
評辮

書
　
評

芝
原
拓
自
著

明
治
維
新
の
権
力
基
盤

後
　
藤

靖

　
間
も
な
く
、
明
治
維
新
か
ら
百
年
濁
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
は
、
　
瞥
明
治
維
新
百
年
」
を
う
た
い
文
句
と
し
て
、
や
れ
「
近
代

化
」
論
だ
、
や
れ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
㎏
論
だ
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
論
壇
の

寵
児
を
い
く
人
か
つ
く
り
上
げ
た
。
そ
の
風
潮
に
の
っ
て
、
　
「
大
記
章
戦
争

肯
定
論
」
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
の
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
て
台
頭
し
は
じ
め
、

い
ま
や
こ
れ
ら
の
非
科
学
的
な
論
調
が
、
明
治
維
薪
再
評
価
論
の
上
座
を
占

め
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
危
険
な
風
潮
に
真
正
面
か
ら
た
ち
む
か
い
、
明
治
維
新
の
科
学

的
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
書
は
、
な
に
よ
り

も
ま
ず
、
時
代
迎
合
的
な
非
科
学
的
俗
論
派
に
た
い
す
る
き
び
し
い
批
判
を

こ
め
た
労
作
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
著
者
芝
原
氏
は
、
維
新
史
研
究
が
、
し
だ
い
に
、
世
界
史
的
規
定
を
無
視

し
、
も
っ
ぱ
ら
、
国
内
の
経
済
的
・
階
級
的
矛
腰
の
激
化
と
い
う
局
面
か
ら

だ
け
、
維
新
変
革
の
必
然
性
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
法
に
か
た
む
い
て
き

た
こ
と
に
疑
問
を
も
ち
、
荒
鳥
変
革
を
世
界
史
的
規
定
性
か
ら
と
ら
え
な
お

そ
う
と
し
て
、
独
自
の
維
新
史
研
究
に
旅
立
っ
た
。
そ
れ
が
、
周
知
の
、
「
明

治
維
新
の
世
界
史
的
位
置
」
（
…
九
六
一
年
歴
研
大
会
報
告
）
で
あ
り
、
戦
後
の

維
新
史
研
究
史
に
一
つ
の
画
期
を
な
す
労
作
と
し
て
結
実
し
た
。
そ
れ
と
前

後
し
て
、
芝
原
氏
は
、
肥
前
藩
や
長
州
藩
に
か
ん
す
る
綿
密
な
実
証
的
成
果

を
い
く
つ
か
発
表
し
て
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
論
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発

表
時
に
お
い
て
、
研
究
者
に
た
い
し
て
か
な
り
な
シ
ョ
ッ
ク
を
あ
た
え
て
き

た
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
、
さ
ら
に
検
討
し
な
お
し
、
ほ
と
ん
ど
原
型
を
と
ど

め
な
い
ま
で
に
再
構
成
し
、
ま
っ
た
く
書
き
お
ろ
し
に
近
い
形
で
ま
と
め
ら

れ
た
の
が
、
本
需
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
本
書
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
「
明
治
維
新

の
世
界
史
的
位
置
」
に
は
じ
ま
る
い
く
つ
か
の
労
作
が
、
本
選
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
改
変
さ
れ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
方
法
上
の
発
展
が
あ
る
か
、
と

い
う
手
つ
づ
き
を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
書
評
者
と
し

て
の
良
心
的
は
か
ら
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
手
つ
づ
き
を
省
か

し
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

二

　
さ
て
、
本
書
は
、
序
章
を
貰
わ
せ
て
、
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
、
主
な
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
あ
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。　

序
章
　
　
明
治
維
新
の
擁
力
基
盤

　
第
～
章
　
改
革
派
支
配
体
制
の
歴
史
的
性
格
（
肥
前
藩
の
分
析
）

　
第
二
章
　
尊
王
撰
夷
運
動
の
階
級
的
基
盤
（
水
盤
藩
の
分
樹
）

　
第
三
章
　
討
幕
縫
絶
対
主
義
化
の
権
力
構
造
（
長
州
藩
の
分
析
）

　
と
こ
ろ
で
、
著
者
は
、
本
書
で
の
主
た
る
ね
ら
い
を
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
明
治
維
新
を
実
現
す
る
主
体
と
な
っ
た
諸
政
治
勢
力
と
そ
の
政
治
的
基
盤
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の
性
格
を
分
析
」
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
　
「
維
新
期
の
客
観
的
な
階
級
関
係
、

な
か
で
も
そ
の
権
力
闇
題
を
究
明
」
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
（
霊
頁
）
。
だ
が
、

