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今
回
談
話
を
掲
載
す
る
歴
史
学
者
大
久
保
利
謙
氏
は
、
昭
和
二
十

四
年
の
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
創
設
に
尽
力
さ
れ
、
ま
た
近

代
日
本
政
治
史
料
の
収
集
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
。

大
久
保
氏
は
、
明
治
の
元
勲
大
久
保
利
通
の
孫
で
内
務
官
僚
大
久

保
利
武
の
長
男
と
し
て
、
明
治
三
十
三
年
東
京
に
生
ま
れ
た
。
昭
和

三
年
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
、
同
副
手
を
経
て
、
東

京
帝
国
大
学
五
十
年
史
編
纂
、
日
独
文
化
協
会
、
帝
国
学
士
院
、
貴

族
院
五
十
年
史
編
纂
の
嘱
託
を
勤
め
た
。
昭
和
十
八
年
襲
爵
（
侯
爵
）

し
、
貴
族
院
議
員
と
な
り
、
昭
和
二
十
四
年
、
国
立
国
会
図
書
館
憲

政
史
料
編
纂
事
務
嘱
託
、
そ
の
後
非
常
勤
調
査
員
・
客
員
調
査
員
と

し
て
平
成
二
年
ま
で
勤
務
し
、
憲
政
資
料
室
の
基
礎
を
築
い
た
。
名

古
屋
大
学
教
授
、
立
教
大
学
教
授
を
歴
任
。
平
成
五
年
、
日
本
近
代

史
学
に
対
す
る
多
方
面
の
貢
献
に
よ
っ
て
「
朝
日
賞
」
を
受
賞
。
平

成
七
年
死
去
。
主
編
著
に
『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
』
全
八
冊
（
吉

川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
〜
平
成
元
年
）、『
西
周
全
集
』
全
四
巻

（
宗
高
書
房
、
昭
和
三
十
五
年
〜
五
十
六
年
）、『
森
有
礼
全
集
』
全
三

巻
（
宣
文
堂
、
昭
和
四
十
七
年
）、『
津
田
真
道
全
集
』
全
二
巻
（
み

す
ず
書
房
、
平
成
十
三
年
）、『
日
本
近
代
史
学
事
始
め
』（
岩
波
書

店
、
平
成
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
談
話
は
、
昭
和
六
十
二
年
当
時
、
当
館
客
員
調
査
員
在
任
中

の
大
久
保
氏
か
ら
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
所
蔵
史
料
を

含
め
た
近
代
日
本
政
治
史
料
の
収
集
過
程
を
記
録
に
残
し
た
い
と
の

　
　

大
久
保
利と

し

謙あ
き

先
生
に
聞
く

　
　
　
　

近
代
政
治
史
料
収
集
の
あ
ゆ
み　

一

政
治
史
料
課

参
考
書
誌
研
究
・
第
七
三
号（
二
〇
一
〇
・
一
一
）
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申
し
出
が
あ
り
、
当
館
職
員
を
聞
き
手
と
し
て
聴
取
録
音
し
た
も
の

で
あ
る
。

当
時
の
メ
モ
を
見
る
と
談
話
予
定
の
項
目
と
し
て
以
下
の
四
つ
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
結
果
的
に
は
こ
の
通
り
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

一
、
日
本
近
代
政
治
史
料
収
集
の
歴
史

　

二
、
憲
政
資
料
室
創
設
の
事
情

　

三
、
憲
政
資
料
室
所
蔵
文
書
の
収
集
経
緯

　

四
、
今
後
の
政
治
史
料
収
集
の
問
題

談
話
時
間
は
各
回
、
一
時
間
な
い
し
一
時
間
半
ほ
ど
で
、
政
治
史

料
課
（
憲
政
資
料
室
）
事
務
室
に
お
い
て
、
以
下
の
七
回
に
わ
た
り

実
施
さ
れ
た
。

　

第
一
回　

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日

　

第
二
回　

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
一
日

　

第
三
回　

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
五
日

　

第
四
回　

昭
和
六
十
三
年
一
月
十
二
日

　

第
五
回　

昭
和
六
十
三
年
三
月
八
日

　

第
六
回　

昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
九
日

　

第
七
回　

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
九
日

各
回
の
録
音
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
収
録
さ
れ
て
、
政
治
史
料
課

に
残
さ
れ
て
お
り
、
第
五
回
ま
で
の
分
に
つ
い
て
は
、
手
書
き
で
書

き
起
こ
し
た
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
追
加
分
と
し
て
、
平

成
五
年
十
一
月
二
十
日
に
大
久
保
氏
の
自
宅
に
お
い
て
聴
取
し
た
録

音
テ
ー
プ
も
残
さ
れ
て
い
る
。

今
号
お
よ
び
次
号
で
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
第
一
回
か
ら
四

回
ま
で
の
談
話
記
録
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
主
に
、
明
治
維
新
以
後

の
近
代
政
治
史
料
収
集
の
流
れ
に
つ
い
て
、
維
新
期
の
官
民
双
方
の

史
料
編
纂
方
針
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
衆
議
院
・
貴
族
院
の

「
憲
政
史
」「
貴
族
院
五
十
年
史
」
編
纂
事
業
に
至
る
時
代
的
背
景
が
、

大
久
保
氏
の
体
験
を
交
え
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
後
に

開
設
さ
れ
た
憲
政
資
料
室
の
史
料
収
集
活
動
の
淵
源
を
跡
付
け
る
貴

重
な
記
録
と
い
え
る
。

な
お
、
本
録
音
の
主
な
聞
き
手
で
あ
る
二
宮
三
郎
が
執
筆
し
た

「
憲
政
資
料
室
前
史
」
上
中
下
（『
参
考
書
誌
研
究
』
第
四
十
三
号
〜

第
四
十
五
号
、
平
成
五
年
〜
七
年
）
に
、「
大
久
保
談
話
録
音
」
と
し

て
本
録
音
が
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
録
音
の
第
五
回

以
降
は
、
主
に
戦
後
の
憲
政
資
料
室
創
設
前
後
に
関
わ
る
談
話
内
容

と
な
っ
て
い
る
が
、
二
宮
論
文
に
お
い
て
憲
政
資
料
室
の
草
創
期
に

つ
い
て
は
、
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ

た
い
。

最
後
に
、
大
久
保
氏
の
研
究
史
に
つ
い
て
の
談
話
記
録
に
は
、
大

久
保
利
謙
、
伊
藤
隆
、
土
田
直
鎮
「
私
の
近
代
史
研
究
」
正
、
続

（『
日
本
歴
史
』
四
〇
三
号
、
四
〇
五
号
、
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
、

五
十
七
年
二
月
）
等
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
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【
凡
例
】

・ 
書
き
起
こ
さ
れ
た
原
稿
を
元
に
活
字
化
し
た
。
話
し
方
の
特
徴
を

で
き
る
だ
け
生
か
す
よ
う
に
努
め
た
が
、
文
意
が
伝
わ
り
や
す
い

よ
う
適
宜
の
編
集
を
加
え
た
。

・
注
及
び
本
文
中
の
〔　

〕
は
政
治
史
料
課
に
よ
る
補
足
。

・
人
名
の
後
の
〔　

〕
内
に
は
生
没
年
と
主
要
肩
書
を
記
入
。

・『　

』
は
図
書
、
雑
誌
等
の
刊
行
物
を
示
す
。

・「　

」
は
史
料
名
、
論
文
名
、
引
用
等
を
示
す
。

・
漢
字
は
主
に
通
用
し
て
い
る
字
体
を
用
い
た
。

・
今
回
活
字
化
分
の
出
席
者
（
役
職
は
当
時
）

第
一
回　

 

二
宮
三
郎
専
門
資
料
部
長
、
桑
原
伸
介
政
治
史
料
課
非

常
勤
調
査
員
、
岩
田
啓
政
治
史
料
課
長
、
広
瀬
順
皓
政

治
史
料
課
主
査

第
二
回　

 

二
宮
三
郎
専
門
資
料
部
長
、
桑
原
伸
介
政
治
史
料
課
非

常
勤
調
査
員
、
岩
田
啓
政
治
史
料
課
長
、
山
口
美
代
子

政
治
史
料
課
主
査

 〔
本
稿
の
校
訂
、
注
解
は
、
政
治
史
料
課
堀
内
寛
雄
、
鈴
木
宏
宗
が

担
当
し
た
〕
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第
一
回　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
宮
、
桑
原
、
岩
田
、
広
瀬
）

