
宮
本
又
次
編

藩
社
会
の
研
究

朝
　
尾
　
直
　
弘

　
最
近
の
日
本
近
世
史
研
究
の
主
要
な
動
向
は
幕
藩
体
制
社
会
そ
れ
自
体
の
構

造
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
め
ざ
ま

し
い
勢
い
で
伸
展
し
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
達
し
た
各
種
個
別
研
究
の
全
社
会

的
な
位
澱
づ
け
が
意
識
的
無
意
識
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
か
な
る
歴
史
的
な
動
き
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
造
の
中
で
の
ど
の
方
向

を
向
い
た
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
所
詮
目
盛
の
な
い

サ
シ
と
同
じ
ほ
ど
の
意
義
し
か
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
、
ま
ず
近
世

の
社
会
的
経
済
的
構
造
を
究
明
す
る
こ
と
は
戦
後
近
世
史
研
究
の
い
っ
そ
う
の

展
弱
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
次
に
こ
う
し
た
仕
事
は
世
界
史
的
野
野
よ
り
す

る
臼
本
封
建
制
の
掘
握
の
た
め
の
重
要
な
一
段
階
と
な
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ

な
い
。
　
『
藩
社
会
の
研
究
』
も
大
き
く
み
れ
ば
こ
う
し
た
潮
流
の
一
産
物
で
あ

る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幕
藩
の
う
ち
「
藩
と
い
う
地
域
抵
会
の

人
群
・
物
的
構
成
を
う
か
が
い
、
そ
の
基
盤
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ

の
変
動
の
過
程
を
種
々
の
方
面
か
ら
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
。
　
そ

し
て
、
　
「
や
が
て
は
近
世
社
会
の
基
本
酌
特
徴
た
る
幕
藩
体
制
の
本
質
を
明
確

に
し
ょ
う
と
は
か
っ
た
の
で
あ
る
」
　
（
は
し
が
き
）
。

　
ま
た
、
最
近
の
近
世
史
研
究
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
共
同
研
究
の
盛
行
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
こ
の
傾
向
は
一
B
本
近
世
史
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
古
代
・
中
世
史
に
比
し
て
は
る
か
に
膨
大

な
量
の
史
料
を
擁
し
、
社
会
の
構
成
自
体
が
よ
り
複
雑
な
仕
組
を
も
つ
近
世
社

会
の
研
究
を
飛
躍
さ
せ
る
上
で
共
隅
研
究
は
不
可
欠
で
あ
る
。
宮
本
又
次
教
擾

を
中
心
と
す
る
グ
ル
…
プ
は
、
昭
禰
二
八
年
の
『
九
州
経
済
史
蘇
究
』
以
来
、

『
農
村
構
造
の
史
的
分
析
』
・
『
商
業
的
農
業
の
展
開
』
・
『
近
畿
農
村
の
秩
序
と

変
貌
』
な
ど
す
で
に
九
珊
の
書
物
を
グ
ル
ー
プ
と
し
て
世
に
送
っ
て
お
り
、
こ

の
点
で
も
注
目
す
べ
き
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
で
あ
る
。
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全
体
の
構
成
は
二
部
よ
り
な
り
、
第
一
部
「
基
本
的
構
造
」
は
「
藩
社
会
の

構
造
と
変
動
」
（
宮
本
叉
次
）
以
下
七
篇
、
第
二
部
「
商
品
流
通
と
経
済
政
策
」

は
門
福
岡
藩
に
お
け
る
流
通
統
捌
偏
　
（
藤
本
隆
士
）
以
下
九
篇
の
論
稿
を
含
み
、

そ
の
順
序
は
編
着
独
自
の
見
解
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
順
を
追
っ

て
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
巻
頭
の
宮
本
教
授
の
一
文
は
　
収
載
の
論
稿
を
総
括
し
、
グ
ル
…
プ
の
研
究
視

角
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
藩
社
会
の
構
成
は
、
物
要
に
は
大
名
領
地
、

人
的
に
は
家
臣
団
、
生
産
的
基
礎
は
農
民
膚
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
初
期
の
家