著
港
は
、
維
漸
を
、
け
っ
し
て
、
一
つ
の
完
結
し
た
致
治
過
程
と
し
て
と
ら

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、
新
政
府
が
「
極
東

を
め
ぐ
る
資
本
主
義
的
圧
遽
と
対
立
の
展
閥
の
な
か
で
、
深
刻
な
政
治
的
・

経
済
的
串
対
立
や
諸
改
華
を
つ
う
じ
て
、
徐
々
に
そ
の
慕
盤
を
確
立
し
て
い

く
」
と
同
時
に
、
そ
れ
の
成
熟
過
程
が
「
上
蔀
構
造
と
し
て
の
侵
略
的
な
天

皇
制
絶
対
主
義
、
そ
の
経
済
約
土
台
と
し
て
の
軍
事
的
・
半
封
建
的
な
日
本

資
本
主
義
」
と
い
う
特
徴
的
な
構
造
を
つ
く
り
だ
し
て
く
る
歴
史
的
必
然
性

を
、
維
新
期
の
階
級
関
係
・
権
力
問
題
の
分
析
か
ら
見
な
お
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
角
は
、
従
来
の
維
新
史
研
究
が
、
と
も
す
れ
ば
お
ち

い
軌
が
ち
で
あ
っ
た
、
　
「
自
己
完
結
」
的
と
ら
え
方
に
た
い
す
る
痛
烈
な
批

判
を
こ
め
た
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
も
、
こ
の
視
点
に
は
全
爾
的
に
賛
成
で

あ
る
。

　
著
者
は
、
陶
ら
設
定
し
た
課
題
を
、
維
新
の
諸
政
治
的
主
体
勢
力
の
政
治

的
墓
盤
で
あ
っ
た
諸
藩
の
変
貌
の
な
か
か
ら
さ
ぐ
り
あ
て
よ
う
と
す
る
。
そ

の
場
合
に
、
著
者
は
、
池
田
敬
正
氏
や
田
中
彰
氏
が
、
土
佐
藩
あ
る
い
は
長

州
藩
の
分
析
か
ら
み
ち
び
き
だ
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
　
「
趣
致
改
革
派
i
尊

鍵
派
…
討
幕
派
…
維
薪
官
僚
」
と
い
う
明
治
維
新
の
敷
治
的
主
体
の
形
成
・

転
圃
の
図
式
に
疑
闇
を
な
げ
か
け
、
　
「
維
新
の
諸
主
体
勢
力
」
は
、
改
革
派

・
尊
爆
派
∴
討
幕
派
の
三
者
の
「
複
線
∴
穣
々
線
的
な
相
互
依
存
（
対
立
・

内
訂
を
含
む
）
と
し
て
存
在
」
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

「
明
治
維
新
の
領
主
反
動
性
・
非
合
理
的
暴
力
性
、
さ
ら
に
は
軍
事
的
・
半

封
建
的
岬
、
富
国
強
兵
』
論
」
や
「
対
外
侵
略
衝
動
な
ど
の
、
新
権
力
自
体
の
・

深
刻
な
矛
盾
の
累
積
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
篤
農
す
べ
き
見
解

に
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
見
方
を
正
統
づ
け
る
た
め
に
、
著
者
は
、
さ

き
に
あ
げ
た
三
つ
の
藩
の
維
新
過
程
へ
の
参
加
の
姿
勢
と
必
然
性
に
つ
い
て

分
析
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
一
章
で
、
一
貫
は
、
改
革
派
支
配
体
制
の
典
型
と
し
て
肥
前
藩

を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
改
革
派
が
進
幽
し
て
く
る
客
観
的
条
件

を
「
強
力
な
藩
権
力
に
よ
る
限
界
点
に
ま
で
達
し
た
農
民
経
営
の
全
剰
余
労

働
の
色
町
の
基
礎
の
う
え
に
、
全
紙
的
商
品
流
通
の
漫
蝕
・
前
期
的
資
本
の

零
細
農
業
へ
の
吸
着
・
農
業
と
大
多
数
の
中
小
平
民
層
の
悼
滞
醤
貧
窮
分
解
」

（一

O
頁
）
に
も
と
ず
く
藩
財
致
の
構
造
的
危
機
に
も
と
め
、
そ
う
し
た
客
観

的
危
機
に
対
応
し
え
な
い
政
治
機
構
や
当
事
者
に
た
い
す
る
批
判
勢
力
と
し

て
、
天
保
元
年
の
藩
主
慮
正
の
襲
封
を
契
機
に
改
革
派
が
登
場
し
て
き
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
改
革
派
が
藩
政
の
実
権
を
に
ぎ

っ
た
の
ち
の
、
財
政
・
政
治
機
構
や
栂
外
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
軍
制
改

革
を
分
祈
し
た
の
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
（
七
瞠
、
八
○
一
八
へ
、