二
宮　

先
日
大
久
保
先
生
か
ら
録
音
の
お
話
が
出
ま
し
て
、
か
ね
が

ね
先
生
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
か
ら
ま
た
桑
原
さ
ん
が

お
書
き
に
な
ら
れ
た
憲
政
資
料
関
係
の
今
ま
で
の
由
来
、
そ
れ
か
ら

史
料
の
中
味
に
関
し
て
す
で
に
何
本
か
の
資
料
が
出
て
い
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
私
ど
も
も
、
こ
の
た
び
ま
た
改
め
て
大
久
保

先
生
か
ら
憲
政
資
料
に
関
し
て
の
今
ま
で
の
ご
感
想
な
り
、
ご
意
見

な
り
う
か
が
う
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。こ

と
に
憲
政
資
料
に
つ
い
て
は
、
例
の
〔
憲
政
史
〕
編
纂
会1

か
ら

勘
定
し
ま
し
て
も
、
も
う
五
十
年
、
本
憲
政
資
料
室
が
発
足
し
て
か

ら
も
三
十
年
、
も
う
か
な
り
長
い
歴
史
と
蓄
積
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
大
久
保
先
生
を
主
体
と
い
た
し
ま
し
て
、

こ
れ
だ
け
大
き
な
、
し
か
も
非
常
に
質
量
と
も
に
、
こ
れ
単
に
日
本

だ
け
で
な
く
国
際
的
に
も
非
常
に
す
ば
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
な

っ
た
こ
と
、
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

近
年
は
桑
原
さ
ん
に
さ
ら
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
そ

ら
く
こ
の
資
料
室
が
な
け
れ
ば
、
日
本
の
近
現
代
史
の
研
究
と
い
う

の
は
、
な
か
っ
た
と
い
う
と
大
げ
さ
に
な
り
ま
す
が
、
少
な
く
と
も

何
十
年
か
の
遅
れ
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
戦
前
の
憲
政
史
編
纂
会
か
ら
戦
後
の
国
会
図
書
館
憲
政

資
料
室
に
お
い
て
史
料
が
こ
れ
だ
け
潤
沢
に
保
存
で
き
、
こ
と
に
研

究
者
に
自
由
に
使
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
現
代
史
の

研
究
に
決
定
的
な
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

近
年
、
利
用
者
の
層
と
か
利
用
の
さ
れ
方
と
い
っ
た
も
の
が
お
そ

ら
く
少
し
前
の
憲
政
資
料
室
と
違
っ
た
面
が
で
て
き
た
の
で
は
な
い

か
、
ま
た
史
料
の
収
集
に
つ
い
て
も
新
し
い
色
々
な
問
題
が
で
て
き

て
い
る
。

収
集
面
で
は
、
録
音
と
い
う
問
題
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と

い
い
ま
す
か
「
政
治
談
話
録
音2

」
と
い
う
の
も
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で

す
し
、
そ
の
他
色
々
な
種
類
の
史
料
が
近
年
出
て
ま
い
る
と
同
時
に

あ
る
意
味
で
は
全
体
的
に
は
い
わ
ゆ
る
文
書
類
、
家
文
書
は
だ
ん
だ

ん
集
め
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
今
後
の
憲
政
資
料
室
の
あ
り
方
、
そ
の
他
も
考
え
る
べ
き

時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
大
変

い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
の
時
に
大
久
保
先
生
、
桑
原
先
生
か
ら
憲
政
資
料

1　

昭
和
十
三
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
制
定
五
十
周
年
の
記
念
行
事
の
一
つ
と

し
て
衆
議
院
に
日
本
憲
政
史
編
纂
の
た
め
設
け
ら
れ
た
。
委
員
長
尾
佐
竹

猛
の
下
で
鈴
木
安
蔵
、
林
茂
ら
が
史
料
収
集
に
あ
た
っ
た
。
戦
中
の
活
動
中

断
を
経
て
、
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
と
し
て
国
立
国
会
図
書
館
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。

2 　

国
立
国
会
図
書
館
に
て
昭
和
三
十
六
年
に
政
治
史
料
調
査
事
務
局
を
設
置

し
、「
町
野
武
馬
政
治
談
話
録
音
」
を
皮
切
り
に
、
昭
和
六
十
二
年
ま
で
の

間
に
、
十
人
か
ら
聴
取
し
た
。
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の
来
し
方
、
行
く
末
を
色
々
お
話
を
う
か
が
い
、
参
考
と
な
る
ご
意

見
を
承
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
皮
き
り
に
色
々
と
お

話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
久
保　

た
だ
今
、
二
宮
部
長
か
ら
大
変
ご
懇
切
な
お
話
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。
私
が
一
番
年
寄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
の
憲

政
資
料
室
が
発
足
と
い
い
ま
す
か
、
産
声
を
あ
げ
た
の
が
昭
和
二
十

四
年
の
九
月
と
い
う
ふ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
憲
政
資
料

室
の
発
足
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
後
で
や
や
く
わ
し
く

申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
そ
の
当
時
の
館
長
の
金
森

〔
徳
次
郎
〕
先
生
か
ら
辞
令
を
戴
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
辞
令
は

ど
こ
か
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
辞
令
の
標
題
は

憲
政
資
料
の
「
調
査
」
を
命
ず
、
で
す
か
「
編
纂
」
を
命
ず
、
か
、

こ
れ
は
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
確
か
そ
う
い
う
簡

単
な
辞
令
を
二
十
四
年
九
月
一
日
付
で
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
時
に
は
ま
だ
憲
政
資
料
室
と
か
そ
う
い
っ
た
名
前
は
ま
だ
つ

い
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
た
だ
私
に
対
し
て
非
常
勤
嘱
託
で
そ
う
い
う

の
を
命
ず
る
と
い
う
辞
令
を
頂
戴
し
て
、
場
所
は
ご
承
知
の
よ
う
に

国
会
の
衆
議
院
側
の
議
院
図
書
館
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
は
部

屋
も
何
も
な
い
、
ま
あ
机
を
一
つ
議
員
閲
覧
室
の
片
隅
に
頂
戴
し
た

と
い
う
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
、
そ
の
こ
と
は
後
で
申
し
ま
す
が
、

あ
そ
こ
に
机
を
頂
戴
し
た
と
い
う
の
は
、実
は
そ
の
史
料
を
集
め
る

と
い
う
目
算
で
発
足
い
た
し
ま
し
た
ん
で
、そ
の
史
料
の
置
場
で
す
。

当
時
は
、
図
書
館
が
ま
だ
今
の
建
物
が
出
来
る
前3

で
赤
坂
離
宮
に

仮
住
ま
い
で
、
あ
そ
こ
は
あ
あ
い
う
離
宮
で
す
か
ら
、
ご
た
ご
た
し

た
所
で
貴
重
な
史
料
を
保
存
す
る
場
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま

大久保利謙先生（平成４年10月11日　近影）

3　

東
京
本
館
は
昭
和
三
十
六
年
部
分
開
館
。
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衆
議
院
の
議
員
閲
覧
室
の
書
庫
が
空
い
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
史
料

を
入
れ
る
と
い
う
ん
で
、
か
な
り
大
き
な
デ
ス
ク
を
置
き
、
部
屋
で

は
な
く
て
、
そ
こ
が
事
務
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
発
足
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
時
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
が
、

そ
の
後
、
図
書
館
当
局
が
大
変
な
熱
を
入
れ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
時

期
が
非
常
に
よ
か
っ
た
こ
と
、
皆
さ
ん
が
努
力
さ
れ
て
、
場
所
は
図

書
館
の
一
室
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
も
う
立
派
な
日
本

の
近
代
政
治
関
係
の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

ご
承
知
の
よ
う
に
国
立
公
文
書
館
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
は
も
う
は
る
か
に
遅
い
で
す
ね
え
〔
昭
和
四
十
六
年
開

館
〕。
さ
っ
き
の
二
宮
君
の
お
話
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
内
容
的
に
誇
り

