頁
）
。
吉
井
が
こ
の
意
見
書
を
岩
倉
に
送
っ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
伊
地
知
の
個
人
的
見
解
で
は
な
く
在
京
薩
討
幕

派
の
見
解
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
五
日
帰
京
し
た
大
久
保
は
吉
井
ら
の
見
解
を
当
然
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌
日
に
は
見
合
わ
せ
沙
汰
書
を
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、

大
久
保
は
、
彼
個
人
は
な
お
慶
喜
を
疑
い
つ
つ
も
、
国
元
で
の
情
勢
判
断
を
修
正
し
、
即
時
挙
兵
論
を
放
棄
し
、
大
政
奉
還
の
平
和
的
実
現
の

可
能
性
を
探
ろ
う
と
い
う
見
合
わ
せ
沙
汰
書
に
合
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
一
月
二
三
日
、
茂
久
鷹
下
の
薩
摩
兵
力
は
入
京
、
二
五
日
に
茂
久
の
前
で
評
議
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
茂
久
一
行
と
と
も
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

託
し
た
品
川
弥
二
郎
が
長
州
国
元
に
送
っ
た
一
一
月
二
七
日
付
の
書
簡
よ
り
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
先
不
日
惣
参
内
、
大
政
官
を
立
、
即
日

将
軍
を
諸
侯
の
列
に
下
し
、
会
桑
を
奪
職
、
帰
国
を
命
し
、
我
藩
（
長
州
）
の
兵
を
入
る
る
」
。
す
な
わ
ち
、
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
の

原
型
で
あ
る
。

　
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
だ
ろ
う
か
。
通
説
は
、
こ
れ
を
第
二
次
出
兵
協
定
の
実
践
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
妥
当
で
は
な
い
。
た
し
か
に
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
出
兵
協
定
の
延
長
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
両
者
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な

相
違
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
兵
協
定
の
構
想
は
、
軍
事
力
を
利
用
し
て
の
御
所
の
郷
里
と
上
方
徳
川
勢
力
へ
の
奇
襲
攻
撃
と
い
う
二

つ
の
柱
よ
り
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
前
者
の
み
で
、
後
者
を
ふ
く
ん
で
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
が

内
戦
に
発
展
す
る
か
否
か
は
慶
喜
側
の
判
断
如
何
、
彼
の
主
導
権
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
く
ま
で
挙
兵
方
針
を
と
る
長
州
の
品

川
は
先
の
書
簡
で
こ
れ
に
強
い
不
満
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
こ
う
し
た
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
品
川
は
こ
の
変
更
に
つ
い
て
、
「
公
卿
之
条
理
を
申
さ
る
る
に
は
、
い
か
な
る

㊦
も
致
し
方
無
之
と
申
候
」
と
の
べ
、
そ
の
要
因
が
公
家
側
の
主
張
匪
見
合
わ
せ
沙
汰
書
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
事
実
、
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
、
見
合
わ
せ
沙
汰
書
の
具
体
化
と
い
う
性
格
を
も
持
っ
て
い
る
。
沙
汰
書
は
、
挙
兵
の
見
合
わ
せ
を
命
じ
る
も
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の
で
あ
っ
た
が
、
中
止
命
令
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
慶
喜
の
反
正
の
如
何
を
見
る
ま
で
の
見
合
わ
せ
命
令
で
あ
っ
た
。
で
は
、
慶
喜
の

反
正
の
如
何
は
ど
の
よ
う
に
知
れ
ば
い
い
の
か
。
諸
大
名
の
上
京
、
諸
侯
会
議
の
開
催
を
た
だ
待
つ
と
い
う
受
動
的
対
応
を
と
る
の
か
、
あ
る

い
は
能
動
的
に
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
う
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
大
久
保
の
意
向
は
一
七
日
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
「
悔
反
に
付
尽

力
」
、
つ
ま
り
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
具
体
化
し
た
の
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
は
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
か
否
か
を
慶
喜
に
迫
り
、
彼
の
「
反
正
」
の
真
偽
を
問
い
つ
め
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
踏
み
絵
と
し
て
の
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
慶
喜
が
受
け
入
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
だ

っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
こ
れ
は
挑
発
で
あ
り
、
挙
兵
方
針
と
の
差
異
も
、
開
戦
ま
で
の
手
順
の
た
ん
な
る
違
い
に
す
ぎ
な
く

な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
ク
ー
デ
タ
ー
の
政
体
構
想
を
ま
ず
見
る
こ
と
に
す
る
。
第
皿
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
が
構
想
す
る
政
体
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
太

政
官
・
議
事
院
の
設
置
1
1
天
皇
・
公
議
体
制
の
樹
立
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
幕
府
保
守
派
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
勢
力
が
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、

慶
喜
が
大
政
奉
還
で
ま
さ
に
目
指
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
新
政
体
樹
立
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
で
は
、
諸
侯
会

議
を
待
た
ず
に
直
ち
に
こ
れ
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
現
朝
廷
指
導
部
に
よ
ら
ず
、
天
皇
の
命
と
し
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
方
式
で

や
ろ
う
と
し
て
も
い
た
。
一
方
、
大
政
奉
還
上
表
は
諸
侯
会
議
を
新
政
体
樹
立
の
場
と
し
て
お
り
、
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
慶
喜
側

も
、
諸
侯
会
議
に
絶
対
的
に
冬
越
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
開
催
以
前
に
一
部
の
雄
藩
の
み
で
新
政
体
を
発
足
さ
せ
る
と
い
う
福
岡
の

意
見
に
賛
意
を
表
し
て
い
た
（
〒
卯
日
記
」
、
一
一
月
九
日
）
。
諸
侯
の
上
京
が
遅
れ
大
名
会
議
開
催
の
目
処
が
立
た
な
い
以
上
、
在
京
雄
藩
の

み
で
新
政
権
を
ま
ず
発
足
さ
せ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
無
理
な
主
張
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慶
喜
が
現
在
の
朝
廷
指
導
部
に
つ
い
て

批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
政
体
構
想
の
次
元
で
見
れ
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
慶
喜
に
と
り
、
受
け
入
れ
可

能
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
公
議
政
体
の
強
行
樹
立
策
と
い
う
性
格
の
み
で
は
な
く
、
権
力
抗
争
と
い
う
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
新
政
権
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発
足
に
さ
い
し
て
の
慶
喜
の
排
除
と
外
官
世
評
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
反
正
扁
の
真
偽
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
踏
み
絵
と
い
う
意
味
の

み
で
は
な
く
、
新
政
体
で
の
主
導
権
争
い
と
い
う
意
味
も
明
瞭
に
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
。
薩
摩
討
幕
派
の
政
治
行
動
は
、
天
皇
・
公
議
政
体

の
理
念
の
実
現
と
い
う
動
機
と
と
も
に
、
国
政
へ
の
自
己
の
発
雷
権
の
強
化
と
い
う
権
力
抗
争
的
動
機
の
両
面
を
持
っ
て
い
た
。
公
議
政
体
の

樹
立
と
い
う
か
つ
て
は
困
難
と
思
え
た
目
標
達
成
の
展
望
が
立
つ
と
と
も
に
、
そ
の
権
力
衝
動
は
肥
大
化
し
、
慶
喜
の
排
除
や
辞
官
納
地
要
求

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
を
も
慶
喜
が
受
け
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
政
権
よ
り
の
排
除
で
あ
る
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
側
は
慶
喜
が
辞
官
納
地
を
受
け
入
れ
る
な
ら
政
権
に
参
加
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
り
（
「
丁

卯
日
記
」
、
二
六
〇
頁
）
、
絶
対
的
な
排
除
で
は
な
か
っ
た
。

　
で
は
辞
即
納
地
は
受
け
入
れ
る
余
地
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
辞
官
要
求
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
幕
府
が
廃
止
さ
れ
公
議
政
体
の
一
員
と

な
る
以
上
は
、
慶
喜
が
飛
び
抜
け
た
官
職
に
い
る
の
は
た
し
か
に
均
衡
を
欠
く
。
そ
し
て
、
将
軍
の
地
位
に
つ
い
て
は
慶
喜
は
す
で
に
辞
表
を

提
出
し
て
い
た
。
ま
た
内
大
臣
に
つ
い
て
辞
任
以
後
も
前
内
府
と
呼
ば
れ
威
信
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
慶
喜
に
と

り
三
宮
は
絶
対
的
に
忌
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
「
丁
卯
日
記
」
、
一
二
月
一
〇
日
）
。

　
次
に
納
地
要
求
。
天
領
の
う
ち
、
大
坂
・
長
崎
な
ど
の
都
市
や
各
地
の
鉱
山
な
ど
は
一
大
名
で
あ
る
徳
川
氏
が
支
配
す
べ
き
で
は
な
く
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
に
創
出
さ
れ
る
中
央
政
府
が
管
轄
す
べ
き
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
東
国
に
お
け
る
徳
川
氏
の
固
有
の
領
土
に
つ
い
て
は
そ
れ

を
全
面
的
に
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
と
き
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
者
も
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
な
す
の
は
不
可
能
な
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
っ
た
ろ
う
。
量
地
と
い
っ
て
も
他
の
大
名
と
均
衡
し
た
公
平
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
ろ
う
。
納
地
要
求
自
体
は
必
ず
し
も
受
け
入
れ
不
可
能

な
要
求
と
は
雷
え
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
辞
官
納
地
は
徳
川
勢
力
の
削
減
と
い
う
政
略
的
意
味
の
み
で
は
な
く
、
合
理
的
意
味
も
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
な
お
辞
官
納
地
は

そ
の
具
体
的
内
容
の
み
で
は
な
く
、
形
式
に
も
重
要
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
猛
章
で
ふ
れ
る
。
）