一
〇
一
、
｝
〇
六
i
＝
二
頁
参
照
）
。
藩
政
改
革
派
は
、
天
保
期
い
ら
い
、
支

配
機
構
の
緊
縮
化
・
隷
農
制
の
再
編
強
化
に
つ
と
め
、
か
つ
対
外
危
機
か
ら

所
領
と
隷
農
を
〃
防
衛
”
す
る
た
め
に
軍
制
改
革
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
つ
ら
ぬ
く
臨
本
理
念
は
慕
藩
領
主
体
制
の
護
持
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
改
革
が
、
内
外
か
ら
の
体
制
的
危
機
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
た

め
に
、
不
可
避
的
に
新
ら
し
い
人
材
の
登
用
に
よ
る
権
力
集
中
と
政
治
軍
器

の
官
僚
制
的
再
編
を
も
た
ら
し
、
ま
た
軍
備
の
改
善
と
増
強
に
規
定
さ
れ
た

羅
産
奨
励
・
通
商
の
拡
大
化
の
必
要
と
い
う
、
　
「
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
」
を

内
勉
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
こ
の
改
革
派
体
制
は
、
ま
ず
、
第

一
に
、
　
「
明
治
維
新
の
政
治
変
革
一
－
全
隊
的
絶
対
主
義
中
・
・
果
集
権
化
の
歴
史

的
・
階
級
的
基
盤
」
を
準
備
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
肥
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評襟

前
藩
に
示
さ
れ
た
と
同
じ
傾
向
の
「
諸
雄
藩
の
幕
末
藩
政
・
軍
制
改
革
扁
が

明
治
維
新
の
母
胎
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
に
肥
前
藩
と
い
わ
ず
雄
藩
改

革
派
は
、
地
方
的
集
中
い
い
か
え
る
と
藩
の
割
拠
体
制
に
固
執
し
て
お
り
、

窃
藩
の
蜜
強
化
の
み
を
志
向
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
金
梅
的
絶
対
主
義
的
集

中
の
た
め
に
は
、
幕
府
雄
藩
間
お
よ
び
雄
藩
相
互
間
の
敷
治
的
妥
協
を
必
要

と
し
た
。
そ
の
場
合
、
肥
前
藩
は
、
薩
長
を
索
制
し
横
槍
を
い
れ
つ
つ
、
自

藩
の
有
利
な
地
歩
を
計
る
た
め
に
、
公
武
合
体
周
旋
に
の
り
だ
す
と
と
も
に
、

こ
の
政
治
的
危
機
に
あ
っ
て
、
自
藩
の
強
力
な
政
治
的
地
歩
を
獲
得
す
る
た

め
に
、
強
大
な
軍
事
力
の
湿
存
に
腐
心
し
た
。
こ
れ
が
、
著
者
の
肥
前
藩
改

革
派
の
分
析
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
た
、
肥
前
藩
の
み
な
ら
ず
改
革
派
一
般

の
性
格
規
定
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
著
者
は
、
も
と
も
と
藩
割
拠
論
に
た
て

こ
も
る
改
革
派
が
、
と
も
か
く
雄
藩
連
合
・
公
議
政
体
と
い
う
政
治
鼠
標
を

か
か
げ
て
政
治
運
動
を
展
開
す
る
に
い
た
っ
た
契
機
は
、
外
圧
経
全
封
建
国

察
的
危
機
と
尊
雛
派
の
全
国
的
台
頭
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
著
春
は
、
肥
前
藩
の
分
析
に
さ
い
し
て
も
、
肥
前
藩
尊
号
派
の
成
立

と
展
開
に
多
く
の
紙
画
を
つ
い
や
し
、
改
革
派
の
「
申
し
子
」
と
し
て
成
長

し
た
彼
等
が
、
時
局
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
に
お
い
て
は
「
天
子
」
肌
「
英
士
」

へ
の
一
元
的
権
力
集
中
を
主
張
す
る
門
鬼
子
」
と
な
っ
た
が
、
政
治
的
∵
組

織
的
に
は
、
つ
い
に
改
革
派
体
制
を
変
革
し
え
ず
、
藩
体
制
が
自
己
の
期
待

に
そ
う
こ
と
を
ひ
た
す
ら
請
願
す
る
の
に
終
始
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
肥
前
藩
尊
擬
派
な
い
し
討
幕
派
が
、
な
ぜ
、
独
自
の
政
治

勢
力
を
結
集
し
え
ず
自
藩
改
革
派
に
依
拠
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の

見
解
こ
そ
、
著
者
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
さ
き
に
引
用
し
て
お
い
た
池
田
1
1

田
申
説
と
の
ち
が
い
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
著
者
の
独
自
の
見
解
は
、
こ
う

で
あ
る
。
肥
前
藩
の
尊
撰
派
と
り
わ
け
討
幕
派
は
、
　
「
天
子
」
醤
「
英
子
」
に

よ
る
統
一
国
選
を
構
想
し
、
そ
の
も
と
で
封
建
的
農
業
至
上
主
義
に
か
わ
る

資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
推
進
に
よ
る
封
建
的
生
産
様
式
の
再
編
と
人
材
抜
擢