う
る
こ
と
で
す
。　
　

戦
後
の
現
代
の
政
治
史
研
究
、
近
代
史
研
究
と
い
う
の
は
国
際
的

で
、
外
国
か
ら
も
こ
こ
を
舞
台
に
し
た
研
究
が
ど
れ
だ
け
出
る
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非
常
に
自
慢
し
て
い
い
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
だ
け
ま
た
責
任
も
大
き
い
し
、
ま
た
今
一
つ
の
岐
路
に
立

っ
て
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
で
す
か
ら
一
応

過
去
を
整
理
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
も
ち
ろ
ん
必
要
で
、
す
で
に

こ
れ
は
桑
原
君
と
相
談
し
て
発
足
の
こ
と
を
調
べ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
衆
議
院
事
務
局
長
の
大
木
操
氏
〔1891

〜

1981

・
衆
議
院
書
記
官
長1938

〜1945

〕
を
訪
ね
て
色
々
お
話
を

う
か
が
い
、
史
料
を
頂
戴
な
ん
か
し
て
、
そ
の
辺
の
事
情
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
雑
誌
『
み
す
ず
』
の
特
集

号4

で
も
い
ろ
い
ろ
な
話
が
出
ま
し
た
し
、
そ
の
他
に
も
記
録
し
た
雑

誌
類
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
バ
ラ
バ
ラ
で
す
か
ら
、
少
し
系
統

的
に
や
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
私
自
分
の
こ
と

を
い
う
の
は
お
か
し
い
で
す
が
、
年
を
取
り
ま
し
た
し
、
や
っ
ぱ
り

年
寄
の
記
憶
も
あ
る
い
は
史
料
と
し
て
お
留
め
い
た
だ
け
れ
ば
と
い

う
こ
と
で
、
私
も
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
し
、
責
任
も
感
じ
ま
す
。

一
つ
ま
あ
、
皆
さ
ん
の
こ
の
部
屋
で
あ
る
い
は
図
書
館
と
し
て
私

の
文
書
史
と
い
う
一
つ
の
記
録
を
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ん

で
、
こ
れ
が
最
後
の
機
会
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
逃
す
と
ま
た
だ
ん
だ
ん
わ
か
ら
な
く
な
る
し
、
時
期
的
に

も
非
常
に
い
い
機
会
で
す
か
ら
、
私
も
で
き
る
だ
け
ご
協
力
を
さ
せ

て
戴
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
に
つ
い
て
話
す
か
で
す
が
、
最
近
ま
で
の
戦
後
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
室
員
の
方
々
、
そ
れ
か
ら
例
え
ば
伊
藤
隆
君
〔1932

〜
・
歴

史
学
者
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
平
成
二
年
〜
七
年
に
か
け
て
国
立

国
会
図
書
館
客
員
調
査
員
〕
と
か
外
部
の
専
門
家
も
非
常
に
注
目
さ

れ
て
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
明
治
維
新
、
帝
国
憲
法
関
係

で
は
遺
漏
が
沢
山
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
調
査
も
さ
れ
た

の
で
、
む
し
ろ
こ
の
何
年
か
以
来
近
現
代
の
史
料
の
方
へ
重
点
が
む

4　
『
み
す
ず
』（
特
集
憲
政
資
料
室
の
三
十
五
年
）
第
二
十
五
巻
第
八
号
、
昭
和

五
十
八
年
八
月
。
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い
て
き
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
昭
和
史
、
戦
後
史
と
い
う
、
そ
の
へ
ん

が
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
し
、
新
し
い
史
料
も
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き

ま
す
し
、
今
集
め
て
お
か
な
い
と
急
速
に
散
逸
す
る
。
部
屋
と
し
て

は
重
大
な
時
期
に
あ
る
の
で
こ
の
へ
ん
で
そ
う
い
う
の
を
ま
と
め
て

お
く
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
結
構
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

少
し
試
行
錯
誤
で
あ
っ
ち
い
っ
た
り
、
こ
っ
ち
い
っ
た
り
す
る
こ

と
も
お
許
し
願
い
た
い
の
で
す
が
、
漫
談
的
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
大
体
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
る
か
と
い
う
の
は
、
主
要
目
的
は
近

代
政
治
史
料
史
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
固
め
て
お
く
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
は
近
代
史
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
史
料
史
み
た
い
な
も

の
で
す
。
こ
れ
は
他
で
は
で
き
な
い
、
こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
こ
と

だ
し
、
そ
れ
が
研
究
史
の
過
去
、
将
来
を
見
通
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〈
近
代
の
史
料
編
集
の
流
れ
〉

当
時
は
憲
政
資
料
室
な
ん
て
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
に
は
前
が
あ
る

わ
け
で
す
。
遡
る
と
限
り
が
な
く
明
治
の
初
め
ま
で
遡
る
わ
け
で
、
こ

れ
は
史
学
史
の
問
題
に
も
な
る
の
で
、
こ
の
た
び
は
そ
こ
ま
で
い
か

な
い
で
史
料
史
と
い
う
観
点
に
重
点
を
お
い
て
遡
る
こ
と
に
し
た
い
。

明
治
文
化
研
究
会
、
こ
れ
が
で
き
た
の
が
大
正
十
三
年
の
暮
で

す
。
こ
の
辺
が
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
か

ら
憲
政
史
編
纂
会
と
、
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
そ
う
な
っ
た

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
問
題
点
と
し
て
は
、
そ

の
辺
か
ら
話
が
始
ま
る
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

明
治
文
化
研
究
会
が
大
正
十
三
年
、
震
災
の
翌
年
に
民
間
の
研
究

団
体
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
憲
政
史
編
纂
会
は
、
こ
れ
は
当
時
の
帝

国
議
会
の
仕
事
と
し
て
始
ま
っ
た
ん
で
、
明
治
文
化
研
究
会
と
内
容

的
、
あ
る
い
は
質
的
に
つ
な
が
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
う
な
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
の
の
考
え
方
や
人
の
関
係

か
ら
い
っ
て
明
治
文
化
研
究
会
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

簡
単
に
申
し
ま
す
と
近
代
史
、
明
治
史
の
研
究
あ
る
い
は
そ
の
史

料
の
編
集
に
つ
い
て
簡
単
に
遡
る
と
、
明
治
政
府
が
出
来
上
が
っ
た

早
々
、
例
の
『
復
古
記
』5

と
い
う
史
料
集
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
修
史
局
〔
明
治
八
年
四
月
〕
が
で
き
、
こ
れ
が
後
に
修
史
館

〔
明
治
十
年
一
月
〕
に
な
っ
て
、
こ
れ
は
六
国
史6

を
継
承
し
て
日
本
全

体
の
歴
史
を
作
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
明
治
元
年
の
詳
細
な
記
録
で
あ

る
『
復
古
記
』
が
で
き
、
そ
れ
か
ら
『
明
治
史
要
』7

と
い
う
年
表
で

5　

慶
応
三
年
の
大
政
奉
還
か
ら
翌
年
の
東
征
大
総
督
解
任
ま
で
を
記
載
。
明

治
五
年
か
ら
作
成
を
は
じ
め
、
二
十
二
年
十
二
月
に
完
成
、
昭
和
四
年
か
ら

六
年
に
か
け
て
刊
行
。

6　

奈
良
・
平
安
時
代
に
作
成
さ
れ
た
六
部
の
官
撰
史
書
の
通
称
。『
日
本
書

紀
』、『
続
日
本
紀
』、『
日
本
後
紀
』、『
続
日
本
後
紀
』、『
日
本
文
徳
天
皇
実

録
』、『
日
本
三
代
実
録
』。

7　

慶
応
三
年
の
大
政
奉
還
か
ら
明
治
十
五
年
ま
で
の
年
表
全
十
六
巻
。
巻
八

ま
で
明
治
九
年
刊
行
。
以
後
続
刊
。
昭
和
八
年
重
版
刊
行
、
戦
後
数
回
復
刻

あ
り
。
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あ
り
ま
す
が
、
幕
末
か
ら
明
治
ま
で
の
年
代
記
が
作
ら
れ
、
そ
ん
な

こ
と
で
明
治
史
、
近
代
史
の
曙
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
始
め
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
明
治
二
十
年
代
に
、
史
談
会
が
出
来
、
明
治
四
十
三

〔
四
〕
年
で
す
か
、
例
の
維
新
史
料
を
集
め
て
編
纂
す
る
と
い
う
維
新

史
料
編
纂
会
が
で
き
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
せ
い
ぜ
い
江
戸
時
代
史
ま
で
で
、
明
治

