
対
満
政
策
に
お
け
る
西
園
寺
一
林
路
線

か
ら
桂
一
小
村
路
線
へ
の
転
換
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日
露
・
戦
後
の
満
州
問
題

中

山

治

一

…、

y
要
約
】
　
義
和
醐
事
件
い
ご
冬
葱
戦
争
ま
で
満
洲
の
門
戸
開
放
を
も
っ
と
も
強
硬
に
主
張
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
米
英
と
協
力
す
る
立
場
に
あ
っ
た
歯
噛
は
、

…
艀
無
難
轟
護
蘭
縫
勃
簸
欄
猛
縫
樽
難
難
鵬
雛
劾
離
レ
麟
赫
難
雛
㌦
…

∵
・
乏
起
点
竃
・
か
勲
等
な
意
磐
・
つ
第
二
次
禽
馨
・
・
で
の
呆
の
対
坐
聚
の
転
篠
、
い
・
た
い
何
整
、
・
茄
請
し
五

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
ま
た
そ
の
政
策
決
定
に
さ
い
し
て
も
っ
と
も
主
動
的
な
役
男
を
は
た
し
た
の
は
、
誰
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
ら
の
間
い
に
筈
、
兄
る
　
～

一
の
が
・
森
雷
的
で
あ
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
価
は
、
明
治
三
九
年
に
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
た
ひ
と
つ
の
傾
向
が
、

　
　
　
　
序
　
問
題
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
こ
時
間
の
経
過
と
と
も
に
’
方
的
か
つ
不
可
逆
的
に
勢
い
を
増

　
さ
き
に
発
表
し
た
拙
稿
『
第
一
次
西
園
寺
内
閣
加
藤
外
相
の
辞
職

理
由
に
つ
い
て
』
の
末
尾
で
、
筆
者
は
加
藤
外
相
の
単
独
辞
職
敢
行

を
も
っ
て
、
　
「
昭
和
六
年
の
満
洲
事
変
以
後
に
軍
部
の
勝
利
と
な
っ

て
結
末
を
つ
げ
る
と
こ
ろ
の
軍
と
政
府
の
対
立
抗
争
の
歴
史
の
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
一
ペ
ー
ジ
を
い
う
ど
る
も
の
」
と
な
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

し
て
い
き
、
つ
い
に
昭
和
六
年
の
現
実
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

一
つ
ま
り
明
治
三
九
年
と
昭
和
六
年
と
の
最
短
距
離
を
も
と
め
て

両
者
を
直
線
で
む
す
ぶ
こ
と
ー
ー
が
、
こ
の
期
間
の
β
本
の
対
満
政

策
の
歴
史
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
昭
和
六
年
の
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支
配
的
傾
向
の
竜
つ
と
も
早
い
徴
候
を
明
治
三
九
年
に
見
い
だ
し
つ

つ
、
こ
の
全
い
こ
の
日
本
の
対
手
政
策
の
す
べ
て
の
中
に
ひ
た
す
ら

そ
の
傾
向
の
漸
次
的
強
化
の
み
を
読
み
と
る
こ
と
が
、
正
し
い
歴
史

把
握
の
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
竜
の
で
は
決
し
て
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
反
面
か
ら
い
え
ば
、
す
で
に
明
治
一
二
九
年
に
あ
ら

わ
れ
た
ひ
と
つ
の
傾
向
が
不
可
逆
的
か
つ
直
線
的
に
勢
い
を
増
し
て

い
く
の
で
は
な
く
、
時
に
は
む
し
ろ
反
対
の
傾
向
が
よ
り
優
勢
と
な

っ
て
前
者
を
お
さ
え
、
ま
た
時
に
は
忙
中
が
張
り
合
っ
て
緊
張
状
態

を
つ
く
り
だ
し
、
ま
た
時
に
は
両
者
の
妥
協
の
上
に
第
一
二
の
傾
向
が

生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
治
三
九
年
か
ら

昭
和
六
年
に
い
た
る
二
十
数
年
・
間
の
日
本
の
対
満
政
策
の
歴
史
の
上

に
い
く
つ
か
の
時
期
を
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
か

つ
そ
れ
ら
の
諸
時
期
の
梢
互
の
間
に
ー
ー
必
ず
し
電
継
承
や
発
展
の

関
係
ば
か
り
で
な
く
一
…
時
に
は
断
絶
や
転
換
の
関
係
を
も
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
筆
者
は
、

た
と
え
ば
第
一
次
西
園
寺
内
閣
の
時
代
と
第
二
次
桂
内
閣
の
時
代
と

の
閾
に
、
ま
た
辛
亥
革
命
の
前
と
後
と
の
問
に
、
日
本
の
対
満
政
策

に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
転
換
を
見
い
だ
し
う
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
が
、
本
稿
は
ま
ず
そ
の
前
者
…
i
す
な
わ
ち
西
園
寺
一
林
の

対
満
政
策
の
路
線
と
桂
莚
小
村
の
そ
れ
と
の
問
i
に
見
ら
れ
る
大

き
な
屈
折
を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
論
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
右
の
よ
う
な
考
慮
と
関
連
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
戒
心
を

要
す
る
こ
と
は
、
後
に
来
る
事
件
や
現
象
か
ら
逆
に
遡
行
し
て
先
行

の
事
件
や
現
　
象
の
本
質
や
性
格
を
類
推
し
、
本
来
後
者
の
も
っ
て
い

な
か
っ
た
性
格
を
ぱ
後
者
の
中
に
推
定
す
る
と
い
う
考
察
方
法
に
お

ち
い
ら
な
い
よ
う
に
注
音
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
考
察
方
法
の
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
い
実
例
は
、
明
治
四
三

年
（
一
九
一
〇
）
の
第
二
次
日
露
協
商
ボ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
抗

す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
史
実
か
ら
逆
推
し
て
、
明
治
四

〇
年
（
一
九
〇
七
）
の
第
一
次
日
露
協
商
も
ま
た
本
来
反
米
的
意
図

の
竜
と
に
む
す
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
安
易
な
考
察
が

従
来
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
第
一

次
日
露
協
商
が
一
す
く
な
く
と
も
そ
の
成
立
過
程
か
ら
検
討
す
る

か
ぎ
り
i
決
し
て
反
米
的
な
い
し
抗
米
的
性
格
の
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
、
筆
者
が
す
で
に
他
の
場
所
で
く
り
か
え
し
論
証
し
た
と
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③

お
り
で
あ
る
。
第
一
次
日
露
協
商
と
第
二
次
曝
露
協
商
と
は
、
ま
っ

た
く
別
の
起
源
に
由
来
し
、
ま
っ
た
く
別
の
時
代
環
境
に
お
い
て
成

立
し
た
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い

う
と
、
第
一
次
日
露
協
商
は
西
園
寺
1
1
林
の
責
任
に
お
い
て
成
っ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
第
工
次
の
そ
れ
は
桂
一
小
村
の
手

に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
次
お

よ
び
第
二
次
の
臼
露
協
商
の
性
格
規
定
の
岡
題
は
、
西
園
寺
駐
林
の

外
交
路
線
と
桂
駈
小
村
の
そ
れ
と
の
問
に
ひ
と
つ
の
転
換
を
論
証
し

よ
う
と
す
る
本
稿
の
論
旨
と
、
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
が
、
第
一
次
お
よ
び
第
二
か
日
日
露
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

商
に
つ
い
て
論
じ
た
筆
老
の
既
発
表
の
論
稿
と
あ
い
お
ぎ
な
う
屯
の

で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
本
稿
拡
、
そ
の
よ
う
な
筆
者
の
日
露
協
商
論
に
対
応
す
る
亀
の
と

し
て
、
西
園
寺
一
山
の
対
満
政
策
の
路
線
か
ら
桂
1
1
小
村
の
そ
れ
へ

の
屈
折
を
あ
き
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
，

し
か
し
そ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
西
園
寺
一
助
の

時
代
の
対
満
政
策
の
実
際
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
　
中
肉
治
「
「
策
一
次
繭
園
寺
内
閣
加
藤
外
相
の
辞
職
理
由
に
つ
い
て
」
、

　
『
人
交
研
究
血
十
二
の
八
、
七
五
i
七
六
頁
。

②
③
　
中
山
治
一
門
露
露
戦
争
後
の
臼
露
関
係
扁
、
　
昭
和
三
六
年
一
〇
月
一

　
四
目
、
関
藤
学
院
大
学
に
お
け
る
臼
本
国
際
政
治
学
会
秋
季
研
究
会
で
阿

　
頭
発
表
。

　
中
出
治
一
「
日
露
戦
争
と
そ
の
後
の
世
界
情
勢
」
、
『
歴
史
教
育
繍
　
○

　
の
二
（
昭
和
三
七
年
口
角
）
。

　
中
蜘
治
一
編
著
鋤
，
臼
露
戦
争
以
後
」
、
昭
涌
三
二
年
、
劇
元
社
鷺
、
一

　
四
二
頁
以
下
参
照
。

騨
　
西
園
寺
農
林
に
よ
る
満
洲
の
門
戸
開
放
の
雲
行

　
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
五
月
二
二
日
に
首
糟
官
邸
で
ひ
ら
か

れ
た
「
満
洲
問
題
二
関
ス
ル
協
議
会
」
は
、
日
露
戦
後
の
満
…
洲
処
理

問
題
の
展
開
過
程
に
お
い
て
と
竜
か
く
も
一
時
期
を
画
し
た
重
大
な

会
議
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
の
出
席
者
・

議
事
内
容
・
決
定
事
項
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
『
日
本
外
交

文
書
』
第
三
九
巻
第
一
冊
な
ら
び
に
『
伊
藤
博
文
秘
録
』
正
篇
が
あ

い
お
ぎ
な
っ
て
詳
細
な
記
録
を
の
こ
し
て
お
診
、
す
で
に
ご
ん
に
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
学
界
で
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
か
さ
ね
て
論

及
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
、
稿
の
出
発
点
と
し
て
、

そ
の
会
議
で
最
後
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
、
当
辰
の
議
事
筆
記

者
（
統
監
秘
書
官
古
谷
久
綱
）
の
筆
記
か
ら
転
載
す
る
と
、
　
つ
ぎ
の
と

お
り
で
あ
る
。
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伊
藤
統
監
　
　
余
の
見
る
所
に
依
る
と
、
児
玉
参
謀
総
長
等
は
、
満
洲
に

於
け
る
臼
本
の
位
地
を
、
根
本
的
に
誤
解
し
て
居
ら
る
x
や
う
で
あ
る
。
満

洲
方
面
に
お
け
る
日
本
の
権
利
は
、
講
和
条
約
に
依
っ
て
露
国
か
ら
譲
り
受

け
た
も
の
、
即
ち
遼
東
半
島
租
借
地
と
鉄
道
の
外
に
は
何
物
も
無
い
の
で
あ

る
。
満
洲
経
営
と
云
ふ
言
葉
は
、
戦
暗
中
か
ら
我
国
人
の
口
に
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
、
今
日
で
は
宮
吏
は
勿
論
、
商
人
な
ど
も
切
り
に
満
洲
経
営
を
説
く

け
れ
ど
も
、
満
洲
は
決
し
て
我
国
の
属
地
で
は
な
い
。
純
然
た
る
三
国
領
土

の
一
部
で
あ
る
。
属
地
で
も
無
い
場
所
に
、
我
が
主
権
の
行
は
る
玉
道
理
は

無
い
…
…
（
中
略
）
…
…
溝
洲
行
政
の
責
任
は
宜
し
く
之
を
清
国
政
府
に
負

担
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
…
…
（
中
略
）
…
…

　
〔
侯
（
顕
園
寺
首
相
）
は
決
議
案
を
列
席
者
に
廻
付
し
、
一
同
は
之
に
花
押

　
し
た
。
文
題
の
如
し
。
〕

　
一
、
大
体
ノ
論
ハ
全
会
一
致
ノ
コ
ト

　
ニ
、
右
ノ
気
息
二
三
キ
将
来
ノ
経
給
…
ヲ
進
ム
ル
3
ト

　
一
二
、
閲
四
東
総
督
ノ
…
機
閲
四
ヲ
平
時
組
備
繊
二
改
一
ム
ル
コ
ト

　
四
、
軍
政
署
ヲ
順
次
一
一
廃
ス
ル
コ
ト
、
但
シ
領
事
ノ
在
ル
処
ハ
直
二
之
ヲ

　
　
廃
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
列
席
元
老
大
臣
十
三
人
暑
名
花
押