を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
体
制
的
危
機
に
あ
る
全
領
主
権
力
の

階
級
的
利
益
の
貫
徹
と
延
命
策
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
た
め
に
、
彼
等
は
、
封
建

的
階
級
た
る
改
革
派
や
、
公
卿
・
朝
廷
に
期
待
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の

政
治
的
姿
勢
か
ら
み
る
と
き
、
尊
墨
・
討
幕
派
が
、
た
と
え
、
改
革
派
と
比

較
し
た
と
き
、
　
「
危
機
に
た
つ
封
建
的
生
産
様
式
・
政
治
体
儲
の
再
編
の
徹

底
さ
」
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
　
「
封
建
掘
建
層
の
〃
前
衛
”
と
し
て
の

階
級
暮
し
と
い
う
点
で
は
、
　
「
両
者
に
一
線
を
ひ
く
こ
と
が
幽
来
な
い
」
の

で
あ
る
。
尊
膿
・
討
幕
派
は
、
改
革
派
の
再
編
成
し
た
支
配
体
制
か
ら
独
立

し
え
ず
、
そ
れ
と
相
互
依
存
関
係
に
た
っ
て
三
毛
変
革
を
行
な
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
変
革
は
改
革
派
の
反
革
命
的
事
業
の
完
成
と
い
う
形
で

終
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
〇
九
頁
）
。
こ
の
規
定
が
、
第
二
・
第
三
章

の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
第
二
章
は
、
水
戸
藩
尊
撰
派
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
焦
点
は
、
元
治
元
年
の
毒
忌
激
派
の
筑
波
由
挙
兵
を
頂
点
と
す
る
政
治
的

激
動
過
程
か
ら
、
臓
領
主
摺
・
尊
容
派
（
下
士
．
郷
土
。
豪
農
買
繋
）
お
よ
び

融
般
農
民
層
の
対
応
を
通
し
て
、
尊
撰
運
動
の
階
級
的
・
歴
史
的
纏
絡
を
と

ら
え
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
あ
ら
す
じ
を
お
う
こ
と
に
し
よ
う
。
著
者

は
、
ま
ず
文
政
十
二
年
の
斉
昭
襲
弊
と
と
も
に
瀾
始
さ
れ
る
、
後
期
水
戸
学

派
一
－
藩
政
改
革
派
の
、
い
わ
ゆ
る
「
徳
治
主
義
」
が
、
隷
農
制
を
護
持
し
つ
つ
、

対
外
危
機
か
ら
所
領
と
隷
農
を
防
衛
す
る
た
め
の
軍
制
改
革
と
し
て
具
体
化

さ
れ
た
過
程
を
綿
密
に
実
証
し
て
い
る
。
そ
の
改
革
は
、
領
主
階
級
内
部
の

深
刻
な
抗
争
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
結
局
は
、
笑
鷹
派
藩
士
麿
－
改
革
派

の
政
治
的
進
出
と
政
治
機
梅
の
簡
素
集
中
化
を
実
現
し
、
下
士
・
郷
土
・
村
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役
人
・
地
主
等
の
勢
力
を
自
己
の
政
治
基
盤
に
編
入
し
た
。
だ
が
、
は
じ
め

改
革
派
に
追
随
し
て
登
場
し
た
下
士
・
郷
士
・
神
官
・
村
役
人
・
地
主
層
は
、

対
外
的
危
機
の
切
迫
す
る
な
か
で
、
　
尊
叢
派
政
治
勢
力
と
し
て
、
　
自
己
の

「
階
級
的
独
自
性
」
を
示
し
は
じ
め
て
く
る
。
彼
ら
は
、
斉
昭
匹
改
革
派
の

所
詮
は
現
状
維
持
的
無
為
無
策
に
あ
き
た
ら
ず
、
内
憂
外
患
に
た
い
し
て
自

ら
の
身
分
的
地
位
と
特
権
上
昇
を
ま
も
る
と
い
う
意
味
で
非
合
理
釣
で
は
あ

っ
た
が
、
と
に
も
か
く
に
も
現
状
打
破
の
た
め
に
行
動
を
お
こ
し
は
じ
め
た
。

安
致
か
ら
文
久
に
か
け
て
の
通
好
義
挙
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
筑
波

山
挙
兵
で
あ
っ
た
。
こ
の
筑
波
山
挙
兵
と
そ
れ
に
つ
づ
く
水
戸
の
内
乱
を
、

著
着
は
、
　
「
全
国
的
な
幕
府
権
力
と
尊
二
二
と
の
決
議
の
一
環
」
と
し
て
と

ら
え
、
水
戸
藩
上
士
門
閥
層
と
激
派
と
の
決
戦
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
の
抗