以
後
の
い
わ
ゆ
る
現
代
史
と
い
う
か
近
代
史
と
い
う
の
は
ま
だ
学
問

的
な
水
準
に
達
し
て
お
ら
な
い
状
況
で
す
が
、
そ
う
い
う
形
で
史
料

の
収
集
な
ん
か
が
始
ま
っ
て
お
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
明
治
が
終
り
ま

し
て
大
正
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
あ
り
ま
し

て
、
大
き
く
政
治
、
文
化
と
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
時
代
が
転
換
し
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
を
あ
る
程
度
ま
と
め
る
形
で
明
治
文
化
研
究
会
が
大

正
十
三
年
に
発
足
す
る
と
い
う
順
序
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
昭
和

十
三
年
の
憲
政
史
編
纂
会
、
そ
れ
が
憲
政
資
料
室
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

以
上
は
近
代
史
学
史
と
か
あ
る
い
は
政
治
思
想
史
に
な
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
明
治
文
化
研
究
会
あ
た
り
を
起
点
に
お
い
て
、『
復
古
記
』

ま
で
遡
る
と
大
変
古
く
な
り
ま
す
か
ら
、
明
治
文
化
研
究
会
あ
た
り

が
一
つ
の
画
期
と
し
て
、
明
治
の
終
り
、
大
正
時
代
か
ら
、
藩
閥
政

治
か
ら
政
党
政
治
に
な
っ
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
な
っ
て
い
く
。

現
在
こ
こ
で
集
め
て
い
る
の
も
そ
う
い
う
立
場
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
明
治
文
化
研
究
会
を
中
心
に
し
て
、
あ
る
い
は
遡
っ
た
り
し
て

話
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
明
治
文
化
研
究
会
の
起
源
〉

二
宮　

色
々
な
史
料
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
解

ら
な
か
っ
た
の
は
、
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
十
三
年
の
間
で
す
ね
。

最
後
の
研
究
会
は
何
年
の
こ
と
で
す
か
。

大
久
保　

だ
い
た
い
戦
争
終
末
頃
で
す
か
ね
。
後
で
そ
れ
は
お
話
し

ま
し
ょ
う
。
明
治
文
化
研
究
会
は
今
で
も
名
前
だ
け
は
あ
る
ん
で
す

け
ど
、
有
名
無
実
で
す
し
、
使
命
は
大
体
吉
野
〔
作
造
〕〔1878

〜

1933

・
政
治
学
者
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
〕
さ
ん
の
時
ぐ
ら
い
ま
で

じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

明
治
文
化
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
ま
と
ま
っ
て
書
い
た
も

の
は
な
い
ん
で
す
が
、
今
日
持
っ
て
き
た
『
日
本
歴
史
』
に
私
が
明

治
文
化
研
究
会
の
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
す8

。

明
治
文
化
研
究
会
の
起
源
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
起
り

8　
「
明
治
文
化
研
究
会
の
こ
と
」『
日
本
歴
史
』
第
四
四
〇
号
、
昭
和
六
十
年
一

月
（「
明
治
文
化
研
究
会
寸
論
」
と
改
題
し
て
、
大
久
保
利
謙
『
佐
幕
派
論

議
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
に
収
録
）。
関
連
す
る
座
談
会
の
記
録

に
次
の
も
の
が
あ
る
。「
維
新
史
研
究
の
歩
み
」（
第
二
回
）
明
治
文
化
研
究

会
を
め
ぐ
っ
て
（
木
村
毅
、
松
下
芳
男
、
西
田
長
寿
、
高
橋
邦
太
郎
、
吉
田

常
吉
、
小
西
四
郎
、
司
会
大
久
保
利
謙
）『
日
本
歴
史
』
第
二
四
七
号
、
昭

和
四
十
三
年
十
二
月
。
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は
、
そ
れ
は
こ
こ
に
も
記
し
ま
し
た
が
、『
新
旧
時
代
』
と
い
う
雑
誌9

が
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
ご
承
知
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
井
上

和
雄
〔1889
〜1946

・
浮
世
絵
研
究
家
〕
と
い
う
好
事
家
み
た
い

な
人
が
宮
武
外
骨
〔1867

〜1955

・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
風
俗
研

究
家
〕
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
明
治
文
化
の
同
好
の
会
を
し
よ
う

じ
ゃ
な
い
か
と
。
十
三
年
の
秋
で
し
ょ
う
ね
。
宮
武
は
大
賛
成
と
い

う
こ
と
で
、
こ
れ
を
吉
野
先
生
に
話
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
二

人
で
吉
野
作
造
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
話
し
た
ら
、
吉
野
さ
ん
も
大
賛

成
と
い
う
ん
で
、
そ
れ
で
出
来
た
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
大
正
十

三
年
の
暮
。
こ
の
雑
誌
『
新
旧
時
代
』
が
そ
の
時
に
出
た
ん
で
す
。

こ
れ
が
第
一
号
で
す
（
奥
付
は
大
正
十
四
年
二
月
）。『
明
治
文
化
』

の
第
八
巻
第
二
号
〔
昭
和
十
年
八
月
〕
に
宮
武
外
骨
さ
ん
が
「
明
治

文
化
研
究
会
の
満
十
周
年
」
と
い
う
短
い
論
文
を
書
い
た
ん
で
す
。

宮
武
さ
ん
の
短
い
文
章
に
よ
り
ま
す
と
、
井
上
和
雄
が
来
て
、
そ

の
話
を
し
て
よ
か
ろ
う
と
な
っ
て
、
ま
た
吉
野
さ
ん
も
大
賛
成
で
そ

れ
で
急
速
に
で
き
た
の
で
す
が
、
お
金
は
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か

ね
え
。
そ
こ
の
な
ん
と
か
と
い
う
本
屋
か
ら
雑
誌
を
出
し
た
の
で

す
。
新
旧
と
い
う
の
は
要
す
る
に
一
つ
は
震
災
で
す
ね
。
震
災
の
頃
、

私
は
も
う
二
十
才
く
ら
い
で
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
東
京
は
、

特
に
下
町
は
潰
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
大
学
は
焼
け
た
で
し
ょ

う
。
あ
れ
が
ま
あ
大
正
の
一
つ
の
大
き
な
転
換
期
で
、
政
治
的
に
も

文
化
的
に
も
転
換
期
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
井
上
和
雄
が
そ
ん
な

こ
と
を
思
い
つ
い
て
言
い
出
し
て
、
そ
の
同
人
が
石
井
研
堂
〔1865

〜1943

・
文
化
史
家
〕、
尾
佐
竹
猛
〔1880

〜1946

・
法
学
者
、
大

審
院
判
事
〕、
石
川
巖
〔1878

〜1947

・
書
誌
研
究
家
〕、
小
野
秀

雄
〔1885

〜1977

・
新
聞
学
者
〕、
藤
井
甚
太
郎
〔1883

〜1958

・

歴
史
学
者
〕、
そ
れ
に
吉
野
さ
ん
と
井
上
さ
ん
と
そ
の
八
人
が
同
人

で
、
そ
の
目
的
は
「
明
治
初
期
以
来
の
社
会
萬
般
の
事
相
を
研
究
し
、

之
れ
を
我
が
国
民
史
の
資
料
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
」。

従
来
の
歴
史
と
か
文
書
と
か
は
特
殊
な
ア
カ
デ
ミ
ー
、
大
学
と
か

政
府
と
か
の
も
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
と
い
う
か
国
民
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
そ
う
い
う
支
配
層
の
歴
史
と
い
う
か
史
料
も
結
局
そ
う
い
う

所
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
解
放
す
る
と
い
う
意
図
が
そ
の
中
に

読
み
と
れ
る
。

そ
の
メ
ン
バ
ー
を
み
ま
す
と
、
石
井
研
堂
は
民
間
の
著
述
業
み
た

い
な
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、
尾
佐
竹
猛
は
法
学
者
、
大
審
院
判
事
で

し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
民
間
人
と
し
て
の
立
場
で
す
ね
。
吉
野
さ

ん
が
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
す
。
大
学
教
授
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
事

は
在
野
の
知
識
人
と
い
う
こ
と
で
や
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
川
巖
と
い

