
高
橋
秀
直
著

『
幕
末
維
新
の
政
治
と
天
皇
』井

　
上
　
勝
　
生

　
最
初
に
本
書
の
内
容
を
、
で
き
る
限
り
著
者
の
論
旨
に
忠
実
に
紹
介
し
よ

う
。
評
者
の
政
治
史
を
中
心
と
す
る
関
心
か
ら
、
政
治
空
間
論
と
し
て
興
味

深
い
第
十
二
章
「
禁
裏
御
所
の
政
治
空
間
と
大
坂
遷
都
問
題
」
は
、
他
の
機

会
に
譲
り
、
最
初
の
総
説
に
つ
い
て
は
後
半
で
触
れ
た
い
。
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は
　
じ
　
め
　
に

　
本
書
の
著
者
、
高
橋
秀
直
氏
は
、
二
〇
〇
六
年
一
月
に
逝
去
さ
れ
た
。
遺

志
を
汲
ん
だ
同
学
の
方
々
が
、
編
集
さ
れ
て
成
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
心

か
ら
お
悔
や
み
を
申
し
あ
げ
る
。
今
、
記
す
べ
き
言
葉
も
な
い
。

　
編
集
の
労
を
と
ら
れ
た
方
々
、
序
文
、
解
説
、
あ
と
が
き
を
記
さ
れ
た

方
々
に
も
、
待
ち
望
ま
れ
た
本
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
し
て
、
深

く
感
謝
を
申
し
あ
げ
た
い
。

　
比
肩
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
大
き
な
業
績
を
あ
げ
た
著
者
の
遺
著
の
書

評
を
記
そ
う
と
し
て
い
る
。
同
じ
分
野
を
専
門
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

忌
偉
の
な
い
書
評
を
記
す
よ
う
に
な
お
も
心
が
け
る
が
、
高
橋
氏
が
各
々
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
構
想
し
て
お
ら
れ
た
の
か
、
推
測
す
る
こ
と
を
許
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
噛
み
し
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
本
書
の
最
後

に
は
、
長
年
、
研
究
者
と
し
て
の
歩
み
を
共
に
さ
れ
た
伊
藤
之
雄
氏
に
よ
る

行
き
届
い
た
解
説
「
幕
末
維
新
期
政
治
史
研
究
の
現
状
と
高
橋
秀
直
氏
の
業

績
」
が
加
え
ら
れ
て
い
て
有
益
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
高
橋
氏
の
著
書

の
成
果
を
、
伊
藤
氏
の
鰐
説
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
な
り
に
紹
介
す
る
こ

と
に
つ
と
め
た
い
と
思
う
。

第
一
部
　
朝
廷
の
政
治
的
浮
上
と
薩
長
同
盟
の
形
成

第
一
章
　
長
州
藩
の
朝
幕
一
体
化
構
想

　
航
海
還
諸
善
を
長
州
藩
が
周
旋
し
は
じ
め
る
道
筋
を
分
析
す
る
。

　
一
八
六
一
年
、
長
州
藩
の
長
井
雅
楽
が
提
書
し
た
政
策
は
、
幕
府
に
政
治

改
革
を
求
め
る
と
と
も
に
、
朝
廷
に
開
国
論
へ
の
転
換
を
う
な
が
し
、
亭
亭

一
体
と
な
っ
て
国
内
改
革
を
す
す
め
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
致
策
を
孝
明
天

皇
が
内
々
に
認
め
、
議
奏
な
ど
、
ご
く
一
部
の
公
家
も
了
解
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
長
州
藩
内
尊
擾
派
が
反
対
し
た
の
だ
が
、
幕
閣
は
長
井
に
朝
廷
へ
の

周
旋
を
依
頼
す
る
。

　
天
皇
は
擾
夷
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
無
謀
な
擾
夷
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。

撲
夷
論
に
こ
だ
わ
っ
て
「
じ
り
貧
」
に
な
る
か
、
開
国
論
に
変
わ
っ
て
国
内

改
革
を
す
す
め
る
か
で
あ
り
、
天
皇
は
、
こ
の
た
め
に
こ
そ
開
国
論
に
傾
い

た
と
す
る
。

第
二
章
　
島
津
久
光
の
率
兵
上
京
と
尊
墨
論
の
台
頭

　
長
州
藩
の
航
海
遠
略
策
に
公
家
た
ち
も
賛
同
す
る
が
、
朝
廷
内
外
の
尊
王

撰
夷
論
が
高
ま
る
な
か
で
、
孝
明
天
皇
の
航
海
遠
略
策
へ
の
対
応
が
「
屈

曲
」
し
は
じ
め
る
。
天
皇
は
、
条
約
勅
許
問
題
で
、
開
港
を
承
認
し
な
か
っ

た
も
の
の
、
大
名
の
公
論
を
問
う
こ
と
で
、
「
公
正
な
裁
定
者
」
と
し
て
ふ



評料

る
ま
っ
た
G
そ
し
て
、
航
海
遠
略
策
の
こ
ろ
、
開
国
論
に
転
換
す
る
。
し
か

し
天
皇
は
、
「
自
己
の
面
子
」
を
保
つ
た
め
に
、
叢
夷
の
意
向
を
表
明
し
続

け
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
朝
廷
は
「
動
揺
扁
が
激
し
く
、
政
治
に
お

い
て
マ
王
体
的
力
量
」
が
あ
ま
り
に
弱
か
っ
た
。

　
一
方
、
一
八
六
二
年
、
薩
摩
藩
の
島
津
久
光
が
兵
を
率
い
て
上
京
し
、
天

皇
の
勅
命
に
依
頼
し
て
、
幕
府
に
政
治
改
革
を
迫
ろ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て

