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一
丁
誓
一
馨
き
護
饗
・
一

明
治
略
期
東
都
経
濟
・
更
、

奪
　
尾
　
巌
　
自
著
．

　
纒
濟
史
の
研
究
が
鏡
意
鵜
製
し
て
來
た
亀
の
に
略
書
、
地
方
史
な
る
も
の

の
慶
汎
な
領
域
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
書
棚
史
の
研
究
は
助
塵
に
於
て
最
も
稔

り
多
き
牧
盤
の
大
き
な
部
分
を
乎
に
納
め
た
の
で
あ
る
。
從
來
地
方
史
家
と

繕
せ
ら
れ
た
人
々
の
局
地
的
な
感
情
を
疋
愚
な
畢
問
的
寂
黙
に
ま
で
高
め
、

美
里
か
ら
悲
し
い
鷺
本
の
簾
史
を
再
構
成
せ
ん
と
す
る
記
し
い
努
力
に
醸
し

て
は
何
人
と
難
も
襟
を
正
し
て
饗
せ
ざ
る
を
徳
な
い
で
あ
ら
う
。

　
明
治
初
期
京
都
纏
濟
史
は
蒋
旛
、
軽
羅
宏
二
氏
が
馬
桶
十
年
閣
に
亘
っ
て

折
に
ふ
れ
、
時
に
ふ
れ
て
研
究
獲
表
し
て
來
ら
れ
た
冊
究
論
集
で
あ
る
。
い

玄
、
そ
の
内
容
を
概
毒
す
れ
ば
、
一
、
明
治
維
新
を
育
威
せ
る
入
食
。
二
、

京
都
府
の
糊
業
資
金
特
に
藻
業
基
立
金
博
善
業
基
立
金
の
研
究
。
薫
、
太
政

ぬ
冨
札
の
洗
通
と
京
都
尉
の
銭
札
。
，
閥
、
京
都
の
市
中
馬
鞭
。
認
、
京
都
麿
の

瀧
倉
〇
六
、
京
都
讐
伏
見
製
作
所
。
七
、
山
門
領
花
ケ
谷
の
探
鑛
閻
題
◎

八
、
京
都
府
小
蔭
校
の
建
蕾
維
持
に
就
い
て
。
九
、
京
都
麿
小
指
校
會
赦
の

仕
法
に
就
い
て
。
十
、
京
無
糖
小
男
校
會
斌
の
難
業
に
就
い
て
。
十
一
、
窟

津
閥
琵
琶
湖
疏
水
無
難
の
計
霊
　
　
明
治
五
年
の
計
磁
を
中
心
と
し
て
。
十

二
、
交
久
二
年
・
の
疏
水
上
戸
激
燃
計
矯
〇
十
　
二
、
京
津
閤
琵
慨
備
湖
疏
水
開
…
難
計
識

の
性
絡
…
　
丈
久
三
年
の
新
史
料
に
翻
…
聯
し
て
。
十
鰯
、
外
國
資
本
に
よ
る

琵
琶
湖
疏
水
擁
難
…
の
計
譜
。
十
薫
、
京
榔
の
蹴
人
紐
に
就
い
て
。
十
六
、
京

都
府
に
於
け
る
議
事
表
。
十
重
、
明
治
籔
京
都
の
概
碕
よ
り
威
っ
て
み
る
。

既
の
十
七
の
項
羅
よ
り
見
ら
れ
る
通
り
木
書
は
晒
治
初
期
に
於
け
る
京
都
の

貢
要
な
問
題
の
殆
ど
総
て
を
綱
嘱
し
、
轄
換
期
に
於
け
る
榔
市
の
實
紹
を
よ

く
物
語
っ
て
み
る
。
わ
れ
わ
れ
は
此
れ
に
よ
っ
て
確
か
に
特
殊
な
過
程
を
辿

っ
て
近
代
都
市
に
成
長
し
つ
」
あ
っ
た
京
都
を
そ
の
入
と
物
と
の
二
つ
の
方

面
か
ら
理
解
出
御
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
新
に
書
き
下
さ
れ
た
二
つ
の
論