　
以
上
の
よ
う
に
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
は
慶
喜
に
と
り
絶
対
受
け
入
れ
不
可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
慶
喜
の
視
点
か
ら
見
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れ
ば
不
当
な
も
の
で
あ
る
の
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
受
け
入
れ
る
か
、
内
戦
を
賭
し
て
も
拒
否
す
る
か
、
慶
喜
は
ど
う
で
る
の
か
、
そ
の
予
想

は
当
然
、
大
き
な
幅
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
中
心
の
薩
摩
の
予
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
薩
摩
討
幕
派
内
部
に
慶
喜
の
反
正
を
信
用
す
る
潮
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
薩
摩
の
意
向
は
こ
れ
一

色
で
は
な
く
、
大
久
保
は
、
「
今
一
層
群
実
行
に
不
縮
写
候
て
は
、
疑
惑
難
晴
」
（
「
丁
卯
臓
記
」
、
一
一
月
二
七
麟
）
、
と
な
お
慶
喜
を
疑
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
の
大
久
保
・
西
郷
の
判
断
は
和
戦
両
様
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

①
宋
松
謙
澄
『
修
訂
防
長
圓
県
史
』
五
器
下
、
一
九
二
一
年
、
四
八
六
、
七
頁
。

②
以
上
拙
稿
「
討
幕
の
密
勅
と
見
合
わ
せ
沙
汰
書
扁
第
二
章
。

③
　
例
え
ば
門
嵯
峨
黙
認
」
十
月
十
七
日
、
近
衛
左
府
談
。

④
｝
二
月
六
日
付
松
平
茂
昭
宛
松
平
春
雪
書
簡
（
伴
五
十
嗣
郎
編
『
松
平
春
嶽
未

　
公
刊
書
簡
集
』
、
思
文
無
出
版
、
一
九
九
一
年
）
、
七
七
頁
。

⑤
州
未
足
痛
不
宜
暫
く
入
湯
仕
度
無
拠
蓑
田
氏
迄
書
面
に
て
申
越
候
」
（
十
二
月
四

　
日
付
桂
久
武
宛
小
松
害
簡
、
『
石
室
秘
稿
臨
〈
国
会
園
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
＞
4
5

　
「
桂
久
武
所
蔵
齊
類
」
五
の
う
ち
）
。

⑥
五
月
＝
百
頃
久
光
宛
西
郷
建
言
（
前
掲
『
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
、
二
〇
五
、

　
六
頁
）
。

⑦
門
極
秘
は
吉
井
承
知
の
こ
と
扁
（
門
嵯
峨
手
記
㎏
、
＝
月
｝
四
日
）
。

⑧
＝
月
一
六
日
付
岩
倉
宛
吉
井
書
簡
（
糊
岩
倉
具
視
関
係
文
害
㎞
〈
国
会
図
書
館

　
憲
政
資
料
室
蔵
〉
鵬
の
う
ち
）
。

二
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
立
案

⑨
青
山
忠
正
『
明
治
維
新
と
国
家
形
成
隔
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
工
八

　
○
頁
。

⑩
出
陵
奉
行
の
戸
田
忠
至
に
よ
れ
ば
、
徳
川
側
に
は
九
州
の
天
領
貢
献
の
意
向
が

　
あ
っ
た
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
一
〇
月
三
〇
日
）
。

⑬
「
嵯
峨
手
記
」
＝
月
二
九
日
に
大
久
保
と
正
親
町
三
条
が
ク
ー
デ
タ
ー
構
想

　
に
つ
い
て
議
論
し
た
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
門
幕
軍
禄
、
公
平
論
の
上
の

　
こ
と
偏
と
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
雷
は
ど
ち
ら
の
も
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
か

　
り
に
正
親
町
三
条
の
も
の
と
し
て
も
公
家
倒
幕
派
が
こ
う
し
た
意
向
で
あ
る
な
ら
、

　
個
別
大
名
と
し
て
の
徳
川
家
の
取
り
つ
ぶ
し
の
よ
う
な
極
端
な
手
段
（
こ
れ
は
当

　
然
、
内
戦
と
な
る
）
に
出
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
大
久
保
は
判
断
し
た
だ
ろ
う
。

⑫
辞
宮
官
地
が
慶
喜
に
絶
対
に
受
け
入
れ
不
可
能
な
要
求
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

　
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
家
近
前
掲
書
で
あ
る
（
一
号
ハ
ニ
頁
）
。

　
＝
月
二
五
日
、
薩
摩
は
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
意
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の
目
論
見
が
そ
の
ま
ま
実
際
の
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
薩
摩
の
当
初
の
方
針
は
、
実
際
の
計
画
が
立
案
さ
れ
て
い
く
過
程
で
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
修
正
の
過
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程
と
意
味
に
つ
い
て
以
下
、
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
は
薩
摩
単
独
の
力
で
は
実
行
で
き
ず
他
勢
力
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
特
に
重
要
な
の
は
宮
廷
工
作
を
担
当
す
る
公
家
倒
幕
派

で
あ
る
。
公
家
倒
幕
派
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
大
政
奉
還
後
も
慶
喜
へ
の
不
信
感
を
持
ち
続
け
た
岩
倉
・
中
御
門
は
薩
摩
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
論

に
す
ぐ
賛
成
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
慶
喜
に
融
和
的
に
な
っ
て
い
た
中
山
・
正
親
町
三
条
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
一
一
月
末
、

中
山
ら
は
薩
摩
と
異
な
る
政
変
構
想
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
中
山
ら
の
構
想
は
、
尾
張
以
下
よ
り
二
条
摂
政
に
建
白
を
行
う
こ
と
で
現
朝
廷
指
導
部
を
瓦
解
に
追
い
込
み
新
政
権
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
も

　
①

の
で
、
薩
摩
の
案
を
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
す
る
な
ら
、
非
軍
事
的
な
平
和
ク
ー
デ
タ
ー
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
和
ク
ー
デ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
尾
張
の
み
で
は
な
く
越
前
・
安
芸
・
土
佐
な
ど
が
協
力
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
雄
藩
の
広
範
な
結
集
に
よ
る
薪
政
権
樹
立
構
想
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
藩
は
大
政
奉
還
後
、
徳
川
改
革
派
と
協
調
し
て
公
議
政
体
の
創
出
を
望
ん
で
お
り
、
彼
ら
と
の
協

力
を
考
え
て
い
る
以
上
、
中
山
構
想
は
、
薩
摩
の
そ
れ
と
違
い
慶
喜
に
対
抗
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
大
久
保
ら
に
と
っ
て
朝
廷
工
作
に
あ
た
る
中
山
ら
の
支
持
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
＝
月
二
九
日
、
一
二
月
一
日
と
必
死
の

説
得
を
行
い
、
結
局
、
一
二
月
一
日
に
は
な
ん
と
か
中
山
の
賛
同
を
得
た
の
で
あ
る
（
噸
大
久
保
日
記
』
・
「
嵯
峨
手
記
」
）
。

　
薩
摩
の
計
画
で
は
、
尾
越
土
な
ど
雄
藩
の
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
参
加
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
樹
立
す
る
政
権
は
公
議
政
体

で
あ
り
、
当
然
、
雄
藩
の
参
加
が
必
要
と
な
る
。
慶
喜
や
会
桑
は
排
除
し
つ
つ
そ
れ
以
外
の
雄
藩
は
新
政
権
の
側
に
と
り
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
薩
摩
側
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
ま
で
は
他
の
雄
藩
の
関
与
を
極
力
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー

へ
の
通
知
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
遅
ら
せ
、
土
手
以
下
の
要
路
の
者
に
前
々
日
に
計
画
を
伝
え
、
そ
の
上
で
、
前
日
に
薩
土
芸
尾
越
五
藩
重
役
に
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

式
に
申
し
渡
す
と
い
う
の
が
当
初
の
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
決
行
を
＝
一
月
五
日
と
考
え
て
い
た
一
二
月
一
日
、
大
久
保
は
翌
日
に

土
佐
に
通
知
し
よ
う
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
（
噸
大
久
保
日
記
撫
）
。
本
来
の
目
論
見
よ
り
早
く
土
佐
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ

の
理
由
は
土
佐
の
動
き
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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い
っ
た
ん
帰
国
し
て
い
た
後
藤
は
、
一
一
月
二
一
日
、
再
上
京
し
た
。
そ
し
て
以
後
、
公
議
政
体
樹
立
に
向
け
て
積
極
的
な
活
動
を
開
始
し

た
。
二
五
日
に
は
後
藤
は
福
岡
孝
弟
・
神
山
郡
廉
を
と
も
な
っ
て
春
画
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
、
諸
侯
上
京
を
ま
た
ず
在
京
有
力
諸
侯
に
よ
り
た

だ
ち
に
新
政
権
を
作
ろ
う
と
い
う
構
想
を
説
い
た
（
「
丁
卯
日
記
」
、
一
一
月
二
五
日
目
。
諸
侯
上
京
を
ま
っ
て
の
大
名
会
議
に
よ
る
新
政
権
の
樹
立

と
い
う
大
政
奉
還
の
直
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
手
順
を
後
藤
が
こ
こ
で
破
ろ
う
と
し
た
の
は
薩
摩
の
動
き
を
警
戒
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
政
奉

還
後
、
後
藤
は
小
松
と
平
和
的
公
議
政
体
樹
立
へ
の
尽
力
を
約
束
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
茂
久
の
上
京
に
は
小
松
は
加
わ
っ
て
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
小
松
の
論
が
国
元
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
現
れ
で
あ
る
と
後
藤
は
理
解
し
た
。
薩
摩
の
挙
兵
論
（
「
誰
彼
物
数
寄
立
」
）
を
封

