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戦
後
に
お
け
る
明
治
維
漸
史
研
究
の
冒
ざ
ま
し
い
発
展
は
、
今
更
強
調
す
る

必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
国
体
史
観
の
枠
を
は
ね
の
け
て
樹
立
さ
れ

た
新
し
い
維
新
史
像
は
、
日
本
史
の
他
の
分
野
に
は
見
ら
れ
な
い
浩
薪
な
も
の

で
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
す
で
に
、
戦
後
の
飛
躍
約
な
発
展
を
み
せ
た
時
期
か

ら
十
年
の
歳
月
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
間
維
新
史
研
究
の
前
提
に
な
る
基
礎
過

程
の
分
析
に
関
し
て
は
、
個
崩
的
に
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
密
度
の
濃
い
分
賦

が
進
め
ら
れ
て
ぎ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
各
藩
毎
に
維
新
へ
の
政
治
過
程
を
分
新

し
た
か
な
り
の
論
稿
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後

樹
立
さ
れ
た
維
漸
史
像
に
た
い
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
修
正
が
要
請
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
維
新
史
像
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
り
、
そ

れ
に
代
る
よ
り
新
し
い
維
新
史
像
を
描
き
上
げ
る
段
階
に
ま
で
は
立
至
っ
て
い

な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
維
薪
期
の
政
治
状
勢
を
対
象
と
し
な
が
ら
研
究

を
す
す
め
て
こ
ら
れ
た
大
江
志
乃
夫
氏
が
、
今
ま
で
の
研
究
成
果
を
『
明
治
濁

家
の
成
立
』
と
題
す
る
本
書
に
総
据
さ
れ
た
こ
と
は
、
非
常
に
意
味
が
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
書
が
現
在
ま
で
に
書
す
す
め
て

こ
ら
れ
た
簡
別
論
文
の
集
成
、
単
な
る
黒
田
集
で
は
な
く
て
、
「
つ
の
統
「
的

な
分
析
視
角
に
よ
っ
て
再
講
成
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
眠
し
い
維
新
史
像
が
体
系

的
に
嬬
き
だ
さ
れ
た
著
書
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本

書
が
こ
の
よ
う
な
形
で
、
あ
る
い
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
時
期
に
公
に
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
求
め
る
と
求
め
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
よ
う
な
重
要
な
任

務
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
戦
後
目
ざ
ま
し
い
発
農
を
と
げ
た
歴
史
学
に
、
混
迷
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
す

で
に
か
な
り
の
年
月
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
闇
実
証
的
傾
向
が
深
め
ら
れ
た
こ

と
は
、
至
極
当
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
歴
史
学
の
任
務
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
歴
史
学
の
薪
し
い
方
法
論
上
の
発
展
が
求
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
歳
近
の
歴
史
学
の
傾
向
は
、
そ
の
た

め
の
努
力
が
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
混
迷
以
前
の
歴
史
学
の
も
つ
論
理

的
矛
盾
を
の
み
指
摘
し
、
そ
の
論
理
の
斉
合
性
を
の
み
追
求
す
る
傾
向
が
か
な

り
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
大
江
氏
が
本
書
な
公
に
す
る
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
課

題
は
、
こ
う
し
た
傾
向
へ
の
反
批
判
で
あ
っ
た
。
維
新
史
研
究
に
明
し
て
も
、

単
な
る
実
証
的
な
批
判
、
あ
る
い
は
形
式
論
理
的
な
批
判
だ
け
で
は
、
従
来
の

主
流
的
な
維
新
論
を
克
服
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
大
江

矯
の
本
書
に
お
け
る
任
務
は
、
以
上
の
よ
う
な
混
迷
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
り
、

よ
り
新
し
い
維
新
史
像
を
体
系
酌
な
も
の
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
三
三
の
務
め
は
、
そ
の
あ
り
方
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
○

　
そ
こ
で
最
初
に
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
は
じ
め
に
、
経
済
史
的
前
提
で
は
、
絶
対
主
義
の
成
立
と
し
て
の
明
治
維

新
を
客
観
的
に
必
然
な
ら
し
め
る
経
済
的
背
景
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は

“
国
内
市
場
の
下
か
ら
の
形
成
”
が
、
農
罠
的
商
品
生
産
の
一
定
程
度
の
成
長
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評書

を
前
提
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
性
を
み
せ
な
が
ら
も
、
だ
か
ら
従
来
の
幕