産
酌
な
領
主
経
済
の
も
と
で
は
農
驚
層
の
掘
握
に
も
と
つ
く
生
産
の
確
保
増
強

が
領
霊
の
中
心
的
な
ね
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
元
禄
・
享
保
期
の
貢
租
収

取
頭
打
ち
か
ら
領
濁
経
済
の
収
支
不
均
衡
を
来
た
し
、
財
政
収
入
の
拡
大
が
流

通
構
造
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
初
期
の
流
通
統
制
は
禁
商
統
制
（
在
方
の
）
で
あ

っ
た
が
、
中
期
の
そ
れ
は
財
政
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
積
極
的
統
制
（
領
主
経

済
へ
の
吸
収
）
に
転
じ
、
さ
ら
に
専
売
制
へ
と
進
む
。
こ
の
過
程
は
同
時
に
家

産
的
な
経
済
か
ら
国
家
（
藩
）
的
な
経
済
へ
、
　
「
藩
富
」
の
形
成
へ
と
向
う
過

程
で
も
あ
り
、
　
「
国
産
偏
を
全
国
市
場
め
あ
て
に
出
す
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
に
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幸

藩
際
（
イ
ソ
タ
ー
ハ
ソ
）
的
経
済
が
成
立
す
る
。
藩
際
経
済
の
結
節
点
と
な
っ

た
の
は
大
阪
で
あ
る
。
蟹
家
－
一
篇
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
天
下
聴
幕
府
が
あ

り
、
前
者
は
意
志
経
済
の
下
に
お
か
れ
、
後
者
は
自
然
経
済
の
下
に
あ
っ
た
。

大
阪
は
後
者
の
中
心
で
あ
り
、
そ
の
「
自
然
」
と
は
「
売
っ
た
買
っ
た
の
市
場

価
格
が
支
配
し
て
お
り
、
ど
う
に
も
（
権
力
の
）
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
自
然

性
」
で
あ
る
。
藩
際
と
い
っ
て
も
藩
桐
互
の
交
流
で
は
な
く
、
藩
と
大
阪
の
結

び
つ
き
の
形
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
後
の
藍
蝋
対
立
の
経
済
的
基
礎
を

み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
著
春
一
流
の
「
大
阪
論
」
が
展
開
す
る

が
こ
れ
は
省
略
す
る
。
全
体
に
「
遭
際
」
な
ど
の
独
創
的
な
造
語
に
示
さ
れ
る

ご
と
く
、
き
わ
め
て
意
欲
に
み
ち
た
論
稿
で
我
々
若
い
研
究
者
を
啓
発
し
奮
起

さ
せ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
天
領
に
つ
い
て
「
公
的
権
力
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へ

の
支
配
下
に
あ
っ
て
も
そ
れ
は
き
わ
め
て
お
お
ろ
か
な
天
下
的
な
権
力
で
あ
っ

た
が
故
に
、
あ
る
程
度
の
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
を
内
に
蔵
す
る
場
所
だ
つ
た
」
と
い

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
た
よ
う
な
お
お
ろ
か
な
表
現
が
随
所
に
み
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
著
者
独
自
の

当
り
の
や
わ
ら
か
い
文
体
と
公
式
に
と
ら
わ
れ
ぬ
柔
軟
な
学
風
の
魅
力
を
構
成

し
て
も
い
る
が
、
宮
本
教
授
の
い
わ
れ
る
「
戦
後
派
研
究
着
」
で
あ
る
私
な
ど

は
い
さ
さ
か
の
抵
抗
を
感
ず
る
点
で
も
あ
る
。

　
「
薩
摩
藩
の
外
城
町
に
関
す
る
一
考
察
偏
　
（
桑
波
田
興
氏
）
は
、
薩
摩
藩
直

轄
外
城
（
地
頭
所
）
の
支
配
体
制
の
変
動
を
と
ら
え
た
も
の
。
は
じ
め
、
地
頭

は
軍
事
酌
要
請
に
も
と
ず
き
外
城
衆
中
を
直
接
に
統
制
し
て
い
た
が
、
大
名
権

力
は
し
だ
い
に
そ
の
統
勧
権
を
制
限
し
、
権
力
自
身
に
よ
る
衆
中
絶
握
↓
直
属

象
臣
団
編
成
へ
と
．
進
み
は
じ
め
る
。
戦
国
時
代
に
お
け
る
広
汎
な
地
頭
・
衆
中

の
召
移
し
は
こ
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
さ
ら
に
近
世
初
頭
の
そ
れ
ば
兵