じ
込
め
る
に
は
一
日
も
早
く
新
政
権
を
樹
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
後
藤
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
後
藤
構
想
を
聞
か
さ
れ
た
春
雷
は
こ
れ
に
賛
同
し
、
こ
の
実
現
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
越
前
よ
り
肥
後
・
尾
張
へ
、
土

佐
よ
り
薩
摩
・
安
芸
へ
、
安
芸
よ
り
因
幡
・
備
前
へ
入
害
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
慶
喜
の
内
意
を
聞
く
た
め
に
彼
の
側
近
永
井
尚
志
を
後
藤
が
訪

れ
る
こ
と
が
分
担
さ
れ
た
（
「
丁
卯
日
記
」
、
＝
月
二
五
日
）
。
翌
二
六
日
、
春
嶽
の
腹
心
中
根
雪
江
は
尾
張
・
肥
後
を
訪
れ
そ
の
合
意
を
得
た
。

二
七
日
、
後
藤
は
永
井
を
訪
問
、
永
井
は
後
藤
構
想
に
賛
同
し
た
（
同
書
、
二
六
・
　
毛
臼
）
。
同
日
、
後
藤
は
安
芸
の
辻
の
合
意
も
得
た
（
「
神

山
B
記
」
）
。
雄
藩
か
ら
徳
川
改
革
派
ま
で
後
藤
構
想
は
急
速
に
支
持
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
二
八
日
、
後
藤
・
福
岡
は
西
郷
を
訪
問
、
そ
の
構
想
を
語
っ
て
お
り
（
「
神
山
日
記
」
）
、
遅
く
と
も
こ
の
段
階
で
土
佐
の
活
発
な
動
き
を
薩
摩

側
は
知
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
現
す
る
に
は
こ
の
土
佐
の
動
き
を
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
の
目
論
見
に
反
し
、

早
め
に
土
佐
に
通
知
を
行
っ
た
の
に
は
こ
う
し
た
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
二
月
二
日
、
大
久
保
・
西
郷
は
後
藤
に
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
話
し
、
後
藤
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。
薩
摩
側
は
後
藤
が
「
雷
同
」
し
た
と
見

た
（
『
大
久
保
日
記
』
）
。
し
か
し
、
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
、
実
際
は
異
な
り
内
心
は
反
対
で
あ
っ
た
。
後
藤
構
想
と
薩
の
構
想
は
、
公
議
政
体

の
即
時
樹
立
を
目
指
す
点
で
は
一
致
し
て
い
た
が
、
も
う
一
つ
の
内
容
で
あ
る
慶
喜
排
除
で
は
相
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
な
ぜ
後
藤
は
薩
の
構
想
に
の
る
こ
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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一
二
月
五
日
、
後
藤
は
薩
摩
の
ク
ー
デ
タ
ー
構
想
を
薩
摩
に
は
秘
密
に
春
蝉
に
知
ら
せ
た
が
、
そ
の
会
談
の
模
様
を
春
嶽
は
以
下
の
よ
う
に

　
　
　
　
⑤

記
し
て
い
る
。

　
　
至
急
一
両
日
之
中
に
発
露
之
勢
、
や
・
も
す
れ
は
京
師
戦
端
と
相
測
候
義
、
不
待
両
三
日
と
存
候
、
丸
々
方
今
英
明
之
公
方
様
ゆ
へ
、
御
所
聖
駕
次
第
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
エ

　
　
よ
り
候
て
は
、
薩
遺
算
失
望
可
蓋
と
、
内
実
昨
夜
象
二
次
郎
と
深
更
泡
相
談
い
た
し
申
候

　
こ
れ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
後
藤
は
、
薩
の
計
画
に
内
心
反
対
で
あ
り
、
表
面
は
応
じ
な
が
ら
も
薩
摩
の
思
惑
が
外
れ
る
よ
う
春
嶽
と
と
も
に

動
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
後
藤
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
つ
い
て
事
前
に
慶
喜
や
尾
張
に
周
旋
す
る
よ
う
春
嶽
に
求
め
た
（
「
神
山
日
記
」
、

＝
一
月
五
日
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
慶
喜
が
軍
事
的
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
藤
が
、
同
じ

く
五
日
、
「
内
府
公
を
も
抱
込
、
尾
越
も
能
打
合
の
上
、
御
改
革
御
発
顕
に
不
相
成
て
は
忽
破
れ
可
申
」
（
「
神
灯
日
記
一
）
と
慶
喜
の
「
抱
込
」

を
大
久
保
に
公
然
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
「
抱
込
」
と
は
何
か
。
慶
喜
排
除
を
主
要
内
容
と
し
て
い
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
謀
議
の
場
に
慶
喜
自
身
を
加
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
だ
ろ
う
。
後
藤
の
意
図
は
何
か
。
こ
の
と
き
の
後
藤
の
発
言
を
「
嵯
峨
手
記
」
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
尾
越
辺
十
分
打
合
、

幕
中
を
持
手
、
可
成
就
の
こ
と
」
。
つ
ま
り
、
尾
越
と
十
分
に
協
議
し
、
そ
れ
よ
り
幕
府
（
慶
喜
）
に
工
作
（
捗
置
）
す
れ
ば
ク
ー
デ
タ
ー
は
う

ま
く
行
く
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
尾
越
よ
り
事
前
に
慶
喜
に
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
通
知
し
そ
の
納
得
を
得
て
お
く
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
測
は
、
～
二
月
半
日
付
岩
倉
宛
書
簡
（
『
大
久
保
利
通
文
書
撫
〈
史
〉
二
、
六
〇
頁
）
の
な
か
で
大
久
保
が
、
「
尾
越
を
以

御
発
表
（
ク
ー
デ
タ
ー
）
未
然
に
幕
中
之
周
旋
致
さ
し
め
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
強
力
な
兵
力
を
上
京
さ
せ
た
薩
摩
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
決
意
は
固
く
、
阻
止
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
徳
川
方
が
反
発
す
れ
ば
内
戦
と

な
っ
て
し
ま
う
。
後
藤
は
慶
喜
に
自
重
、
つ
ま
り
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
受
容
を
求
め
る
こ
と
で
内
戦
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
大
政
奉
還
前

と
同
じ
く
こ
の
段
階
で
も
内
戦
回
避
は
後
藤
の
基
本
方
針
な
の
で
あ
っ
た
。

　
両
勢
力
の
激
突
、
内
戦
は
極
力
回
避
す
る
。
し
か
し
慶
喜
排
除
に
は
反
対
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
た
つ
後
藤
の
戦
略
は
屈
曲
し
た
も
の
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と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
画
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
慶
喜
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
、
妥
協
可
能
な
も
の
に
修
正
さ
せ
る

～
方
、
慶
喜
の
自
重
を
求
め
、
ク
ー
デ
タ
ー
で
公
議
政
体
の
新
政
権
が
成
立
し
て
以
降
に
慶
喜
の
本
格
的
復
権
を
は
か
る
、
で
あ
る
。

　
そ
し
て
二
日
以
降
、
後
藤
は
薩
摩
の
当
初
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
対
し
様
々
な
修
正
を
試
み
る
。
そ
の
一
つ
は
周
知
の
よ
う
に
ク
ー
デ
タ
ー

の
期
日
の
問
題
で
あ
る
。
薩
摩
の
当
初
の
意
図
は
＝
一
月
五
日
で
あ
っ
た
が
、
後
藤
は
二
日
、
す
ぐ
に
九
日
半
の
延
期
を
求
め
て
い
る
。
そ
の

直
接
の
理
由
は
、
遅
れ
て
い
る
容
堂
の
上
京
に
期
日
を
合
わ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
「
神
山
日
記
」
）
が
、
同
時
に
少
し
で
も
時

間
を
稼
ご
う
と
い
う
意
図
も
伏
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
延
期
要
求
に
大
久
保
は
岩
倉
と
相
談
の
上
、
八
日
へ
の
延
期
も
認
め
た
（
『
大
久
保

日
記
撫
、
一
二
漂
白
）
。
し
か
し
五
日
に
は
後
藤
は
さ
ら
に
十
日
へ
の
延
期
を
を
主
張
（
「
嵯
峨
手
記
」
）
、
以
後
、
八
B
か
九
日
か
が
争
点
と
な
る

が
、
結
局
、
七
日
に
は
九
日
と
決
定
さ
れ
る
（
『
大
久
保
日
記
』
）
。
こ
の
問
題
で
大
久
保
は
内
心
、
九
日
へ
の
延
期
を
認
め
て
い
た
が
、
西
郷
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

軍
事
担
当
者
や
長
州
側
は
あ
く
ま
で
八
日
を
主
張
、
大
久
保
に
強
力
な
圧
力
を
か
け
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
、
九
日
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
は
、
宮
中
工
作
の
中
心
、
中
山
が
九
日
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
土
佐
の
修
正
要
求
は
期
欝
問
題
の
み
で
は
な
く
、
よ
り
重
要
な
も
の
と
し
て
慶
喜
の
処
遇
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ま

ず
尾
越
へ
の
通
知
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
尾
越
へ
の
通
知
問
題
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
慶
喜
へ
事
前
に
知
ら
せ
る
こ
と
の
可
否
を
め
ぐ

る
問
題
で
あ
っ
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
実
行
の
直
前
に
尾
越
に
通
知
す
れ
ば
慶
喜
へ
内
報
す
る
時
間
は
な
い
が
、
余
裕
を
も
っ
て
通
知
す
れ
ば
当
然
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

慶
喜
に
知
ら
せ
る
だ
ろ
う
。
薩
摩
側
は
尾
越
へ
の
通
知
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
延
ば
し
決
行
の
前
日
と
考
え
て
い
た
が
、
後
藤
は
早
期
の
通
知
を
主