う
の
は
軟
派
の
大
家
で
す
。
小
野
秀
雄
は
新
聞
人
、
藤
井
甚
太
郎
は

維
新
史
料
の
東
大
出
の
パ
リ
パ
リ
の
文
学
士
で
す
け
れ
ど
も
、
入
れ

と
く
の
が
万
事
便
利
と
い
う
こ
と
で
ひ
っ
ぱ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。　

9　

明
治
文
化
研
究
会
の
機
関
誌
は
『
新
旧
時
代
』（
大
正
十
四
年
二
月
〜
昭
和

二
年
二
月
）、『
明
治
文
化
研
究
』（
昭
和
三
年
一
月
〜
四
年
六
月
）、『
明
治

文
化
』（
昭
和
四
年
七
月
〜
十
九
年
一
月
）
と
改
題
（
巻
号
は
継
続
）。
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い
う
意
味
で
こ
う
い
う
事
態
が
転
機
と
い
う
も
の
を
う
け
と
っ
て
、

こ
れ
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
い
き
さ
つ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
い

う
の
は
大
正
十
三
年
は
大
正
期
が
終
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
ね
。

大
久
保　

直
接
は
震
災
と
い
う
の
が
大
き
な
激
動
を
与
え
て
、
す
っ

か
り
世
の
中
変
わ
っ
た
ん
で
す
ね
え
。
こ
れ
は
東
京
、
横
浜
だ
け
で

す
か
ら
、
日
本
全
国
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
心
臓
部
が
や
ら

れ
た
し
ね
。
そ
れ
か
ら
ま
あ
そ
の
序
曲
が
す
で
に
大
正
期
か
ら
始
ま

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
政
変
で
す
が
大
正
元
年
に
第
三
次
桂
太
郎
内
閣
が
で
き
、

そ
れ
に
対
し
て
猛
反
対
が
き
て
、
憲
政
擁
護
運
動
が
起
こ
る
の
が
大

正
元
年
十
二
月
、
そ
し
て
桂
内
閣
が
倒
れ
る
の
が
大
正
二
年
で
す
。

そ
こ
で
憲
政
擁
護
と
い
う
民
衆
運
動
が
十
二
月
頃
か
ら
猛
烈
に
起
こ

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
「
萬
象
録
」〔
財
界
人
で
文
筆
家

の
高
橋
箒
庵
の
日
記
、
昭
和
六
十
一
年
〜
平
成
三
年
に
思
文
閣
出
版

が
刊
行
〕
に
一
番
く
わ
し
い
。
私
は
『
日
本
全
史
』〔
近
代
第
三
、
東

京
大
学
出
版
会
、
昭
和
三
十
九
年
〕
の
大
正
の
と
こ
ろ
に
少
し
書
い

て
お
り
ま
す
。

吉
野
作
造
が
大
正
二
年
に
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
ま
す
。
大
正
二
年

に
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
秋
頃
、
新
人
が
帰
っ
て
く
る
と
、
み
な
新
聞

社
が
行
く
ん
で
す
ね
。
吉
野
の
と
こ
ろ
に
も
来
た
ん
で
す
が
、
最
後

に
瀧
田
樗
陰
〔1882

〜1925

・
編
集
者
〕
が
来
た
と
い
う
。
そ
れ

で
話
し
て
い
る
う
ち
に
結
局
ひ
き
込
ま
れ
ち
ゃ
っ
て
、
吉
野
民
本
主

そ
れ
で
発
足
し
て
、『
新
旧
時
代
』
と
い
う
雑
誌
が
出
ま
し
た
。

そ
の
頃
私
は
ま
だ
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
詳
し
い
こ
と
は
知
り

ま
せ
ん
。
西
田
〔
長
寿
〕〔1899

〜1989

・
新
聞
史
研
究
〕
さ
ん
が

一
番
古
い
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
頃
は
入
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
一
人
も
居
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
現
存
で
は
西
田
さ
ん
が
一

番
古
い
で
し
ょ
う
。
私
が
会
に
入
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
で
す
か
ら
。

一
番
大
き
な
業
績
は
『
明
治
文
化
全
集
』₁₀

と
…
。

広
瀬　
『
新
旧
時
代
』
で
、
確
か
自
由
民
権
の
特
集
を
や
っ
た
の
が
一

番
初
め
で
は
な
い
か
と
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
そ
れ
私
持
っ
て
ま
す
ん
で
今
度
も
っ
て
き
ま

す
。『
新
旧
時
代
』
自
由
民
権
号 

第
二
年
第
四
・
第
五
冊
、
大
正
十

五
年
八
月
号
で
す
。
こ
の
特
集
号
が
、
憲
政
史
編
纂
会
に
つ
な
が
る

ん
で
す
。

〈
明
治
文
化
研
究
会
の
時
代
的
機
運
〉

桑
原　

今
ま
で
の
明
治
以
降
の
歴
史
的
事
業
が
起
こ
る
時
に
は
、
大

体
時
代
の
転
換
期
が
契
機
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
こ
の
明
治
文
化
研
究
会
が
起
き
た
と
い
う
こ
の
時
点
は
、
そ
う

10　
『
明
治
文
化
全
集
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
二
年
〜
五
年
に
か
け
て
刊
行
。
戦

後
、
数
回
復
刊
さ
れ
て
お
り
、
収
録
史
料
、
巻
号
の
変
更
等
あ
り
。
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義
が
『
中
央
公
論
』
中
心
に
書
か
れ
る
。
大
正
三
年
か
に
民
衆
運
動

に
つ
い
て
書
か
れ₁₁

、
大
正
五
年
の
一
月
の
『
中
央
公
論
』〔
第
三
十
一

年
一
月
〕
に
例
の
有
名
な
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を

済
す
の
途
を
論
ず
」
が
出
た
ん
で
す
。

大
正
三
年
、
四
年
頃
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
戦
争
時
代
〔
第
一

次
世
界
大
戦
。1914
年
（
大
正
三
年
）
〜1918

年
（
大
正
七
年
）〕

で
す
。
そ
れ
で
八
年
に
講
和
に
な
っ
て
、
十
一
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条

約
、
そ
こ
に
震
災
が
来
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
震
災
の
状
況
の

な
か
で
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
な
偶
然
な
話
か
ら
、
明
治
文
化
研

究
会
が
起
こ
っ
た
。
起
こ
っ
た
時
代
背
景
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
て

見
る
と
か
な
り
幅
広
い
。

〈
吉
野
と
尾
佐
竹
と
宮
武
と
〉

広
瀬　

た
だ
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
を
『
新
旧
時
代
』
と
…
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
明
治
と
ね
。
そ
れ
と
、
か
な
り
趣
味
的

な
の
が
多
い
で
す
ね
。
錦
絵
だ
と
か
文
明
開
化
と
か
、
例
え
ば
尾
佐

竹
さ
ん
に
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
歴
史
の
専
門
家
は
一
人
も

居
な
い
ん
で
す
よ
。
尾
佐
竹
さ
ん
な
ん
か
も
素
人
で
す
か
ら
ね
。
趣

味
人
と
い
う
か
。
そ
れ
に
宮
武
外
骨
。
そ
れ
か
ら
吉
野
さ
ん
自
体
が

も
う
ベ
ー
ス
を
学
者
か
ら
降
り
て
、
在
野
の
趣
味
人
と
い
う
立
場
に

立
つ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
明
治
文
化
研
究
会
の
場
に
な
っ
て
い
る

感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

尾
佐
竹
さ
ん
と
私
が
お
近
づ
き
願
っ
た
の
は
、「
東
大
五
十
年
史
」₁₂

の
時
。
写
真
を
借
り
に
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
尾
佐
竹
グ
ル

ー
プ
の
中
に
入
れ
て
戴
い
た
ん
で
す
。

「
吉
野
民
本
」
と
よ
く
言
っ
て
お
ら
れ
た
で
す
ね
。
尾
佐
竹
さ
ん
は

新
聞
が
好
き
な
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
新
聞
と
か
を
材
料
に
し
て
歴

史
を
組
立
て
る
な
ん
て
い
う
の
は
明
治
文
化
研
究
会
の
一
つ
の
方
式

で
す
。
だ
か
ら
『
明
治
文
化
全
集
』
に
は
、
民
権
篇
と
か
新
聞
篇
と

か
雑
誌
篇
と
か
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
は
そ
う
い
う
新
聞
と
か
雑
誌

と
か
は
正
規
の
史
料
と
し
て
扱
っ
て
な
い
ん
で
す
。
新
聞
と
か
雑

誌
、
そ
う
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
か
ら
歴
史
を
組
立
て
て
い
く