縫
分
離
を
も
遂
行
し
た
。
こ
と
に
、
慶
長
七
年
の
鹿
児
島
城
下
町
建
設
は
そ
の

大
き
な
機
縁
を
な
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
背
景
に
、
や
が
て
寛
永
期
の

在
地
居
住
の
居
地
頭
制
か
ら
城
下
居
倥
の
掛
持
地
頭
制
へ
の
転
換
が
生
ず
る
。

未
開
拓
の
薩
摩
藩
制
憲
1
1
史
に
鍬
を
入
れ
た
労
作
で
あ
り
、
研
究
の
進
展
が
期

待
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
大
名
権
力
に
よ
る
衆
中
の
直
接
掌
握
が
な
ぜ
必
要
と

な
る
の
か
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
佐
賀
藩
に
お
け
る
知
行
地
の
問
題
」
　
（
三
木
俊
秋
氏
）
は
、
佐
賀
藩
多
久

領
に
つ
い
て
給
人
の
直
接
耕
作
や
知
行
地
の
交
換
質
入
売
買
な
ど
の
事
実
を
摘

出
し
た
。
地
方
知
行
制
の
問
題
は
学
界
の
一
論
点
を
な
し
て
い
る
。
右
の
事
実

が
特
殊
佐
賀
藩
的
な
例
外
現
象
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
一
般
性
を
有
す
る
も
の
か

は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

　
次
の
「
編
岡
藩
に
お
け
る
夫
役
の
賦
課
法
と
規
制
」
　
（
秀
村
選
三
氏
）
は
本

書
中
随
一
の
長
篇
力
作
で
あ
る
。
秀
村
氏
は
本
気
姓
夫
役
の
性
格
を
単
純
に
労

働
地
代
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
近
世
の
夫
役
を
福
岡
藩
に
つ
い

て
金
面
的
に
検
討
し
た
結
果
、
大
名
領
国
の
央
役
で
最
も
重
要
な
も
の
は
土
木

普
請
・
宿
駅
交
通
お
よ
び
運
搬
聡
く
役
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
賦
課
・
徴
収
に
当

っ
て
は
一
定
の
網
度
化
さ
れ
た
基
準
が
あ
り
、
恣
意
的
使
用
は
排
除
さ
れ
た
こ

と
、
そ
し
て
貢
穣
と
間
じ
く
「
村
請
」
で
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
石
高

制
1
1
米
年
貢
制
を
形
成
し
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
右
の
よ
う
な
夫
役
が
前
提

と
し
て
必
須
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
夫
役
の
賦
課
・
徴
収
は
藩
の
収
取
体
系

の
一
構
成
要
素
を
な
し
、
単
な
る
前
代
の
遺
制
や
補
足
物
で
は
な
か
っ
た
と
説

い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
氏
は
こ
の
よ
う
な
「
近
世
的
夫
役
」
を
収
取
し
え
た

藩
権
力
1
1
領
蟹
大
名
権
力
と
は
何
か
と
設
問
し
、
　
「
ゲ
ー
リ
ヒ
ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
・
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
み
、
フ
ト
或
は
ブ
ラ
ン
シ
ポ
ー
テ
σ
中
世
寒
〕
　
へ
の
訪
で
‘
9

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

程
度
の
近
さ
」
を
指
摘
し
、
　
「
封
建
社
会
後
期
の
体
制
の
一
つ
の
型
と
し
て
大
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名
領
薗
制
を
、
そ
の
農
民
と
し
て
「
本
百
姓
帰
乃
至
領
民
聾
百
姓
を
楽
界
史
の