張
し
た
（
「
神
山
田
記
」
、
一
二
月
三
日
）
。

　
期
日
問
題
が
紛
糾
す
る
＝
一
月
六
日
、
岩
倉
は
後
藤
に
翌
七
日
に
正
親
町
三
条
よ
り
尾
越
の
重
臣
を
呼
び
だ
し
通
知
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
か
し
、
大
久
保
は
早
期
通
知
に
あ
く
ま
で
反
対
で
、
七
日
、
強
硬
な
反
対
論
を
手
紙
で
岩
倉
に
書
き
送
る
。
こ
れ
に
よ
り
岩
倉
は
変
説
、
同

日
、
実
際
に
通
知
を
担
当
す
る
中
山
・
正
親
町
三
条
に
、
通
知
に
つ
い
て
「
深
く
御
賢
考
」
す
る
よ
う
求
め
る
書
簡
を
、
先
の
大
久
保
の
手
紙

　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
添
え
て
送
っ
た
。
こ
の
結
果
、
中
山
も
八
日
通
知
説
に
賛
成
し
、
八
日
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
通
知
問
題
は
い
っ
た
ん
後
藤
の
主
張
が
通
り
な
が
ら
も
、
大
久
保
の
反
撃
で
逆
転
し
て
い
る
。
期
日
問
題
で
大
久
保
を
譲
歩
さ

せ
た
の
で
、
こ
ち
ら
で
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
期
日
問
題
・
尾
越
通
知
問
題
の
何
れ
も
公
家
が
最
終
的
な
判
断
を
く
だ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
結
局
、
通
知
は
八
日
に
薩
土
尾
越
四
藩
の
重
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
、
四
藩
は
こ
れ
を
請
け
た
。
も
っ
と
も
実
際
に
は
、
六
日
に
は
越
前
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

慶
喜
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
は
慶
喜
に
と
り
あ
ら
か
じ
め
予
告
さ
れ
た
ク
ー
デ
タ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
慶
喜
処
遇
で
土
佐
が
修
正
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
に
は
、
さ
ら
に
辞
富
麗
地
の
通
告
方
式
が
あ
る
。
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
後
、
小
御
所
会
議

で
決
定
さ
れ
た
の
は
、
辞
官
無
地
の
内
患
を
尾
越
が
慶
喜
に
伝
え
、
そ
の
周
旋
に
よ
り
慶
喜
が
そ
の
旨
の
上
表
を
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
一
二
月
五
日
ま
で
に
薩
摩
も
ふ
く
め
て
合
意
が
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
直
前
、
大
久
保
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
方
式
を
と
っ
た
の
は
大
失
敗
だ
と
し
、
「
御
発
表
尽
く
御
内
評
通
断
然
　
叡
慮
を
以
て
徳
川
二
丁
処
置
会
桑
進
退
等
　
御
達
之
御
都
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

運
」
ぶ
べ
き
だ
っ
た
と
書
い
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
見
る
な
ら
、
薩
摩
そ
し
て
岩
倉
の
当
初
の
方
式
は
周
旋
に
よ
り
慶
喜
に
自
主
的
に
辞
官
爵
地

を
行
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
一
方
的
に
そ
れ
を
命
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
勅
命
方
式
な
ら
拒
む
か
応
じ
る
か
の
ま
さ
に
厳
し
い
踏

み
絵
だ
が
、
内
諭
周
旋
方
式
な
ら
交
渉
の
余
地
も
生
じ
（
そ
し
て
実
際
に
そ
う
な
っ
た
）
、
そ
の
効
果
は
は
る
か
に
緩
和
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
穏

和
化
の
背
景
に
は
土
佐
お
よ
び
・
中
山
ら
公
家
倒
幕
派
の
意
向
を
相
画
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
ゆ

　
以
上
の
よ
う
に
薩
摩
の
ク
ー
デ
タ
ー
方
針
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
計
画
し
て
い
く
過
程
で
か
な
り
の
修
正
を
こ
う
む
っ
た
。
修
正
の
主
張
者

は
土
佐
の
後
藤
で
、
彼
と
薩
摩
と
の
対
立
し
た
場
合
は
、
公
家
倒
幕
派
の
判
断
が
当
否
を
決
定
し
て
い
た
。
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
は
薩
摩
の

意
向
の
み
で
は
な
く
、
平
和
解
決
論
の
土
佐
の
主
張
も
う
け
つ
つ
計
画
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
「
早
々
尾
以
下
よ
り
、
摂
政
へ
建
白
有
之
、
其
館
下
写
両
役
へ
届
来
に
付
、
両

　
役
よ
り
摂
政
へ
申
出
、
退
役
申
立
瓦
解
、
其
挙
に
固
（
中
山
）
、
十
分
尽
力
可
有

　
之
」
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
十
～
月
二
十
九
日
）
。

②
「
尾
越
近
く
成
（
正
親
町
三
条
）
申
合
、
磁
土
□
朝
定
候
は
・
可
合
の
こ
と
」

　
（
同
右
）
。

③
＝
月
二
七
日
付
中
山
宛
岩
倉
書
簡
（
『
岩
倉
具
視
関
係
文
香
』
〈
史
〉
三
、
三
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八
二
頁
）
。

④
＝
万
五
日
付
蓑
国
伝
兵
衛
宛
大
久
保
書
簡
（
『
大
久
保
利
通
文
書
睡
〈
史
〉
二
、

　
五
五
頁
）

⑤
本
章
一
節
註
④
。

⑥
＝
一
月
六
日
付
中
山
宛
岩
倉
害
簡
（
『
大
久
保
利
通
文
書
』
〈
史
〉
二
、
六
五

　
頁
）
。

⑦
ご
～
月
越
日
付
中
山
宛
岩
倉
書
簡
（
隅
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
〈
史
〉
三
、
三
九

　
六
頁
）
。

⑧
⑨
　
一
二
月
七
日
半
岩
倉
宛
大
久
保
書
簡
（
鯛
大
久
保
利
通
文
書
」
〈
史
〉
二
、
六

　
〇
、
一
頁
）
。

⑩
一
二
月
七
日
付
中
山
・
正
親
町
三
条
宛
書
簡
（
同
書
、
六
三
頁
）
。

⑪
「
越
尾
の
処
は
何
卒
前
日
八
日
蘇
方
御
命
之
通
り
午
後
と
相
成
瀬
は
・
重
畳
と

皿

長
州
復
権
の
政
治
過
程

　
存
候
」
（
（
～
二
）
月
（
七
）
日
付
岩
倉
宛
中
山
書
簡
、
胃
石
倉
具
視
関
係
文
書
紬

　
〈
憲
政
資
料
室
臓
〉
鵬
の
う
ち
）

⑫
＝
万
六
日
付
松
平
茂
昭
宛
松
平
春
嶽
書
簡
（
伴
前
掲
書
、
七
九
頁
）
。

⑬
本
節
註
④
、
五
七
頁
。

⑭
慶
応
四
年
一
月
四
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
意
見
書
（
『
大
久
保
利
通
文
書
㎞
〈
史
〉

　
二
、
一
五
五
頁
）
。

⑮
内
密
周
旋
方
式
を
最
終
的
に
決
定
し
た
の
が
、
公
家
倒
幕
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
一
二
月
八
日
付
の
岩
倉
宛
建
議
で
大
久
保
が
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
で

　
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
「
御
内
諭
周
旋
を
被
　
命
候
儀
、
実
に
至
当
且
寛
仁
之
　
御

　
趣
意
奉
感
伏
候
」
（
同
書
、
七
三
頁
）
。

　
　
な
お
ク
ー
デ
タ
ー
の
準
備
過
程
は
、
他
に
も
重
要
な
問
題
を
ふ
く
む
も
の
で
あ

　
り
、
別
稿
で
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
が
進
行
す
る
一
二
月
初
旬
、
徳
川
勢
力
の
政
治
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
朝
廷
の
中
心
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
長
州
復
権
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
の
見
る
こ
と
で
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
一
〇
月
一
五
日
の
小
松
と
の
会
談
で
慶
喜
は
新
政
体
樹
立
の
最
初
に
長
州
復
権
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、
諸
侯
会
議
の
発
足
前

に
長
州
が
上
方
に
来
る
こ
と
に
は
慶
喜
は
抑
制
的
で
あ
り
、
七
月
に
長
州
に
下
し
た
家
老
を
上
坂
さ
せ
よ
と
の
幕
命
を
取
り
消
し
、
上
坂
差
し

止
め
を
命
じ
る
よ
う
朝
廷
に
具
申
、
そ
れ
を
受
け
、
＝
月
九
日
、
朝
廷
が
差
し
止
め
命
令
が
出
し
た
（
『
復
古
記
』
一
、
二
三
頁
）
。

　
差
し
止
め
の
勅
命
は
＝
月
一
九
日
ま
で
に
長
州
に
伝
わ
っ
た
。
し
か
し
、
上
方
で
の
挙
兵
を
決
意
し
て
い
た
長
州
側
は
こ
れ
を
無
視
、
命

令
の
行
き
違
い
と
い
う
名
目
で
計
画
通
り
兵
を
出
す
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
二
六
日
に
は
長
州
兵
は
三
田
尻
を
出
港
、
二
九
日
に
摂
津
打
出
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
上
陸
、
同
日
、
安
芸
の
浅
野
茂
勲
は
こ
の
こ
と
を
朝
廷
に
報
じ
た
。
こ
こ
に
長
州
問
題
の
処
理
が
京
都
政
界
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
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あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
＝
一
月
二
日
、
徳
川
勢
力
は
春
嶽
を
ふ
く
め
二
条
城
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
会
議
を
開
い
た
。
そ
の
結
論
は
、
今
回
の
上
坂
を
認
め
、
諸