長
州
藩
の
航
海
遠
略
策
と
薩
摩
藩
久
光
の
率
兵
上
京
策
が
対
抗
す
る
。
長
州

藩
長
井
の
航
海
遠
略
策
が
「
諺
詞
問
題
」
（
長
州
藩
の
建
白
書
に
朝
廷
を
そ

し
る
部
分
が
あ
る
と
朝
廷
か
ら
疑
わ
れ
る
）
で
窮
地
に
陥
る
際
も
、
長
州
藩

政
府
は
、
孝
明
天
皇
の
「
真
意
」
は
な
お
開
国
論
の
は
ず
だ
と
判
断
し
て
い

た
。第

三
章
　
尊
撰
論
時
代
の
開
幕

　
薩
摩
藩
か
ら
島
津
久
光
が
入
京
し
、
慶
喜
と
春
嶽
の
登
用
を
幕
府
に
認
め

さ
せ
る
な
ど
、
雄
藩
お
よ
び
朝
廷
と
の
融
和
を
は
か
る
幕
府
の
改
革
が
は
じ

ま
る
。
一
方
、
立
場
が
弱
体
化
し
た
長
州
藩
は
航
海
遠
略
策
を
懸
章
し
、
擁

夷
策
に
か
わ
る
。
長
州
藩
の
こ
の
政
治
転
換
の
要
因
は
、
同
藩
が
天
皇
の

「
真
意
」
に
つ
い
て
の
判
断
を
、
開
国
論
で
は
な
く
撰
夷
論
、
と
変
え
た
た

め
で
あ
っ
た
。

　
孝
明
天
皇
は
、
「
公
論
に
従
う
形
で
過
剰
な
ま
で
に
自
己
の
「
撲
夷
論
」

を
宣
言
し
扁
て
い
た
。
尊
墨
派
の
内
部
で
は
、
擾
夷
は
手
段
だ
と
見
る
も
の

と
、
嬢
夷
を
手
段
で
あ
り
、
目
的
で
も
あ
る
と
す
る
勢
力
が
分
裂
す
る
。

第
四
章
　
八
月
一
八
田
政
変
・
禁
門
の
変
と
長
州

　
｝
八
六
三
年
の
八
月
｝
八
日
政
変
、
つ
い
で
禁
門
の
変
で
長
州
藩
「
正
義

党
」
が
敗
北
し
、
「
俗
論
党
」
が
政
権
を
と
っ
た
。
「
正
義
党
」
は
、
藩
主
敬

親
の
「
内
心
」
を
読
め
な
か
っ
た
た
め
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。
征
墨
差
を

目
前
に
し
て
、
「
正
義
党
」
と
「
俗
論
党
」
、
尚
者
が
妥
協
す
る
動
向
も
あ
っ

た
。
長
州
藩
に
き
び
し
く
臨
ん
で
い
た
征
長
総
督
府
の
西
郷
隆
盛
が
長
州
藩

諸
隊
幹
部
と
対
面
し
て
彼
ら
を
評
価
し
、
「
正
義
党
」
復
権
に
助
力
す
る
と

約
束
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
現
実
の
展
開
は
こ
れ
に
反
し
、
高
杉
晋
作
が
馬
革
で
挙
兵
し
、
　

方
、
長
州
「
俗
論
党
」
が
諸
隊
の
動
向
を
「
誤
解
扁
し
た
た
め
に
諸
隊
解
散

令
が
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
「
正
義
党
」
幹
部
も
処
刑
さ
れ
、
こ
う
し

て
長
州
藩
内
の
コ
兀
治
の
内
戦
」
が
勃
発
す
る
。

第
五
章
　
薩
長
同
盟
の
成
立

　
一
八
六
四
年
秋
、
群
長
総
督
府
の
西
郷
隆
盛
は
、
長
州
藩
に
厳
罰
を
加
え

て
雄
藩
の
地
位
を
奪
お
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
年
冬
に
諸
隊
幹
部
と

会
見
し
、
こ
の
厳
罰
方
針
を
か
え
た
。
西
郷
は
、
諸
隊
幹
部
を
評
価
し
、
長

州
藩
「
正
義
党
」
の
復
権
を
支
持
す
る
立
場
に
か
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
長
州

藩
の
「
元
治
の
内
戦
」
が
起
き
た
が
、
西
郷
に
指
導
さ
れ
た
征
長
総
督
府
は
、

征
一
軍
を
解
散
さ
せ
る
。

　
内
戦
後
、
…
八
六
五
年
、
長
州
藩
指
導
者
に
復
帰
し
た
木
戸
孝
允
は
、
薩

摩
藩
と
の
提
携
に
積
極
的
で
あ
り
、
一
方
の
薩
摩
藩
も
、
西
郷
と
木
戸
の
下

関
会
毘
を
計
画
す
る
。
こ
の
西
郷
・
木
戸
会
見
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
も
の

の
、
薩
摩
藩
は
、
長
州
藩
の
洋
式
武
器
購
入
を
密
か
に
援
助
し
、
九
月
に
は

長
州
藩
主
か
ら
薩
摩
藩
へ
の
公
式
の
門
依
頼
」
書
簡
が
お
く
ら
れ
る
。
こ
こ

で
薩
長
同
盟
が
「
成
立
糊
し
た
と
す
る
。

　
薩
摩
藩
は
、
長
州
藩
再
征
勅
許
の
発
令
を
阻
比
す
る
こ
と
に
尽
力
す
る
と

と
も
に
、
幕
府
側
へ
の
武
力
反
撃
も
考
え
た
の
で
あ
り
、
薩
長
両
差
の
「
同

盟
」
関
係
は
、
当
初
か
ら
「
政
治
的
軍
事
的
同
盟
」
で
あ
っ
た
。

第
六
章
　
薩
長
同
盟
の
展
開
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薩
長
連
合
「
内
乱
回
避
説
」
へ
の
反
論
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
論
文
で
あ

る
。
幕
府
征
長
軍
に
は
、
長
州
藩
の
処
罰
を
限
定
的
な
も
の
と
し
、
長
州
藩

再
征
令
を
事
実
上
撤
回
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
長
州
藩
と
す
で
に