要
す
る
に
こ
れ
は
、
満
洲
に
お
け
る
軍
政
の
廃
止
一
い
わ
ゆ
る

門
芦
開
放
ー
ー
を
満
洲
処
理
の
根
本
方
針
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
の

承
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
す
で
に
満
洲
の
門
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

開
放
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
て
き
た
西
園
寺
首
相
の
対
満
政
策
が

こ
こ
に
国
策
の
基
本
方
針
と
し
て
定
着
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の

と
き
い
ご
西
園
寺
内
閣
は
安
ん
じ
て
従
来
の
対
満
政
策
を
継
続
推
進

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
「
満
洲
問
題
二
関
ス
ル
協
議
会
」
が
開
催
さ
れ
る
よ

り
三
B
前
の
五
月
一
九
日
に
外
穏
に
就
任
し
た
林
董
は
、
そ
れ
よ
り

二
か
月
の
後
、
　
『
時
事
新
報
』
の
代
表
老
と
の
会
見
で
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
声
明
を
発
表
し
た
。

　
臼
本
は
、
満
洲
に
お
い
て
、
万
入
に
た
い
す
る
機
会
均
等
の
政
策
を
厳
重

に
固
守
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
臼
本
は
、
掛
国
昆
で
あ
ろ
う
と
他
国
民
で
あ

ろ
う
と
、
い
ず
れ
か
の
国
民
に
排
他
的
な
特
権
を
許
容
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
な
い
し
、
ま
た
従
来
も
決
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…

…
満
洲
は
、
も
と
日
本
の
占
領
下
に
あ
っ
た
部
分
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
大
体

九
月
の
は
じ
め
ご
ろ
、
す
べ
て
の
臣
民
に
た
い
し
て
完
金
に
開
放
、
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
、
公
然
確
…
…
繭
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
（
中
略
Y
…
：
条

約
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
来
春
ま
で
軍
事
占
領
恕
継
続
し
て
も
よ
い
、
と
い
う

の
が
真
実
で
あ
る
。
何
ぴ
と
も
、
臼
本
の
そ
う
す
る
権
利
を
う
た
が
う
こ
と

は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
反
対
に
、
日
本
は
、
そ
の
軍
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隊
を
帰
還
さ
せ
か
つ
平
時
行
政
の
回
復
を
準
備
す
る
の
に
、
異
常
な
迅
逮
さ

を
も
っ
て
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
（
巾
略
）
…
…
肩
本
政
府
の
錆
望
は
、
全

満
洲
を
開
放
す
る
の
に
一
縫
を
も
無
駄
に
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
し
と
げ
る
の
に
厳
き
だ
っ
て
多
く
の
準
備
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
人
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

平
話
行
政
お
よ
び
法
廷
の
維
織
や
そ
の
他
の
ご
と
き
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
も
の
は
、
一
日
で
と
と
の
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
…
…
（
下

　
④

略
）
…
…

　
こ
の
林
外
柑
の
声
明
は
、
北
京
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
公
使
ロ
ッ
ク
ヒ

ル
に
脚
っ
て
た
だ
ち
に
圏
務
二
宮
あ
て
に
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
報
じ
た
一
九
〇
六
年
八
月
九
臼
付
の
報
告
の
な
か
で
、
　
ロ
ヅ

ク
ヒ
ル
公
使
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
付
書
し
て
い
る
。

　
林
子
爵
の
声
明
は
、
二
本
の
官
憲
や
、
あ
る
い
は
そ
の
意
見
や
判
断
を
信

頼
す
る
こ
と
の
で
き
た
外
国
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
種
々
の
機
会
に
私
に
む
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
っ
て
な
さ
れ
た
声
明
と
、
発
全
に
｝
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
つ
づ
い
て
東
京
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
大
使
ラ
イ
ト
も
ま
た
、
八
月
一

一
日
付
の
国
務
長
官
あ
て
報
告
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
満
洲
問
題
に
関
し
て
外
務
大
臣
林
子
爵
と
く
り
か
え
し
お
こ
な
っ
た
会
談

の
結
果
と
し
て
、
私
は
、
か
れ
の
ま
っ
た
く
の
卒
直
さ
と
公
正
さ
に
深
く
印

象
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
私
は
、
溝
洲
の
貿
易
お
よ
び
商
業
に
お
け
る
す
べ

て
の
国
民
に
た
い
す
る
機
会
均
等
の
政
策
が
臼
本
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
、
か
つ
確
守
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
儒
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
…

　
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
、
　
月
［
索
伊
政
府
一
か
一
九
〇
論
馬
事
の
八
月
差
い

た
っ
て
い
よ
い
よ
南
満
洲
の
門
戸
開
放
の
実
行
に
着
手
し
、
し
か
も

こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
側
で
も
ひ
じ
ょ
う
な
好
感
を
も
っ
て
む
か
え
ら
れ

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
同
じ
年
の
秋
に
な
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
が
北
京

の
ロ
岬
．
ク
ヒ
ル
公
値
｛
か
ら
〆
國
【
務
省
へ
・
お
く
ら
れ
て
き
た
一
。

　
こ
の
一
年
間
、
南
満
洲
の
事
態
は
、
た
え
ず
変
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

日
本
軍
の
漸
次
的
撤
退
と
シ
ナ
官
憲
に
よ
る
皮
配
の
鳳
復
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…

　
南
満
洲
の
市
場
で
大
き
な
分
け
前
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
日
本
人
の
競
争

心
が
激
烈
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
い
さ
さ
か
の
疑
い
を
も

も
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
、
日
本
官
憲
か
ら
知
り
え
た
こ
と
か
ら
、

　
こ
の
貿
易
に
関
心
を
も
つ
わ
れ
わ
れ
な
ら
び
に
諸
他
の
麟
民
が
、
そ
れ
の
十

分
な
分
け
前
を
と
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
機
会
一
1
い
な
誘
引
と
さ
え
い
っ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
一
を
提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。
…
…
（
下
略
）
…
…

　
（
一
九
〇
六
年
一
〇
月
一
一
臼
付
、
北
京
駐
在
獄
ッ
ク
ヒ
ル
公
使
の
圏
務
長

窟
あ
て
報
告
）
。
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や
が
て
年
が
か
わ
っ
て
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
　
の
四
月
一
五

日
に
は
、
租
借
地
お
よ
び
鉄
道
付
属
地
を
の
ぞ
い
て
南
満
洲
か
ら
の

日
本
軍
の
完
全
撤
退
が
実
現
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
一
か
月
の
後
、
同

じ
く
北
京
駐
在
の
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
公
使
は
、
五
月
一
七
臼
付
で
、
圏
務

長
官
あ
て
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
を
お
く
っ
て
い
る
。

　
去
る
四
月
一
五
日
に
、
日
露
両
軍
に
よ
る
満
洲
の
明
け
渡
し
が
完
成
さ
れ

た
。
そ
し
て
内
陸
国
境
お
よ
び
海
港
に
お
け
る
税
関
の
開
設
に
閥
し
て
シ
ナ

と
の
協
定
が
す
で
に
こ
の
日
付
で
確
定
さ
れ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
国
際
貿

易
が
す
ぐ
さ
ま
正
常
な
基
礎
の
上
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
日
露

戦
争
の
終
結
い
ら
い
シ
ナ
の
こ
の
部
分
に
お
け
る
わ
が
国
の
通
商
関
係
に
き

わ
め
て
不
利
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
、
あ
の
勝
乎
気
儘
で
は
な
は
だ
不

満
な
諸
条
件
が
緻
速
に
終
り
を
つ
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
了
解
さ
れ
た
。

そ
れ
の
遂
行
に
つ
い
て
日
露
両
公
使
か
ら
く
り
か
え
し
私
に
あ
た
え
ら
れ
た

保
証
は
、
明
瞭
か
つ
力
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
二
、

三
露
の
う
ち
に
、
五
月
一
臼
ま
で
に
は
確
か
に
、
大
連
・
安
東
・
満
洲
璽
・

鞍
遠
に
お
け
る
シ
ナ
税
関
の
開
設
を
期
待
す
る
よ
う
に
み
ち
び
か
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
五
月
二
日
、
日
本
公
使
は
私
に
、
大
連
税
関
の
開
設
に
関
し
て
二
、
三
日

中
に
す
べ
て
の
協
定
が
完
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
待
ち
う

け
ら
れ
て
い
る
北
満
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
行
動
が
な
く
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

式
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
語
っ
た
。
…
…
（
下
略
）
…
…

　
以
上
、
屯
つ
ぼ
ら
ア
メ
リ
カ
側
の
臨
書
に
よ
っ
て
立
証
さ
丸
た
と

こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、
西
園
寺
1
1
林
の
指
導
の
も
と
に
、
一
九
〇
六

年
の
夏
い
ご
、
南
満
洲
の
門
戸
開
放
が
実
行
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い

う
慕
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
西
園
寺
一
町
の
時

代
の
日
本
の
対
自
政
策
が
、
す
く
な
く
と
電
原
則
的
に
は
、
ア
メ
リ

カ
人
の
い
う
門
戸
朗
放
を
指
導
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論

し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
た
と
え
ば
、
栗
陳
健
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
満
洲
善
後
描
羅
問
題
の
「

　
斑
」
、
『
騨
隔
除
法
外
山
父
雑
歎
鱒
』
五
九
の
六
、
　
昭
和
瓢
工
ハ
年
　
二
月
隠
写
、
　
撫
少
昭
…
。

②
　
平
塚
篤
編
『
伊
藤
博
文
秘
録
』
（
昭
和
四
年
、
春
秋
二
三
）
、
賜
〇
七
頁
。

③
　
申
山
治
一
「
西
園
寺
首
糧
の
満
洲
旅
行
に
つ
い
て
レ
、
『
人
交
研
究
』
十

　
三
の
五
、
参
照
。

④
　
℃
省
賃
ω
冨
靭
鵠
品
酔
。
夢
。
切
。
港
燈
岬
閃
。
㌶
瓢
9
楽
O
h
縛
｝
さ
⊆
ま
a

　
ω
舞
塗
（
以
下
男
客
と
略
称
）
し
8
ρ
評
誌
押
竈
曜
曽
①
－
・
。
同
メ

⑤
o
や
9
f
や
鎗
①
冒

⑤
ε
．
9
r
℃
．
撃
メ

⑦
弓
．
9
叶
‘
響
．
鴇
嫡
占
b
。
◎

⑧
男
涛
■
お
O
メ
℃
鍵
け
昂
娼
」
ω
ρ

二

西
園
寺
廷
林
の
外
交
路
線
に
た
い
す
る
山
県

の
意
見
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こ
の
西
㎜
園
寺
内
閣
（
第
　
次
）
は
、
　
翌
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）

七
月
一
四
摂
ま
で
在
任
し
、
同
臼
第
二
次
桂
内
閣
と
交
代
す
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
内
閣
の
与
党
で
あ
る
政
友
会
は
、
そ
れ
よ
り
二
か
月

前
に
お
こ
な
わ
れ
た
総
選
挙
で
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
ば
か
り
で
あ

・
つ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
園
寺
が
政
権
を
投
げ
だ
し
た
と
い

う
、
こ
の
内
閣
の
不
可
解
な
最
後
は
、
当
時
か
ら
多
く
の
疑
惑
を
生

み
、
こ
ん
に
ち
の
学
界
で
も
な
お
定
説
を
見
な
い
ま
ま
、
山
梁
有
朋

系
の
策
謀
に
よ
る
こ
の
内
閣
の
「
毒
殺
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
あ

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西

り
さ
ま
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
毒
殺
」
問
題
を
論
ず
る
こ
と

は
、
本
稿
の
鍵
的
で
は
な
い
。
け
れ
ど
・
も
、
た
だ
一
点
、
こ
こ
で
指

摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
山
県
系
の
人
物
が
西
園
寺
内
閣

に
た
い
し
て
も
っ
て
い
た
不
満
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
外
交
の
こ
と
も