と
い
う
、
今
ま
で
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大
学
的
な
方
式
と
は
全
く
違

っ
た
や
り
方
で
す
。
だ
か
ら
明
治
文
化
研
究
会
と
は
一
見
、
錦
絵
入

れ
た
り
な
ん
か
し
て
面
白
半
分
な
宮
武
式
の
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思

う
と
、
そ
れ
が
歴
史
の
見
方
を
変
え
て
今
ま
で
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

官
庁
資
料
と
か
文
書
と
か
で
組
立
て
な
く
て
、
新
聞
な
ど
で
時
代
を

探
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。「
新
旧
」
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
お

ど
け
た
話
で
す
よ
。
昔
と
今
と
、
混
乱
時
代
と
い
う
ち
ょ
っ
と
お
ど

け
た
よ
う
な
宮
武
趣
味
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
明
治
文
化

12　
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
上
下
、
東
京
帝
国
大
学
、
昭
和
七
年
。

11　
「
民
衆
的
示
威
運
動
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
第
二
十
九
年
四
月
、
大
正
三
年

四
月
。
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研
究
会
の
時
代
を
見
直
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

吉
野
さ
ん
に
つ
い
て
言
え
ば
、
吉
野
さ
ん
は
決
し
て
天
皇
制
を
否

定
す
る
の
で
は
な
く
、
天
皇
制
を
、
正
し
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
天
皇

制
を
と
い
う
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
明
治
憲
法
を
探
る
と
い

う
、
つ
ま
り
藩
閥
に
よ
っ
て
と
か
軍
閥
で
曲
げ
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
の
を

正
し
い
姿
に
か
え
す
ん
で
明
治
維
新
を
研
究
す
る
と
い
う
ん
だ
と
思

う
ん
で
す
。

そ
れ
で
尾
佐
竹
さ
ん
が
『
維
新
前
後
に
於
け
る
立
憲
思
想
』₁₃

で
幕

末
の
い
ろ
ん
な
動
き
に
ふ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
あ
れ
に
吉
野
さ
ん

が
序
文
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
方
面
の
自
分
の
先
生

だ
と
い
っ
て
、
面
白
い
序
文
で
す
。
そ
の
尾
佐
竹
と
吉
野
と
の
結
び

つ
き
が
、
宮
武
さ
ん
み
た
い
な
人
も
入
っ
て
き
て
、
明
治
文
化
研
究

会
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
ん
で
す
か
ね
。
そ
の
血
液
を
憲
政
資
料
室

が
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
尾
佐
竹
さ
ん
で
し
ょ
、
鈴
木
安
蔵

〔1904

〜1983

・
法
学
者
（
憲
法
学
者
）、
法
制
史
家
〕
が
い
て
、
こ

の
二
人
で
す
か
ら
ね
え
。
鈴
木
安
蔵
は
左
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
人

で
、
そ
の
血
液
が
ね
。
民
権
運
動
の
史
料
を
集
め
て
る
で
し
ょ
う
、

憲
政
資
料
室
と
い
う
の
は
。
つ
ま
り
民
権
運
動
史
料
と
い
う
の
を
初

め
て
史
料
的
ペ
ー
ス
に
の
せ
た
の
は
憲
政
資
料
室
で
す
。

広
瀬　

そ
の
一
番
最
初
が
こ
の
『
新
旧
時
代
』
の
…
。

大
久
保　

民
権
運
動
、
今
度
持
っ
て
き
ま
す
よ
。
厚
い
の
ね
。

二
宮　

あ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
研
究
書
で
は
…
。

大
久
保　

な
い
ん
で
す
。
い
ろ
ん
な
昔
話
を
聞
い
て
載
せ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
錦
絵
だ
と
か
沢
山
入
っ
て
る
ん
で
す
。

明
治
文
化
研
究
会
の
尾
佐
竹
、
吉
野
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
の
が
、
憲
政
史
編
纂
会
に
流
れ
て
、
そ
し
て
こ
の
憲
政
資
料
室
に

も
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

〈
明
治
文
化
研
究
会
の
活
動
〉

二
宮　

こ
れ
の
編
集
後
記
〔『
新
旧
時
代
』
第
一
年
第
一
冊
、
大
正
十

四
年
二
月
の
「
明
治
文
化
発
祥
記
念
誌
」
の
こ
と
か
〕
に
大
日
本
文

明
協
会₁₄

の
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
す
ね
。
大
隈
〔
重
信
〕〔1838

〜

1922

・
政
治
家
、
首
相
〕
の
…
あ
れ
は
翻
訳
も
の
を
い
っ
ぱ
い
出
し

て
お
り
ま
す
ね
。
活
動
は
あ
れ
だ
け
で
す
か
。
翻
訳
も
の
を
い
っ
ぱ

い
出
す
と
い
う
。

13　

文
化
生
活
研
究
会
、
大
正
十
四
年
。
増
訂
改
版
、
邦
光
堂
、
昭
和
四
年
。

14　

明
治
四
十
一
年
設
立
。
大
日
本
文
明
協
会
刊
行
書
を
第
一
次
五
十
一
巻
、
第

二
次
四
十
八
巻
、
第
三
次
二
十
四
巻
、
第
四
次
六
十
巻
（
大
正
九
年
ま
で
）、

大
正
十
年
度
十
二
巻
、
刊
行
。
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大
久
保　

あ
れ
は
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
大
隈
が
大
ボ
ラ
を

吹
く
で
し
ょ
う
。
大
ボ
ラ
の
材
料
ら
し
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
た
め
に

作
っ
た
ら
し
い
。
自
分
が
読
め
な
い
か
ら
、
み
ん
な
訳
さ
せ
て
、
出

し
て
、
広
く
出
版
し
た
ん
で
す
。
全
部
翻
訳
で
す
よ
。
当
時
一
流
の

翻
訳
を
出
し
て
、
こ
ん
な
立
派
な
厚
い
本
で
ね
。
文
明
協
会
で
作
っ

て
。
た
だ
、
大
隈
は
自
分
で
や
っ
た
と
。

二
宮　

そ
う
い
え
ば
あ
ん
ま
り
文
化
活
動
は
や
っ
て
な
か
っ
た
。
翻

訳
だ
け
で
す
か
。

大
久
保　

何
も
し
ま
せ
ん
よ
。
翻
訳
だ
け
で
す
。
あ
れ
は
明
治
四
十

年
代
で
し
ょ
。

二
宮　

そ
う
な
ん
で
す
。
こ
の
頃
も
編
集
子
が
何
か
書
い
て
ま
す

ね
。

大
久
保　

そ
れ
か
ら
こ
の
中
の
木
村
毅
〔1894

〜1979

・
文
藝
家
、

明
治
文
化
史
研
究
家
〕、
柳
田
〔
泉
〕〔1894

〜1969

・
明
治
文
学

研
究
者
、
翻
訳
家
〕
み
ん
な
早
稲
田
で
す
か
ら
。
早
稲
田
系
統
が
強

い
ん
で
す
よ
、
明
治
文
化
研
究
会
に
は
。
大
体
在
野
的
な
ね
、
慶
応

は
あ
ん
ま
り
い
な
い
。
や
は
り
早
稲
田
的
な
在
野
的
な
大
隈
的
な
、

そ
れ
を
こ
う
ミ
ッ
ク
ス
し
た
よ
う
な
ね
。

二
宮　

巻
頭
論
文
は
関
野
〔
貞
〕〔1868

〜1935

・
建
築
史
家
〕
さ

ん
の
「
明
治
記
念
館
に
つ
い
て
」₁₅

。
明
治
神
宮
外
苑
に
あ
る
記
念
館
の

こ
と
で
す
か
ね
。
聖
徳
記
念
館
で
す
か
。

大
久
保　

あ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
は
明
治
天
皇
の
顕
彰
み

た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
。

広
瀬　

そ
う
で
す
ね
。
壁
画
で
こ
う
生
涯
を
表
現
し
て
い
る
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
あ
れ
は
『
明
治
天
皇
紀
』₁₆

を
作
る
こ
と
と
、

そ
れ
か
ら
あ
あ
い
う
ご
事
蹟
の
顕
彰
と
い
う
意
味
で
、
あ
れ
相
当
カ

ネ
を
か
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。
あ
れ
を
作
る
時
の
い
き
さ
つ
の
本
が