藩
体
制
的
流
通
機
溝
を
破
綻
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
発
展
に
一
定
の
限
界
が
あ

っ
た
た
め
、
国
内
市
場
の
上
か
ら
の
統
一
支
配
に
逆
転
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う

論
理
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
特
権
商
人
資
本
の
〃
質
的
転
化
”
は
見
逃
が

せ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
た
の
が
嘉
永
の
株
仲
闘
再
興

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
明
治
維
薪
の
経
済
過
程
を
、
国

内
粥
柱
の
〃
上
か
ら
”
の
統
一
支
配
の
過
程
と
し
て
掘
握
す
る
の
で
あ
る
。

　
つ
づ
く
第
一
章
、
明
治
維
新
の
成
立
　
で
は
、
は
じ
め
の
節
で
倒
幕
運
動
の

展
閥
を
分
析
す
る
が
、
そ
こ
で
は
天
保
期
の
改
革
派
、
安
政
一
襲
久
隆
の
尊
嬢

派
、
元
治
以
降
の
倒
避
寒
を
、
従
来
の
よ
う
に
直
接
的
な
発
展
過
程
に
お
い
て

理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、
段
階
的
に
区
別
し
て
く
る
。
と
り
わ
け
倒
幕
派
の

経
済
綱
領
に
国
内
市
場
の
上
か
ら
の
統
一
支
配
を
冤
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
段
階
的
な
把
握
を
明
瞭
な
も
の
と
し
て
い
る
。
あ
と
の
節
で
は
、
成
立
し
た

ば
か
り
の
明
治
国
家
を
、
倒
幕
派
ラ
イ
ン
に
つ
な
が
る
大
久
保
・
木
戸
ラ
イ
ン

と
西
郷
・
板
壇
ラ
イ
ン
に
つ
な
が
る
不
平
士
族
の
対
立
に
お
い
て
分
析
し
て
い

る
。

　
第
二
章
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
治
勢
力
の
形
成
　
は
、
ま
ず
〃
地
方
艮
会
論
”
に

嶽
農
層
の
政
治
思
想
を
見
出
し
、
彼
ら
の
政
治
行
動
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
草
命
運
動

の
端
緒
を
設
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
民
会
論
は
、
地
方
的
な
限
界
を
も
つ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
農
罠
一
揆
と
り
わ
け
地
租
改
正
反
対
一
揆
を
媒
介
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
会
開
設
運
動
と
し
て
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
組
織
を
も

つ
自
由
民
権
運
動
へ
と
発
展
す
る
と
規
定
し
た
。
つ
づ
い
て
地
租
改
正
反
対
】

揆
の
典
型
で
あ
る
伊
勢
暴
動
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
の
自
由
疑
権
運
動
が
も
つ

ブ
ル
ジ
翼
ア
革
命
運
動
と
し
て
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
一
揆
に
お
い
て
は
、
農
罠
内
部
の
矛
盾
も
存
在
す
る
が
、
主
要
な
も

の
は
〃
農
民
暦
全
体
と
政
府
蛙
掛
で
あ
る
と
規
定
し
、
そ
の
矛
盾
関
係
を
〃
私

有
”
旧
史
と
地
代
収
取
権
者
と
の
関
係
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

〃
私
有
”
権
と
は
、
政
府
が
地
代
収
取
権
藩
と
し
て
の
権
利
を
留
保
す
る
た
め
、

〃
ま
っ
た
き
私
有
”
で
は
な
く
、
従
っ
て
〃
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
権
”
で
は
な

い
と
説
明
す
る
。
地
租
改
正
後
の
“
私
有
”
権
を
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
明
治
政
府
と
隠
蟹
層
以
下
の
農
民
と
の
階
級
対
立
、
す
な
わ
ち

民
権
運
動
に
お
け
る
主
要
矛
盾
を
、
絶
対
主
義
に
た
い
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級

の
対
立
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
こ
う
し
て
最
後
の
　
第
三
章
、
革
命
的
状
勢
の
展
開
と
明
治
絶
対
主
義
　
に

お
い
て
は
、
右
に
紹
介
し
た
階
級
配
当
論
の
上
に
た
っ
て
明
治
十
年
以
降
全
国

的
に
昂
揚
す
る
民
権
運
動
を
ブ
ル
ジ
冠
ア
革
命
運
動
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
具