侯
上
洛
ま
で
大
坂
に
と
ど
ま
れ
と
の
朝
命
を
長
州
に
下
す
べ
し
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
圓
の
長
州
の
行
動
は
、
「
長
州
は
、
近
来
自
ら

正
義
之
国
と
誇
称
し
な
か
ら
、
如
此
の
朝
命
を
拒
み
、
国
情
申
立
候
義
、
第
一
之
不
義
な
り
」
（
「
丁
卯
日
記
」
、
二
四
八
頁
）
と
慶
喜
側
近
の
梅

沢
孫
太
郎
が
評
す
る
よ
う
に
強
引
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慶
喜
ら
は
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
長
州
処
分
の
決
定
は
、
あ
く
ま
で
新
政
体
樹
立
の
諸
侯
会
議
の
場
に
お
い
て
な
す
、
と
い
う
方
針
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
長
州
問
題
に
つ
い
て
の
徳
川
方
の
対
応
で
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
朝
廷
の
主
導
性
尊
重
の
姿
勢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
上
坂
容

認
論
を
幕
府
よ
り
朝
廷
に
申
し
入
れ
て
は
、
や
は
り
政
治
は
「
専
意
に
帰
す
る
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
朝
命
は
あ
く
ま
で
朝
廷
側
の
独

自
な
「
心
付
之
様
」
に
出
す
必
要
が
あ
る
、
と
二
日
の
会
議
で
彼
ら
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
山
陵
奉
行
の
譜
代
大
名

戸
田
忠
至
を
通
じ
て
こ
れ
を
正
親
町
三
条
に
入
説
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　
こ
う
し
た
朝
廷
重
視
の
姿
勢
は
、
山
崎
警
備
を
担
当
し
て
い
る
津
藩
の
幕
府
宛
伺
い
へ
の
対
応
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
州
軍
の
摂
津

上
陸
を
受
け
て
藤
堂
藩
は
彼
ら
が
上
京
し
て
き
た
場
合
ど
う
す
べ
き
か
を
幕
府
に
問
う
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
右
の
二
条
城
会
議
は
、
そ
れ
は

朝
廷
が
決
定
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
伝
奏
に
伺
い
を
出
す
よ
う
返
答
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
慶
喜
は
長
州
上
坂
に
妥
協
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
徳
川
勢
力
の
意
向
は
こ
れ
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
会
津
は
こ
れ
に

不
服
で
あ
り
、
長
州
に
帰
国
を
命
じ
る
べ
し
、
と
い
う
強
硬
論
を
と
っ
て
い
た
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
コ
万
二
日
）
。
徳
川
勢
力
の
改
革
派
と
保
守

派
の
分
裂
傾
向
が
こ
こ
で
も
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
二
条
城
会
議
後
、
戸
田
は
議
奏
の
正
親
町
三
条
を
訪
れ
、
先
の
主
張
を
説
い
た
（
同
）
。
そ
し
て
同
日
、
朝
廷
で
も
長
州
問
題
を
め
ぐ
る
廟

議
が
開
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
長
州
に
帰
国
を
命
じ
る
べ
し
と
の
強
硬
論
を
説
く
摂
政
・
サ
宮
と
大
坂
待
命
論
の
議
奏
が
対
立
し
た
。
会
津
は
摂

政
・
サ
宮
に
入
事
し
て
お
り
、
こ
の
廟
議
の
対
立
は
、
徳
川
勢
力
の
穏
健
論
と
強
硬
論
の
対
立
を
反
映
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
結
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局
は
議
奏
の
主
張
が
勝
ち
、
大
坂
で
命
を
待
て
と
の
命
令
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
『
復
古
記
』
一
、
一
八
三
頁
）
。

　
し
か
し
翌
三
日
に
な
る
と
朝
廷
に
新
し
い
動
き
が
生
じ
た
。
こ
の
日
、
春
嶽
は
近
衛
を
訪
ね
た
が
、
近
衛
は
、
諸
侯
会
議
を
ま
た
ず
に
直
ち

に
長
州
復
権
を
行
う
べ
き
と
い
う
、
さ
ら
に
一
段
進
ん
だ
妥
協
論
を
春
嶽
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
近
衛
は
、
会
津
・
津
な
ど
徳
川
保
守
派
が
長

州
と
の
戦
闘
を
開
始
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
不
安
を
持
っ
て
お
り
（
「
丁
卯
日
記
」
、
二
五
三
頁
）
、
即
時
復
権
に
よ
り
衝
突
を
防
ご
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
春
嶽
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
事
を
朝
廷
の
み
で
決
し
て
は
諸
侯
会
議
も
無
用
と
い
う
こ
と
で
諸
侯
も
上
京
す
ま

い
、
と
述
べ
、
あ
く
ま
で
諸
侯
会
議
で
の
復
権
を
・
王
張
し
た
。

　
春
嶽
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
衛
は
主
張
を
変
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
三
公
（
左
府
・
右
府
・
内
府
）
は
支
持
し
た
が
、
摂
政
・
サ

宮
は
反
対
し
た
。
こ
の
情
勢
に
近
衛
ら
は
強
硬
突
破
を
計
画
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
公
主
導
に
よ
り
摂
政
邸
で
廟
議
を
開
催
、
そ
こ
で
一
気
に

長
州
寛
大
処
分
を
決
定
し
て
し
ま
お
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
門
丁
卯
日
記
」
、
二
五
四
頁
）
。
こ
の
計
画
の
決
行
予
定
の
五
日
、
近
衛
は
春
嶽
腹

心
の
中
根
を
呼
び
事
前
に
慶
喜
に
周
旋
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
近
衛
は
、
廟
議
で
処
分
決
定
後
た
だ
ち
に
幕
府
に
相
談
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

そ
の
さ
い
異
議
が
出
る
こ
と
を
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
日
、
春
嶽
は
依
頼
に
応
じ
二
条
城
に
お
も
む
く
。
そ
の
話
し
に
慶
喜
は
、
「
異
存
無
之
」
と
の
連
名
の
書
類
を
作
成
し
た
。
慶
喜
は
諸
侯

会
議
で
の
決
着
と
い
う
主
張
を
捨
て
も
う
一
段
の
譲
歩
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
譲
歩
的
姿
勢
は
会
津
へ
の
対
応
に
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
日
、
慶
喜
は
自
ら
容
保
を
呼
び
、
長
州
問
題
で
み
だ
り
に
公
家
に
周
旋
し
な
い
よ
う
命
じ
、
も
し
聞
か
ね
ば
退
け
る
と
叱
っ
て
い
る
の
で

　
④

あ
る
。
会
津
が
応
じ
な
い
と
き
は
討
つ
、
と
ま
で
慶
喜
は
考
え
て
い
た
模
様
で
あ
る
（
「
神
山
日
記
」
、
十
二
月
六
日
）
。

　
近
衛
や
三
公
の
計
画
は
五
日
、
実
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
役
が
異
議
を
唱
え
た
の
で
翌
日
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
午
後
十
時
頃
、
近
衛
は
中
根
を
呼
び
出
し
延
期
を
通
知
、
こ
れ
を
聞
い
た
慶
喜
ら
は
先
の
書
類
を
二
条
城
の
本
殿
に
留
め
た
。

　
翌
六
日
、
今
度
は
計
爾
通
り
摂
政
邸
で
廟
議
が
開
か
れ
た
。
こ
こ
で
人
心
の
折
り
合
い
の
た
め
、
長
州
復
権
・
こ
れ
ま
で
の
国
事
処
分
者
の

御
免
・
三
条
ら
五
卿
の
復
権
が
決
定
さ
れ
た
（
「
嵯
峨
手
記
」
）
。
こ
れ
ま
で
寛
大
策
に
反
対
し
て
い
た
摂
政
・
サ
宮
の
う
ち
、
こ
こ
で
不
平
を
唱
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え
た
の
は
サ
宮
の
み
で
あ
っ
た
。
摂
政
が
抵
抗
し
な
か
っ
た
の
は
、
事
前
に
近
衛
が
、
尾
張
を
通
し
て
有
栖
川
宮
に
説
得
を
依
頼
し
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
摂
政
・
舜
宮
の
主
張
の
軍
事
的
背
景
と
し
て
会
津
な
ど
徳
川
保
守
派
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前

日
、
慶
喜
が
会
津
の
動
き
を
封
じ
た
こ
と
が
こ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
廟
議
は
慶
喜
の
も
と
に

戸
田
を
派
遣
し
、
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
こ
の
決
定
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
（
「
嵯
峨
手
記
」
・
『
復
古
記
』
一
、
～
九
八
頁
）
。

　
既
述
の
よ
う
に
五
日
の
段
階
で
慶
喜
は
長
州
復
権
に
異
存
な
し
と
の
対
応
を
決
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
戸
田
の
使
い
に
慶
喜
は
た

だ
ち
に
返
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
日
、
二
条
城
に
は
老
申
・
若
年
審
や
幕
吏
、
そ
れ
に
会
津
・
桑
名
が
詰
め
て
お
り
、
彼
ら
の

意
向
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
復
権
問
題
は
彼
ら
の
衆
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寛

大
論
と
強
硬
論
が
こ
こ
で
対
立
し
、
こ
の
六
日
夜
に
は
決
定
に
い
た
ら
な
か
っ
た
（
覆
書
記
漏
一
、
一
九
八
頁
）
。
ま
た
、
こ
の
日
の
朝
、
慶
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
中
根
よ
り
薩
摩
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
進
行
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
い
か
な
る
戦
略
を
と
る
べ
き
か
、
さ
す
が
の
慶
喜
も
決
め
か
ね
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
七
日
朝
ま
で
に
は
慶
喜
は
決
断
し
、
以
下
の
返
答
を
戸
田
よ
り
朝
廷
に
伝
え
さ
せ
た
。
「
衆
議
を
被
為
卜
書
上
、
被
仰
出
上
方
に