同
盟
関
係
に
入
っ
て
い
た
薩
摩
藩
は
、
長
州
藩
に
幕
府
の
処
罰
を
受
け
入
れ

る
よ
う
勧
め
た
。
こ
れ
は
、
諸
藩
の
納
得
を
得
ら
れ
る
政
策
で
あ
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
長
州
藩
の
木
戸
ら
は
、
こ
の
薩
鷹
の
助
言
を
容
れ
ず
、
今
以

上
の
処
罰
を
も
は
や
請
け
な
い
と
い
う
強
硬
な
主
張
を
持
ち
続
け
、
幕
府
征

前
軍
の
侵
攻
も
避
け
な
い
と
い
う
臨
戦
方
針
を
貫
こ
う
と
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
薩
摩
藩
が
妥
協
し
、
長
州
藩
の
「
処
罰
一
切
拒
否
論
」
を

容
れ
、
来
る
べ
き
幕
畏
戦
争
で
は
、
薩
摩
藩
は
、
朝
廷
へ
の
尽
力
だ
け
で
は

な
く
、
幕
府
軍
と
の
軍
事
的
「
決
戦
」
す
ら
も
約
束
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
六
ヶ
条
盟
約
（
従
来
は
薩
長
同
盟
と
さ
れ
て
き
た
）
が
結
ば
れ
た
。

そ
れ
は
、
「
軍
事
同
盟
」
だ
っ
た
と
評
価
す
る
。

第
二
部
　
新
政
体
の
模
索
と
倒
幕

第
七
章
　
　
「
公
議
政
体
派
」
と
薩
摩
倒
幕
派

　
土
市
藩
後
藤
象
二
郎
の
大
政
奉
還
建
白
構
想
は
、
将
軍
慶
喜
が
建
自
を
容

れ
な
い
場
合
は
、
挙
兵
も
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
も
の
で
、
武
力
行
使
の

可
能
性
を
含
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
薩
摩
藩
と
土
佐
藩
の
両
藩
の
政
体

構
想
は
と
も
に
公
議
政
体
論
な
の
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
、
薩
摩
藩
が
慶
喜

の
奉
還
拒
否
を
「
確
儒
」
し
、
一
方
後
藤
が
、
奉
還
の
可
能
性
が
あ
る
と
判

断
し
て
い
た
、
こ
の
よ
う
な
「
状
勢
判
断
」
の
差
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
薩
摩
藩
は
、
幕
府
側
の
反
幕
勢
力
へ
の
対
応
策
が
進
行
し
た
た
め

に
、
や
む
な
く
即
時
挙
兵
策
を
選
ん
だ
。
そ
れ
故
、
土
佐
藩
後
藤
が
、
長
崎

で
の
イ
ギ
リ
ス
人
殺
害
事
件
へ
の
対
応
の
た
め
に
、
帰
京
が
大
幅
に
遅
れ
る

と
い
う
偶
然
的
要
因
が
な
け
れ
ば
、
薩
土
両
藩
の
分
裂
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
の
、
将
軍
慶
喜
が
断
行
し
た
大
政
奉
還
は
後
藤
の
描
い
た
と
お
り
の

も
の
だ
っ
た
。
薩
摩
藩
に
も
、
暴
動
の
大
政
奉
還
を
評
価
す
る
勢
力
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
大
久
保
、
西
郷
ら
の
倒
幕
派
は
、
慶
喜
の
奉
還
の
「
真
意
」
を

な
お
「
疑
惑
」
黙
し
て
お
り
、
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
計
画
し
、
そ
れ

を
押
し
進
め
た
。
土
佐
藩
の
後
藤
は
、
公
家
勢
力
と
の
人
的
結
び
つ
き
で
薩

摩
藩
に
く
ら
べ
て
劣
っ
て
お
り
、
薩
摩
藩
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
薗
に
参
加
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。

　
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
と
の
相
違
点
を
強
調
す
る
従
来
の
説
に
対
す
る
批

判
論
文
で
あ
る
。

第
八
章
　
大
政
奉
還

　
大
政
奉
還
を
策
し
た
将
軍
慶
喜
は
、
薩
長
な
ど
対
抗
勢
力
に
対
し
て
、
軍

事
的
で
あ
れ
政
治
的
で
あ
れ
、
圧
伏
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
、
従
来
の
幕

府
の
「
悪
政
」
を
自
己
批
判
し
、
内
乱
を
避
け
て
、
対
抗
勢
力
と
の
協
調
に

よ
る
挙
国
　
致
の
実
現
を
目
指
し
た
。

　
一
方
、
薩
摩
藩
倒
幕
派
も
、
大
政
奉
還
構
想
自
体
に
は
賛
成
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
た
だ
、
慶
喜
が
ほ
ん
と
う
に
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

慶
喜
の
「
真
意
」
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
小
松
ら
と
大
久
保
・
西
郷
ら
と
の

二
派
に
割
れ
た
と
い
う
。
穏
健
策
で
あ
る
小
松
ら
は
、
慶
喜
の
新
政
体
樹
立

に
実
際
に
尽
力
し
た
。
小
松
ら
の
尽
力
は
、
京
都
で
の
薩
摩
藩
の
行
動
を
規

定
し
た
の
で
あ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
、
徳
川
慶
喜
と
薩
摩
の
両
者
は
接
近

し
つ
つ
あ
っ
た
。

第
九
章
　
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
颪

　
大
政
奉
還
後
に
お
い
て
も
、
薩
摩
藩
倒
幕
派
は
武
力
倒
幕
路
線
を
維
持
し
、

慶
喜
へ
の
奇
襲
攻
撃
の
実
行
と
、
新
政
権
の
樹
立
を
構
想
し
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
構
想
を
転
換
す
る
。
そ
し
て
、
薩
摩
藩
倒
幕
派
の
ク
ー
デ
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タ
ー
計
画
は
、
新
政
権
の
主
導
権
を
執
る
こ
と
、
く
わ
え
て
慶
喜
の
「
真

意
」
を
測
る
「
踏
み
絵
」
の
役
割
を
す
る
こ
と
に
変
わ
っ
た
。

　
一
方
、
土
佐
藩
や
慶
喜
の
薩
摩
藩
討
幕
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
へ
の
対
応
は
、