体
的
な
過
程
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
こ
の
よ
う
な
革
命
運
動
の
展
開
に

た
い
す
る
絶
対
主
義
政
府
の
対
応
が
、
明
治
十
四
年
の
政
変
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
政
変
の
意
義
を
分
析
さ
れ
る
。
こ
の
政
変
の
意
義
は
、
維
新
以
来
の
主
流

を
な
し
て
き
た
“
大
久
保
・
大
隈
体
制
”
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
“
真

の
継
承
者
”
と
な
る
伊
藤
・
松
方
体
制
の
成
立
に
あ
る
と
す
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
十
四
年
以
前
の
商
人
資
本
の
た
め
の
大
隈
財
政
に
た
い
し
て
、
産
業
資
本

の
た
め
の
松
方
財
政
が
成
立
し
た
と
し
て
、
そ
こ
に
重
要
性
を
見
出
だ
す
の
で

あ
る
。

　
大
江
氏
は
い
う
。
明
治
絶
対
主
義
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
挫
折
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
　
「
そ
の
固
有
の
階
級
酌
基
盤
を
ブ
ル
ジ

ョ
ア
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
霞
己
膚
身
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
切
り
売
り
し

は
じ
め
る
そ
の
最
初
の
、
そ
し
て
決
定
的
な
こ
こ
ろ
み
」
　
（
本
轡
三
五
二
頁
）
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を
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
大
江
氏
の
本
書
に
お
け
る
結
論
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
0

　
大
江
氏
の
明
治
維
新
は
、
以
上
の
よ
う
な
結
論
で
も
つ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
分
る
よ
る
に
、
大
江
氏
の
維
新
史
書
は
、
従
来
の
主
流
的
な
維
新

史
像
と
は
、
か
な
り
そ
の
様
網
が
異
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
根
違
を
整

理
し
な
が
ら
、
大
江
氏
の
新
し
い
維
新
論
に
私
な
り
の
感
想
を
の
べ
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
注
翔
さ
れ
る
の
は
、
明
治
十
四
年
政
変
を
維
新
の
終
期
に
も
っ

て
き
た
点
で
あ
る
。
大
江
氏
は
、
明
治
維
新
が
絶
対
主
嚢
の
成
立
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
同
時
に
日
本
資
本
主
義
成
立
売
の
第
一
頁
と
な
っ
た
の

は
何
故
か
と
い
う
点
を
、
本
書
の
最
大
の
課
題
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

（
山
妻
稿
「
明
治
維
薪
史
に
つ
い
て
の
若
干
の
試
論
」
　
『
歴
史
学
研
究
』
二
三

五
琴
参
照
）
、
こ
う
し
た
課
題
の
設
定
が
、
維
新
の
終
期
に
つ
い
て
の
考
え
方

を
し
て
右
の
よ
う
な
も
の
た
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る

明
治
維
新
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
廿
卑
ム
叩
運
動
的
…
性
格
｝
を
も
つ
民
権
運
動
と
を
統
一
酌
に

掘
回
す
る
分
析
視
角
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
の
国
家
が
、
幕

藩
体
翻
を
否
定
す
る
と
共
に
近
代
資
本
主
義
國
家
を
強
行
的
に
創
出
し
て
い
く

過
渡
的
権
力
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
明
治

維
新
－
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
の
批
判
を
通
じ
て
講
座
派
理
論
を
修
正
し
よ
う
と

す
る
氏
の
意
図
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、

本
書
が
は
じ
め
て
で
は
な
く
、
す
で
に
堀
江
英
一
氏
が
『
明
治
維
新
の
社
会
構

造
』
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
も
の
を
、
発
展
約
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

　
で
は
氏
の
こ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
明
治
史
に
関
し
て
は
全

・
く
不
案
内
で
あ
る
た
め
、
正
確
な
判
断
が
下
ぜ
な
い
の
で
あ
る
が
、
明
治
絶
対

主
義
の
変
質
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
民
権
運
動
の
品
揚
の
過
程
の
分
析
は
、
か
な

り
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
十
四
年
政
変
を
も
つ
て
終
期
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
課
題
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
明
治
憲
法
体
量
の

成
立
期
を
も
つ
て
終
期
と
す
る
が
蕉
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大
久