ま
た
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
し
め
す

文
書
は
、
い
っ
た
ん
量
質
を
提
糾
し
た
西
園
寺
内
閣
が
閣
僚
二
名
を

お
と
し
て
留
任
す
る
こ
と
に
き
ま
っ
た
明
治
四
一
年
一
月
一
四
臼
の

翌
日
、
桂
が
山
県
に
あ
て
て
お
く
っ
た
周
知
の
書
簡
で
あ
る
。
桂
は

そ
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
　
蕎
葉
を
し
る
し
て
い
る
。

　
　
…
…
（
前
略
）
…
…
内
閣
は
如
何
な
る
道
を
行
く
か
、
常
識
に
蒲
者
判
断

　
六
箇
敷
為
体
と
、
小
生
は
相
考
申
候
。
併
し
此
際
内
閣
総
辞
職
は
、
此
上
に

も
園
芸
な
る
こ
と
故
、
総
辞
職
を
申
出
候
に
も
拘
ら
ず
、
目
下
の
情
勢
に
鑑

み
、
云
々
の
勅
語
を
以
て
、
全
体
丈
は
其
雄
留
任
の
蕩
に
相
二
二
候
。
財
政

と
云
ひ
、
外
交
と
云
ひ
、
　
一
と
し
て
内
鰹
全
体
の
統
一
と
は
見
る
も
の
無
之
、

此
鰹
押
し
移
り
候
と
き
は
、
國
家
丸
は
何
れ
の
港
に
到
着
仕
る
べ
き
か
、
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

以
掛
念
の
至
に
御
座
候
。
御
勘
考
奉
願
上
候
．
　
（
傍
点
筆
潜
）

　
し
か
ら
ば
、
西
圏
寺
狐
林
の
外
交
路
線
に
た
い
し
て
批
判
的
な
い

し
非
難
的
な
意
見
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
明
治
四
一
年

（一

縺
Z
八
）
一
月
ご
ろ
、
す
な
わ
ち
西
園
寺
内
閣
が
予
算
編
成
問
題

で
す
で
に
危
機
に
お
ち
い
っ
て
い
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う

と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
西
園
寺
1
1
林
の
対
清
政
策
に
た

い
し
て
、
批
判
的
な
い
し
非
難
的
な
音
心
見
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、

す
く
な
く
と
も
憂
慮
と
督
励
の
意
向
を
洩
ら
し
て
い
る
も
っ
と
も
震

い
日
付
の
文
書
は
、
明
治
四
〇
年
ζ
月
二
五
臼
付
の
山
県
の
西
園
寺

首
柑
あ
て
書
簡
一
い
わ
ゆ
る
第
一
対
漕
意
見
書
－
一
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
書
簡
の
文
面
か
ら
し
て
、
山
県
は
す
で
に
前
年
末
に
西

園
寺
首
相
に
爾
接
し
て
対
溶
政
策
の
至
急
決
定
を
せ
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
山
県
は
早
く
竜
三
九
年
一
二
月
に
は
西
園
寺

1
1
林
の
対
清
政
策
に
不
安
と
不
満
を
感
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
第
一
対
清
意
見
書
は
、
冒
頭
の
前
書
き
で
つ
ぎ
の
よ
う
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に
い
っ
て
い
る
α

　
…
…
（
前
略
）
…
…
客
冬
拝
顔
の
節
概
略
申
述
幹
通
り
対
清
政
策
は
至
急

に
御
決
定
相
成
偽
方
量
然
様
愚
考
致
し
静
。
就
而
は
別
紙
戦
塵
進
呈
致
し
偽

間
御
聞
暇
の
際
御
一
読
被
下
度
外
。
…
…
（
中
略
）
．
…
：
実
ハ
拝
顔
の
上
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

訪
訳
一
ホ
畑
鰯
試
理
由
仔
幹
へ
尋
六
、
御
血
夕
忙
中
能
心
良
差
枕
瓢
以
薫
日
中
伯
柵
嵐
只
川
漁
偽
。
・
：
・
：

　
さ
て
、
山
県
の
こ
の
意
見
書
は
、
か
れ
憲
身
も
こ
と
わ
っ
て
い
る

よ
う
に
、
ひ
じ
柔
う
に
「
冗
長
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
全
文
四
七
〇

〇
字
以
上
、
四
〇
〇
字
詰
原
稿
紙
に
書
け
ば
お
よ
そ
一
二
枚
に
も
な

る
長
文
の
屯
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
の
山
県
の

対
漕
政
策
音
三
兄
を
知
る
上
で
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
屯
の
で
あ
る
か
ら
、

本
来
な
ら
ば
こ
こ
に
金
文
を
引
用
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
今
は
た
だ

そ
の
根
本
思
想
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
部
分
だ
け
を
、
い
く
つ
か

引
用
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
…
…
（
前
略
）
…
…

　
欧
洲
列
強
の
圧
迫
に
対
す
る
満
国
の
反
動
は
近
譲
に
釜
り
て
益
≧
其
気
勢

を
増
長
し
、
所
謂
る
利
権
正
治
、
主
権
維
持
の
議
論
は
上
下
を
通
し
て
頗
る

熾
盛
な
る
の
状
あ
り
。
葡
し
て
我
国
か
露
國
と
戦
ふ
て
大
捷
を
獲
た
る
こ
と

は
、
実
に
渚
国
の
人
心
を
覚
醒
し
て
白
人
に
対
し
て
敢
て
下
ら
さ
る
の
感
念

を
生
せ
し
め
、
従
て
益
≧
此
利
権
隣
収
熱
を
煽
動
し
た
る
に
似
た
り
。
…
…

　
（
中
略
）
…
…
其
の
外
国
の
勢
力
を
排
斥
す
る
に
急
な
る
、
我
か
国
に
対
し

て
も
菟
も
寛
容
の
状
あ
る
こ
と
な
し
。
便
ち
満
洲
に
於
け
る
我
が
経
営
に
対

し
て
は
、
到
る
処
に
反
対
と
妨
害
と
を
試
み
、
彼
我
殉
国
の
協
議
を
必
要
と

す
る
事
業
は
百
菓
渋
滞
し
て
、
将
に
其
の
弊
に
勝
へ
さ
ら
ん
と
す
る
も
の
即

ち
今
日
の
実
麗
な
る
に
似
た
り
。

　
蓋
し
酵
近
一
両
年
に
於
け
る
溝
国
の
外
交
政
策
は
所
謂
る
対
外
硬
の
一
点

張
り
に
し
て
、
荷
く
も
理
の
有
る
所
は
之
れ
を
争
、
》
て
止
ま
さ
る
は
勿
論
、

便
ち
理
の
無
き
所
に
至
り
て
も
亦
頻
り
に
我
意
を
主
張
し
て
敢
て
鷹
せ
さ
る

の
風
あ
り
。
…
…
（
中
略
）
ド
：
…
所
謂
る
利
権
の
圓
収
と
主
権
の
維
持
と
は

今
後
益
≧
其
勢
力
を
増
長
す
る
に
至
る
へ
き
や
殆
ん
と
疑
を
容
れ
さ
る
な
り
。

便
ち
南
満
洲
に
地
歩
を
占
卸
し
た
る
我
か
邦
が
、
癖
毎
に
其
の
異
議
に
衝
突

し
少
か
ら
さ
る
の
不
便
を
受
け
ん
と
す
る
は
、
塞
に
勢
ひ
の
止
む
町
か
ら
さ

る
所
な
り
と
難
と
も
、
三
三
が
数
万
の
人
命
を
亡
ひ
、
十
数
回
の
金
銭
を
消

し
て
磁
ち
得
た
る
所
の
満
洲
に
於
け
る
利
権
は
、
固
よ
り
清
国
の
異
論
の
為

め
に
之
を
退
縮
す
可
き
に
非
ず
。
況
ん
や
之
れ
を
拗
棄
す
る
に
於
て
を
や
。

今
日
の
勢
を
以
て
之
れ
を
推
せ
ば
今
後
十
有
三
年
に
し
て
租
借
期
限
の
満
了

す
る
に
至
ら
ば
、
三
国
は
恐
ら
く
配
れ
に
二
っ
て
関
東
州
租
借
地
の
返
還
を

要
求
す
へ
し
と
難
と
も
、
…
…
（
中
略
）
…
…
我
れ
は
決
し
て
斯
か
る
要
求

に
応
ず
る
能
は
さ
る
や
勿
論
に
し
て
、
此
れ
は
一
子
も
濾
断
ず
る
こ
と
な
く
、

満
洲
に
於
け
る
経
営
を
進
行
し
、
利
権
伸
張
の
為
め
に
地
歩
を
間
む
る
の
計

画
を
怠
る
可
か
ら
さ
る
な
り
。
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…
…
（
中
略
）
…
…

　
以
上
陳
述
す
る
所
に
し
て
巳
に
痴
夢
な
る
か
如
く
、
現
下
の
対
清
政
策
に

於
て
最
も
主
要
な
る
点
は
即
ち
清
国
と
協
議
熟
談
し
て
満
洲
の
経
欝
を
進
行

し
、
清
国
を
し
て
之
に
就
き
て
異
議
を
挾
み
妨
害
を
行
は
し
め
さ
る
に
在
り

と
難
と
も
、
而
も
亦
一
面
露
国
と
互
に
意
見
を
交
換
し
、
両
国
商
議
協
定
の

上
清
国
に
談
合
し
て
之
を
遂
行
す
る
は
、
今
総
の
形
勢
に
於
て
最
も
緊
要
な

る
事
件
に
葬
さ
る
な
か
ら
ん
や
。
…
…
（
中
略
）
…
…
着
し
露
麟
に
し
て
急

に
再
び
南
下
を
企
つ
る
こ
と
な
く
、
我
れ
に
し
て
急
に
北
進
を
策
す
る
こ
と

な
き
に
於
て
は
、
双
方
の
聞
笹
し
き
利
害
の
衝
突
を
見
る
の
去
れ
な
く
し
て
、

而
し
て
互
に
相
之
陣
す
る
を
要
す
る
の
事
件
は
剛
ち
決
し
て
齢
し
と
せ
さ
る

な
り
。
…
…
（
中
略
）
…
…
彼
と
の
交
情
を
親
密
に
し
て
其
の
復
仇
心
を
緩

和
し
、
少
く
と
も
今
後
十
数
年
聞
の
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
我
れ
に
於

て
最
も
緊
要
な
る
務
に
し
て
、
内
治
の
繁
乱
に
苦
し
み
居
れ
る
露
国
の
政
治

家
は
必
ず
し
も
、
回
れ
の
好
意
を
排
斥
せ
さ
る
可
き
乎
。
蓋
し
日
英
同
盟
の

閣
文
と
精
神
と
に
背
反
せ
さ
る
限
り
の
範
囲
に
於
て
露
困
と
相
提
携
す
る
は
、

独
り
我
が
満
洲
経
営
を
進
行
す
る
の
捷
径
た
る
の
み
な
ら
す
、
又
欧
洲
の
列

強
を
し
て
団
結
し
て
東
洋
に
迫
ら
し
め
さ
る
の
好
方
便
に
し
て
、
東
洋
の
平

和
を
維
持
す
る
の
上
に
於
て
は
、
実
に
考
慮
を
運
ら
す
可
ぎ
所
な
る
を
信
ず
。

…
…
（
中
略
）
…
…
戦
捷
の
概
言
は
歳
月
と
共
に
消
磨
せ
さ
る
を
保
せ
す
。

而
し
て
宇
内
の
情
勢
は
何
時
大
変
化
を
生
す
る
や
も
知
る
町
か
ら
ず
。
況
ん

や
未
曾
有
の
大
捷
利
も
已
に
一
溝
国
を
し
て
事
毎
に
我
に
聴
か
し
む
る
に
足

ら
さ
る
は
、
限
前
の
事
実
な
る
に
於
て
を
や
。
速
に
外
交
致
策
の
大
方
針
を

決
定
し
一
切
の
機
関
其
の
歩
調
を
整
一
に
し
て
、
以
て
海
外
に
於
け
る
利
権

の
伸
張
を
策
す
る
は
実
に
緊
急
の
要
務
に
非
す
や

　
　
明
治
四
十
年
一
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
　
醗

　
　
　
　
　
　
④

西
園
寺
首
相
閣
下

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
．
九
〇
六
年
末
以
降
の
山
県
の
対
満
政
策
意
見