争
過
程
か
ら
、
尊
叢
激
派
を
、
こ
う
性
格
づ
け
て
い
る
。
　
「
地
縄
義
挙
の
特

質
は
、
封
建
制
の
内
外
危
機
に
直
面
し
た
政
治
的
社
会
的
中
間
層
の
狂
僑
的

〃
現
状
打
破
”
の
大
衆
的
爆
発
で
あ
り
、
　
『
国
体
』
護
持
－
実
は
封
建
的
・

半
封
建
的
特
権
と
そ
の
基
盤
の
護
持
と
上
昇
1
の
た
め
の
武
力
万
能
の
極
限

的
決
起
」
（
一
七
〇
頁
）
に
し
か
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
素

を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
一
七
四
頁
、
二
一
葺
）
。
い
い
か
え
る
と
尊
撰

激
派
は
、
た
だ
、
水
戸
藩
の
そ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
諸
藩
の
そ
れ
も
、
内
外
か

ら
の
幕
藩
封
建
制
の
危
機
を
「
旧
権
力
の
基
盤
拡
大
と
集
中
強
化
」
と
い
う

方
向
で
再
編
し
よ
う
と
す
る
「
反
革
命
」
派
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
生
産

と
生
活
を
護
ろ
う
と
す
る
農
民
の
世
姦
し
一
揆
に
と
り
か
こ
ま
れ
も
し
た
の

で
あ
る
（
一
九
〇
1
一
九
一
頁
）
と
。
こ
う
規
定
す
る
こ
と
で
、
芝
原
氏
は
、

服
部
氏
に
は
じ
ま
り
池
田
氏
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
た
、
尊
譲
派
1
1
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
と
武
±
と
の
同
盟
扁
な
い
し
「
即
自
的
に
肖
包
し
て
い
た
反
封
建
性
」

論
と
挟
を
別
つ
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
は
、
長
州
藩
を
素
材
に
と
っ
て
討
幕
匿
絶
対
主
義
化
の
権
力
構
造

の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
萌
治
維
新
の
絶
対
主
義
的
権
力
集

中
過
程
が
多
様
な
領
主
的
・
中
間
的
諸
階
級
を
統
轄
し
た
武
力
発
動
の
渦
中

で
の
統
一
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
主
導
的
キ
イ
を
提
供
し
た
も
の
が
討
幕

派
政
治
勢
力
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
長
州
藩
を
、
そ
の
典
型
と
し
て
え

ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　
天
保
・
唇
面
期
の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
農
民
支
配
政
策
に
基
調
を

求
め
な
が
ら
、
　
「
内
接
生
産
者
農
民
が
流
通
過
程
に
自
主
的
に
登
場
す
る
の

を
能
う
か
ぎ
り
阻
止
し
つ
つ
、
藩
権
力
と
特
権
商
業
資
本
に
よ
る
商
業
活
動

の
独
占
に
薩
接
生
産
者
を
従
属
さ
せ
」
（
二
三
二
頁
）
、
隷
農
制
を
維
持
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
さ
い
、
豪
農
商
敵
を
協
力
さ
せ
な
が
ら
も
、
彼
等
を
「
幕

藩
領
主
的
身
分
擬
制
・
軍
制
で
統
轄
し
つ
つ
」
（
二
二
六
頁
）
、
封
建
的
・
反
動

的
秩
序
を
維
持
・
再
強
化
し
よ
う
と
努
め
た
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
の
特

徴
づ
け
は
、
奈
良
本
辰
也
巽
や
田
中
彰
属
の
「
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
鳳
論
に

き
っ
ぱ
り
対
立
す
る
。
こ
う
し
た
反
動
的
政
策
は
、
　
「
封
農
制
的
収
奪
に

抗
す
る
農
民
内
部
の
社
会
的
分
業
∬
局
地
的
市
場
圏
の
進
展
」
（
エ
〇
七
頁
）

と
い
う
事
態
と
矛
訂
し
、
破
綻
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
藩
士
層
の
危
機
意
識

を
「
層
政
治
的
に
か
き
た
て
、
さ
ら
に
列
強
資
本
主
義
の
脅
威
が
、
　
〃
現
状

打
破
〃
に
武
士
層
を
か
り
た
て
て
ゆ
く
。
吉
田
松
陰
と
そ
の
門
下
生
を
中
核

と
す
る
尊
撰
運
動
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
尊
撲
派
は
、
改
革
派

の
政
治
路
線
の
徹
底
的
促
進
論
者
と
し
て
現
わ
れ
、
朝
権
へ
の
全
支
配
階
級

の
結
集
を
志
向
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
文
久
期
に
入
っ
て
成

立
す
る
「
撲
夷
」
藩
論
は
、
　
「
旧
来
の
改
革
派
的
な
～
方
的
に
上
か
ら
の
権

力
再
強
化
路
線
を
、
支
配
的
・
中
間
的
諸
勢
力
（
撲
夷
派
武
土
・
簸
農
商
厨
）

の
最
末
端
の
〃
現
行
打
破
”
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
吸
収
・
掌
握
し
た
権
力
集
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評