保
・
大
隈
体
制
か
ら
伊
藤
∴
松
方
体
制
へ
の
変
質
過
程
は
、
十
四
年
か
ら
二
十

二
・
三
年
ま
で
の
幅
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
四
年
以
降
の
民
権
運
動

の
分
裂
・
激
化
の
諸
事
件
が
、
変
質
過
程
に
あ
た
え
た
影
響
は
不
問
に
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
伊
藤
・
松
方
体
制
が
い
か
な
る
形
で
構
築
さ
れ
て
い

く
か
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
変
質
過
程
を
あ
き
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
本
書
の
第
二
章
以
下
の
分
析
が
、

国
象
体
制
自
体
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
反
体
制
側
の
問
題
に
主
と
し
て
頁
数

が
捌
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
関
係
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
研
究
史
の

・
状
況
に
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
江
氏
の
み
の
責
任
で
は
な
い
の
で
あ

る
が
。

　
次
に
維
新
の
成
立
期
の
問
題
に
移
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
第
二
章
以
下
で
は
農
罠

酌
勢
力
が
主
役
と
な
っ
て
い
た
の
に
、
こ
こ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
一
章
は
逆
に
農
民
は
完
全
に
鋳
役
に
お
し
や
ら
れ
支
配
看
が
輩
役
に
の
し
上

っ
て
き
て
い
る
。
従
来
の
主
流
的
な
維
新
論
と
の
相
即
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
後
の
維
新
論
の
発
展
が
、
戦
前
に
お
い
て
は
ほ

と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
照
会
の
基
底
的
勢
力
に
ま
で
分
析
を
掘
下
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
む
し
ろ
逆
行
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　
大
江
氏
は
維
薪
の
成
立
期
に
、
改
革
運
動
・
尊
撰
運
動
・
倒
幕
運
動
の
三
段
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評霧

．
階
を
区
分
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
も
何
度
か
論
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
の
で

大
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
段
階
区
分
の
意
義
づ
け
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
．

な
い
。
こ
の
王
段
階
の
質
陶
相
違
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
主
流
的

な
維
新
論
と
の
栂
違
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
大
江
氏
の
ご
と
く
意
義

づ
け
る
と
な
る
と
、
従
来
の
主
流
的
な
維
新
論
の
果
し
た
前
進
醜
な
役
割
を
頭

か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
今
少
し

く
わ
し
く
論
じ
よ
う
。

　
ま
ず
改
革
運
動
と
尊
嬢
運
動
と
の
区
別
の
問
題
で
あ
る
。
大
江
氏
は
前
者
を

天
保
期
、
後
者
を
安
政
－
文
久
期
の
運
動
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
問

題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
江
氏
は
、
安
政
改
革
を
尊
撲
運
動
の
一
環
と
し
て
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
天
保
改
革
と
安
政
改
革
と
の
間
に
は
、
非

常
な
根
違
が
あ
る
。
前
者
が
封
建
復
古
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
が
む

し
ろ
重
商
主
義
的
傾
向
が
み
ら
れ
6
こ
と
は
、
主
流
的
見
解
へ
の
批
判
と
し
て

従
来
か
ら
論
ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
の
主
張
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
政
改
革
を
主
導
し
た
勢
力
を
、
尊
懐
派
で
あ
る
と

規
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
安
政
改
革
を
主
導
し
た
勢
力
は
、
天
保

改
革
を
主
導
し
た
勢
力
と
系
譜
約
に
も
つ
な
が
る
い
わ
ゆ
る
改
革
派
で
あ
る
こ

と
は
、
氏
が
援
用
す
る
田
中
彰
氏
の
長
州
藩
の
研
究
（
算
氏
稿
「
討
幕
派
の
形

成
過
程
」
『
歴
史
学
研
究
』
二
〇
五
号
）
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
琳
実
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
そ
の
他
の
藩
に
お
い
て
も
同
様
に
実
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
大
江
氏
の
こ
の
見
解
は
、
維
新
の
当
事
転
た
ち
が
、
維
新
の
変
革
は
「
癸

丑
（
ペ
リ
来
航
）
・
戊
午
（
安
政
の
大
獄
）
以
来
扁
で
あ
る
と
実
感
を
こ
め
て

語
る
言
葉
と
も
矛
盾
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
豆
煎
運
動
が
展
開
す
る
の
は
、
ペ