薩
摩
藩
の
強
引
さ
に
は
反
発
す
る
も
の
の
、
内
戦
を
阿
避
し
、
挙
国
一
致
の

実
現
を
も
と
め
て
、
同
藩
と
の
対
決
を
避
け
る
も
の
だ
っ
た
。
土
佐
藩
は
、

薩
摩
藩
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
画
し
つ
つ
、
新
政
権
構
想
を
慶
宴
を
も
入
れ
る

も
の
へ
と
修
正
さ
せ
る
べ
く
つ
と
め
る
。
そ
し
て
慶
喜
自
身
も
、
ク
…
デ

タ
i
直
前
に
は
、
長
州
藩
の
復
権
を
み
と
め
、
ク
ー
デ
タ
ー
時
に
は
、
会
津

藩
や
桑
名
藩
な
ど
の
徳
用
保
守
派
の
動
き
を
抑
冒
し
た
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
直
前
に
は
、
慶
喜
と
薩
摩
藩
の
両
者
は
門
接
近
」
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
状
勢
変
化
の
最
大
の
要
因
は
、
慶
喜
の
大
政
奉
還
の
決
断

に
よ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
大
政
奉
還
後
は
、
「
天
皇
・
公
議
政
体
論
」
が
、

徳
川
保
守
派
を
の
ぞ
く
、
政
界
全
体
の
共
通
目
標
に
な
っ
た
。

第
十
章
　
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー

　
王
政
復
古
グ
ー
デ
タ
ー
の
際
、
い
わ
ゆ
る
小
御
所
会
議
で
の
「
岩
倉
具
視

の
一
喝
」
（
抗
論
す
る
山
内
容
堂
へ
の
叱
咤
）
な
ど
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
経
過

に
つ
い
て
闘
岩
倉
公
実
記
』
の
描
く
と
こ
ろ
は
、
事
実
と
異
な
る
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
の
前
後
に
お
い
て
、
薩
摩
藩
倒
幕
派
の
政
治
的
主
導
権
は
、

け
っ
し
て
圧
倒
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
初
、
薩
摩
藩
は
挙
兵
し
、
軍

事
的
攻
勢
を
先
行
す
る
計
画
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
公
議
政
体
派
や
公
家
倒
幕

派
の
政
治
攻
勢
の
た
め
に
、
そ
れ
と
の
妥
協
を
お
こ
な
い
、
先
制
攻
撃
の
な

い
ク
ー
デ
タ
ー
方
式
に
「
穏
和
化
」
し
た
と
い
う
。

　
事
前
に
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
徳
川
慶
喜
も
会
津
藩
と
桑

名
藩
の
両
藩
保
守
派
に
は
そ
れ
を
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
倒
幕
派
の
ク
ー
デ

タ
ー
に
暗
黙
の
協
力
を
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
結
局
、
薩
摩
藩
は
「
テ
ロ
の

心
置
」
に
よ
っ
て
山
内
容
堂
ら
の
公
議
政
体
派
を
屈
服
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
も
、
「
内
諭
周
旋
方
式
に
よ
る
辞
宮
納
地
」
（
慶
喜
へ
の
勅
命
に
よ
る

辞
窟
黒
地
で
は
な
い
、
い
わ
ば
説
得
方
式
）
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
ク
ー
デ

タ
ー
は
、
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
の
合
作
で
あ
っ
た
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
で
の
天
皇
の
権
威
は
、
切
り
札
と
し
て
は
万
能
で
は
な
く
、

限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
天
皇
原
理
と
公
議
原
理
の
う
ち
公
議
原
理
が
優

勢
を
し
め
て
い
た
と
す
る
。

補
説
　
倒
幕
の
密
勅
と
見
合
わ
せ
沙
汰
書

　
一
八
六
七
年
一
〇
月
初
旬
、
薩
摩
藩
の
出
兵
の
遅
れ
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ

る
長
州
藩
の
出
兵
中
止
が
あ
り
、
倒
幕
派
の
失
機
圓
図
が
も
ち
あ
が
る
。
薩

長
両
藩
倒
幕
派
指
導
部
が
、
再
挙
を
期
し
て
、
挙
兵
の
「
白
紙
委
任
状
偏
と

し
て
倒
幕
の
密
勅
を
要
請
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
公
家
倒
幕
派
も
、
薩
長
を

挙
兵
計
画
に
つ
な
ぎ
止
め
よ
う
と
の
思
惑
で
、
密
勅
を
出
し
た
。

　
密
勅
交
付
の
｝
○
月
＝
二
日
、
慶
喜
が
大
政
奉
還
と
い
う
「
予
想
外
」
の

行
動
に
で
た
。
公
家
倒
幕
派
は
、
二
一
日
に
「
見
合
わ
せ
沙
汰
書
」
を
鐵
す
。

慶
喜
の
奉
還
の
「
真
意
」
を
見
き
わ
め
る
た
め
、
挙
兵
を
見
合
わ
せ
る
の
で

あ
る
。
密
勅
に
よ
っ
て
、
薩
摩
藩
は
兵
を
上
京
さ
せ
る
が
、
大
久
保
は
、

「
見
合
わ
せ
沙
汰
無
」
を
見
て
こ
れ
に
賛
同
し
、
ク
…
デ
タ
ー
計
颪
を
穏
和

な
も
の
に
変
え
、
御
所
を
占
拠
し
て
新
政
権
を
強
行
樹
立
す
る
に
と
ど
め
る
。

当
初
計
画
で
予
定
さ
れ
て
い
た
幕
府
側
へ
の
軍
事
的
先
制
攻
撃
は
と
り
や
め

ら
れ
た
。
慶
喜
の
大
政
奉
還
と
公
家
倒
幕
派
の
「
見
合
わ
せ
沙
汰
書
」
は
、

薩
鷹
倒
幕
派
の
挙
兵
計
画
を
、
大
政
奉
還
以
前
の
武
力
倒
幕
路
線
か
ら
、
奉

還
後
の
平
和
路
線
へ
と
か
え
た
の
で
あ
る
。

第
十
｝
章
　
王
政
復
古
政
府
の
展
開

　
王
政
復
古
政
府
成
立
の
は
じ
め
、
薩
摩
藩
倒
幕
派
は
、
慶
喜
に
対
す
る
処
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遇
な
ど
で
、
「
融
和
路
線
」
を
と
っ
て
い
た
。
辞
宮
納
地
受
け
入
れ
に
つ
い