文
、
即
ち
稼
章
と
な
る
明
治
維
新
を
育
威
せ
る
入
々
．
及
び
巻
末
、
明
治
新
京

都
の
概
説
に
断
て
示
さ
れ
た
蔚
者
の
抱
負
で
も
あ
る
。

　
著
者
は
先
づ
、
明
治
新
京
都
を
育
威
し
た
、
力
と
智
と
腕
と
し
て
描
村
銀

巌
、
山
本
畳
馬
、
明
屑
博
高
の
三
入
を
あ
げ
、
賜
れ
を
後
援
す
る
も
の
と
し

て
木
戸
孝
允
を
述
べ
て
み
る
。
夕
雲
、
明
治
の
建
設
期
に
常
っ
て
從
横
の
腕

を
揮
っ
た
此
れ
等
の
人
々
の
地
位
は
歴
史
上
、
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ

ら
う
。
し
か
し
碧
奢
が
最
も
力
を
注
い
だ
ど
思
は
れ
る
の
は
京
榔
小
紅
鱒
會

馳
及
び
琵
琶
湖
疏
水
の
問
題
で
あ
み
。
前
陳
に
於
て
は
全
國
に
先
ん
じ
て
蔚

手
さ
れ
た
小
寒
校
設
立
の
問
題
を
其
の
駄
會
的
な
意
義
と
舞
濟
的
な
維
持
紹

髄
の
両
よ
り
考
察
し
、
財
政
的
な
失
敗
よ
り
終
に
絡
末
に
証
る
…
過
程
が
麹
ら

れ
て
る
る
。
ま
た
後
者
に
於
て
は
騰
木
土
木
階
上
に
あ
っ
て
最
も
諒
し
い
業

蹟
を
遣
し
た
琵
琶
湖
疏
水
の
計
讃
を
古
く
幕
末
に
湖
っ
て
問
題
の
贋
在
を
萌

ら
か
に
し
、
此
れ
を
火
津
と
京
犠
と
の
爾
都
市
…
閲
に
於
け
る
緬
濟
的
な
依
存

…
關
係
か
ら
説
い
て
、
更
に
明
治
職
年
に
及
び
、
既
慮
に
明
治
十
瞬
年
の
北
垣

國
道
に
よ
る
計
聯
碁
行
の
早
取
係
を
論
か
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
◎
特
に
琵

琶
湖
疏
水
の
野
山
は
蔚
渚
が
昭
和
十
六
ハ
七
の
翌
年
度
に
亘
っ
て
交
部
省
精

（　・11‘1　）



瀞
科
學
研
究
奨
…
糊
金
を
峯
附
さ
れ
た
研
究
だ
げ
に
史
料
の
探
究
も
凡
ゆ
る
方

画
に
亘
り
、
考
察
の
精
確
、
説
述
の
詳
細
、
後
難
を
籍
す
る
と
こ
ろ
多
大
な

る
も
の
が
あ
る
。

　
た
蛭
、
窟
都
緯
濟
・
災
の
呼
名
よ
り
し
て
、
以
上
の
外
に
無
人
の
潔
く
教
へ

を
求
め
た
い
の
は
古
き
東
郡
の
新
し
き
詩
業
都
市
へ
の
蝉
腕
の
過
程
で
あ
っ

た
。
京
都
は
古
く
も
酋
陣
を
有
し
箪
な
る
強
…
費
都
市
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ

る
。
明
治
初
年
、
酋
陣
の
持
っ
て
る
た
三
業
上
の
地
伎
は
恐
ら
く
一
本
的
…
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
銀
都
府
の
薙
蓬
興
業
政
策
も
既
れ
を
垂
心
と
し
て
行
は
れ

た
こ
と
は
本
書
に
目
見
し
て
み
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
箪
に
政
策
的
な
圃
か

ら
で
な
く
、
生
還
そ
の
も
の
」
両
か
ら
新
し
い
京
都
の
内
生
が
敏
へ
ら
れ
て

欲
し
か
っ
た
。
事
費
、
此
う
し
た
問
懸
に
答
へ
て
戴
く
に
は
碧
謎
は
恰
好
な

人
で
あ
る
か
ら
。

　
と
ま
れ
、
五
百
七
十
野
晒
の
大
作
，
史
料
難
富
に
し
て
考
謹
精
緻
、
在
佐

十
七
年
ひ
た
す
ら
遷
都
へ
の
患
慕
の
情
を
特
ち
穿
け
た
（
序
文
よ
り
）
碧
者
に

し
て
確
に
此
の
藷
あ
り
の
感
が
潔
い
○
碧
嚢
は
円
下
、
京
都
市
史
編
纂
の
任

に
あ
り
明
治
初
期
寡
糀
…
輝
濟
史
の
薫
習
的
な
綜
合
的
な
妻
事
に
從
蟻
さ
籍

み
る
と
聞
く
が
、
か
」
る
精
緻
な
研
究
の
上
に
立
っ
た
新
し
い
勢
作
こ
そ
吾

入
の
期
待
し
て
止
ま
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
◎
　
（
A
5
版
・
、
灘
七
八
頁
・
大
雅