ホ
に
強
い
て
主
張
」
　
（
二
三
九
頁
）
し
ょ
弓
と
す
る
．
、
元
来
、
資
本
主
義
社
会

分
析
の
前
提
と
し
て
概
念
構
成
さ
れ
た
「
労
働
地
代
」
を
、
当
該
封
建
社
会
の

実
態
に
即
し
て
、
史
料
の
中
か
ら
再
構
成
さ
れ
よ
う
と
し
た
基
本
的
態
度
に
は

全
く
賛
成
で
あ
り
、
そ
の
所
論
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
行
間
に
も
苦

闘
の
あ
と
が
し
の
ば
れ
、
寸
評
を
も
つ
て
こ
れ
を
遇
す
る
の
に
心
苦
し
い
も
の

が
あ
る
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
こ
の
近
世
的
夫
役
の
性
格
を
解
明
す
る
の
に
租

税
の
概
念
を
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
氏
欝
身

も
註
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
律
令
制
の
性
格
に
淵
源
す
る
問
題

を
も
含
ん
で
お
り
、
単
純
に
近
代
租
税
と
嗣
一
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

し
て
実
に
そ
こ
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
原
田
敏
丸
氏
の
「
村
落
の
演
劇
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、
中
世
末
期
の
村
落

自
治
組
織
と
し
て
著
名
な
近
江
菅
浦
の
宿
老
制
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
近
世
に

も
忠
老
役
と
し
て
継
承
さ
れ
な
が
ら
領
主
膳
所
藩
の
政
治
酌
支
配
権
の
滲
透
に

後
遺
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
経
過
を
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　
「
藩
祉
会
と
庄
宮
座
」
　
（
安
藤
精
一
氏
）
は
、
紀
伊
貴
志
庄
の
庄
宮
座
に
つ

い
て
中
世
的
遺
制
の
近
世
社
会
で
の
残
存
と
い
う
見
地
か
ら
整
理
し
、
寛
文
・

享
保
・
天
保
の
三
瑚
を
劃
し
て
そ
の
変
質
過
程
を
紹
介
し
た
も
の
。
庄
と
庄
富

座
は
同
一
か
、
庄
と
村
の
関
係
、
同
一
庄
で
異
な
っ
た
領
主
の
場
合
は
ど
う
な

る
の
か
な
ど
、
総
じ
て
「
残
存
し
の
位
隊
づ
け
に
つ
い
て
今
後
は
御
垂
示
を
え

た
い
。

　
森
泰
博
氏
「
旗
本
家
臣
の
性
格
」
は
、
　
一
円
領
地
を
有
し
「
准
大
名
的
性

格
」
を
も
つ
北
摂
の
旗
本
能
勢
氏
家
臣
団
を
知
行
・
構
成
・
性
格
・
役
割
等
に

つ
い
て
解
明
し
た
。
彼
ら
は
村
内
に
あ
っ
て
は
貢
租
を
負
担
す
る
上
艘
高
持
・

山
林
所
持
者
で
あ
り
、
明
治
以
降
も
地
主
・
懲
作
農
と
し
て
大
き
な
衝
盤
・
を
う

け
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
。
能
勢
氏
も
ま
た
謂
へ
保
期
以
後
の
財
政
窮
乏
に
妙
見

信
仰
よ
り
上
る
収
入
を
と
り
入
れ
、
維
新
後
は
照
康
臣
の
一
部
と
と
も
に
妙
見

堂
の
管
理
者
に
転
身
し
た
。
辺
境
に
お
け
る
幕
藩
体
捌
の
一
塾
例
と
し
て
み
れ

ば
興
味
が
わ
こ
う
。

　
第
二
部
に
移
っ
て
、
冒
頭
の
藤
本
氏
の
論
文
は
、
編
岡
藩
の
享
保
・
元
文
期

を
藩
社
会
の
構
造
的
危
機
へ
の
出
発
点
と
み
、
こ
の
時
期
の
財
政
窮
乏
を
初
期

の
そ
れ
と
区
別
し
、
こ
れ
に
対
応
し
た
元
文
年
間
の
運
上
銀
体
系
制
定
の
う
ち

に
新
し
い
転
換
の
姿
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
藩
は
、
は
じ
め
財
政
難