可
有
御
坐
、
真
之
　
御
英
断
を
以
被
　
仰
出
候
儀
に
候
は
・
、
別
段
存
寄
無
御
座
候
」
（
覆
古
記
』
一
、
二
〇
〇
頁
）
。
文
面
の
み
で
は
い
さ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
意
味
の
と
り
に
く
い
返
答
で
あ
る
が
、
そ
の
含
意
は
、
決
定
は
朝
廷
次
第
、
朝
議
一
任
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慶
喜
は
寛
大
論
を
承
認
し
た
。

薩
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
知
り
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
平
和
解
決
を
め
ざ
す
穏
健
路
線
を
と
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
慶
喜
の
返
答
を
受
け
て
、
廟
議
は
七
日
、
在
京
諸
藩
に
明
日
、
召
集
し
、
長
州
問
題
の
廟
議
を
開
く
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
八
日
、
長
州

問
題
・
五
卿
問
題
の
寛
大
処
分
に
つ
い
て
諸
藩
に
諮
問
す
る
廟
議
が
御
所
で
開
か
れ
た
。
諸
藩
の
対
応
は
、
所
存
を
述
べ
な
い
か
、
寛
大
処
分

賛
成
論
を
述
べ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
（
「
嵯
峨
手
記
し
）
、
寛
大
方
針
に
反
対
す
る
議
論
は
出
な
か
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
強
硬
論
の
会
桑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
欠
席
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
会
桑
の
み
で
は
な
く
、
慶
喜
も
欠
席
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
徳
川
勢
力
の
欠
席
は
慶
喜
が
指
示
し
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
廟
議
は
徹
夜
と
な
り
、
毛
利
父
子
や
踏
貫
の
官
位
復
旧
、
入
京
許
可
が
正
式
に
決
定
さ
れ
た
の
は
、
翌
九
日
の
朝
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で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
長
州
復
権
過
程
に
お
け
る
徳
川
勢
力
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
の
慶
喜
の
行
動
は
大
政
奉
還
以
後
の
彼
の
政
治
路
線
の
性
格
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
慶
喜
は
二
二
日
に
新

政
体
樹
立
ま
で
の
過
渡
期
の
諸
政
委
任
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
委
任
の
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
な
ど
、
明
確
な
規
定
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
か
解
釈
の
幅
は
大
き
か
っ
た
（
現
に
津
藩
は
長
州
軍
上
京
の
場
合
の
指
示
を
慶
喜
に
求
め
て
い
る
）
。
積
極
的
関
与
を

極
力
回
避
し
、
朝
廷
の
主
導
性
に
任
せ
よ
う
と
い
う
長
州
処
分
問
題
へ
の
対
応
は
、
慶
喜
の
解
釈
が
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
大
政
奉
還
は
あ
く
ま
で
幕
府
の
自
己
否
定
で
あ
り
、
慶
喜
は
自
己
の
主
導
性
を
控
え
た
自
重
的
な
対
応
を
と
ろ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
に
つ
い
て
慶
喜
側
は
意
見
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
望
む
解
決
策
は
長
州
へ
の
譲
歩
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
長

州
兵
の
接
近
を
「
幕
之
動
静
を
試
る
の
施
策
」
（
「
丁
卯
日
記
扁
、
二
五
〇
頁
）
、
大
政
奉
還
が
真
意
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
薩
長
側
よ
り
突
き

つ
け
ら
れ
た
踏
み
絵
と
解
し
て
お
り
、
平
和
的
に
新
政
体
移
行
を
実
現
す
る
た
め
譲
歩
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
強
硬
論
を
と

る
徳
川
保
守
派
に
対
し
て
は
、
不
服
な
ら
ば
討
つ
と
ま
で
決
意
し
、
強
く
抑
制
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
朝
廷
－
近
衛
の
譲
歩
策
は
即
時
復
権
と
い
う
極
端
な
も
の
に
ま
で
進
む
。
そ
し
て
六
日
に
は
、
薩
摩
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
慶
喜

は
知
ら
さ
れ
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
対
抗
手
段
が
慶
喜
に
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
最
盛
・
摂
政
ら
に
事
前
に
通
告
し
警
戒
を
促
す
だ
け
で

い
い
の
で
あ
る
。
蛤
門
・
公
家
門
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
至
境
だ
し
、
摂
政
や
近
衛
が
当
日
、
禁
裏
を
退
出
し
な
け
れ
ば
、
天
皇
を
手

中
に
お
く
と
い
う
公
家
倒
幕
派
の
陰
謀
は
実
行
困
難
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
慶
喜
は
こ
れ
を
知
ら
せ
ず
、
同
時
に
即
時
復
権
も
容
認
す
る
と
い

う
徹
底
し
た
譲
歩
策
に
出
る
。
六
日
以
前
の
平
和
路
線
を
な
お
維
持
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
へ
対
抗
す
れ
ば
、
戦
闘
（
し

か
も
御
所
を
舞
台
に
し
て
の
戦
闘
）
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
戦
闘
は
危
険
な
賭
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
政
奉
還
以
後
、
慶
喜
が
追
求
し
て
き
た

政
策
の
失
敗
を
意
味
す
る
。
そ
こ
ま
で
の
決
断
を
な
す
こ
と
を
こ
の
段
階
で
慶
喜
は
躊
躇
し
た
の
だ
ろ
う
。
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以
上
よ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
対
す
る
慶
喜
の
意
向
を
判
断
す
れ
ば
、
新
政
体
の
強
行
樹
立
は
ひ
と
ま
ず
容
認
し
、
そ
の
う
え
で
越
土
尾
な
ど

を
通
し
て
、
新
政
権
へ
の
参
加
、
勢
力
の
拡
大
を
は
か
っ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
抑
制
的
対
応
を
し
め
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薩
摩
が
ク
ー
デ
タ
ー
策
に
出
た
こ
と
は
慶
喜
に
と
り
極
め
て
不
本
意
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

か
か
る
憤
葱
は
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
慶
喜
の
行
動
の
揺
れ
（
平
和
路
線
と
武
力
路
線
に
問
の
ゆ
れ
）
と
な
っ
て
顕
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
薩
摩
討
幕
派
に
つ
い
て
見
よ
う
。
長
州
復
権
の
過
程
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
立
案
過
程
と
平
行
し
て
い
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
て
、
薩
摩
は
後
者
に
集
中
し
、
前
者
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
関
心
は
当
然
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
が
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
に
も

影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
影
響
と
は
慶
喜
観
の
変
化
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
ク
ー
デ
タ
ー
方
針
を
決
定
し
た
＝
月
二
七
日
段
階
で
西

郷
・
大
久
保
は
慶
喜
を
な
お
疑
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
二
月
五
日
に
な
る
と
「
幕
府
に
お
い
て
は
弥
反
正
の
姿
に
て
、
決
し
て
動
揺
い
た
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

勢
い
は
相
見
得
ず
候
」
と
西
郷
が
蓑
田
伝
兵
衛
宛
の
書
簡
に
記
す
よ
う
に
、
彼
の
「
反
正
」
を
信
用
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
た
転
換
の
大

き
な
要
因
と
な
っ
た
の
が
、
「
〔
会
桑
と
は
〕
全
く
相
離
れ
、
反
正
の
晶
相
顕
わ
れ
候
」
と
い
う
長
州
問
題
へ
の
慶
喜
の
対
応
で
あ
っ
た
。
こ
の

結
果
、
薩
摩
に
と
っ
て
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
さ
い
、
軍
事
衝
突
に
備
え
て
警
戒
す
べ
き
は
、
慶
喜
で
は
な
く
、
保
守
派
の
馬
身
と
の
み
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
（
門
会
・
桑
の
処
は
如
何
に
も
安
心
は
出
来
申
す
霞
敷
か
、
動
く
も
の
な
ら
ば
此
の
両
藩
か
と
相
々
せ
ら
れ
申
し
候
」
）
。

　
こ
の
よ
う
に
＝
一
月
初
旬
に
お
け
る
薩
摩
に
と
っ
て
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
意
味
は
、
通
説
の
描
い
て
き
た
よ
う
な
食
う
か
食
わ
れ
る
か
の
権
力

闘
争
で
は
な
か
っ
た
。
慶
喜
の
「
反
正
」
は
明
ら
か
と
な
り
、
新
政
権
が
将
来
、
慶
喜
を
包
摂
す
る
こ
と
も
当
然
と
な
っ
て
い
た
。
ク
ー
デ
9

タ
ー
は
、
も
は
や
踏
み
絵
の
意
味
を
も
た
ず
、
ま
し
て
や
挑
発
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
行
の
直
前
、
薩
摩
討
幕
派

は
、
戦
争
の
覚
悟
を
し
て
こ
と
に
あ
た
る
べ
き
と
強
い
決
意
を
求
め
る
建
言
（
噸
大
久
保
利
通
文
書
』
〈
史
〉
二
、
七
二
頁
）
を
岩
倉
に
送
っ
て
い
る
。

会
桑
の
暴
発
へ
の
不
安
が
な
お
残
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
慶
喜
の
譲
歩
姿
勢
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
強
い
語
調
は
場
違
い
に
さ
え
映
る
。
こ
の