リ
ー
来
航
か
ら
で
は
あ
る
が
、
政
治
の
表
面
に
大
き
く
立
現
わ
れ
た
の
は
、
ま

さ
に
安
政
の
大
獄
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
の
定
説
で
あ
り
、

前
掲
の
田
中
論
文
に
お
い
て
も
実
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
ま
た
他

の
藩
に
お
い
て
も
同
様
に
あ
き
ら
か
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

旺
私
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
幕
藩
領
主
曲
立
場

を
固
守
し
な
が
ら
も
、
改
革
の
可
能
性
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
追
求
し
て

い
く
、
支
配
者
内
部
の
も
っ
と
も
有
能
か
つ
改
良
的
な
分
子
、
す
な
わ
ち
改
革

派
の
可
能
性
を
の
み
問
題
に
し
ょ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と

を
通
じ
て
、
こ
の
改
革
派
の
路
線
に
も
対
決
し
て
く
る
尊
叢
派
の
階
級
酌
性
格

を
よ
り
明
瞭
に
し
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
維
新
の
経
済
過
程
に
関
す

る
大
江
氏
の
見
解
を
も
問
題
に
し
ょ
う
と
い
5
の
で
あ
る
。
前
者
の
問
題
に
関

し
て
は
、
氏
を
め
ぐ
る
横
井
小
楠
論
争
を
も
共
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
紙
数
の
関
係
上
こ
こ
で
は
一
応
省
略
し
、
直
ち
に
後
者
の
問
題
に
移

ろ
5
。

　
大
江
氏
の
以
上
の
晃
解
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
主
流
的
見
解
が
高
く
評
価
し

て
き
た
農
民
的
勢
力
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
之
の
こ
と
は
大

江
氏
の
経
済
過
程
の
分
析
視
角
に
起
困
も
て
い
る
と
考
え
る
。
氏
は
絶
紺
主
義

へ
の
経
済
過
程
の
起
点
を
、
上
か
ら
の
国
内
市
場
統
一
支
配
と
い
う
方
向
が
優

位
を
確
立
し
た
時
期
に
求
め
、
そ
れ
を
具
体
酌
に
は
嘉
永
の
株
仲
闘
再
興
で
あ

る
と
し
、
さ
ら
に
地
主
的
土
地
所
有
が
こ
れ
に
相
応
す
る
土
地
所
有
の
形
態
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
保

期
の
土
地
政
策
と
地
租
改
正
に
み
ら
れ
る
土
地
政
策
に
お
い
て
、
非
常
に
大
き

な
差
違
が
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
前
者
は
、
封
建
約
土

地
所
有
の
再
強
化
と
農
民
的
土
地
所
有
（
地
主
的
土
地
所
有
を
も
含
め
て
）
の

前
進
を
否
定
す
る
方
向
を
も
つ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
、
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い
ろ
い
ろ
な
限
界
は
あ
れ
前
者
と
は
逆
の
方
向
、
曲
り
な
り
に
も
農
民
的
土
地

所
有
を
前
進
さ
せ
る
方
向
を
も
つ
て
い
た
と
考
え
る
。
い
わ
ゆ
る
改
革
派
は
、

そ
れ
が
い
か
に
前
進
的
役
割
を
果
し
た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
天
保
期
的
土

地
政
策
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
政
治
勢
力
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
明
治

絶
対
主
義
へ
の
起
点
を
、
安
政
改
革
に
お
け
る
経
済
政
策
ひ
い
て
は
嘉
永
の
株

仲
闘
再
興
に
求
め
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
絶
対
主
義
へ

の
経
済
過
程
の
起
点
は
、
天
保
期
的
土
地
政
策
を
の
り
こ
え
て
い
く
論
難
的
土

地
所
有
の
前
進
を
容
認
す
る
方
向
を
も
つ
た
経
済
政
策
に
こ
そ
求
め
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
済
政
策
と
し
て
は
、
慶
応
期
に
お
け
る
薩
長
両
極
の
改

革
に
み
ら
れ
る
経
済
政
策
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
済
過
程
の
認
識

の
誤
り
が
、
先
述
の
よ
う
な
政
治
過
程
の
理
解
の
誤
り
、
さ
ら
に
は
農
罠
酌
勢

力
を
過
少
評
価
す
る
誤
り
に
結
果
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
主
流
酌
見
解
が
そ
の
ま
ま
正
し
い
訳
で
は
な
い
。