あ
り
ま
す
。
画
題
を
選
ぶ
の
に
相
当
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

あ
れ
は
三
上
〔
参
次
〕〔1865

〜1939

・
歴
史
学
者
〕
さ
ん
と
か

歴
史
家
に
加
わ
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
戦
争
ば
か
り
で
は
い

け
な
い
と
か
、
文
化
を
入
れ
る
と
か
ね
。
百
枚
で
し
ょ
う
。
あ
の
画

題
の
選
定
で
大
騒
ぎ
す
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
選
定
の
経
過
報
告
が
ね

15　

関
野
貞
「
明
治
記
念
博
物
館
の
設
立
を
望
む
」『
新
旧
時
代
』
第
一
年
第
一

冊
、
大
正
十
四
年
二
月
。

16　

大
正
三
年
十
二
月
宮
内
省
に
臨
時
編
修
局
（
の
ち
に
改
称
し
て
臨
時
帝
室

編
修
局
）
を
設
け
編
修
を
開
始
し
、
昭
和
八
年
九
月
終
了
。
明
治
百
年
を
記

念
し
て
、
昭
和
四
十
三
年
よ
り
吉
川
弘
文
館
で
刊
行
。
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え
、
あ
ん
な
も
の
も
資
料
に
な
る
か
な
あ
。
一
つ
は
ね
、
戦
争
戦
争

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
戦
争
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
つ
ま
り
天
皇
が

国
民
に
慈
悲
を
賜
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
絵
を
、
つ
と
め
て
入
れ

て
い
ま
す
。

二
宮　

あ
り
ま
す
ね
。
赤
十
字
の
病
院
で
患
者
を
な
ぐ
さ
め
る
図
と

か
い
っ
た
も
の
が
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
戦
争
は
あ
る
程
度
に
し
て
、
そ
う
い
う

ご
聖
徳
と
い
う
の
を
選
ん
だ
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
一
流
の
絵

か
き
が
描
い
て
ね
。

二
宮　

公
式
の
建
設
に
つ
い
て
の
記
録
は
あ
る
ん
で
す
か
。

大
久
保　

あ
り
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
あ
れ
は
一
つ
の
史
料
で
す
ね
。
あ

の
当
時
に
生
き
て
い
た
人
が
み
ん
な
、
例
え
ば
五
箇
条
の
誓
文
の
発

表
の
時
に
い
た
人
が
、
こ
こ
に
誰
が
座
っ
た
と
か
が
わ
か
る
本
が
あ

り
ま
す
よ₁₇

。
そ
の
人
を
特
定
す
る
の
に
歴
史
家
と
か
、
当
時
生
存
し

て
い
た
人
に
聞
い
て
ね
。

例
え
ば
、
小
御
所
会
議
の
時
に
誰
が
ど
こ
に
座
っ
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
を
調
べ
た
ん
で
す
。

歴
史
的
に
み
て
も
、
絵
画
館
の
絵
は
全
部
が
空
想
で
は
な
く
て
、

ど
こ
に
誰
が
座
り
、
ど
う
い
う
背
景
だ
と
か
、
そ
こ
ま
で
や
っ
た
ん

で
す
。
だ
か
ら
絵
画
館
の
絵
と
い
う
の
は
、
ご
聖
徳
も
も
ち
ろ
ん
な

が
ら
、
写
真
に
代
わ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

理
由
書
が
あ
り
ま
す
。
史
料
を
全
部
あ
げ
て
、
画
題
の
選
定
と
絵
の

構
図
を
絵
描
き
だ
け
に
ま
か
せ
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
う
い
う

テ
ー
ブ
ル
だ
っ
た
と
か
服
装
な
ん
か
も
や
っ
た
ら
し
い
で
す
。

も
う
一
つ
、
木
村
さ
ん
の
書
い
た
『
明
治
文
化
研
究
』
叢
書
と
い

う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
戦
後
に
出
た
ん
で
す
。
私
も
一
つ
書
い
た
ん

で
す
が
、
そ
の
中
に
木
村
毅
さ
ん
が
「
明
治
文
化
と
は
何
か
」
と
い

う
論
文₁₈

を
書
い
て
い
ま
す
。
明
治
文
化
と
い
う
言
葉
は
、
木
村
さ
ん

に
言
わ
せ
る
と
、
内
田
魯
庵
〔1868

〜1929

・
作
家
、
評
論
家
〕
が

『
き
の
ふ
け
ふ
』〔
博
文
館
、
大
正
五
年
〕
と
い
う
随
筆
集
を
書
い
た

ん
で
す
。
後
に
『
お
も
ひ
出
す
人
々
』〔
春
秋
社
、
大
正
十
四
年
〕
に

な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
明
治
文
化
研
究
の
資
料

と
し
て
」〔
明
治
文
化
史
の
半
面
観
〕
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
あ
る

ん
で
す
。

17 　
『
壁
画
画
題
資
料
』
明
治
神
宮
奉
賛
会
、
昭
和
十
二
年
（
明
治
神
宮
編
『
明

治
神
宮
叢
書
』 

第
十
八
巻
（
資
料
編
二
）
明
治
神
宮
社
務
所
、
平
成
十
五
年

に
縮
写
復
刻
）。

18　

木
村
毅
「
明
治
文
化
と
は
何
か
‐
点
線
的
な
私
の
回
顧
‐
」
明
治
文
化
研
究

会
編
『
明
治
文
化
研
究
』
第
一
集
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
十
三
年
、
一
〜

二
十
八
ペ
ー
ジ
。
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木
村
さ
ん
は
、
そ
の
内
田
魯
庵
の
『
き
の
ふ
け
ふ
』
と
い
う
博
文

館
か
ら
出
た
随
筆
集
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
、
明
治
文
化
と
い
う
言
葉

の
起
源
だ
と
い
っ
て
い
ま
す₁₉

。

明
治
は
文
明
開
化
で
し
ょ
。
大
正
は
文
化
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
明

治
文
化
と
い
う
の
は
大
正
期
か
ら
み
た
明
治
文
化
な
ん
で
す
ね
。
文

明
開
化
じ
ゃ
な
く
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
か
ら
明
治
を
見

直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

木
村
さ
ん
の
「
明
治
文
化
と
は
何
か
」
に
は
明
治
文
化
研
究
会
は

何
を
し
た
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
自
分
は
、『
明
治
文
化
全
集
』
を
出
し

て
、
私
た
ち
は
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
言
う
と
書
い
て
あ
り

ま
す₂₀

。
確
か
に
、
ま
あ
国
民
的
立
場
か
ら
明
治
維
新
あ
る
い
は
明
治
時
代

の
文
化
と
い
う
も
の
を
見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
国
民
史
の
史
料
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
わ

け
で
す
。
政
治
史
と
か
政
権
史
で
は
な
く
て
、
つ
ま
り
国
民
つ
ま
り

庶
民
、
今
の
言
葉
で
い
え
ば
民
衆
で
す
わ
。
民
衆
史
の
立
場
か
ら
、

そ
の
明
治
以
来
の
社
会
万
般
の
理
想
を
研
究
す
る
と
い
う
、
そ
う
い

う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

つ
ま
り
、
明
治
文
化
の
、
明
治
っ
て
い
う
も
の
の
、
明
治
維
新
っ

て
い
う
も
の
の
見
直
し
、
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

〈
国
民
史
的
、
民
衆
史
的
な
立
場
〉

二
宮　

反
藩
閥
と
か
反
官
版
歴
史
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
意
識
は
な

か
っ
た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

い
や
、
そ
れ
は
確
か
に
あ
っ
た
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
反
藩

閥
。
明
治
の
時
代
の
藩
閥
と
い
う
の
は
ひ
ど
い
で
す
か
ら
ね
え
。
幕

府
の
や
っ
た
こ
と
は
み
な
ぶ
っ
つ
ぶ
し
、
隠
し
ち
ゃ
っ
て
、
何
で
も

薩
長
が
や
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
の
が
明
治
時
代
の
時
代

観
で
す
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
も
っ
と
国
民
的
な
立
場
か
ら

明
治
を
見
直
そ
う
と
い
う
再
検
討
で
す
。

そ
れ
か
ら
明
治
憲
法
そ
の
も
の
を
吉
野
さ
ん
な
ん
か
も
藩
閥
を
排

除
し
て
、
明
治
憲
法
に
も
そ
の
理
念
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