を
要
約
す
れ
ば
、
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

ー
ー
ω
山
県
に
恐
怖
を
あ
た
え
不
安
と
焦
慮
を
感
ぜ
し
め
た
最
大
の

も
の
は
、
中
国
人
の
利
権
回
収
と
主
権
維
持
の
要
求
で
あ
っ
た
。
②

そ
の
な
か
で
も
山
県
の
竜
つ
と
も
お
そ
れ
た
の
は
、
関
東
州
租
借
期

限
の
満
了
す
る
場
合
に
予
想
さ
れ
る
中
国
人
の
租
借
地
返
還
要
求
で

あ
っ
た
。
③
そ
の
よ
う
な
要
求
を
拒
否
す
る
た
め
に
、
日
本
は
一
日

も
早
く
満
洲
経
営
を
進
行
さ
せ
利
権
を
拡
張
し
て
、
か
れ
の
要
求
を

拒
否
す
る
に
足
る
だ
け
の
既
成
事
実
を
つ
く
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
④
満
洲
の
経
営
を
す
す
め
、
し
か
竜
そ
れ
に
た
い
し
て
満
国
に

異
議
を
と
な
え
さ
せ
な
い
た
め
の
最
善
の
手
動
は
、
ロ
シ
ア
と
提
携

す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑤
右
の
よ
う
な
根
本
思
想
に
立
脚
し
て
、
す
ぐ
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さ
ま
国
策
の
大
方
針
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
亮
ら
れ
る
と
お
り
、
山
県
は
こ
の
対
訳
政
策
意
見
書
に
よ

っ
て
繭
園
農
工
林
の
外
交
路
線
を
批
判
し
た
り
非
難
し
た
り
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
竜
し
か
れ
の
主
張
が
西
園
寺

－
林
の
力
に
よ
っ
て
は
容
易
に
実
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

き
ら
か
と
な
る
な
ら
ば
、
か
れ
の
要
望
や
督
励
が
た
だ
ち
に
批
判
や

非
難
に
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
見
や
す
い
道
理
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
四
〇
年
一
・
月
二
五
日
付
の
山
県
意
見
書
は
、

そ
れ
自
体
が
西
園
寺
暮
林
の
外
交
路
線
に
た
い
す
る
批
判
や
非
難
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
竜
、
し
か
し
そ
れ
へ
の
可

能
性
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
の
事

実
を
こ
こ
に
先
．
諒
し
て
い
え
ば
、
こ
の
年
（
一
九
〇
七
）
の
七
月
三
〇

日
に
成
立
す
る
日
露
協
約
（
第
一
次
）
に
よ
っ
て
山
県
の
要
望
の
一
部

1
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
と
の
提
携
一
は
達
成
さ
れ
る
が
、
し
か
し

か
れ
の
要
望
と
督
励
の
眼
旨
で
あ
っ
た
満
洲
経
営
内
・
利
権
拡
張
の
促

進
は
、
西
園
寺
一
事
の
外
交
路
線
に
よ
っ
て
は
、
つ
い
に
実
現
さ
れ

よ
う
と
は
お
も
わ
れ
な
か
っ
た
。
山
県
が
明
治
四
二
年
四
月
二
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

付
の
「
第
二
対
清
意
見
書
」
を
書
い
て
当
局
者
に
か
さ
ね
て
要
望
督

励
…
を
く
わ
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
よ
り
ま
え
西
園
寺
一
林
の
外
交
路
線
に
代
っ
て
桂
一
小
村

の
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
も
同
じ
く
そ
こ
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
む
し
ろ
後
臼
の
問
題

と
し
て
、
つ
ま
り
山
県
の
第
二
対
清
意
見
書
と
桂
廿
小
村
の
外
交
路

線
と
の
関
係
と
い
う
形
で
、
別
綱
に
詳
論
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ

う
と
お
も
わ
れ
る
。

①
た
と
え
ば
、
荊
島
省
三
「
第
　
次
閥
園
寺
内
閣
の
毒
殺
偏
、
『
立
命
館
法

　
脚
ず
』
鱗
脚
病
…
九
・
四
（
）
ム
頑
併
難
万
、
　
一
九
甲
西
　
一
年
一
二
日
刀
、
　
二
四
八
賀
只
以
下
。

②
徳
富
二
一
郎
編
『
公
爵
山
県
有
朋
抵
』
、
下
巻
、
七
三
七
頁
。

③
④
⑥
　
と
も
に
徳
富
蘇
峰
氏
所
蔵
糊
山
県
元
帥
意
見
霞
集
』
の
な
か
に
あ

　
る
が
、
そ
の
写
し
が
岡
立
園
会
図
番
館
憲
政
資
料
室
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
写
し
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
た
。
な
お
、
こ
の

　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
入
手
す
る
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
文
学
部
の
梅

　
硬
昇
助
教
授
な
ら
び
に
瞬
会
図
書
館
立
法
調
査
局
の
三
宅
正
樹
氏
の
お
世

　
話
に
な
っ
た
。
両
氏
の
御
援
助
が
な
け
れ
ば
、
末
稿
は
成
ら
な
か
っ
た
で

　
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
特
記
し
て
、
両
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

三

西
園
寺
一
二
の
外
交
路
線
に
た
い
す
る
俘
藤

の
投
影

　
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
壁
際
関

係
の
歴
史
に
お
い
て
一
時
期
を
画
し
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
箏
の
八
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月
三
一
日
に
お
け
る
英
露
協
約
の
調
印
は
、
日
露
戦
後
の
ロ
シ
ア
が

つ
い
に
β
英
賢
覧
お
よ
び
英
仏
協
商
の
側
に
加
盟
し
て
対
独
包
囲
陣

の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ

は
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
提
携
を
竜
と
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
一
か
月
跨
の
七
月
三
〇
日
に
調
印
さ
れ
た
第
一
次
日
．
露

協
約
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
そ
の
前
月
の

六
月
’
○
日
に
は
、
日
仏
協
約
が
調
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

ふ
た
つ
の
協
約
の
成
立
が
、
と
も
に
西
園
寺
1
1
林
の
手
に
よ
っ
て
な

し
と
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も

i
l
－
前
節
で
み
た
よ
う
に
！
i
ロ
シ
ア
と
の
提
携
と
い
う
こ
と
は
、

元
老
山
県
の
か
ね
が
ね
要
望
勧
告
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
西
園
寺
u
林
の
外
交
路
線
は
、
こ
の
一
九
〇
七
年
夏
の
外

交
的
成
功
に
よ
っ
て
、
対
内
的
に
ま
す
ま
す
安
固
さ
を
く
わ
え
た
も

の
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
罠
か
ら
み
て
不
思
議
な
こ
と
に
、
第
一
次
β
露
協

約
の
調
印
か
ら
わ
ず
か
四
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
、
林
外
相
が
つ

ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
し
る
し
て
い
る
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
た
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

満
洲
二
於
ケ
ル
着
綿
清
政
略
二
七
イ
テ
ハ
外
交
ノ
不
振
当
局
者
ノ
無
方
針

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ヲ
非
難
ス
ル
声
昨
今
朝
野
ノ
聞
一
一
垂
領
ス
様
相
覚
候
…
…
（
傍
点
筆
嚢
）

　
こ
の
言
葉
は
、
林
外
相
執
筆
の
「
対
浩
政
略
管
冤
第
一
扁
の
前
書

き
に
し
る
さ
れ
て
い
6
竜
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
に
は
賃
付
け
が

欠
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
ん
に
ち
そ
れ
は
、
林
外
相
が
伊

藤
韓
国
統
監
か
ら
明
治
四
〇
年
一
一
月
六
碍
付
で
「
対
外
政
策
二
関

　
　
　
　
②

ス
ル
意
見
書
」
に
接
し
、
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
草
し
た
竜
の
と
推

　
　
　
　
　
③

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
「
対
他
政
略
管
見
第
一
」
は
、

　
…
－
朝
野
ノ
間
二
心
テ
外
務
省
ノ
無
類
ヲ
非
難
シ
我
外
交
ノ
不
振
遅
鈍
ヲ

蹴
只
ム
ル
声
畷
々
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
故
ニ
ム
マ
ニ
於
テ
当
局
者
ノ
執
ル
所
ノ
⊥
万
針
内
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

説
㎎
シ
其
ノ
措
置
ヲ
弁
朔
ス
ル
事
ハ
頗
ル
必
要
ナ
ル
コ
ト
ト
信
ス

と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

明
治
四
〇
年
の
秋
に
は
⑳
園
寺
聾
唖
の
外
交
路
線
に
た
い
し
て
柑
潔

き
び
し
い
批
判
が
政
府
鶴
の
一
部
に
竜
畏
閲
に
も
横
行
し
て
い
た
こ

と
、
し
か
竜
韓
国
統
監
の
囲
障
博
文
一
i
す
な
わ
ち
前
年
五
月
の

「
満
洲
問
題
二
関
ス
ル
協
議
会
扁
で
は
児
玉
統
寺
内
を
お
さ
え
て
西

園
寺
の
対
満
政
策
を
支
持
推
進
し
た
伊
藤
…
さ
え
も
、
こ
の
時
期

に
は
西
園
寺
1
1
林
の
外
交
路
線
を
批
判
す
る
側
に
ま
わ
っ
て
い
た
こ

と
、
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
は
ま
ず
、
併
藤
が
林
に
あ
た
え
た
四
〇
年
一
一
月
六

日
付
の
「
対
外
政
策
二
関
ス
ル
意
見
書
篇
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
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つ
ぎ
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
ゆ

　
　
ω
「
英
国
政
府
ノ
態
度
」

　
　
②
「
独
逸
ノ
政
略
」

　
　
③
「
日
米
ノ
関
係
〕

　
　
㈲
「
満
洲
問
題
」

　
い
ま
、
こ
の
四
点
に
つ
い
て
の
伊
藤
の
意
見
を
順
次
紹
介
す
る
と
、

ま
ず
q
O
「
英
国
政
府
ノ
態
度
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
判
断
を

く
だ
し
て
い
る
。

　
・
：
：
み
央
㎜
幽
拙
以
府
ノ
鉱
口
二
対
ス
ル
態
度
m
旧
ノ
如
　
ク
瀞
距
心
畑
…
懐
…
蹴
三
親
鴫
父
ヲ
求

ム
ル
ノ
熱
心
ナ
キ
ハ
争
フ
可
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
実
ナ
リ
思
フ
ニ
同
政
府
ハ
英
露

協
商
ヲ
締
結
シ
テ
年
来
ノ
禍
根
ヲ
絶
チ
得
タ
ル
カ
故
二
日
英
同
盟
ノ
必
要
ヲ

蔵
焔
ス
ル
コ
ト
旧
甲
ノ
加
浬
ク
一
切
実
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
　
以
テ
猟
ロ
ヲ
シ
テ
此
ノ
三
二
…
ヲ
楓
開
ラ

シ
メ
ン
カ
為
二
故
二
斯
ル
態
度
ヲ
取
ル
モ
ノ
ト
被
察
候
…
…
思
慮
ア
ル
三
会

一一

e
ハ
今
や
英
岡
ノ
同
盟
国
タ
ル
日
本
ト
米
国
ト
ノ
間
ヲ
離
隔
シ
日
米
両
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

畏
ヲ
一
当
湘
甥
使
嚇
…
ノ
形
跡
ヲ
表
ハ
シ
串
候
：
：
：

　
つ
ぎ
に
、
②
「
独
逸
ノ
政
略
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
察

し
て
い
る
ゆ

　
・
：
・
：
麦
那
ノ
北
円
後
二
隠
レ
テ
満
…
洲
舳
問
題
其
ノ
他
二
就
キ
圃
國
国
ヲ
使
出
シ
島

本
二
対
ス
ル
悪
感
ヲ
強
カ
ラ
シ
メ
米
墨
人
ヲ
煽
動
シ
テ
装
本
ト
ノ
親
交
ヲ
阻

磯
セ
シ
メ
ン
ト
試
ミ
時
二
或
ヒ
バ
人
種
論
ヲ
吹
挙
シ
テ
白
暫
人
ヲ
激
職
恐
怖

セ
シ
メ
ソ
ト
ス
ル
独
逸
ノ
政
略
ハ
共
ノ
基
ク
帆
影
ク
皆
聖
帝
ノ
貸
本
反
対
主

赫
荻
二
轟
仕
ル
コ
ト
四
駁
皐
・
容
四
疑
ノ
余
地
酪
｛
之
先
品
蝦
ノ
紐
筑
冨
二
於
テ
成
皿
大
ナ
ル
日
米

協
凹
会
ノ
大
会
ヲ
催
セ
ル
カ
薦
キ
モ
亦
独
帯
甲
ノ
政
略
二
密
接
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス

ル
ハ
勿
論
ノ
義
二
有
之
候
駐
米
青
木
大
使
ノ
如
キ
ハ
果
シ
テ
克
ク
此
ノ
消
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ヲ
解
シ
居
ル
や
否
や
懸
念
ノ
棄
リ
ニ
不
堪
候

　
さ
ら
に
、
③
「
日
米
ノ
関
係
』
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述

が
あ
る
。

　
臼
米
両
濁
［
最
親
厚
ナ
ル
交
誼
ヲ
一
傑
チ
テ
相
楡
ラ
サ
ル
コ
ト
瀦
醐
二
五
十
年
璽

大
ナ
ル
利
害
ノ
衝
突
モ
ア
ラ
ザ
ル
ニ
両
三
一
部
ノ
人
士
間
二
於
ケ
ル
不
謹
慎

ナ
ル
…
蕎
動
ト
行
為
ユ
両
関
闘
民
ヲ
離
間
セ
ン
ト
ス
ル
列
国
操
鯉
阻
雨
着
ノ
箏
珊
踊
二
依

リ
テ
日
二
形
勢
ノ
我
二
不
利
益
二
推
移
ス
ル
ハ
痛
心
ノ
充
二
不
堪
回
米
圏
戦

闘
艦
隊
ノ
太
平
洋
回
航
ノ
如
キ
其
ノ
ロ
実
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
吾
二
対
ス
ル

示
威
運
動
タ
ル
ハ
疑
ナ
シ
此
ノ
闘
二
処
ス
ル
我
駐
米
大
使
ハ
最
其
動
作
ヲ
慎

ミ
粉
骨
砕
身
米
岡
上
下
ノ
人
心
ヲ
和
ケ
以
テ
附
国
ノ
親
交
ヲ
図
り
我
聖
明
ノ

恩
寵
二
三
ヒ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
青
木
大
使
ノ
行
動
ヲ
熟
視
ス
ル
ニ
頗
ル

隔
靴
掻
痒
ノ
感
ナ
ク
ソ
バ
ア
ラ
ス
大
統
領
二
対
ス
ル
応
答
ノ
如
キ
往
々
其
ノ

当
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
…
…
玄
米
共
同
乱
言
ユ
関
ス
ル
内
談
報
告
二
三
ス
ル

モ
無
礼
ニ
モ
大
統
領
二
対
シ
テ
指
令
（
蝕
9
簿
。
）
ス
ル
カ
如
キ
語
気
ア
リ
人

ヲ
シ
テ
背
汗
ノ
威
闇
ヲ
趣
パ
ス
ル
能
ハ
サ
ラ
シ
メ
候

　
例
ヘ
ハ
大
棚
机
領
力
一
本
御
旦
帯
．
甲
甲
布
陛
比
律
笠
ム
漏
湾
等
二
昌
．
肖
及
セ
ン
ト
提
議
シ

タ
ル
際
ノ
翔
キ
｛
隙
チ
ニ
同
工
心
ヲ
蓑
ハ
ス
ベ
キ
ニ
反
ツ
テ
…
…
三
下
二
八
ケ
タ
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ル
が
如
キ
ハ
旋
臣
ト
シ
テ
駐
蟻
聚
ノ
元
雷
二
対
ス
ル
礼
ヲ
欠
キ
タ
ル
モ
ノ
ト

一
日
ス
ル
モ
群
ツ
ナ
リ
ト
存
候
漸
川
ル
能
糊
度
ヲ
以
テ
常
二
大
統
領
（
二
）
応
答
セ
ハ

其
ノ
信
任
ヲ
博
ス
ル
ハ
不
可
能
ト
被
存
候
・
：
・
：
三
二
使
榊
即
タ
ル
モ
ノ
本
園
ノ

意
響
ヲ
確
メ
ス
シ
テ
陞
次
外
交
的
交
渉
ヲ
試
ミ
却
テ
彼
ヲ
シ
テ
我
意
向
ヲ
端

椀
セ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
事
容
口
効
ナ
ラ
ス
ト
細
心
三
三
椴
除
要
ス
ル
ニ
m
口
米
ノ
関

係
ハ
ム
7
日
ノ
撫
㎜
ユ
放
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
一
ス
我
当
局
者
タ
ル
モ
ノ
全
力
ヲ
尽
シ

テ
両
國
【
ノ
親
赤
人
ヲ
図
り
聾
凹
爵
回
ラ
過
失
ノ
意
鳳
ヲ
招
カ
サ
ル
様
奴
η
メ
サ
ル
可
カ
ラ

ス
此
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
カ
為
ニ
ハ
場
合
二
依
リ
現
在
ノ
大
使
ヲ
更
迭
ス
ル
コ

ト
モ
敢
テ
躍
躇
ス
ヘ
キ
一
一
ア
ラ
ス
ト
存
候
蚕
下
糟
米
交
誼
ノ
障
擬
ハ
労
働
闇

題
移
民
問
題
ナ
ル
カ
故
二
本
宵
二
於
テ
ハ
此
ノ
問
題
ヲ
解
決
セ
サ
レ
ハ
百
ノ

声
明
宣
…
　
爵
ア
リ
ト
モ
空
交
一
過
キ
ス
ト
思
考
候
世
一
我
廟
堂
諸
…
公
ト
宣
〔
爵
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

二
関
ス
ル
御
瓢
息
見
加
誰
何
一
撮
決
｛
疋
相
成
タ
ル
や
叡
断
同
勢
亦
御
一
翻
惜
絹
栢
桝
度
候

　
最
後
に
、

れ
て
い
る
。

④
凝
発
墨
閤
駕
題
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
・
り
に
…
述
。
へ
ら

　
…
…
三
日
局
者
ニ
シ
テ
門
戸
開
放
機
会
均
等
ノ
主
義
ヲ
尊
霊
セ
ス
舅
リ
ニ

利
己
主
義
二
志
疋
レ
ハ
欧
米
羅
鯛
邦
ハ
我
誠
庸
犬
ヲ
疑
ヒ
儒
ヲ
羅
二
三
…
カ
サ
ル
ヘ
シ

：
：
：
坤
チ
是
レ
齢
ラ
好
テ
独
逸
窺
漏
帝
ノ
爺
望
一
瓜
嗣
フ
モ
ノ
一
一
外
ナ
ラ
ス
・
…
：

満
洲
ユ
於
ケ
ル
利
己
政
策
ノ
実
施
ハ
勢
ヒ
清
人
ノ
反
抗
ヲ
招
ク
ハ
勿
論
第
三

藩
二
対
シ
テ
煽
動
ノ
機
会
ヲ
与
へ
終
二
同
人
種
タ
ル
日
満
間
ノ
戦
争
ヲ
再
演

ス
ル
ニ
至
ル
ナ
キ
ヤ
ヲ
深
シ
難
シ
：
・
：
・
事
蒋
シ
此
等
～
二
至
レ
ハ
肝
雷
介
ノ
排
日

存　論
候⑨者
　　　ノ、

　　手
　　　ヲ

　　拍
　　　テ

　　歓
　　　乎

　　．ス

シ

満
洲

問
題
乙
開
増
齢
ク

注
意
ヲ

要

ス
ノレ

／一Y．：

蔵
ト

　
さ
て
、
以
上
が
伊
藤
…
の
四
〇
年
一
一
月
六
R
［
付
の
「
音
曹
見
勲
回
」
の

要
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
西
園
寺
1
1
林
の
外

交
路
線
に
た
い
す
る
伊
藤
の
批
覇
が
、
決
し
て
満
洲
問
題
に
関
す
る

も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
目
色
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
理
解
し
う
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
伊
藤
は
こ
の
時
点
に
お
い
て

毒
山
な
お
、
　
満
剛
洲
で
服
口
一
戸
開
放
・
機
ム
拳
均
等
の
主
煎
我
を
厳
浄
寸
す
べ
き
こ

と
を
、
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
両
、
伊
藤
が
観
米
関
係
の
改
善
に
関
し
て
西

園
寺
H
林
の
無
為
無
策
と
著
木
大
使
の
無
礼
越
権
を
き
び
し
く
と
が

め
て
い
る
こ
と
は
、
右
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
が
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
す
で
に
前
年
末
か
ら
こ
の
年
の

は
じ
め
に
か
け
て
山
県
に
よ
0
て
満
洲
に
お
け
る
経
営
の
促
進
と
利

権
の
拡
張
を
要
望
督
励
さ
れ
て
い
た
西
園
寺
が
林
の
外
交
は
、
こ
の

年
の
一
一
月
に
い
た
っ
て
、
こ
ん
ど
は
伊
藤
か
ら
．
日
米
関
係
の
改
霧

に
つ
い
て
叱
責
鞭
漣
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
翌
四
一
年

の
七
～
八
月
に
繭
園
寺
一
瓢
と
交
代
す
る
桂
H
小
村
の
外
交
が
、
ま

ず
日
米
関
係
の
改
善
を
は
か
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
高
平
ル
ー
ト
協
定
」
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を
成
立
さ
せ
（
四
一
年
一
一
月
三
〇
日
）
、
つ
い
で
満
洲
に
お
け
る
利
権

拡
張
の
た
め
に
対
浩
強
硬
外
交
を
推
進
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と

も
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
す

で
に
西
園
寺
内
閣
の
後
半
期
に
元
老
た
ち
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た
外

交
路
線
を
実
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は

理
解
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
後
日
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
の
場
合
、
伊
藤
か
ら
強
く
と
が
め
ら
れ
た
林
外
相
と
し
て
は
、

そ
の
批
判
な
い
し
非
難
に
た
い
し
て
弁
明
の
措
置
を
講
ぜ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
す
な
わ
ち
明
治
四
〇
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
月
の
「
二
本
ノ
対
外
政
策
二
関
ス
ル
林
外
務
大
臣
意
見
書
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
林
外
相
の
意
見
書
を
み
る
と
、
そ
れ
は
、

　
　
ω
「
英
圏
ノ
態
度
」

　
　
㈹
「
独
逸
ノ
政
略
」

　
　
⑧
「
日
米
ノ
関
係
」

　
　
㈲
「
露
仏
ノ
態
度
」

と
い
う
四
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
形
式
上
か
ら
い
っ
て
も
、

そ
れ
が
、
右
に
引
用
し
た
伊
藤
の
意
見
書
に
答
え
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
し
と
は
あ
き
疹
か
で
あ
る
、
た
だ
、
伊
藤
の
意
見
「
書
の
㈲

【、

桴
F
問
題
」
に
た
い
し
て
は
こ
こ
で
は
答
え
ず
、
別
に
「
言
言
政

略
管
発
第
一
」
を
執
筆
し
て
答
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
林
は
、

右
の
四
項
目
に
つ
い
セ
一
々
詳
細
な
説
明
を
く
わ
え
、
各
．
項
目
ご
と

に
弁
明
と
反
論
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

丈
書
に
は
欄
外
記
入
が
あ
っ
て
、

　
各
大
臣
、
山
国
、
松
方
、
井
上
　
　
　
　
十
一
月
二
十
九
癖

　
桂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
　
三
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
宮
内
大
臣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
二
十
日

と
、
し
る
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
〇
年
一
一
月
末
と
い
え
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
も

後
ま
も
な
く
西
園
寺
内
閣
の
い
の
ち
と
り
と
な
る
四
一
年
度
予
算
問

題
の
た
め
に
、
こ
の
内
閣
が
窮
地
に
お
ち
い
り
は
じ
め
た
こ
ろ
で
あ

る
。
翌
一
二
月
二
五
田
に
は
山
県
・
松
方
・
井
上
の
三
元
老
と
西
園

寺
齎
柑
お
よ
び
阪
谷
蔵
絹
と
の
あ
い
だ
で
会
合
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、

や
が
て
逓
信
大
臣
と
大
蔵
大
臣
と
の
衝
突
が
駁
拾
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
こ