改
革
派
が
あ
く
ま
で
も
農
民
的
土
地
所
有
の
前
進
を
否
定
す
る
政
治
勢
力
で
あ

る
こ
と
を
、
主
流
的
見
解
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
改
革
派
の
土
地

政
策
と
対
決
す
る
政
治
勢
力
と
し
て
結
集
し
て
き
た
の
が
、
多
く
の
隈
界
は
あ

れ
尊
詠
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
奈
良
本
辰
也
氏
の
郷
士
・
中
農
層
論
・
井

上
清
氏
の
中
間
麟
論
・
堀
江
英
一
氏
の
改
革
派
同
盟
論
等
の
主
流
的
見
解
が
教

え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
革
派
と
尊
銀
側
の
質
的
相
違
は
、
こ
の
よ
う
な
視
角

か
ら
こ
そ
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
江
氏
の
尊
撰
派
理
解
は
、
こ
の
よ
う

な
観
点
が
欠
け
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
安
政
改
革
を
尊
人
運
動
に
含
め
て
理

解
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
倒
幕
派
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
氏
は
主
流
的
見
解
に
批
判

的
で
あ
る
。
大
江
氏
は
、
豪
農
的
立
場
と
の
相
違
を
認
識
し
た
と
こ
ろ
に
倒
幕

派
は
成
立
し
た
と
い
う
。
豪
農
の
立
場
を
認
め
る
草
壷
掘
起
論
が
尊
報
派
の
戦

術
論
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
大
江
氏
は
そ
れ
を
否
定
し
割
拠
論
を
自
ら
の

戦
術
論
と
し
た
と
こ
ろ
に
尊
撲
派
か
ら
倒
幕
派
へ
の
飛
躍
が
可
能
に
な
っ
た
と

主
張
す
る
。
こ
の
豪
農
の
階
級
的
性
掻
か
ら
く
る
視
野
の
狭
さ
を
の
り
こ
え
た

と
こ
ろ
に
全
国
統
一
を
目
ざ
す
倒
幕
運
動
が
成
立
す
る
と
い
う
点
は
、
従
来
の

主
流
的
見
解
が
曖
昧
に
し
て
い
た
点
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
尊
撰
還

動
と
倒
幕
運
動
を
区
別
し
よ
5
と
す
る
こ
と
は
、
私
も
同
機
に
の
べ
て
き
た
こ

と
で
も
あ
り
、
全
く
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
大
江
氏
の
尊
嬢
派
理
解
の
誤
り
は
、

こ
こ
に
も
尾
を
ひ
く
。
倒
幕
派
の
大
儀
拠
論
、
い
い
か
え
れ
ば
上
か
ら
の
戸
内

市
場
の
統
一
支
配
を
通
じ
て
の
倒
幕
と
い
う
理
論
は
、
尊
厳
派
の
、
ひ
い
て
は

豪
農
の
立
場
か
ら
は
本
質
的
に
理
解
で
き
な
い
理
論
で
は
あ
る
。
だ
が
こ
の
理

論
は
尊
撰
運
動
段
階
を
経
過
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
先
述
し
た
天
保
期
的
土
地
政
策
を
の
り
こ
え
る

燧
民
的
土
地
所
有
の
前
進
と
い
・
）
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

の
認
識
を
通
じ
て
は
じ
め
て
慶
応
の
改
革
す
な
わ
ち
倒
幕
派
の
経
済
政
策
の
成

立
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
農
斑
的
土
地
所
有
の
前
進
、
さ
ら
に
は

尊
撲
運
動
の
展
開
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
倒
幕
派
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
こ
の
こ
と
は
農
民
の
立
場
に
、
倒
幕
派
が
立
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
大
江
氏
は
倒
幕
派
は
、
豪
農
と
い
う
押
掛
女
房
に
離
縁
状
を
つ
き
つ
け

る
と
表
現
し
た
が
、
こ
の
比
喩
に
な
ら
う
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
恋
女
房
を
様

子
が
変
っ
た
の
で
形
式
の
上
で
は
そ
の
ま
ま
で
も
実
質
酌
に
は
妾
か
女
中
に
格

下
げ
し
た
と
表
現
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
尊
影
派

と
の
連
続
性
を
完
全
に
否
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
戊
辰
の
内
乱
に
み
ら
れ
る
倒