必
要
か
ら
の
み
算
出
し
た
運
上
額
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
が
成
功
し
な
い
。
こ

の
た
め
、
都
市
を
「
運
上
銀
徴
収
機
構
」
と
し
て
農
村
な
み
に
強
力
に
再
編
成

し
、
商
経
営
の
内
実
に
応
じ
一
定
の
規
準
に
も
と
つ
く
運
上
銀
を
課
す
こ
と
に

き
め
た
。
さ
て
、
藩
の
流
通
構
造
は
隔
地
間
難
詰
流
通
と
領
域
内
下
場
圏
の
二

重
構
造
i
そ
れ
を
代
表
す
る
問
屋
商
業
と
店
舗
商
業
一
か
ら
な
っ
て
お
り
、

藩
の
政
策
も
そ
れ
に
応
じ
て
行
わ
れ
た
が
、
農
村
に
お
け
る
商
晶
流
通
の
発
展

は
浸
種
商
晶
の
都
市
に
お
け
る
二
重
価
格
を
生
み
蹴
す
な
ど
し
て
、
し
だ
い
に

都
市
問
屋
層
の
特
権
利
潤
を
狂
迫
低
下
せ
し
め
て
行
く
。
こ
れ
は
一
方
で
は
、

そ
の
価
格
を
商
人
の
恣
意
に
よ
っ
て
は
変
動
せ
し
め
え
な
い
よ
う
な
商
品
流
通

の
恒
常
的
存
在
を
示
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
領
主
に
よ
る
一
定
の
運
上
銭
賦
課
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
豊
富
な
史
料
を
駆
使
し
、
説
得
性
に
富
ん
だ
論
文
で

あ
る
。
が
、
本
論
の
論
旨
を
お
し
進
め
て
い
く
と
、
後
期
藩
体
制
は
価
値
法
諺

を
も
そ
の
存
立
の
基
盤
と
し
た
か
の
ご
と
く
受
け
と
れ
る
点
が
あ
り
、
に
わ
か

に
同
意
し
が
た
い
。

　
「
鎖
国
と
博
多
商
人
」
　
（
武
野
要
子
氏
）
は
中
世
以
来
の
伝
統
を
も
つ
博
多
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蒲
人
が
朝
鮮
貿
易
の
喪
失
難
し
だ
い
に
没
落
し
、
福
岡
藩
の
支
配
下
黒
田
蒙
の

譜
代
商
人
が
進
出
、
し
か
も
そ
の
新
興
商
人
と
て
も
上
方
商
人
に
廷
倒
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
を
の
べ
た
。
糸
割
符
制
度
の
成
立
に
よ
っ
て
白
糸
の
供
給
を
大
輻
に

減
じ
ら
れ
た
博
多
織
が
、
遂
に
商
品
と
し
て
の
発
展
を
阻
害
さ
れ
藩
主
御
用
品

の
地
位
に
止
ま
っ
た
の
も
右
の
経
過
か
ら
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
富
山
藩
に
お
け
る
売
薬
製
造
」
（
植
村
元
覚
氏
）
。
初
期
の
御
用
商
人
に
よ

る
特
許
生
産
か
ら
明
和
安
永
以
鋒
行
商
人
に
よ
る
製
薬
過
程
の
包
摂
へ
と
展
開

し
た
富
山
売
薬
業
は
、
農
村
工
業
発
展
度
の
低
い
深
露
の
水
田
単
作
地
帯
に
お

け
る
貧
農
零
細
経
営
か
ら
放
出
さ
れ
る
労
働
力
を
も
と
と
し
て
成
立
し
た
。

そ
の
発
展
に
は
藩
の
米
穀
第
一
主
義
か
ら
薬
鍾
を
数
少
い
照
産
の
第
一
と
し
て

重
規
す
る
立
揚
へ
の
転
換
も
預
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
尼
崎
藩
に
お
け
る
経
済
政
策
の
展
開
」
（
作
道
洋
太
鄭
氏
）
は
、
撰
津
名
塩