て
「
楽
観
的
見
通
し
」
を
も
ち
、
江
戸
薩
摩
藩
邸
浪
士
部
隊
に
も
撹
乱
工
作

の
見
合
わ
せ
を
指
示
し
て
い
た
。
江
戸
薩
摩
藩
邸
焼
き
討
ち
事
件
も
、
通
説

と
は
違
っ
て
、
西
郷
に
は
予
定
外
の
、
不
本
意
な
事
件
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
二
月
二
四
日
の
朝
議
で
、
権
勢
を
保
っ
た
ま
ま
慶
喜
が
新
政

権
に
入
っ
て
く
る
可
能
性
が
た
か
ま
り
、
薩
摩
倒
幕
派
は
武
力
対
決
路
線
に

転
ず
る
。
王
政
復
古
政
府
の
政
治
構
造
は
、
理
念
と
し
て
は
、
天
皇
・
公
議

政
体
を
宣
言
し
て
い
た
。
し
か
し
現
実
は
、
岩
倉
ら
公
家
倒
幕
派
が
事
実
上

の
決
定
権
を
も
つ
～
種
の
「
公
家
政
権
」
が
実
体
で
あ
っ
た
。
一
部
の
中
下

級
公
卿
が
摂
関
を
排
し
て
「
幼
主
を
擁
し
て
」
権
力
を
に
ぎ
っ
た
も
の
で
あ

る
。　

新
政
権
に
対
し
て
、
公
議
政
体
派
の
諸
侯
も
協
力
的
で
は
な
く
、
徳
川
勢

力
が
最
大
の
割
拠
勢
力
と
な
り
、
多
く
の
藩
が
模
様
眺
め
を
し
て
お
り
、
王

政
復
古
政
権
は
、
「
最
弱
体
の
中
央
政
府
」
で
あ
っ
た
。

二

　
高
橋
氏
の
業
績
は
、
三
つ
の
柱
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
め
の
テ
ー
マ
は
、

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
開
国
論
か
ら
尊
王
擁
夷
論
へ
と
転
換
す
る
朝
廷

を
中
心
と
す
る
政
治
運
動
で
あ
り
、
二
つ
め
の
テ
ー
マ
は
、
第
四
章
か
ら
第

六
章
ま
で
の
薩
長
同
盟
前
後
の
薩
長
倒
幕
派
で
あ
る
。
三
つ
め
の
テ
ー
マ
は
、

第
七
章
か
ら
第
一
一
章
ま
で
の
大
政
奉
還
か
ら
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
に
い

た
る
政
治
変
革
で
あ
る
。

　
三
つ
の
柱
の
中
で
、
高
橋
氏
の
独
自
の
主
張
が
明
確
に
、
鮮
明
に
展
開
さ

れ
て
い
る
の
は
、
私
は
、
二
つ
め
と
三
つ
め
の
テ
ー
マ
と
思
う
。

　
二
つ
め
の
テ
ー
マ
は
、
タ
イ
ト
ル
を
「
薩
長
同
盟
前
後
」
と
で
も
で
き
る

も
の
で
、
分
析
に
す
ぐ
れ
た
切
れ
味
が
あ
る
。
薩
長
同
盟
の
成
立
時
期
を
、

通
説
よ
り
～
年
繰
り
上
げ
た
第
五
章
と
、
薩
摩
藩
（
西
郷
隆
盛
）
が
長
州
藩

に
幕
府
の
処
罰
を
受
け
い
れ
る
よ
う
に
説
得
す
る
盟
約
締
結
交
渉
を
分
析
し

て
、
薩
長
同
盟
が
「
内
乱
回
避
」
の
た
め
の
も
の
と
す
る
近
年
の
新
説
を
批

判
し
た
第
六
章
が
中
心
で
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
、
長
州
藩
木
戸
孝
允
の
強
硬
路
線
を
描
き
出
し
て
お
り
、
そ

れ
に
対
し
て
長
州
の
強
硬
路
線
に
留
保
を
つ
け
な
が
ら
、
妥
協
し
て
連
携
を

保
つ
薩
摩
藩
の
し
た
た
か
な
政
治
を
興
味
深
く
描
き
出
し
て
い
る
と
思
う
。

薩
摩
藩
が
長
州
藩
に
「
処
罰
を
受
け
ろ
」
と
い
う
、
普
通
で
あ
れ
ば
内
乱
回

避
と
し
か
思
え
な
い
局
面
展
開
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
長
州
藩
の
強
硬
路
線
を

逆
に
あ
ぶ
り
だ
し
て
行
く
手
際
が
見
事
で
あ
る
。
高
橋
氏
の
真
骨
頂
で
あ
り
、

構
成
と
分
析
の
深
さ
に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
第
五
章
に
つ
い
て
は
、
長
州
藩
主
父
子
の
書
簡
に
た
い
し
て
薩
摩
藩
側
の

公
式
見
解
は
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
同
盟
の
成
立
と
い
う
評
価
で
は

な
く
、
『
防
長
回
天
史
』
が
位
置
づ
け
た
よ
う
に
同
盟
へ
の
動
向
で
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
三
つ
目
の
テ
ー
マ
も
主
張
が
鮮
明
で
あ
る
。
従
来
の
通
説
に
対
す
る
大
胆
、

真
摯
な
挑
戦
で
あ
る
。
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
と
の
相
違
に
着
目
す
る
遠
山

茂
樹
氏
、
原
口
清
氏
ら
先
学
の
研
究
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
を
反
転
さ
せ
、
両