中
・
非
常
時
臨
戦
体
制
に
編
成
替
す
る
」
（
二
五
五
頁
）
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

　
「
体
制
否
定
の
方
向
」
や
「
幕
藩
体
制
否
定
の
論
理
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
」

　
（
田
4
3
彰
氏
の
見
解
）
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
奇
兵
隊
・
諸
隊
を
つ
ら
ぬ

く
基
調
は
、
内
外
危
機
に
対
応
し
た
「
旧
権
力
再
編
成
圓
再
強
化
」
（
二
五
六

頁
）
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
農
兵
と
し
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
政
治
主
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
一
般
農
民
層
と
領
主
権
力
と
の
、

ま
た
下
士
・
嶽
農
商
層
と
門
閥
上
士
層
と
の
対
抗
が
秘
め
ら
れ
、
激
動
の
過

程
で
そ
れ
ら
諸
矛
盾
は
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
。
　
そ
の
現
わ
れ
が
、
　
第
一
次
征

・
長
・
四
国
連
合
艦
隊
へ
の
屈
服
に
よ
っ
て
尊
穰
派
が
壊
滅
的
打
繋
を
う
け
、

門
閥
上
士
層
の
政
権
復
帰
を
契
機
に
、
尊
撲
派
志
士
や
諸
隊
に
た
い
す
る
門

閥
上
士
層
の
攻
撃
の
開
始
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
尊
嬢
派
下
士
層
と

そ
れ
に
従
属
す
る
村
役
人
は
農
商
兵
を
再
組
織
し
て
抗
争
し
、
慶
応
元
年
三

月
藩
主
父
子
の
七
ケ
条
宣
言
に
よ
っ
て
再
び
藩
権
力
を
掌
握
し
た
。
だ
が
そ

の
揚
合
、
尊
撰
－
討
幕
派
は
藩
主
父
子
の
対
馬
「
武
備
恭
順
漏
論
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
政
権
復
帰
が
可
能
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
政
争
は
、
「
一

般
農
下
層
の
階
級
的
・
社
会
的
運
命
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
は
な
く
、
　
「
体
制

的
危
機
に
お
け
る
暴
力
的
集
中
を
め
ぐ
る
上
士
門
閥
派
と
下
士
激
派
大
衆
の

政
治
闘
争
」
に
す
ぎ
ず
、
農
民
は
「
下
士
層
に
従
属
的
に
追
随
し
た
村
落
支

配
者
層
を
媒
介
と
し
て
、
利
用
さ
れ
、
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
　
（
二
七
四

頁
）
。
い
い
か
え
る
と
「
民
心
収
撹
を
条
件
と
し
て
の
み
」
尊
叢
一
討
幕
派
は

勝
利
し
、
「
寓
国
強
兵
・
武
備
充
実
・
言
意
一
致
の
絶
対
主
義
的
権
力
集
中
」

が
本
格
化
し
た
（
二
七
六
頁
）
。
最
高
機
関
た
る
「
政
事
堂
漏
の
も
と
に
、
一

〇
〇
石
前
後
の
中
堅
家
臣
団
1
1
少
壮
官
僚
を
中
核
と
し
た
「
用
三
役
」
・
「
蔵

元
役
」
が
軍
・
政
・
財
の
実
権
を
に
ぎ
り
、
権
力
一
元
化
が
実
現
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
兵
制
は
全
面
釣
に
西
洋
銃
陣
に
再
編
・
統
一
さ
れ
、
農
兵
・
諸
隊

の
精
選
と
官
兵
化
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
絶
対
主
義
常
備
軍
的
軍
隊
」

を
形
成
し
、
そ
の
こ
と
で
は
じ
め
て
討
幕
派
は
、
第
二
次
幕
長
戦
・
戊
辰
戦

争
過
程
を
の
り
き
り
、
全
港
的
絶
対
主
義
的
権
力
集
中
を
領
導
し
え
た
の
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
討
幕
派
は
、
一
方
で
は
、
農
民
的
商
贔
経
済
の
発
展
と

対
立
し
た
領
内
外
商
品
流
通
・
特
産
物
独
占
に
よ
る
富
国
策
を
た
て
、
ま
た

中
・
貧
農
主
体
の
革
命
的
農
民
一
揆
を
精
選
さ
れ
た
常
備
軍
的
絶
対
主
義
軍

隊
で
鎮
圧
し
、
他
方
で
は
、
改
革
派
路
線
た
る
公
議
政
体
論
に
依
存
し
っ
っ
、

軍
事
的
習
険
翻
武
断
的
暴
力
集
中
を
断
行
し
た
（
二
九
六
頁
以
下
）
。

　
以
上
が
、
著
者
の
論
旨
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

三

　
著
者
は
、
改
革
派
・
尊
嬢
派
・
討
幕
派
の
歴
史
的
評
価
基
軌
を
、
農
民
一

土
地
政
策
に
お
い
て
い
る
。
こ
の
基
軸
の
た
て
方
は
、
全
く
正
し
い
。
従
来

の
幕
末
1
1
維
新
史
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
、
諸
政
治
勢
力
内
部
の
対
抗
的
転