ろ
に
ま
で
発
農
す
る
と
、
蔭
園
寺
内
閣
は
－
…
一
翌
四
一
年
一
月
一
四

日
一
…
辞
表
を
提
出
す
る
に
い
た
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
政
権
の

不
安
動
揺
は
、
思
う
に
、
外
交
問
題
な
い
し
対
外
政
策
確
立
の
問
題
に

つ
い
て
の
論
議
を
一
時
背
後
に
お
し
や
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

推
測
さ
れ
る
．
、
林
外
絹
の
「
対
清
政
略
管
見
」
に
は
「
第
一
」
だ
け
が
あ
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⑰

っ
て
「
第
二
」
が
兇
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
も
、
お
そ
ら
く
は

そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
お
屯
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
闘
題
を
こ
の
よ
う
に
追
う
て
い
く
と
、
本
稿
第
二
節
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

は
じ
め
に
引
用
し
た
四
一
年
一
月
一
享
益
の
桂
の
需
葉
1
「
財
政

き
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

と
云
ひ
、
外
交
と
云
ひ
、
一
と
し
て
内
閣
全
体
の
統
一
と
は
見
る
も

の
無
偏
、
此
儘
押
し
移
り
候
と
き
は
、
国
家
丸
は
何
れ
の
港
に
到
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

仕
る
べ
き
か
、
甚
以
掛
念
の
至
に
御
座
候
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
　
八

葉
；
の
な
か
の
「
外
交
云
々
偏
の
一
句
も
、
決
し
で
た
ん
な
る
文

　
　
　
ち
　
　
　
し

章
上
の
あ
や
で
は
な
く
、
四
〇
年
末
か
ら
四
一
年
は
じ
め
に
か
け
て

の
こ
ろ
、
し
ん
じ
つ
財
政
問
題
と
あ
い
な
ら
ん
で
外
交
問
題
も
ま
た

函
園
寺
内
閣
の
致
命
瘍
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
つ

た
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
臼
本
外
交
・
文
書
謡
四
〇
の
蹴
、
八
○
○
頁
。

②
問
右
、
七
八
九
－
七
九
一
頁
。

③
葉
際
健
「
林
輩
外
務
大
臣
の
コ
対
清
政
略
管
見
．
ご
、
、
国
際
政
治
」
一

　
九
黛
九
七
年
鮎
松
季
聞
写
、
　
一
九
山
ハ
頁
。

④
　
　
　
「
獄
本
外
交
轟
又
歎
目
』
　
四
〇
の
一
論
、
　
八
○
○
蔦
ハ
。

⑤
岡
右
、
七
八
九
頁
。
　
　
　
　
⑥
同
量
、
七
九
〇
頁
。

⑦
同
右
、
七
九
〇
1
七
九
一
頁
。
　
　
⑧
同
右
、
七
九
一
頁
。

⑨
同
右
、
七
九
二
i
八
○
○
頁
。
　
　
⑩
圃
右
、
七
九
二
頁
。

＠
　
要
原
、
前
掲
論
交
、
前
掲
誌
、
二
〇
三
頁
。
⑫
　
本
稿
七
頁
参
照
。

四

西
園
寺
一
三
の
外
交
路
線
に
た
い
す
る
桂
の

批
判
と
、
桂
一
小
村
の
外
交
路
線
の
確
立

　
し
か
ら
ば
、
桂
自
身
は
爾
園
面
一
林
の
外
交
路
線
に
た
い
し
て
い

か
な
る
音
心
見
を
も
っ
て
い
た
．
の
で
あ
る
か
。
右
に
引
用
し
た
桂
の
欝

葉
は
山
県
に
あ
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
桂
は
山
県

と
ま
っ
た
く
同
じ
意
見
を
も
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
必
ず
し
も
、
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
当
時
桂
が

伊
藤
に
近
い
音
心
見
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
同
じ
時
期
の
文

書
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
節
に
肝
試
し
た
四

〇
年
＝
月
六
日
付
の
林
外
相
あ
て
伊
藤
の
「
対
外
政
策
意
見
書
」

で
あ
っ
て
、
そ
の
末
尾
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
述
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
大
将
柿
回
鍍
噌
欝
滞
韓
中
本
壷
撒
陳
沐
一
ス
ル
所
…
ハ
～
詳
細
凱
澗
碑
溺
シ
テ
鵜
島
ナ
キ
モ
同

大
将
帰
途
不
幸
ユ
モ
病
縮
脚
二
…
惟
リ
帰
京
遷
妊
酬
ノ
虞
ア
ル
ヲ
以
テ
杷
憂
不
能
磁
心

戴
二
其
大
略
ヲ
記
｛
述
シ
テ
賢
明
ノ
一
魯
ヲ
煩
ス
忌
欄
げ
ヲ
顧
ル
ニ
邊
ア
ラ
ス
乞

　
　
　
　
①

之
ヲ
怒
セ
ヨ

　
さ
ら
に
、
林
外
根
が
任
を
去
っ
て
後
1
す
な
わ
ち
桂
1
1
小
村
が

局
に
当
っ
て
い
た
こ
ろ
一
に
執
筆
さ
れ
た
か
れ
の
回
顧
録
に
も
、

そ
の
こ
ろ
た
ま
た
ま
京
城
に
在
っ
た
桂
が
対
外
政
策
に
関
し
て
延
齢
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②

と
同
じ
意
見
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
詑
述
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
伊
藤
の
西
園
寺

一
林
に
た
い
す
る
批
判
は
、
も
っ
ぱ
ら
瞬
米
関
係
に
関
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
満
洲
問
題
に
開
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
桂
が
伊
藤
と
同
意
見
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
桂
も
ま
た
、
た
だ

臼
米
関
係
に
関
し
て
の
み
西
園
寺
一
筆
に
批
判
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

満
鵜
問
題
に
関
し
て
は
批
判
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

論
理
的
に
は
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
は
た
し
て
桂
が
n

対
満
政
策
に
お
け
る
伊
藤
1
1
コ
口
寺
1
1
林
の
路
線
！
つ
ま
砂
門
戸

開
放
機
会
均
等
主
義
i
の
絶
対
的
支
持
者
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
強
い
疑
い
を
も
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
む
し

ろ
桂
は
、
日
米
関
係
に
関
し
て
三
園
三
一
林
に
批
判
的
で
あ
る
点
で

は
伊
藤
と
圃
意
見
で
あ
る
と
と
も
に
、
対
満
政
策
に
関
し
て
も
西
園

毒
H
林
に
批
判
的
で
あ
る
点
で
伊
藤
と
意
見
を
異
に
し
て
い
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
桂
は
、
日
米
関
係
に
関
し
て
も
、
対
満
政

策
に
関
し
て
も
、
西
園
寺
蔀
林
の
路
線
に
た
い
七
て
批
判
的
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
…
宮
町
を
根
拠
づ
け
る

史
料
は
、
　
一
方
で
は
前
年
五
月
二
二
日
の
「
満
洲
問
題
二
関
ス
ル
協

議
会
」
に
お
け
る
桂
の
発
言
と
、
他
方
で
は
翌
年
九
月
二
五
臼
に
か

れ
の
責
任
の
も
と
で
決
定
さ
れ
た
「
対
外
政
策
方
針
」
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
三
九
年
五
月
二
二
B
の
「
満
洲
問
題
二
関
ス
ル
協
議
会
」

の
席
上
で
の
桂
の
発
言
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
屯
の
で
あ
っ
た
。

　
　
…
：
余
は
遺
憾
な
が
ら
、
北
京
条
約
の
締
結
後
、
直
に
辞
職
し
た
け
れ
ど

も
、
満
洲
に
対
す
る
日
本
の
国
是
方
針
な
る
も
の
は
、
此
の
条
約
の
締
結
と

共
に
、
決
定
ぜ
ら
れ
て
然
る
諾
し
と
存
じ
て
居
っ
た
。
然
る
に
現
内
閣
に
於

て
は
、
其
の
成
立
後
、
直
に
戦
後
の
議
会
に
臨
ま
れ
、
各
般
の
政
務
多
忙
を

極
め
た
為
め
に
、
今
日
迄
、
未
だ
国
是
の
決
定
を
見
る
に
至
ら
ぬ
。
…
…
愚

見
に
依
れ
ば
、
日
本
政
府
は
、
戦
前
お
よ
び
戦
争
中
、
満
洲
に
関
し
て
は
一

定
の
方
針
・
に
従
っ
て
行
動
し
た
。
…
…
軍
事
外
交
と
云
ふ
が
如
き
区
別
を
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ず
、
大
体
方
針
の
御
決
定
を
願
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
桂
は
、
　
「
満
洲
に
対
す
る

臼
本
の
国
是
方
針
な
る
も
の
」
を
す
こ
し
も
決
定
し
て
い
な
い
と
い

う
点
で
、
西
園
寺
内
閣
を
責
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
竜
西
園
寺

鵬
林
は
、
四
〇
年
一
一
月
に
い
た
っ
て
竜
な
お
「
国
是
方
針
な
る
も

の
」
を
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
桂
の
繭
園
寺
1
1
林

に
た
い
す
る
不
満
は
、
こ
の
蒔
点
に
お
い
て
も
な
お
持
続
さ
れ
て
い

た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
よ
う
や
く

四
〇
年
一
一
月
，
に
い
た
っ
て
、
し
か
も
…
耕
運
の
批
判
叱
責
に
あ
っ
て

は
じ
め
て
、
　
「
日
本
ノ
対
外
政
策
二
関
ス
ル
林
外
務
大
臣
意
見
書
」
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と
「
対
置
政
略
管
見
第
一
」
と
が
起
草
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

れ
さ
え
も
国
策
と
し
て
確
定
さ
れ
な
い
ま
ま
で
お
わ
っ
た
こ
と
は
、

前
節
末
尾
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
結
局
、
桂
の
函
園
寺
山
林
に

た
い
す
る
不
満
は
、
伊
藤
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
の
外
交
路
線

の
個
た
の
部
分
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
勝
勢
、
あ

る
い
は
そ
の
基
本
方
針
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
四
一
年
七
月
四
臼
に
西
園
寺
内
閣
が
辞
表
を
提

出
し
た
あ
と
を
う
け
て
、
霜
月
一
四
日
、
桂
自
身
が
内
閣
を
組
織
し
、

つ
い
で
八
月
二
七
臼
に
小
村
が
外
相
に
就
任
す
る
と
、
桂
1
1
小
村
の

第
一
に
お
こ
な
っ
た
仕
拳
が
対
外
政
策
に
お
け
る
基
本
方
針
の
確
立

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
す
な
わ
ち
㎎
一
年
九
月
二
五
罵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

付
「
閣
議
決
定
」
の
「
帝
国
ノ
対
外
政
策
方
針
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ

に
よ
っ
て
桂
個
人
と
し
て
は
、
か
ね
て
西
園
寺
装
林
に
た
い
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ね

だ
い
て
い
た
不
満
の
種
子
を
自
分
み
ず
か
ら
の
手
で
除
き
去
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
対
外
政
策
方
針
」
の
内
容
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
帝
国
ノ
列
国
一
一
対
ス
ル
態
度
し
　
「
対
外
経
営
」
　
「
条
約
改

正
」
と
い
う
藁
つ
の
部
分
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か

し
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
そ
の
第
一
の
［
、
帝
国
ノ
列
国
二
対

ス
ル
態
度
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
「
帝
濁
ノ
列
国
」
対
ス
ル
態
度
」
も
さ
ら
に
分
た
れ

て
、
G
D
英
国
、
働
．
露
繊
、
⑧
聖
書
、
㈹
米
国
↑
、
⑤
輝
国
、
⑥
仏
團
の

六
項
日
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
ω
英
国
の
項
で
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
情
勢
判
断
が
H
に
つ
く
。

　
…
…
昨
年
二
至
リ
日
鋸
協
商
及
英
露
協
約
ノ
成
ル
ア
リ
列
国
ノ
外
交
関
係

　
二
顕
戴
舶
ナ
ル
新
事
実
ヲ
加
ヘ
タ
リ
ト
難
路
モ
帥
隊
胤
回
朋
皿
（
日
英
司
）
ノ
醸
的

タ
ル
平
和
ノ
維
持
ハ
賦
露
響
動
霧
ノ
両
協
約
ユ
依
り
却
テ
之
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ

メ
タ
ル
ノ
姿
ト
ナ
レ
リ
之
ヲ
以
テ
…
…
豫
英
同
盟
ノ
実
力
一
毫
モ
動
揺
ス
ル

　
　
　
　
．
　
　
　
　
⑤

ノ
虞
ナ
キ
ヲ
信
ス
…
…

　
す
な
わ
ち
こ
の
「
禰
議
決
定
」
は
、
英
露
協
約
の
成
立
が
日
英
同

盟
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
前
節
に
引
用
し
た
伊
藤
の
覇
断
と

ま
っ
た
く
正
反
対
の
見
と
お
し
を
た
て
、
そ
の
上
に
立
っ
て
日
本
の

イ
ギ
リ
ス
に
た
い
し
て
と
る
べ
き
態
度
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
日
米
関
係
の
改
善
に
関
し
て
は
、

こ
の
「
閣
議
決
定
」
は
さ
き
の
伊
藤
の
意
見
と
ま
っ
た
く
同
じ
見
解

を
し
め
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
臼
9
米
国
の
項
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

決
定
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
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：
：
：
彼
川
州
日
紘
義
甲
備
雄
W
力
口
鐙
く
ト
ナ
シ
タ
ル
移
民
問
題
ノ
加
測
キ
モ
磁
U
国
閲
こ

於
テ
協
…
｛
疋
ヲ
経
タ
ル
モ
W
肉
将
来
二
葛
藤
…
ヲ
生
セ
サ
ル
ヤ
ノ
歯
噛
ヲ
抱
ク
ハ
｛
兜

　
レ
サ
ル
所
員
ナ
ル
ヲ
日
以
テ
努
メ
テ
丸
形
一
勢
ヲ
緩
和
ス
ル
ニ
努
ム
ヘ
シ
｝
弼
シ
テ
一
穴

ノ
太
平
洋
問
題
ノ
如
キ
モ
適
当
ノ
時
機
二
於
テ
米
国
ト
ノ
間
二
協
商
ヲ
遂
ケ

　
一
般
米
国
人
ヲ
シ
テ
不
安
ノ
念
ヲ
去
ラ
シ
メ
以
ナ
排
臼
論
者
ヲ
シ
テ
煽
動
又

　
ハ
麟
月
餅
ノ
余
地
ナ
カ
ラ
シ
メ
R
に
不
・
氷
琉
運
ノ
和
棚
親
ヲ
維
持
ス
ル
ヲ
必
要
ナ
リ
ト

　
④

　
ス　

そ
し
て
こ
の
決
定
に
し
た
が
っ
て
、
た
だ
ち
に
合
衆
国
政
府
と
の

間
に
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
四
一
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
い
わ
ゆ
る
高

平
ル
ー
ト
協
定
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り

で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
「
閣
議
決
定
」
の
全
体
を
通
じ
て
も
っ
と

も
重
要
な
部
分
は
、
な
ん
と
い
っ
て
竜
③
溶
国
の
項
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
臼
す
べ
き
決
定
が
見
い
だ
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
…
…
帝
国
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
二
於
テ
モ
常
「
【
團
国
（
清
園
）
二
対
シ
優
勢

ナ
ル
地
位
ヲ
曲
見
ル
ノ
覚
悟
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
加
フ
ル
ニ
帝
国
力
現
二
満
洲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ニ
於
テ
有
ス
ル
地
歩
ハ
容
易
二
之
ヲ
樋
郷
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
永

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ク
…
挽
山
仕
ノ
機
能
尚
ヲ
将
来
二
持
続
脚
ス
ル
ノ
策
甲
モ
亦
ム
η
日
二
於
テ
ナ
～
ヲ
講
セ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
：
・
…
轟
熔
編
ハ
今
後
満
胸
二
対
シ
努
メ
テ
甘
パ
感
情
ヲ
融
利
シ
彼
ヲ
シ

　
テ
成
ル
ヘ
ク
我
二
信
惜
気
蝋
セ
シ
ム
ル
ノ
方
針
ヲ
｝
取
り
｝
轟
カ
ニ
於
テ
万
｝
ノ
｛
争
撫
汎

　
　
　
　
も
　
　
　
で
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ら
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
二
際
シ
論
敵
圧
ヲ
加
…
フ
ル
ノ
紀
ム
ヲ
得
四
サ
ル
場
A
欝
工
」
処
ス
ル
ノ
準
備
ヲ
み
思
う
サ

　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ル
ト
悶
上
天
・
二
・
：
：
・
専
ラ
名
ヲ
去
り
実
ヲ
取
ル
ノ
方
法
二
三
リ
我
勢
力
ヲ
関
凹
岡

　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

内
エ
扶
植
シ
・
…
：
併
セ
テ
満
洲
ノ
現
隠
杁
ヲ
将
来
・
氷
出
遅
二
渉
リ
テ
持
続
脚
ス
ル
ノ

　
騒
約
モ
亦
之
ヲ
達
シ
得
ヘ
キ
ノ
策
ヲ
講
ス
ル
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
…
…
帝
国
ハ

列
国
二
共
通
ナ
ル
魚
心
二
関
シ
テ
ハ
列
園
ト
共
同
シ
テ
三
一
ノ
歩
調
ヲ
｝
収
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヤ

以
テ
前
述
セ
ル
帝
国
ノ
臼
的
ヲ
達
ス
ル
ニ
資
シ
且
満
洲
二
於
ケ
ル
我
特
種
ノ

　
セ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

地
位
二
関
シ
テ
ハ
漸
次
列
国
ヲ
シ
テ
之
ヲ
承
認
セ
シ
ム
ル
ノ
手
段
ヲ
取
ル
へ

　
⑦

　
シ
（
傍
点
筆
者
）

　
す
な
わ
ち
、
e
関
東
州
の
租
借
を
未
来
永
遠
に
わ
た
っ
て
固
定
化

す
る
こ
と
、
⇔
場
合
に
よ
っ
て
は
威
圧
を
く
わ
え
る
と
い
う
準
備
を

も
し
て
お
く
こ
と
、
㊨
表
面
上
は
満
洲
の
門
戸
開
放
を
と
な
え
つ
づ

け
る
が
、
実
質
的
に
は
β
本
の
勢
力
を
扶
植
し
経
営
を
促
進
し
利
権

を
拡
張
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
こ
と
、
鶴
満
洲
に
お
け
る
日
本
の
特

殊
的
地
位
を
列
圏
に
承
認
さ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
、
を
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
本
方
針
が
、
本
稿
第
二
節
に
引
用
し
た
明
治
四
〇

年
一
月
二
五
β
付
の
山
県
の
「
第
一
対
浩
意
見
書
」
中
に
見
ら
れ
る
、

　
：
：
：
今
日
の
勢
を
以
て
之
れ
を
推
ぜ
ば
今
後
十
有
余
年
に
し
て
租
借
期
限

の
満
了
す
る
に
至
ら
ば
、
清
嗣
は
恐
ら
く
剃
れ
に
向
っ
て
関
東
州
租
借
地
の
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返
還
を
要
求
す
べ
し
と
難
と
も
、
…
…
回
れ
は
決
し
て
斯
か
る
要
求
に
応
ず

る
能
は
さ
る
や
勿
論
に
し
て
、
己
れ
は
一
日
も
濾
断
ず
る
こ
と
な
く
、
満
洲

　
に
於
け
る
経
営
を
進
行
し
、
利
権
紳
張
の
為
め
に
地
歩
を
間
む
る
の
計
劃
を

怠
る
甫
か
ら
さ
る
な
り
。
事
情
右
の
如
く
な
れ
ば
我
邦
と
清
国
と
は
満
洲
に

於
て
、
遂
に
調
和
す
へ
か
ら
さ
る
利
害
の
衝
突
を
惹
起
し
、
或
は
干
父
に
訴

　
へ
て
其
の
解
決
を
求
め
さ
る
可
か
ら
さ
る
に
至
る
や
も
亦
未
た
知
る
可
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
③

さ
る
も
の
あ
り
…
…

と
い
う
一
句
を
う
け
て
書
か
れ
た
屯
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
四
一
年
九
月
二
五

日
の
「
閣
議
決
定
」
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
「
帝
国
ノ
列
国
二
対

ス
ル
態
慶
」
の
⑧
清
国
の
項
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
山
県
の
意
見
を
そ

の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
あ
る
。

④
　
　
欄
日
本
外
交
文
書
』
四
〇
ノ
三
、
七
九
一
頁
。

②
　
目
お
の
o
o
冠
簿
と
。
ヨ
9
誘
o
h
O
o
§
縛
↓
ρ
（
貯
誓
謁
3
・
器
三
響
9
算
＆

　
げ
団
｝
ソ
【
「
℃
o
o
ざ
ざ
（
ワ
阿
○
ノ
く
磯
O
図
山
（
勲
鷺
自
ぴ
O
轟
（
一
〇
諺
　
一
㊤
一
㎝
）
乙
）
●
“
⊃
鳶
辱

③
荊
掲
『
伊
藤
博
文
秘
録
隔
、
三
九
八
一
…
藁
九
九
頁
。

④
門
臼
本
外
交
文
書
』
四
一
の
一
、
七
五
…
1
七
九
頁
。

⑤
同
右
、
七
五
…
1
七
穴
頁
。
　
　
⑥
同
右
、
七
七
頁
。

⑦
岡
右
、
七
六
…
1
七
七
頁
。

③
、
本
稿
八
一
九
頁
参
照
。

旧

臣　旧
来　　

　　小
　　村
　　埜

　　父
　　路
　　線
　　の
　　推
　　進
　　と

　　H
　　米
　　対
　　立
　　の

　
外
務
省
編
纂
『
小
村
外
交
史
』
下
巻
を
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

叙
述
が
あ
る
。

　
…
…
今
や
彼
（
小
村
）
は
再
び
外
相
の
二
塁
を
帯
び
た
。
そ
こ
で
新
局
面

　
の
須
要
に
鑑
み
、
平
和
の
維
持
と
潤
力
の
発
展
と
を
以
て
新
に
外
交
の
根
本

方
針
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
根
本
方
針
に
醐
う
て
実
施
す
べ
き
外
交
の
統
一
、

外
交
機
関
の
整
備
…
、
通
信
機
関
の
施
設
、
そ
の
他
の
外
政
事
項
に
関
し
、
胸

中
既
に
方
案
を
醐
策
し
、
自
ら
ペ
ン
を
執
っ
て
そ
の
要
項
を
手
記
し
た
二
葉

の
紙
片
が
あ
る
。
…
：
・
（
中
略
）
…
…
彼
は
こ
の
胸
案
に
基
き
、
そ
の
外
翼

就
職
後
程
な
く
、
我
国
の
外
交
の
大
綱
と
し
て
列
国
に
対
す
る
態
度
、
対
外

経
営
、
及
び
条
約
改
正
の
三
大
回
鼠
に
関
し
長
文
の
意
見
を
具
し
て
之
を
閥

議
に
提
幽
し
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
小
村
の
こ
の
意
見
は
閣
議
の
則
る
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

所
と
な
っ
た
Q
…
…
（
下
略
）
…
…

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
四
一
年
九
月
二
五
溝
閣
議
決
定
の
「
帝
圏

ノ
対
外
政
策
方
針
」
は
、
ま
る
で
小
村
ひ
と
り
の
胸
三
寸
か
ら
出
た

も
の
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
対
外
政
策

方
針
」
の
あ
る
部
分
が
伊
藤
の
意
亮
を
う
け
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
あ
る
部
分
が
山
県
の
「
第
一
対
清
意
見
書
」
に
由
来
す
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る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
前
節
で
み
た
と
嘉
り
で
あ
る
．
そ
れ

ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
対

外
政
策
の
確
定
に
あ
た
っ
て
元
老
一
i
と
く
に
山
県
と
伊
藤
ー
ー
の

意
見
が
大
き
な
影
響
力
と
指
導
力
を
発
揮
し
た
こ
と
を
、
知
り
う
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
対
外
政
策
の
す
べ
て
が
、

も
っ
ぱ
ら
元
老
た
ち
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
英
露
協
約
の
成
立
が
黛
英
同
盤
に
た
い
し

て
い
か
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
と
い
う
見
と
お
し
に
関
し
て
、
小