派
の
共
通
点
に
注
目
し
た
研
究
と
書
え
よ
う
。
近
年
の
家
近
良
樹
氏
ら
の
研

究
と
軌
跡
を
同
じ
く
す
る
、
通
説
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。

　
全
部
で
七
章
の
分
厚
い
分
析
を
読
ん
で
、
た
い
へ
ん
に
学
ん
だ
。
分
析
に

は
生
彩
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
意
外
な
事
実
を

数
多
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
失
礼
を
顧
み
ず
い
え
ば
、
と
て
も
お
も
し
ろ
く
、

し
か
も
今
後
の
研
究
史
を
ま
ち
が
い
な
く
切
り
開
い
た
も
の
と
言
え
る
。
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慶
喜
と
の
会
見
で
、
死
を
賭
し
て
暴
発
を
も
覚
悟
し
た
後
藤
象
二
郎
、

ク
ー
デ
タ
ー
前
夜
、
会
津
藩
や
桑
名
藩
の
保
守
派
を
身
近
に
お
い
て
そ
の
挙

兵
を
抑
え
た
慶
喜
、
当
初
の
先
制
奇
襲
を
中
止
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
を
平

和
的
な
も
の
に
構
想
し
な
お
す
大
久
保
利
通
た
ち
、
摂
関
の
い
な
く
な
っ
た

新
政
権
の
権
力
中
枢
部
を
、
幼
帝
を
擁
し
て
握
っ
て
し
ま
っ
た
一
握
り
の
中

下
級
公
卿
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
「
寝
業
師
」
、
「
優
柔
不
断
」
、
「
頑
強
」
、
「
逃
げ

腰
」
な
ど
と
い
う
従
来
、
通
俗
的
に
与
え
ら
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
く
つ
が

え
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

　
倒
幕
派
と
公
議
政
体
派
や
幕
府
が
、
新
政
府
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、

従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
以
上
に
お
互
い
に
拘
束
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
、
政

治
目
標
も
、
「
天
皇
・
公
議
政
体
」
の
樹
立
で
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、
高

橋
氏
を
は
じ
め
と
す
る
近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
の

明
治
維
新
政
治
史
研
究
を
変
え
て
ゆ
く
と
思
う
。
だ
が
、
疑
問
点
も
、
い
ま

だ
無
し
と
し
な
い
。

　
一
例
だ
け
述
べ
よ
う
。
本
書
、
四
九
八
頁
に
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
さ
れ
た
西

郷
隆
盛
の
書
簡
、
一
八
六
八
年
｝
月
一
日
、
江
戸
薩
摩
藩
邸
が
焼
き
討
ち
さ

れ
た
事
件
を
堅
地
（
鹿
児
島
）
の
蓑
田
伝
兵
衛
へ
知
ら
せ
る
長
文
書
状
の
扱

い
に
、
疑
問
を
感
じ
た
。

　
西
郷
は
、
焼
き
討
ち
に
「
大
に
驚
骸
」
、
「
残
念
千
万
扁
と
醤
い
、
江
戸
の

浪
士
隊
に
か
ね
て
自
重
を
命
じ
て
い
た
と
藩
地
の
蓑
田
に
報
ず
る
。
高
橋
氏

は
、
そ
れ
故
に
、
西
郷
の
江
戸
浪
士
隊
を
使
っ
た
幕
府
を
挑
発
す
る
工
作
は
、

事
実
で
な
い
と
す
る
。

　
通
説
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
も
の
だ
が
、
私
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
高
橋

氏
新
説
は
、
ま
だ
証
明
で
き
て
い
な
い
と
思
う
。
西
郷
は
、
氏
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
浪
士
の
江
戸
撹
乱
工
作
を
門
云
々
の
事
件
」
、
「
云
々
の

義
」
な
ど
と
符
帳
で
呼
ぶ
こ
と
ま
で
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
件
は
、
細
部

ま
で
予
定
ど
お
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
大
き
く
言
え
ば
、
ま
ち
が
い

な
く
西
郷
の
期
待
通
り
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
「
残
念
千
万
」
と
、
他
で
も

な
い
困
縁
の
久
光
近
臣
の
蓑
田
に
報
ず
る
西
郷
こ
そ
、
政
治
家
そ
の
も
の
、

そ
う
い
う
可
能
性
が
、
実
は
高
い
と
思
う
。
感
情
の
抑
え
き
ら
れ
た
こ
の
頃

の
西
郷
の
書
簡
を
読
む
と
、
江
戸
工
作
が
「
思
い
通
り
」
な
ど
と
い
う
、
う

か
つ
な
書
簡
を
送
る
訳
の
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
先
学
た
ち
は
、
そ
う

い
う
幾
多
の
修
羅
場
で
き
た
え
ら
れ
た
冷
静
な
西
郷
を
よ
く
と
ら
え
て
い
た

　
へ
　
　
　
　

と
田
侍
つ

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
点
を
の
こ
す
が
、
王
政
復
古
新
政
府
の
構
想
が
、
倒
幕

派
、
公
議
政
体
派
、
幕
府
（
徳
川
慶
喜
）
と
も
、
共
通
し
て
い
た
と
い
う
指

摘
に
つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
各
々
の
政
体
構
想
が
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
つ
か
の
点
で
気
付
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、

高
橋
氏
の
よ
う
に
共
通
性
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
～
個
の
研
究
テ
ー

マ
に
す
る
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
明
治
維
新
史
の
新
し
い

論
点
で
あ
る
。

　
近
世
史
の
政
治
の
「
近
代
前
夜
へ
の
成
熟
」
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
春
型
の

政
治
構
想
を
再
吟
味
す
る
こ
と
、
高
橋
氏
が
提
曇
口
し
た
テ
t
マ
を
、
新
し
い

明
治
維
新
史
と
し
て
価
値
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
必
要
だ
と
私
は

考
え
る
。

　
近
年
の
近
世
史
研
究
は
、
江
戸
社
会
の
政
治
構
造
の
固
有
の
シ
ス
テ
ム
を

次
第
に
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
欧
米
が
近
代
国
際
社
会
を
確
立
す
る
の
と