搬｛

ｻ一

E
六
間
隅
命
拾
七
｛
鞍
）
、
（
奈
艮
木
戸
也
）

上
代
の
土
地
關
係

溝
　
水
　
三
　
鍔
著

　
最
近
に
於
け
る
上
代
史
の
研
究
は
、
特
に
家
族
と
粒
落
を
め
ぐ
る
諸
問
題

に
訂
し
て
、
東
灘
の
灘
虚
構
徒
た
る
石
母
田
蕉
・
藤
聞
生
大
氏
ら
の
努
力
に

よ
、
り
、
解
し
い
蓬
歩
を
示
し
て
き
た
が
、
木
彫
は
主
と
し
て
中
世
轡
落
の
研

介

究
に
精
蓬
さ
れ
た
薫
奢
が
、
こ
の
石
愚
乱
民
ら
の
相
つ
ぐ
ま
じ
め
な
研
究
に

鰯
獲
ざ
れ
て
、
自
己
の
篠
か
れ
る
奈
良
時
代
土
地
關
係
に
閲
…
す
る
見
解
を
ま

と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
爾
氏
ら
が
一
中
心
問
題
に
鋤

す
る
薪
見
解
を
提
示
す
る
に
急
で
あ
っ
て
、
稽
も
す
る
と
そ
の
反
面
に
鋤
す

る
省
察
や
よ
り
廣
い
立
場
へ
の
立
脚
を
忘
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
へ
、

こ
の
臓
に
特
に
留
意
し
つ
㌧
正
し
い
土
地
制
度
の
理
解
に
協
力
し
よ
う
と
さ

れ
て
み
る
。

　
先
づ
「
第
一
斑
園
口
授
法
の
引
書
に
つ
い
て
扁
に
於
い
て
、
こ
の
法
は
螂
戸

軍
戸
に
行
は
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
租
庸
調
負
撚
の
責
任
翠
位
で

あ
っ
て
當
隠
の
農
業
羅
醤
の
基
本
蹴
位
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
獣
設
を
反

駁
さ
れ
、
輝
戸
の
内
部
に
獲
生
し
た
厨
戸
が
墾
田
を
濁
立
維
螢
せ
る
諸
鋼
を

禦
げ
、
當
時
の
隠
家
纏
濟
を
支
へ
た
も
の
は
、
奴
鯨
や
浪
入
を
か
．
」
え
う
る

郷
戸
主
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
奴
碑
を
持
ち
鴛
ず
家
族
員
煽
同
が
刻
苦
精
鋤

し
た
如
き
郷
戸
．
房
戸
が
そ
の
巾
心
を
な
し
売
こ
と
を
論
か
れ
た
。
墾
例
が

蝋
々
適
切
で
あ
る
な
か
に
も
、
上
代
の
戸
籍
計
帳
に
見
ゆ
る
「
逃
」
を
戸
口

の
洗
浪
で
は
な
く
し
て
郷
戸
の
分
裂
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
な
ど
至
妙
と

歎
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
』
、
第
二
戴
園
捌
と
律
令
・
制
の
關
係
」
に
於
い
て
は
、

先
づ
戴
園
の
木
質
が
不
翰
不
入
と
い
ふ
形
式
の
成
立
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

山
車
領
主
と
蕪
罠
の
聞
に
成
立
し
た
私
酌
な
結
合
繭
係
に
お
る
こ
と
を
力
設

し
、
次
に
蕪
襲
の
難
令
的
負
櫓
騰
係
は
そ
の
ま
藻
蕪
辻
三
係
に
持
越
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
蓮
べ
て
從
來
の
如
き
欝
欝
の
公
式
を
二
言
さ
れ
、
か
く
て
蕪

園
悪
習
は
公
的
關
係
か
ら
腕
潤
せ
ん
と
す
る
私
酌
雛
係
で
は
あ
る
が
、
我
國

に
於
い
て
は
決
し
て
國
家
樫
力
か
ら
離
反
し
た
の
で
に
な
く
、
岡
樫
力
の
下
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