の
紙
漉
業
を
文
政
一
一
年
か
ら
同
地
の
領
主
と
な
っ
た
尼
崎
藩
の
経
済
政
策
展

読
の
中
で
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
…
元
和
頃
に
山
村
の
特
産
贔
生
産
と

し
て
成
立
し
た
名
塩
紙
漉
業
は
宝
永
期
に
紙
座
、
正
徳
年
間
に
は
紙
会
所
を
設

け
、
生
産
魯
問
も
宝
永
年
間
形
成
さ
れ
明
和
六
年
の
紙
漉
仲
闘
規
定
で
確
立
し

た
。
尼
崎
藩
は
肉
領
編
入
と
と
も
に
こ
れ
の
国
産
化
を
も
く
ろ
み
、
蔵
物
指
定

を
し
て
専
売
制
を
め
ざ
し
た
が
仲
間
の
抵
抗
に
あ
っ
て
挫
折
し
た
。
し
か
も
、

仲
間
内
部
の
一
部
専
売
制
要
求
派
に
縛
す
る
反
対
派
の
制
裁
を
す
ら
藩
は
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
給
果
を
も
た
ら
し
た
凍
因
は
京
阪
凝
屋

資
本
の
存
在
と
そ
の
領
域
内
へ
の
滲
透
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
弔
し
い

と
思
う
。
同
時
に
、
名
塩
が
藩
に
と
っ
て
飛
地
の
僻
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
幕
末

に
至
る
ま
で
漉
舟
一
～
二
艘
の
山
間
余
業
的
性
格
を
ぬ
ぐ
い
さ
れ
ず
圏
産
化
の

た
め
の
広
汎
な
基
盤
を
欠
い
て
い
た
か
に
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
も
一
つ
の
理
由

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
こ
の
時
糊
の
国
産
化
の
性
格
を
考
え
る
上
で
の

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
「
幕
藩
体
制
歓
会
後
期
に
お
け
る
紀
州
藩
の
経
済
政
策
」
（
藤
田
貞
一
郎
氏
）
。

紀
州
藩
の
御
仕
入
方
は
、
も
と
山
間
の
領
民
救
済
を
目
酌
と
し
て
林
機
物
対
象

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
文
化
の
改
革
以
降
は
「
御
圏
三
聖
を
め
あ
て
に

五
内
先
進
地
帯
の
農
工
生
産
物
に
手
を
紳
ぱ
し
は
じ
め
る
。
こ
う
し
て
、
全
国

的
流
町
の
視
野
か
ら
演
領
経
済
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
領
園
経
済
的
思
考
が
生

み
掛
さ
れ
て
く
る
。

　
宮
本
累
次
教
授
の
「
天
保
鷺
草
と
幕
末
の
漸
事
業
」
・
「
臼
杵
藩
天
保
の
改

草
」
・
「
対
馬
藩
羅
末
の
生
産
方
扁
の
三
論
文
は
、
主
に
幕
府
お
よ
び
久
留
米
・

臼
杵
・
対
馬
の
各
藩
に
つ
い
て
主
題
の
史
料
を
紹
介
し
、
論
評
を
加
え
た
も
の

で
あ
り
、
第
一
の
論
文
に
は
、
天
保
改
革
に
よ
る
藩
機
構
の
近
代
化
は
商
人
と

の
結
合
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
な
ど
示
唆
的
な
言
及
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。