村
が
一
1
－
上
述
し
た
よ
う
に
i
伊
藤
の
判
断
を
か
ん
た
ん
に
否
認

し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
な
お
日
本
の
対
外
政
策
の
基
本

方
針
が
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
・
ワ
的
利
害
だ
と
か
財
界
の
プ
レ
シ
ェ

ア
だ
と
か
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
元
老
た
ち
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ソ
テ
レ
ス
ト
の
意
識
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
指
導
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
桂
一
－
小
村
の
も
と
で
確
立
さ
れ
た
「
帝
国
ノ
対

外
政
策
方
針
」
は
、
か
つ
て
潤
園
善
縁
林
の
時
代
に
と
ら
れ
て
い
た

基
本
方
針
に
た
い
し
て
、
腰
細
の
黒
砂
政
策
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
転

換
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
爾
園
寺

1
1
林
が
対
当
政
策
の
基
本
方
針
と
し
て
い
た
満
洲
の
門
戸
開
放
．
機

会
均
等
の
主
義
は
、
桂
鷲
小
村
の
「
対
外
政
策
方
針
」
に
よ
っ
て
も
、

な
お
表
面
的
に
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
が
、

「
…
…
専
ラ
名
ヲ
去
り
実
ヲ
取
ル
ノ
方
法
二
依
り
我
勢
力
ヲ
同
国
内

二
扶
植
シ
：
・
：
・
満
洲
二
世
ケ
ル
我
特
任
幌
ノ
地
位
夕
照
閃
シ
ー
ア
ハ
漸
次
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
ヲ
シ
テ
之
ヲ
承
認
セ
シ
ム
ル
：
：
：
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
門
戸

騰
放
機
会
均
等
主
義
を
実
質
、
的
に
は
空
文
化
し
、
満
洲
の
経
営
と
利

権
の
拡
張
を
実
際
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
の
対
馬
政
策
に
お
け

る
ひ
と
つ
の
転
換
を
、
そ
こ
に
し
る
し
づ
け
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
、
辛
亥
革
命
の
直
前
ま
で
三
年
あ
ま
り
の
あ
い

だ
政
権
を
維
持
す
る
こ
の
第
二
次
桂
内
閣
こ
そ
、
日
本
の
対
他
政
策

の
歴
史
の
上
に
一
時
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
右
の
「
対
外
政
策
方
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
か
ら

一
週
桝
目
の
四
一
年
一
〇
月
二
日
、
小
村
外
相
は
漕
国
駐
在
の
伊
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

院
公
使
に
あ
て
て
「
対
清
交
渉
開
始
方
二
関
シ
㎝
醐
令
」
を
あ
た
え
た
。

も
っ
と
も
、
伊
集
院
公
使
が
い
わ
ゆ
る
満
洲
懸
案
に
関
し
て
実
際
に

清
国
と
交
渉
を
開
始
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
同
年
＝
一
月
二
八
日
の
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④

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
交
渉
は
清
国
の
頑
強
な
抵
抗
に
あ
っ
て
容
易

に
妥
結
を
み
ず
、
翌
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
春
に
は
一
時
談
判
中
止
の

状
態
に
お
ち
い
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
由
県
の
い
わ
ゆ
る
「
第
二
対

　
　
　
⑤

清
意
見
書
」
（
明
治
四
一
～
年
四
月
二
九
臼
付
）
が
書
か
れ
る
の
は
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
四
二
年
五
月
一
審
付
の

山
県
の
桂
首
相
あ
て
書
簡
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
が
見
い
だ
さ
れ

る
。

　
…
…
三
秋
廟
議
決
定
之
大
方
針
二
基
キ
既
二
談
判
開
始
相
成
砕
処
清
国
政

府
之
頑
冥
ゴ
リ
シ
テ
遂
二
談
判
中
丘
之
情
勢
二
立
至
砕
儀
遺
憾
之
事
註
記
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

今
之
情
況
ヨ
リ
推
測
ス
ル
ニ
将
来
実
二
憂
慮
二
不
椹
…
…

　
そ
の
結
果
、
同
年
八
月
は
じ
め
に
は
濾
国
の
了
承
を
得
な
い
ま
ま

で
繊
本
の
安
奉
線
改
築
断
行
と
な
り
、
つ
づ
い
て
八
月
中
旬
か
ら
九

月
は
じ
め
に
か
け
て
安
奉
鉄
道
問
題
・
間
島
問
題
・
満
洲
五
案
件
が

強
行
解
決
さ
れ
㎞
こ
と
は
・
よ
く
知
嘉
て
い
る
と
雪
で
あ
る
・

こ
の
よ
う
な
満
洲
一
に
お
け
る
利
権
の
拡
張
が
、
従
来
三
階
洲
の
門
戸
開

放
・
機
会
均
等
に
も
っ
と
も
神
経
質
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
政
府
を
刺

戟
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
刺
戟
に
た
い
す
る
反
応

が
す
な
わ
ち
ノ
ッ
ク
ス
羅
務
長
官
の
満
洲
諸
鉄
道
中
立
化
提
案
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

九
〇
九
年
一
一
月
～
＝
　
月
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

満
洲
を
め
ぐ
る
日
米
の
角
逐
は
こ
こ
に
起
点
を
も
つ
と
い
え
る
が
、

し
た
が
っ
て
そ
の
あ
と
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る
ま
で
継
続
さ
れ
る
購

米
対
立
の
連
鎖
反
応
に
お
い
て
そ
の
最
初
の
起
動
を
あ
た
瓦
た
も
の

は
、
本
稿
で
述
べ
た
桂
－
一
小
村
に
よ
る
対
満
利
権
外
交
の
強
行
推
進

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
外
務
省
…
編
曙
．
小
村
外
交
史
』
、
　
下
巻
、
昭
和
二
八
年
差
、
　
二
九
〇
…

　
二
九
七
頁
。

②
　
本
稿
一
八
頁
参
照
。

③
『
臼
本
外
交
文
識
』
四
一
の
一
、
六
八
五
頁
。

④
同
宕
、
七
〇
〇
…
i
七
〇
一
頁
。

⑤
　
本
稿
第
二
節
、
註
⑤
参
照
。

⑥
　
睡
立
岡
会
図
書
館
憲
数
資
料
室
所
蔵
「
建
家
文
露
」
の
う
ち
の
漁
戸
簡
。

　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

⑦
畷
田
本
外
交
文
書
』
二
二
の
一
、
…
瓢
六
八
－
凶
鷲
コ
頁
、
五
〇
三

　
…
五
〇
四
頁
。
三
五
四
～
三
五
七
頁
。

⑧
Ω
回
●
＜
¢
二
。
斜
ご
巨
。
⊆
旨
¢
岱
瓢
漫
筆
§
傷
C
ぼ
厳
鱈
お
O
？
お
昼

　
禽
ぎ
δ
¢
拳
⊂
缶
く
。
盆
け
『
一
）
ぎ
㏄
∬
這
綬
）
留
筆
」
ω
ご
囲
・
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10鍛　‘‘Kamakura－dono－Otsukai”　錆詫倉殿御使

　　　　　　a　stud，y　of　glle　early　sysiten）　of　the

　　　　　Ka吻afeura．鎖隻禽Sh6gunate（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Mino1u　TaRaka

Hαe虚．e　do　l｝ot　trea．t　Otsztleai御使as　a　general　meanip9・f　t｝ユe

．word　i三l　the　I〈amabum鎌倉Shogumate，　btlt　that　of施加罐欝α一4伽。

鎌禽殿・・．・issue・・f働4・・謙辞ゴ下文・鋤三hg　w三th　th・p・・ag・ゆ

’“． P，飽規α々κ忽伽σ0渉s痴癩鰍殿御使，9・・al・t．．．’”rhls」Kudas励諭2∫

下文．has　not　been　found．only．except　圭11　the　short　period　frg．rd

Ap・i1．t6　」Uly　in　th．・・ec…dyea・・f　G勤吻元暦・

　　Two　men，　Hi・satsune’Nahahara　lキ覧携ミ財経and　KwniJ2irαKondoh’ichi

．近藤’嘱平・w・・eapP・i・e・d．thi・・th・i・1・・’・suppressin9・tlt・ag・、・l

feudal　warrlors．in　Kyoto　fi」XI・XK　and　its　neighbotn’ing　couBtries　fi”om

February　s　th　to　July　28　th　in　the　same　year，　and　ik　the　four’

cotmtries　of　Chin2ei　lttttt一｛ilJiza一　from　the　end　of　the　year　to　the　beginning

・of’ 狽?ｅ　next　year．　Befoye，　’startipg．　for　their　new　post　in．　Chin2ei，

’they　took　oMce　of　maintaining　public　safety　in　Kyoto　and　lts’

e！even　Aeighbouring　countries　after　Yoshitsune’s　erA“一K　depayture

for　the　front．　What　were．tlie　eleven　countries？　And　what　im－

portance　had　their　start　for　Chinzei　l’／These　questions　have　the

－close　relatioxx　to　“　aclministi－atlve　power　of　the　eastei”n　coulttry　”

：東国行政権and“　establi＄hmen．t．of／1’o地．頭”and　a　help　of　study．

ing　the　Kamafeura　Shogunate　systems　in　the　founding　period．

　　　　CQ阜version　frgm　the　Saionji－Hのydshi西園寺翰林

　　　　　　Line　to　the　Katsura－Komura桂＝：小村LiAe

　　　　　　　　　　　in　the　Policy　towards　Manchuria

　　　　　　　　　　　　　　The　Manchurian　pr6bleM　in　the

　　　　　　　　　　　　　　　　Russo－Japanese　War

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jiichi　Nakayarna

Japan，　havihg　enthasiastically　advocated　tke　open－door　pollcy　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　960　）



Manehuria　in　cooperation　with　U．　S．　A．　and　Great　Britain　till

the　Russo－JaPanese　adopted　a　policy　substantially　opposing　it

under　the　second　Katsura　a｛E　Cabinet　（1908－1911）．　At　first，　the

new　policy　appeared　as　a　serles　of　Sino－Japanese　agreements

from　August　to　Septernber　in　1909，　to　which　the　American　reaction

was　the　proposal　of　neutralizatlon　of　railways　in　Manchuria．　This

was　the　starting　polnt　of　Japanese－American　struggle　concernig

Manchuria．

　　The　conversion　of　the　Japanese　policy　towards　Manchuria　in

1908，　havlpg　such　great　importance，　was　realized　by　senlor　states－

men　and　politiciaRs　of　the　mllitary　clique，　such　as　Yamagata　f－1．1

県or　Katsura．　And　the　worsening　of　the　relation　between∫apall

and　U．　S．　A．　brought　the　former　near　to　Russ2a，　resulting　in　the

second　Russo－Japanese　agreement　in　1910．　This　article　studies　the

conversion　of　the　Japanese　policy　towards　Manchuria　under　the

second．Katsura　Cabinet　in　cooperation．

Genealogy　of　the　Chan一　T‘ien均田Law

　　　　　　by

Jitsuz6　Tamura

　．About　the　genealogy　of　Chab’n・　7■‘∫伽均田law，　which　were　ol’igi11－

ated　by　Hsiao一　Wen－Ti孝文帝in　Pei－Wei回議，　many　scholars　have

thought　it　in　the　direct　relation　to　K‘o－T‘ien　一’?ｅ’　N　law，　a　land　law

by　Wu－Ti聖帝in　Hsi－chin西晋，　from　the　standpoint　of　graspingl

this　in　the　history　of　！and　system　in　China；for　this　thought　the

historical　fact　were　．often　missed　that　this　was　originated　by　the

Pei一　Wei　administration　of　the　T‘o－Pa　tribe．

　　This　article，　after　observing　its　orlgin　focused　mpon　the　cause

why　the　Chabn－T‘ien　law　was　originated　by　the　Pei一　Wei　dyriasty，

concluded　that　it　had　the　coRnection　with　the　systeiin　of　land

granting　by　head，　a　land　delivery　law　s童nce　the　Tai代period　of

the　Pei－Wei　dynasty，　That　is，　we　are　going　to　show　the　fact

that　the　C滅％一T‘纏law　of　T‘ai－ho日和was　estab至ished　through

the　mediuin　of　tke　social　reality　in　the　central　fie！d　by　the　land．

（　959　）