建
言
の
危
機
感
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
長
州
復
権
に
見
ら
れ
る
慶
喜
側
の
譲
歩
は
極
端
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
薩
摩
に
と
っ
て
は
な
お
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
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長
州
復
権
の
朝
命
案
で
あ
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
で
は
長
州
復
権
の
勅
命
が
、
新
政
体
の
発
足
と
同
時
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
文
面
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
文
案
と
実
際
の
廟
議
で
決
定
さ
れ
た
も
の
（
「
丁
卯
日
記
」
、
二
五
八
頁
）
と
比
較
す
る
。

　
廟
議
の
決
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
大
政
奉
還
で
王
政
復
古
と
な
っ
た
の
で
、
既
往
は
餐
め
ず
人
心
一
和
の
た
め
、
先
年
来
の
「
彼
是
混

雑
」
は
あ
る
が
、
こ
の
さ
い
寛
大
な
処
分
を
行
う
、
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
長
州
は
罪
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
が
正
当
と
認
め
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
文
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
戊
午
以
来
邦
国
多
事
　
天
歩
男
帯
の
劒
、
東
西
周
旋
暴
騰
不
要
置
処
、
幕
府
暴
戻
の
平
着
構
百
出
、
遂
に
乙
丑
丙
寅
の
始
末
に
及
候
得
共
、
従
来
為
　
皇

　
　
国
端
忠
誠
候
父
子
の
至
情
徹
底
於
　
先
帝
、
顧
命
の
際
も
深
潭
留
　
叡
念
候
、
出
穂
今
般
御
遺
旨
御
継
述
本
官
本
位
に
被
復
候
間
、
速
に
誤
認
入
　
朝
、

　
　
愈
以
干
城
の
勤
不
可
怠
旨
　
御
沙
汰
に
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
瞼
〈
憲
政
史
料
室
蔵
〉
魏
の
う
ち
）

　
つ
ま
り
、
幕
府
の
政
治
は
「
暴
戻
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
長
州
の
行
動
を
全
面
的
に
正
当
で
あ
り
、
そ
の
復
権
は
先
帝
孝
明
の
遺
志
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
挙
国
一
致
の
た
め
に
罪
を
許
す
と
い
う
廟
議
の
決
定
と
異
な
り
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
近
年
の
幕
政
は
悪

政
で
あ
っ
た
と
い
う
幕
府
悪
玉
史
観
で
あ
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
派
は
こ
の
史
観
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
長
州
復
権
と
い
う
場
に
お
い
て
確
立

し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
確
立
さ
れ
れ
ば
、
幕
府
に
対
抗
し
た
薩
長
は
特
権
的
位
置
を
与
え
ら
れ
る
と
と
も

に
、
新
政
府
に
お
い
て
徳
川
勢
力
は
大
き
な
負
い
目
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
復
権
勅
命
案
は
表
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
同
様
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
、
辞
官
設
地
要
求
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
す

な
わ
ち
、
ク
ー
デ
タ
ー
派
は
、
辞
官
納
地
を
新
政
権
へ
の
協
力
と
し
て
で
は
な
く
、
過
去
の
悪
政
の
償
い
と
し
て
な
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
辞
宮
納
地
要
求
自
体
は
政
略
的
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
合
理
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を

謝
罪
と
い
う
形
式
で
な
さ
せ
る
こ
と
は
、
幕
政
1
1
悪
政
史
観
の
公
認
を
意
味
し
て
い
た
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
を
立
案
す
る
な
か
、
薩
摩
討
幕
派
は
慶
喜
が
新
政
権
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
た
。
自
己
の
手
で
強
行
的
に
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政
権
を
樹
立
し
て
も
、
巨
大
な
勢
力
を
も
つ
慶
喜
を
包
摂
す
る
以
上
は
、
そ
の
主
導
権
を
維
持
す
る
た
め
に
、
慶
喜
の
政
治
力
を
な
ん
と
か
制

限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
失
政
の
烙
印
を
公
的
に
押
す
こ
と
は
そ
の
手
段
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
辞
受
納
地
は
あ
く
ま

で
謝
罪
と
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
先
の
建
言
で
薩
摩
討
幕
派
が
譲
れ
な
い
一
線
と
し
た
の
は
、
辞
官
当
地
で
「
閾
下
に
罪
を
奉
謝
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
辞
官
長
地
は
朝

命
で
は
な
く
、
内
諭
周
旋
方
式
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
決
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
方
式
で
は
内
容
に
つ
い
て
交
渉
の
余
地
が
生
じ
る
。
そ

う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
謝
罪
の
意
味
も
薄
ら
い
で
い
く
だ
ろ
う
。
内
諭
に
応
じ
な
い
と
き
は
断
固
朝
命
を
下
す
べ
き
で
、
寛
大
を
名
と
し
て
譲

歩
す
べ
き
で
は
な
い
、
こ
う
彼
ら
は
主
張
し
た
。
こ
の
と
き
慶
喜
の
新
政
権
参
加
は
確
実
と
彼
ら
は
予
想
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
な
お
慶
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
ハ
ン
デ
ィ
を
つ
け
て
お
か
ね
ば
ば
な
ら
な
い
。
先
の
建
議
が
、
戦
争
を
賭
し
て
も
こ
れ
は
譲
れ
な
い
と
固
執
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
二
一
月
初
旬
、
薩
摩
討
幕
派
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
賭
け
て
い
た
の
は
、
権
力
か
滅
亡
か
で
は
な
く
、
予
想
さ
れ
る
慶
喜
も
ふ
く
め
た
連
合
政
権

で
の
主
導
権
と
い
う
限
定
的
な
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
彼
ら
の
思
惑
通
り
、
政
権
に
加
え
る
前
に
、
慶
喜
の
権
威
を
傷
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
最
大
の
大
名
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
代
化
へ
の
豊
富
な
人
材
を
備
え
、
個
人
的
に
も
有
能
な
慶
喜
の
新
政
権

に
お
け
る
存
在
は
な
お
強
大
で
、
彼
を
い
つ
ま
で
も
中
枢
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
容
易
な
技
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
天
皇
・
公
議
政
体
の
強
行
樹
立
、
そ
れ
に
新
政
権
に
お
け
る
主
導
権
確
保
を
賭
け
ク
ー
デ
タ
ー
は
発
動
す
る
。
一
二
月
九
日
朝
、
長
州
復
権

の
廟
議
が
終
了
し
、
参
加
者
が
引
き
上
げ
る
の
と
入
れ
違
い
に
、
薩
摩
を
中
心
と
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
派
の
兵
力
が
御
所
に
進
入
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

①
長
州
復
権
は
慶
応
政
治
史
の
重
要
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、

　
そ
の
最
終
局
面
の
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
く
、
ま
た
、
言
及

　
さ
れ
る
場
合
も
、
討
幕
派
が
慶
喜
の
反
対
を
押
し
き
り
こ
れ
を
決
定
し
た
、
と
い

　
つ
た
誤
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
長
州
復
権
は
、
以
下
示
す
よ

　
う
に
討
幕
派
と
慶
喜
の
対
立
と
は
異
な
る
位
相
に
よ
り
解
決
し
た
問
題
、
逆
に
言

　
え
ば
、
そ
う
し
た
対
立
の
視
角
か
ら
は
捉
え
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た

　
研
究
状
況
は
、
両
者
の
対
立
と
し
て
こ
の
時
期
を
見
る
、
凸
面
の
視
角
の
限
界
を

　
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

②
前
掲
　
修
訂
防
長
回
天
史
嚇
五
編
下
、
四
九
〇
～
五
一
四
頁
。

③
以
下
の
事
実
経
過
の
典
拠
は
、
断
ら
ぬ
限
り
「
丁
卯
日
記
」
の
当
該
日
の
条
で
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あ
る
。

④
『
尾
崎
忠
征
日
記
』
〈
史
〉
二
、
二
七
四
頁
。
門
不
用
は
被
退
の
由
、
申
渡
の
こ

　
と
」
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
＝
～
月
六
醍
）
。

⑤
同
右
轡
、
二
七
二
、
三
頁
。

⑥
前
章
二
節
註
⑫
。

⑦
「
朝
議
次
第
に
て
可
論
旨
、
慶
喜
よ
り
御
返
答
」
（
門
戸
田
忠
至
家
記
」
、
『
復
古

　
記
』
一
、
二
〇
一
頁
）
・
入
幕
何
分
朝
命
次
第
の
こ
と
」
（
「
嵯
峨
手
記
」
、
一
二
月

　
七
日
）
。

⑧
門
長
寛
の
こ
と
、
つ
ま
り
明
日
衆
議
被
決
候
」
（
門
嵯
峨
手
記
」
、
｝
二
月
七
日
）
。

⑨
勝
田
孫
弥
嘲
大
久
保
利
通
伝
』
中
、
一
九
一
〇
年
、
二
七
一
頁
。

⑩
「
［
長
州
寛
大
処
分
］
是
は
薩
策
密
謀
と
は
関
係
せ
す
、
摂
政
殿
御
始
、
三
公
・

　
国
事
掛
り
之
談
事
に
御
さ
候
。
」
（
前
章
二
節
註
⑫
）
。

⑪
前
掲
欄
西
郷
隆
盛
全
集
』
二
、
　
二
〇
七
頁
。
な
お
、
こ
の
段
階
で
薩
摩
討
幕
派

　
が
慶
喜
を
信
用
し
、
彼
ら
が
軍
事
的
対
立
を
危
惧
す
る
対
象
は
会
議
の
み
で
あ
っ

　
た
、
と
い
う
極
め
て
重
要
な
事
実
を
、
史
料
を
正
確
に
読
む
こ
と
に
よ
り
明
ら
か

　
に
し
た
の
は
、
家
近
前
掲
書
で
あ
る
。

⑫
も
っ
と
も
、
謝
罪
要
求
が
慶
喜
に
と
り
受
け
入
れ
不
可
能
な
ら
こ
れ
は
挑
発
と

　
な
る
。
し
か
し
、
慶
喜
は
「
決
し
て
動
揺
い
た
す
勢
い
は
相
見
得
ず
候
」
と
西
郷

　
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
薩
摩
側
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
可
能
と
見
て
い
た
。
1
章