教
擾
に
よ
れ
ば
、
幕
末
の
新
政
策
は
洋
式
軍
事
工
業
を
め
ざ
す
も
の
と
藩
営
マ

ニ
ユ
へ
進
む
も
の
と
に
二
大
胴
さ
れ
、
前
者
は
藩
権
力
自
身
の
強
化
を
阿
漂
と

す
る
点
か
ら
特
権
商
人
の
介
入
を
許
さ
ず
、
殖
産
興
業
に
よ
る
利
潤
や
余
裕
金

を
す
べ
て
こ
れ
に
投
入
し
た
と
い
う
。

　
篠
藤
光
王
氏
「
中
津
藩
の
藩
政
奴
草
」
。
漁
藩
の
享
保
改
革
は
城
下
町
商
業
の

保
護
を
指
向
し
た
が
、
農
村
で
地
主
富
農
層
の
土
地
集
積
を
認
め
た
結
果
、
農
村

商
業
の
発
展
を
促
し
、
天
明
改
革
で
は
こ
れ
を
も
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

こ
の
中
で
中
級
家
臣
層
に
基
礎
を
お
く
改
革
派
が
形
成
さ
れ
、
美
化
の
大
一
揆

の
あ
と
天
保
改
革
を
握
摂
す
る
。
三
つ
の
改
革
の
ダ
イ
ナ
、
ミ
ッ
ク
ス
を
統
一
酌

に
把
握
し
よ
う
と
し
た
野
心
的
な
論
稿
で
あ
る
が
、
幕
末
藩
政
改
箪
に
つ
い
て

の
最
近
の
業
績
i
関
順
也
・
池
田
敬
正
・
田
中
重
氏
か
ら
芝
原
拓
自
氏
に
い
た
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評

る
　
　
を
ど
う
評
働
し
、
ま
た
は
対
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
明
確
で
な
い
。

一
方
は
政
治
史
、
こ
れ
は
経
済
史
と
区
別
す
る
の
で
な
く
、
少
く
と
も
改
革
主

・
体
に
触
れ
た
本
稿
の
ご
と
き
は
そ
の
見
解
を
提
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
×

　
以
上
、
所
収
一
六
論
文
に
つ
い
て
内
容
の
簡
単
な
紹
介
と
若
干
の
評
文
を
思

い
つ
く
ま
ま
に
記
し
て
き
た
。
最
後
に
、
共
同
研
究
に
関
心
を
も
つ
点
か
ら
多

少
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
な
ら
ば
、
こ
れ
だ
け
の
広
が
り
を
も
っ
た
地
域

（
ほ
ぼ
中
央
部
以
酉
の
全
域
を
含
む
）
を
対
象
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
稲
互
問
の
相
違
を
積
極
的
に
浮
き
彫
り
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
モ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ

た
め
に
は
、
恐
ら
く
グ
ル
ー
プ
の
共
有
財
産
と
し
て
の
既
往
の
研
究
業
績
の
整

理
に
い
ま
一
段
の
工
夫
が
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
十
指
に
余
る
多
数
の
藩

の
豊
富
な
史
料
が
、
広
大
な
裾
野
を
も
つ
研
究
史
の
山
頂
に
確
実
に
基
礎
づ
け

ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
　
「
藩
社
会
」
の
構
成
を
、
物
的
に
は
大
名
領

地
、
人
的
に
は
家
臣
団
、
生
魔
的
基
礎
は
農
斑
層
と
分
解
し
た
こ
と
も
、
実
際

の
史
料
分
析
の
進
め
方
と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
把
握

す
る
論
理
構
造
に
は
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
藩
社
会
」
に
つ
い
て

の
あ
る
ま
と
ま
っ
た
映
像
を
得
る
こ
と
を
園
難
に
し
て
い
る
点
も
い
な
め
な
い

と
思
う
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
と
り
上
げ
ら
れ
た
主
題
の
多
様
さ
、
内
容
の
豊
か
さ
は
と

う
て
い
浅
学
の
筆
考
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
い
。
潤
頃
の
御
厚
情
に
君
え
、

勝
手
な
こ
と
を
書
き
つ
ら
ね
た
が
、
た
だ
誤
解
の
一
つ
で
も
少
い
こ
と
を
祈
る

の
み
で
あ
る
。
執
筆
著
諸
氏
の
い
っ
そ
う
の
御
健
闘
と
精
進
を
ね
が
っ
て
、
拙

い
紹
介
の
筆
を
お
き
た
い
。
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