同
時
代
の
臼
本
は
、
政
治
構
造
を
停
滞
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
政
治
シ

ス
テ
ム
を
近
代
へ
向
か
っ
て
独
自
に
成
長
さ
せ
て
い
た
。

　
幕
府
天
保
改
革
の
退
場
の
あ
と
、
阿
部
政
権
時
代
の
雄
藩
協
調
政
治
は
、
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私
は
、
幕
府
の
崩
壊
へ
の
一
段
階
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
近

世
の
政
治
の
成
熟
が
、
倒
幕
派
、
公
議
政
体
派
、
幕
府
の
、
共
通
し
た
政
体

構
想
を
生
み
だ
す
基
盤
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
高
橋
氏
が
紹
介
さ
れ

た
よ
う
に
、
公
議
政
体
派
の
山
内
容
堂
や
倒
幕
派
の
大
久
保
利
通
は
、
天

皇
・
朝
廷
に
対
し
て
痛
烈
な
言
辞
を
あ
び
せ
た
。
そ
う
し
た
言
辞
は
、
共
和

制
の
主
張
に
は
至
っ
て
い
な
く
と
も
、
近
世
の
政
治
思
想
の
、
人
類
史
に
普

遍
的
な
、
あ
る
進
展
を
背
景
に
し
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
も
の
だ
と
思
う
。

幕
府
側
慶
喜
の
書
動
に
も
こ
う
し
た
面
は
お
お
い
に
在
る
。
そ
う
し
て
、
王

政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
七
〇
〇
年
つ
づ
い
た
摂
関
制
と
い
う
ア
ン
シ
ャ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
が
否
定
さ
れ
た
と
思
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
政
治
史
研
究
の
視
野
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
八
六
三
年
、
将
軍
家
茂
の
上
京
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

将
軍
が
上
京
す
る
時
、
英
仏
達
合
軍
が
太
平
天
国
軍
を
撃
破
し
て
お
り
（
全

面
鎮
圧
は
翌
年
だ
が
）
、
中
国
に
駐
留
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
大
艦
隊

が
、
ち
ょ
う
ど
横
浜
へ
入
港
し
て
き
た
。
そ
の
艦
列
が
入
港
す
る
報
を
受
け

な
が
ら
、
将
軍
は
、
陸
路
を
と
っ
て
南
夷
派
が
朝
廷
を
抑
え
た
京
都
へ
と
上

京
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
京
都
で
の
幕
府
の
外
交
問
題
を
め
ぐ
る
政
治

活
動
の
原
点
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
上
京
し
た
将
軍
側
の
政
治
活
動
は
、

従
来
、
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
大
局
を
言
え
ば
、
東
ア
ジ
ア

の
国
際
的
環
境
の
気
圧
配
置
の
変
動
と
日
本
の
政
治
史
が
達
任
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
高
橋
氏
は
、
そ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
環
境
と
い
う
観
点
に
、

ま
だ
踏
み
込
ま
な
い
ま
ま
研
究
の
中
断
を
や
む
な
く
さ
れ
た
。
後
進
が
受
け

継
ぐ
べ
き
研
究
課
題
だ
と
思
う
。

　
私
は
、
職
場
の
大
学
（
北
大
文
学
部
）
で
門
古
河
講
堂
「
旧
標
本
庫
」
人

骨
事
件
」
が
あ
り
、
調
査
委
員
と
し
て
、
甲
午
農
民
戦
争
を
弾
圧
し
た
日
本

軍
、
北
大
の
植
民
学
、
ひ
い
て
は
近
代
ア
イ
ヌ
民
族
史
な
ど
に
、
約
十
年
、

専
念
す
る
時
期
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
そ
の
悶
の
成
果
の
ほ
と
ん
ど

は
、
報
告
書
や
口
頭
の
研
究
報
告
で
、
無
署
名
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

ら
を
論
文
に
す
る
時
間
も
な
か
っ
た
。
韓
国
民
主
化
運
動
の
韓
勝
憲
弁
護
士

た
ち
と
の
、
甲
午
農
民
戦
争
地
方
指
導
者
の
「
遺
骨
」
返
還
に
発
す
る
出
会

い
に
つ
い
て
、
隅
世
界
』
六
九
三
号
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
に
記
し
た
）
。
明
治

維
新
史
研
究
に
復
帰
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
、
高
橋
氏
か
ら
て
い
ね
い
に

送
ら
れ
て
き
て
、
や
む
な
く
積
む
だ
け
に
し
て
い
た
論
文
抜
き
刷
り
を
～
気

に
読
ん
だ
。
そ
の
一
つ
が
「
文
久
二
年
の
政
治
過
程
」
上
・
下
（
本
書
第
二

章
・
第
三
章
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
右
に
あ
げ
た
高
橋
氏
の
三
つ
の
柱
の
一

つ
め
で
あ
る
。
一
読
し
て
、
驚
く
べ
く
豊
富
な
諸
史
料
を
あ
ら
た
に
掘
り
起

こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
高
橋
氏
が
、
天
皇
・
朝
廷
の
諸
史
料
を
、

率
直
な
、
リ
ベ
ラ
ル
な
観
点
で
分
析
し
て
い
る
こ
と
に
、
感
銘
を
受
け
た
の

だ
っ
た
。

　
実
は
、
高
橋
民
の
、
こ
の
一
つ
め
の
柱
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
う
し
て

あ
ら
た
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
氏
の
な
か
で
、
ま
だ
ま
と
ま
り
が
着
い
て
い

な
い
テ
ー
マ
だ
っ
た
は
ず
だ
と
私
は
思
う
。
要
約
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
孝

明
天
皇
の
評
価
に
も
小
さ
く
な
い
、
か
つ
説
明
さ
れ
て
い
な
い
プ
レ
が
認
め

ら
れ
る
。
よ
り
遅
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
第
二
章
や
第
三
章
で
は
、
孝
明
天

皇
の
未
熟
性
、
弱
体
性
や
動
揺
姓
な
ど
が
、
新
た
に
、
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
可
能
性
を
感