圓
に
目
を
う
ば
わ
れ
、
基
本
的
階
級
関
係
1
1
矛
盾
の
展
開
を
叙
述
過
程
に
お

い
て
軽
視
し
が
ち
と
な
っ
た
。
本
書
は
、
封
建
的
諸
階
級
と
一
般
農
民
層
と

の
階
級
矛
盾
の
展
開
を
軸
に
、
し
た
が
っ
て
改
革
派
そ
の
他
の
政
治
諸
勢
力

の
対
農
幾
政
策
を
基
軸
に
論
理
展
開
を
し
た
引
算
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
本
書
の
第
一
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、

著
者
の
改
革
派
・
尊
儀
派
・
討
幕
派
に
た
い
す
る
歴
史
的
評
価
を
、
必
然
的

に
、
同
じ
階
級
的
基
盤
に
た
ち
、
し
か
も
そ
の
運
動
方
向
が
領
主
反
動
的
で

あ
り
、
反
動
的
暴
力
的
権
力
集
中
化
と
い
う
基
本
路
線
上
に
お
け
る
政
治
諸

勢
力
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
基
本
的
・
階
級
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
相
互
依
存
性
を

も
つ
と
い
う
帰
結
に
み
ち
び
い
て
く
る
。
維
新
変
草
を
、
そ
う
し
た
階
級
性

を
も
つ
諸
政
治
勢
力
の
相
互
依
存
的
展
開
と
し
て
、
つ
か
み
直
し
た
点
が
、
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本
書
の
第
二
の
メ
リ
ヅ
ト
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
本
書
で
は
じ
め
て
閣
確
に

な
っ
た
点
は
、
き
わ
め
て
多
い
が
、
細
部
に
わ
た
る
の
で
劣
略
さ
し
て
も
ら

お
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
意
欲
的
な
こ
の
労
作
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
わ
た
し

に
抱
か
せ
る
。
明
治
維
漸
史
研
究
の
専
門
家
で
な
い
の
で
、
や
や
妄
欝
に
わ

た
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
え
て
い
え
ば
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。

　
①
芝
原
氏
は
、
絶
対
主
義
の
形
成
期
に
つ
い
て
、
特
徴
的
規
定
を
さ
れ
て

い
る
。
要
約
的
に
い
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
絶
対
主
義
は
、
　
一
般
に
「
そ
れ

自
身
ブ
ル
ジ
ョ
ア
約
発
展
の
｛
産
物
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
饗
民
的
商
晶

経
済
の
発
展
へ
の
領
主
層
の
改
良
的
対
応
」
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

隷
農
制
支
配
を
貫
徹
し
て
ゆ
く
た
め
の
軍
事
酌
・
政
治
的
権
力
機
構
の
反
革

命
的
独
裁
的
再
編
1
1
暴
力
万
能
の
集
権
過
程
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
成
期
絶
対
主
義
を
こ
う
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
著
者
は
、
絶
対
主
義
の
反
動
的
・
暴
力
的
性
格
を
明
確
に
し
、
そ
し

て
そ
の
こ
と
の
な
か
に
歴
史
駒
諸
等
愚
の
一
層
の
激
化
・
累
積
過
程
を
み
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
面
で
は
全
く
正
し
い
。
だ
が
、
同
隠
に
、

絶
対
主
義
は
分
散
酌
封
建
権
力
に
た
い
し
て
、
権
力
集
中
と
い
う
歴
史
的
進

歩
の
一
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著

者
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
の
．
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
成
立
し
た
絶
対
主
義
」

と
門
形
成
過
程
の
絶
対
主
義
」
と
を
区
分
し
、
前
表
は
「
矢
つ
ぎ
ば
や
な
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
扁
（
一
九
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
隷
農
制
維
持
の
た
め
の
反
動
酌
暴
力
集
中
ど
「
矢
つ
ぎ
ば
や
な
〃
ブ
ル

ジ
認
ア
グ
的
改
革
」
と
い
う
著
者
の
規
定
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
。
形
成
過

程
の
絶
対
主
義
と
成
立
し
た
絶
対
主
義
と
の
間
に
は
、
隷
農
欄
再
繍
と
い
う

塞
本
路
線
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
同
時
に
、
集
中
化
さ
れ
た
権
力
機
構

の
形
成
・
拡
充
ど
い
う
権
力
過
程
と
し
て
も
連
続
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