幕
派
を
中
心
に
す
る
大
統
一
戦
線
の
成
立
、
あ
る
い
は
討
幕
軍
に
た
い
す
る
農
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民
的
勢
力
の
支
持
・
協
力
は
全
く
理
解
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
氏
が
『
倒
』
幕
派
と
い
う
文
字
を
使
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
文
字
だ
け
の
聞
題
で
は
な
い
。
　
『
倒
』
幕
派
と
記
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
を
拡
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
右
に
の
べ
た
よ
う
な

倒
幕
派
の
性
格
規
定
の
誤
り
に
原
因
し
て
い
る
。
こ
れ
は
井
上
清
氏
が
意
識
的

に
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
　
『
倒
』
幕
派
と
い
う
時
に
は
、
大
政
奉
還

派
を
も
含
め
る
が
、
　
『
討
』
幕
派
と
記
す
時
に
は
、
武
力
討
幕
を
指
向
す
る
勢

力
の
み
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
両
春
は
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
後
者
こ
そ
が
尊
撰
派
か
ら
成
長
し
、
大
政
奉
還
派
の
妥
協
を
退
け
維

新
の
主
体
と
な
っ
た
勢
力
で
あ
り
、
氏
が
問
題
に
し
て
い
る
長
州
『
倒
』
幕
派

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
『
討
』
選
者
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
氏
は
こ
の
点
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。
そ
れ
が
公
議
政
体
論
と
武
力

討
幕
諭
と
は
本
質
的
に
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
誤
っ
た
理
解
と
な
っ
て
現
わ
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
討
幕
派
指
導
者
も
、
こ
の
妥
協
的
な
公
議
政
体

論
を
旧
い
れ
る
傾
向
を
み
せ
る
が
、
そ
れ
は
慶
応
三
年
前
半
の
薩
藩
討
幕
派
の

動
向
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
討
幕
派
は
墨
金
な
意

味
に
お
い
て
維
新
の
主
体
た
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て

大
久
保
利
謙
氏
の
五
力
条
の
誓
文
の
理
解
に
つ
い
て
の
通
説
に
た
い
す
る
実
証

的
な
批
判
（
圃
氏
稿
「
五
ヶ
条
の
誓
文
に
関
す
る
一
考
察
」
『
歴
史
地
理
』
八

八
一
二
）
は
、
ぎ
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
く
る
。
大
久
保
氏
は
五
力
条

の
誓
文
中
の
「
広
く
会
議
を
興
し
」
が
、
　
門
列
侯
会
議
を
興
し
扁
で
あ
る
と
す

る
通
説
を
批
判
し
、
こ
の
誓
文
の
発
布
は
公
議
政
体
論
を
主
張
す
る
政
治
勢
力

す
な
わ
ち
大
政
奉
還
派
の
政
治
路
線
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
可
能
に
な
っ
た
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
○

　
以
上
本
書
に
関
す
る
感
想
を
、
た
だ
思
い
つ
く
ま
ま
に
並
べ
た
。
大
江
氏
は
、

本
書
で
講
座
派
の
維
新
論
の
修
正
と
維
新
腿
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
論
へ
の
反
批
判

と
を
同
時
に
意
図
し
て
い
た
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
本
鞘
の
第
二
章
以
下
に

お
い
て
は
、
こ
の
意
図
は
成
功
し
た
か
に
み
え
る
が
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ブ
草
命
論
へ
の
反
批
判
に
こ
だ
わ
っ
た
あ
ま
り
か
、
封
建
性
を
強
調

す
る
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
い
、
講
座
派
の
維
新
論
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
意
図

は
失
敗
に
終
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

い
え
ば
、
改
革
派
的
土
地
政
策
に
対
決
す
る
農
民
的
土
地
所
有
の
前
進
の
問
題

を
、
尊
叢
運
動
か
ら
民
権
運
動
に
か
け
て
、
統
一
的
か
つ
全
構
造
的
に
把
握
す

る
分
析
視
角
の
提
起
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
江
氏
の
本
書
は
、

こ
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
新
し
い
維
新
論
の
方
向
を
模
索
す
る
第

一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
体
系
的
な
著
作
と
し
て
、
維
新
論
を
勉
強
す
る
私
た
ち
に

と
っ
て
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
労
作
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
A
5

判
三
五
三
頁
　
昭
和
「
一
二
賜
』
ヰ
一
　
月
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
七
口
…
房
刊
六
五
〇
円
）

167　（667）