じ
さ
せ
て
、
光
彩
を
放
っ
て
お
り
、
そ
の
論
文
か
ら
新
し
い
研
究
の
た
め
の

示
唆
を
多
く
得
た
の
も
箏
実
で
あ
る
。
私
は
、
さ
っ
そ
く
高
橋
氏
に
便
り
を

書
き
、
こ
れ
ま
で
、
返
信
を
と
て
も
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
、
一

再
の
研
究
に
お
お
い
に
敬
意
を
感
じ
て
い
る
と
お
伝
え
し
た
。
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評書

　
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
、
も
う
高
橋
氏
の
病
気
は
す
で
に
深
刻
な
事
態
に
向
か

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
「
老
将
論
の
時
代
扁

（『

椏
s
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
撫
四
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
は
長
大
な
力

作
で
、
ま
さ
に
発
病
さ
れ
た
こ
ろ
書
か
れ
て
い
る
。
苦
闘
の
跡
が
、
と
く
に

論
文
の
後
半
の
随
所
に
う
か
が
え
る
。
ひ
と
つ
め
の
テ
ー
マ
の
一
堂
の
論
文

に
お
お
い
に
啓
発
さ
れ
た
私
は
、
高
橋
氏
の
一
連
の
仕
事
が
一
書
に
ま
と
め

ら
れ
る
と
実
に
あ
り
が
た
い
と
感
じ
て
い
た
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
本
書
で
総
説
に
置
か
れ
た
門
天
皇
と
「
公
議
」
を
め

ぐ
る
政
治
過
程
偏
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
率
直
に
い
っ
て
、
私
は
、
こ
の
論

文
は
、
よ
く
読
み
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
幕
末
維
新
の
重
層
す
る

政
治
史
の
展
開
を
、
天
皇
原
理
と
公
議
原
理
の
二
項
対
立
に
集
約
さ
せ
る
問

題
設
定
は
、
あ
ま
り
に
抽
象
度
が
高
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
幕
末
史
で
は
、
公

議
原
理
と
対
峠
す
る
の
は
、
本
源
的
に
将
軍
原
理
で
あ
り
、
天
皇
の
政
治
的

在
り
方
は
、
ま
だ
不
確
定
で
あ
り
、
変
動
的
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。
精
細
な

分
析
を
持
ち
味
と
す
る
高
橋
氏
に
し
て
は
、
論
旨
が
や
や
雑
ば
く
と
い
う
感

を
否
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
い
く
つ
か
の
中
間
的
な
整
理
が
必
要
で
あ
り
、
日
本
の
立
憲
制
成
立
を
見

通
す
の
で
あ
れ
ば
、
見
通
す
こ
と
が
必
要
だ
が
、
幕
末
史
は
、
た
と
え
ば
谷

山
正
道
氏
や
平
川
新
暦
、
藪
田
森
番
、
久
留
島
浩
氏
の
よ
う
な
民
衆
運
動
史

研
究
者
が
展
望
し
て
い
る
国
訴
や
郡
中
和
代
制
、
そ
し
て
県
会
の
成
立
史
な

ど
に
つ
な
が
る
議
論
を
視
野
の
な
か
に
必
ず
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。

　
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
私
見
で
あ
る
が
、
高
橋
氏
は
、
総
説
で
は
な
く
、

第
～
章
以
下
の
個
別
論
文
で
さ
れ
た
政
治
過
程
の
丹
念
な
実
証
の
展
開
こ
そ

が
、
氏
の
独
壇
場
で
あ
り
、
真
骨
頂
と
思
う
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
高
橋
氏
が
第
十
一
章
で
、
王
政
世
吉
政
権
の
権
力

の
実
体
を
、
政
治
的
に
未
熟
な
中
下
級
公
家
た
ち
が
担
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
新
し
い
指
摘
を
詳
し
く
展
開
さ
れ
た
の
も
、
い
か
に
も
高
橋
氏
ら
し
い
新

鮮
で
精
緻
な
史
料
の
読
み
込
み
で
、
私
は
、
全
面
的
に
教
え
ら
れ
、
示
唆
を

あ
た
え
ら
れ
た
。
氏
が
指
摘
す
る
、
王
政
復
古
政
府
に
お
け
る
新
権
力
の
、

ま
こ
と
に
貧
弱
な
実
体
で
あ
る
。
氏
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
最
弱
体
の
中
央

政
府
」
で
あ
る
。
理
念
の
議
論
を
す
る
前
に
、
実
体
の
解
明
が
ま
だ
ま
だ
必

要
と
い
う
こ
と
だ
と
あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
、
リ
ベ
ラ
ル
な

視
点
、
リ
ア
ル
な
考
察
法
に
お
い
て
、
高
橋
氏
は
、
抜
き
ん
出
て
い
た
と
感

ず
る
。

　
序
文
を
記
さ
れ
た
松
尾
尊
禿
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
高
橋
秀
直
氏
が
、

比
肩
す
る
概
究
者
が
い
な
い
ほ
ど
の
業
績
を
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
っ
た

く
同
感
で
あ
り
、
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
高
橋
氏
は
、
本
書

以
外
に
定
評
の
あ
る
大
著
『
日
清
戦
争
へ
の
道
』
（
東
京
創
元
社
、
一
九
九

五
年
）
ほ
か
一
連
の
仕
事
も
な
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
文
中
、
失
礼
な

点
が
あ
れ
ば
ど
う
か
寛
恕
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
膨
大
な
史
料
群
と
見
事
に

格
闘
し
つ
づ
け
ら
れ
た
高
橋
氏
を
偲
び
つ
つ
、
高
橋
氏
か
ら
学
ん
だ
こ
と
に

心
か
ら
敬
意
と
感
謝
を
申
し
あ
げ
て
、
私
の
あ
ま
り
に
も
拙
い
筆
を
置
き
た

い
。

　
（
A
5
判
　
五
五
三
頁
　
二
〇
〇
七
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
弘
文
館
　
　
一
二
〇
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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