著
者
は
、
尊
命
派
が
改
革
派
路
線
を
継
承
し
、
討
幕
派
が
そ
の
路
線
を
完
成

し
た
と
い
う
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
点
を
実
証
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
継
承
し
た
完
成
過
程
は
、
　
「
権
力
的
対
抗
の
不
可
避
的
な
全
機
構
化
し

琵
「
政
治
的
・
軍
纂
的
権
力
集
中
強
化
の
志
向
」
（
四
頁
、
一
翼
六
頁
）
過
程

を
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
明
ら
か
に
反
革
命
約
武
断
過
程
に
は
ち
が

い
な
い
が
、
岡
時
に
、
　
「
矢
つ
ぎ
ば
や
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
」
を
志
向
し

つ
つ
、
上
か
ら
の
民
族
的
統
一
一
畏
族
園
察
を
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ

っ
た
。
形
成
期
と
成
立
期
と
の
絶
対
童
義
は
岡
一
線
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、

と
く
に
区
分
す
る
必
要
性
を
わ
た
し
は
認
め
が
た
い
。
む
し
ろ
、
必
要
な
の

は
、
津
西
資
本
主
義
の
衝
路
を
う
け
た
幕
末
ロ
維
新
期
の
絶
対
主
義
形
成
の

特
徴
的
過
程
に
ど
う
い
う
見
通
し
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

②
著
者
が
、
独
自
の
維
新
史
研
究
に
旅
立
っ
た
「
世
界
史
的
規
定
性
」
の

問
題
が
、
本
書
で
は
、
き
わ
め
て
う
す
め
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ペ
リ

ー
来
航
以
後
の
諸
藩
に
お
け
る
軍
制
改
革
と
そ
の
た
め
の
対
外
貿
易
政
策
、

さ
ら
に
は
対
外
侵
略
的
志
向
と
い
う
瀬
で
は
、
随
所
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
外
的
要
園
が
内
的
要
悶
に
ど
う
投
影
し
た
か
と
い
う
点
に
な
る

と
か
な
ら
ず
し
も
朗
確
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
よ
く
い
わ
れ
て

き
た
、
諸
雄
藩
の
外
醐
貿
易
へ
の
進
出
は
、
そ
れ
慮
体
と
し
て
、
幕
藩
体
制

下
の
商
贔
流
通
機
構
（
二
尉
瞳
毛
書
大
都
市
特
権
商
人
）
の
切
断
と
い
う
意
図
を

ひ
め
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
慶
応
元
年
十
月
以
後
の
長
州
藩
に
お
け
る
「
越

荷
方
」
の
仕
法
替
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
の
位
法
替
や
対
外
貿
易
と
り
わ
け
軍
制
改
革
が
、
農
斑
的
商
品
生
産
に
ど

う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
の
分
析
も
、
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
。
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③
著
者
は
、
　
「
成
就
さ
れ
た
『
維
新
』
そ
の
も
の
が
内
部
に
孕
ん
で
い
た

客
観
的
諸
矛
盾
を
追
及
」
す
る
た
め
に
、
　
「
墓
唐
絶
対
主
義
化
の
可
能
性
の

問
題
漏
を
「
意
識
的
に
捨
象
痛
し
て
い
る
（
七
頁
）
。
こ
の
視
点
は
、
読
者
を

戸
迷
わ
せ
る
。
薮
今
、
自
由
民
権
班
究
は
、
下
由
氏
が
提
起
し
た
、
維
新
政

権
の
政
治
的
・
経
済
的
構
造
の
特
徴
性
の
内
発
的
要
因
の
一
つ
を
、
幕
藩
体

鰯
の
特
徴
的
構
造
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
元
的
権

力
の
早
期
的
形
成
や
民
族
的
「
統
一
」
あ
る
い
は
商
贔
流
通
の
隔
壁
の
早
期

的
除
虫
と
統
｝
的
掌
握
機
構
の
形
成
等
々
は
、
世
界
史
的
規
定
を
う
け
て
い

る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
し
た
幕
藩
体
制
の
特
徴
的
構
造
を
ぬ
き

に
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
（
こ
の
点
は
拙
著
『
宮
由
斑
権
運
動
の
展
開
』
の
終
章

を
参
照
さ
れ
た
い
）
そ
れ
と
岡
じ
よ
う
に
、
幕
末
の
政
争
過
程
禽
体
、
幕
府
権

力
機
構
や
祉
会
的
・
経
済
的
統
制
機
構
の
特
徴
性
と
の
相
互
規
定
関
係
の
な

か
で
進
展
し
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
幕
閣
権
力
の
比
重
の
豊
年
さ
が
、

そ
の
政
治
的
失
敗
を
い
よ
い
よ
大
き
く
さ
せ
、
幕
閣
に
た
い
す
る
認
識
と
反

逆
勢
力
を
横
断
的
に
結
合
さ
せ
る
契
機
も
あ
た
え
た
ど
、
わ
た
し
に
は
思
わ

れ
る
。
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