　
で
述
べ
た
よ
う
に
大
政
奉
還
上
表
に
お
い
て
慶
喜
は
す
で
に
自
己
批
判
を
行
っ
て

　
い
た
。
辞
官
納
地
の
形
で
の
謝
罪
の
如
何
は
、
自
己
批
判
を
す
る
か
い
な
か
の
次

　
元
で
は
な
く
、
ど
の
程
度
そ
れ
を
な
す
か
、
雷
わ
ば
程
度
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ

　
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

王政復古への政治過程（高橋）

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
主
な
論
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
　
に
大
政
奉
還
前
後
で
慶
喜
対
薩
摩
の
政
治
対
抗
の
性
格
が
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
。
ま
ず
慶
喜
に
つ
い
て
は
、
薩
長
な
ど
対
抗

勢
力
の
軍
事
的
あ
る
い
は
政
治
的
圧
伏
を
断
念
し
、
逆
に
彼
ら
と
の
協
調
に
よ
る
挙
国
一
致
の
実
現
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
抑
制

的
・
自
重
的
対
応
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
薩
摩
討
幕
派
も
大
政
奉
還
構
想
自
体
に
は
賛
成
で
あ
っ
た
が
、
慶
喜
が
本
当
に
こ
れ
を
実

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
彼
の
「
反
正
」
の
真
偽
を
め
ぐ
り
そ
の
対
応
は
二
つ
に
わ
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
は
慶
喜
を
評
価
し
、
彼
を
ふ

く
め
た
新
政
体
樹
立
を
構
想
す
る
に
い
た
る
。
つ
ま
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
、
両
勢
力
は
対
立
を
激
化
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
接
近
し
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
論
点
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
こ
め
た
薩
摩
の
政
略
的
意
昧
の
変
化
で
あ
る
。
薩
摩
が
国
元
で
構
想
し
て
い
た
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
大
政
奉
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還
前
の
武
力
倒
幕
路
線
の
延
長
で
あ
り
、
徳
川
勢
力
の
軍
事
的
打
倒
を
め
ざ
し
、
御
所
を
制
圧
し
新
政
権
を
樹
立
す
る
と
同
時
に
、
上
方
徳
川

拠
点
へ
先
制
奇
襲
攻
撃
を
な
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
＝
月
中
旬
、
再
上
京
し
て
見
合
わ
せ
沙
汰
書
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
そ
の

意
図
は
変
化
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
慶
喜
の
「
反
正
」
の
真
偽
を
見
る
踏
み
絵
の
意
味
と
と
も
に
、
慶
喜
を
ふ
く
ん
だ
新
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
場

合
の
主
導
権
確
保
策
の
文
脈
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
計
画
も
変
更
さ
れ
徳
川
拠
点
へ
の
先
制
攻
撃
が
の
ぞ
か
れ
る
。
そ
し
て

慶
喜
を
ほ
ぼ
信
用
す
る
に
い
た
っ
た
＝
一
月
上
旬
に
は
、
前
者
で
は
な
く
後
者
の
意
味
が
中
心
を
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
三
の
論
点
は
、
慶
喜
や
土
佐
の
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
対
応
で
あ
る
。
公
議
政
体
の
樹
立
を
目
指
す
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
は
い
え
、
新
政

体
で
の
主
導
権
確
保
を
ね
ら
う
薩
摩
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
強
引
な
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
に
不
満
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
戦
を
圓
罪
し
挙

国
一
致
の
実
現
を
望
む
彼
ら
は
薩
摩
と
の
対
決
は
避
け
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
土
佐
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
画
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
慶
喜
に
受
け

入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
に
す
べ
く
立
案
過
程
で
修
正
を
試
み
た
。
慶
喜
は
越
前
を
通
し
て
土
佐
よ
り
ク
ー
デ
タ
ー
を
知
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
阻
止
に
動
か
な
い
の
み
で
は
な
く
、
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
に
は
長
州
の
政
治
的
復
権
を
容
認
し
、
会
桑
な
ど
徳
川
保
守
派
を
強
く
抑
制
し
た
。

両
者
は
と
も
に
公
議
政
体
樹
立
後
の
政
治
過
程
に
薩
摩
勢
力
の
製
肘
を
期
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
、
慶
喜
・
薩
摩
の
両
者
は
接
近
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
も
新
政
体
の
樹
立
ま
で
は
、
会
津
な
ど
徳
川
保
守
派
の

暴
発
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
軍
事
的
衝
突
ぬ
き
で
達
成
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
大
政
奉
還
以
後
、
政
情
は
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
の
最
大
の
要
因
は
、
慶
喜
の
決
断
に
よ
り
政
体
論
で
両
者
が
一
致
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
・
公
議
政
体
論
が
徳
川
保

守
派
を
の
ぞ
き
政
界
の
共
通
項
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
を
政
体
の
中
心
に
お
く
べ
き
と
い
う
主
張
は
桜
田
門
外
の
変
以
後
、
共
通
認
識

と
な
っ
て
い
た
が
、
公
議
の
理
念
も
こ
こ
で
一
般
化
し
た
。
ペ
リ
ー
来
航
以
来
の
政
体
を
め
ぐ
る
試
行
錯
誤
は
こ
こ
で
～
応
、
収
束
し
た
こ
と

に
な
る
。

　
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
で
成
立
し
た
新
政
権
は
当
然
、
諸
勢
力
の
つ
ば
ぜ
り
合
い
の
場
と
な
る
。
そ
の
葛
藤
が
平
和
的
に
推
移
す
る
か
、
戦

闘
に
い
た
る
の
か
、
情
勢
は
微
妙
に
揺
れ
動
く
。
そ
し
て
そ
の
葛
藤
を
大
き
く
規
制
し
て
い
た
の
が
、
公
議
の
理
念
で
あ
っ
た
。
ク
ー
デ
タ
ー
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の
実
態
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
鳥
羽
伏
見
に
い
た
る
過
程
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

〈
後
記
〉
　
本
稿
投
稿
後
、
原
潜
黒
氏
の
論
文
「
王
政
復
右
小
考
」
が
発
表
さ
れ
た
（
『
明
治
維
新
史
学
会
報
』
三
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）
。
氏
の
論

文
は
、
葡
掲
拙
稿
「
討
幕
の
密
勅
と
見
合
わ
せ
沙
汰
書
扁
な
ら
び
に
本
稿
と
同
じ
蒔
期
を
対
象
と
し
て
い
る
。
討
幕
の
密
勅
作
成
過
程
や
王
政
復
古
ク
ー

デ
タ
ー
の
性
格
（
原
口
氏
は
、
討
幕
派
の
方
針
に
後
藤
が
合
意
し
た
と
す
る
が
、
私
は
、
後
藤
は
表
面
は
合
意
し
て
い
る
が
、
内
心
は
不
満
で
、
両
者
の

間
に
大
き
な
思
惑
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
、
と
す
る
）
な
ど
に
つ
い
て
、
拙
稿
と
同
論
文
の
見
解
は
異
な
る
が
、
大
政
奉
還
以
後
、
討
幕
派
の
路
線
に

変
化
が
あ
っ
た
と
し
、
通
説
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。
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京
都
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学
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学
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文
学
研
究
科
助
教
授
　
尼
崎
市
塚

王政復古への政治過程（高橋）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノThe　Political　Process　to　Ouseihuleleo王政復古Coup　d’Etat

by

TAI〈AHASHI　Hidenao

　　The　purpose　of　this　article　is　to　analyze　the　potitical　process　from　the

踊s励。幼伽大政奉還to　the　Ouseihulefeo王政復古coup　d’6tat　by　focusing　on

the　two　leading　political　powers　of　this　epoch，　TOKUGAWA　Yoshinobu　Emd　the

Satsuma　Toubαfeuha討幕派．

　　The　two・main　poiRts　of　this　article　are　；　first，　how　the　Taiseihoulean　changed

the　political　situation．　Previottsly，　Satsuma　had　intended　to　attack　Yoshinobu　aRd

a　civil　war　was　about　to　begin．　Subsequently　however，　Satsurna　came　to　accept

him　as　a　member　of　the　goverment　to　be　new｝y　estabtished　iRstead　ofthe　Edo

Bαlluhu江戸幕府．　The　reason　for　this　change　was　the　conversion　of　Yoshinobu．

He　agreed　with　the　opmion　of　some　influential　Hans藩，　Satsuma，　Tosa，　Echizen

etc．，　favou血g　crea伽g　a　new　gove㎜ent．丁卜ey　called　for　a　new　goverment　to

be　estabtished　with　the　Tenno　at　the　top　and　that　its　decisions　sheuld　be　made　in

the　newiy　set　up　parliament．

　　The　second　point　is　how　the　character　of　the　Satsuma　planned　coup　d’6tat　had’

gradually　changed．　Before　the　Taiseihouhan　the　purpose　of　i£　was　to　overthrow

Yoshinobu．　After，　they　did　not　give　up　their　coup　d’6tat　plan，　but　changed　their

purpose　to　getting　a　leading　positioR　in　the　new　goverment　by　establishing　it

through　their　own　mitiative．　On　the　other　hand，　Yoshinobu，　iR　spite　of　being

informed　of　Satsuma’s　secret　plan，　made　up雌s　m血d　not　to　inter飴re．　He　feared

any　interference　would　cause　a　civit　war．　lnstead，　he　wan£ed　to　make　a

counterattack　after　the　new　goverrnent　was　established．

（328）