確
か
に
井
上
毅
〔1844

〜1895

・
法
制
官
僚
〕
と
か
伊
藤
〔
博
文
〕

〔1841

〜1909

・
政
治
家
、
首
相
〕
が
作
っ
た
ん
で
す
か
ら
藩
閥
憲

法
で
す
よ
。
尾
佐
竹
さ
ん
が
幕
末
か
ら
ず
っ
と
維
新
前
後
の
立
憲
思

想
を
調
べ
た
の
は
、
細
か
な
ザ
コ
的
な
史
料
の
中
か
ら
真
の
新
し
い

時
代
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
吉
野
さ
ん
は
感
心
し
た
ら

し
い
。
そ
こ
で
吉
野
、
尾
佐
竹
と
い
う
結
び
つ
き
が
で
き
る
。

明
治
文
化
研
究
会
は
そ
れ
で
す
よ
。
在
野
的
な
立
場
か
ら
明
治
と

19　

前
掲
、
木
村
、
一
ペ
ー
ジ
。

20　

前
掲
、
木
村
、
二
十
二
ペ
ー
ジ
に
「
明
治
文
化
研
究
会
で
は
、
明
治
文
化
を

ど
う
考
え
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
全
集
の
目
次
を
示
し
て
、
先
ず
こ
の
範
囲

の
こ
と
を
、
主
要
と
し
て
考
え
て
き
た
の
だ
と
答
え
る
外
な
い
」
と
あ
る
。
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い
う
も
の
を
藩
閥
の
あ
れ
を
ぬ
ぐ
い
軍
部
の
あ
れ
を
ぬ
ぐ
っ
て
、
そ

こ
に
日
本
の
近
代
の
本
当
の
姿
を
見
出
そ
う
と
い
う
希
望
的
な
と
こ

が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

そ
れ
が
憲
政
史
編
纂
会
に
受
継
が
れ
て
い
る
ん
で
は
な
い
で
す

か
。当

時
の
国
会
、
議
会
の
意
志
に
反
す
る
か
も
わ
か
ら
ん
け
れ
ど

も
、
そ
れ
を
尾
佐
竹
さ
ん
が
頑
張
っ
た
の
は
偉
い
と
思
い
ま
す
。
随

分
評
判
悪
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
尾
佐
竹
さ
ん
は
自
分
の
信
念
を
通

し
て
民
権
史
料
や
な
ん
か
集
め
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
偉

い
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
を
憲
政
資
料
室
は
尊
重
し
て
、
こ

の
精
神
で
史
料
を
集
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
と
に
こ
う
い
う

時
代
に
な
り
ま
す
と
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

明
治
文
化
研
究
会
と
い
う
の
は
、
大
正
政
変
か
ら
だ
ん
だ
ん
培
わ

れ
て
、
吉
野
さ
ん
た
ち
が
言
っ
た
こ
と
が
、
震
災
で
ち
ょ
っ
と
板
に

付
い
て
、
そ
れ
が
具
体
化
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
大
正
十
三
年

に
ね
、
ち
ょ
っ
と
遅
い
で
す
け
ど
。

広
瀬　

こ
の
前
に
、
例
え
ば
島
津
家
と
か
い
ろ
ん
な
家
の
編
纂
、
各

家
の
藩
史
み
た
い
な
編
纂
を
や
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、

こ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
か
。

大
久
保　

入
っ
て
な
い
で
す
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
次
に
や
り
ま
し
ょ

う
。
史
談
会₂₁

。
あ
れ
僕
は
ね
、
最
後
の
会
に
出
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ

か
ら
蘆
田
伊
人
〔1877

〜1960

・
小
浜
酒
井
家
編
纂
〕
と
か
、
高

瀨
代
次
郎
〔1877

〜1953

・
宇
和
島
伊
達
家
編
纂
〕
と
か
、
ち
ょ

っ
と
違
う
ん
で
す
よ
、
空
気
が
。

広
瀬　

明
治
文
化
研
究
会
の
方
が
自
由
と
い
う
か
、
リ
ベ
ラ
ル
な
雰

囲
気
で
す
か
。

大
久
保　

や
っ
ぱ
り
あ
れ
は
家
臣
で
す
よ
。
旧
臣
が
お
家
の
史
料
を

集
め
る
と
い
う
こ
と
で
み
ん
な
違
い
ま
し
た
ね
。
島
津
家
も
あ
り
ま

し
た
。
や
っ
ぱ
り
旧
臣
と
い
う
空
気
が
そ
れ
と
な
く
あ
っ
た
で
す

ね
。
こ
っ
ち
な
ん
か
全
然
な
い
で
す
ね
。

広
瀬　

石
井
研
堂
や
小
野
秀
雄
と
い
っ
た
人
々
は
資
料
と
し
て
は
一

次
資
料
と
い
う
よ
り
二
次
史
料
を
発
掘
し
て
い
ま
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
こ
の
時
代
は
文
書
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
全
部
、

新
聞
と
か
雑
誌
と
か
庶
民
の
中
の
ザ
コ
み
た
い
な
も
の
の
中
か
ら
拾

い
上
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
が
憲
政
史
編
纂
会
に
な
る
と

今
度
は
本
格
的
に
な
っ
て
受
継
が
れ
て
い
る
ん
で
す
。
集
め
る
精
神

21　

明
治
二
十
二
年
四
月
、
島
津
家
そ
の
他
六
雄
藩
家
と
三
条
・
岩
倉
伝
記
編
輯

員
十
数
名
が
集
ま
っ
た
の
に
始
ま
る
。
機
関
誌
『
史
談
会
速
記
録
』
を
明
治

二
十
五
年
九
月
か
ら
昭
和
十
三
年
四
月
ま
で
刊
行
。
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そ
の
も
の
も
、
前
の
旧
臣
的
な
お
家
の
史
料
を
集
め
る
と
い
う
そ
う

い
う
観
念
で
は
な
く
て
、
そ
こ
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
経
た
吉
野

さ
ん
と
か
尾
佐
竹
さ
ん
の
歴
史
観
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

明
治
文
化
研
究
会
と
い
う
も
の
は
、
昭
和
十
三
年
、
ま
だ
軍
部
の

強
力
な
時
代
に
、
や
や
抵
抗
的
に
政
府
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が

戦
後
に
な
っ
て
花
が
咲
い
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

広
瀬　

木
村
毅
さ
ん
の
お
話
の
中
に
、
吉
野
作
造
の
「
明
治
研
究
に

志
せ
し
動
機
」〔
初
出
『
新
旧
時
代
』
第
二
年
第
一
冊
、
大
正
十
五
年

四
月
〕
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
。

大
久
保　

そ
れ
は
『
閑
談
の
閑
談
』〔
木
村
毅
編
集
、
昭
和
八
年
、
書

物
展
望
社
〕
に
あ
り
ま
す
。
僕
の
愛
読
書
で
し
て
ね
。
斎
藤
昌
三

〔1887

〜1961

・
書
物
研
究
家
〕
が
出
し
て
、
書
物
展
望
社
は
趣
味

的
で
、
安
い
本
と
少
し
高
い
本
を
出
し
て
い
る
。

震
災
は
大
き
い
で
す
ね
。
東
京
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
。
大
阪
、

京
都
は
何
も
な
い
で
す
け
れ
ど
、
私
は
そ
の
時
、
京
都
大
学
に
い
た

ん
で
す
。
十
月
頃
帰
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
那
須
の
温
泉
に
行
っ
て
た

ん
で
す
よ
。
親
父
と
ね
。
そ
う
し
た
ら
グ
ラ
グ
ラ
き
て
。
那
須
の
温

泉
に
来
て
い
た
の
は
み
ん
な
東
京
の
人
で
兄
弟
が
東
京
に
い
る
と
か

で
。
電
報
電
信
が
な
い
で
し
ょ
。
翌
日
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
。
そ
れ

で
翌
日
か
ら
大
騒
ぎ
な
ん
で
す
よ
。
私
の
と
こ
ろ
な
ん
か
弟
二
人
が

東
京
で
し
ょ
。
生
き
た
か
死
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
み
ん
な
旦
那
が

ど
う
だ
と
か
、
泣
い
て
歩
い
て
い
る
人
も
い
た
。
電
話
、
電
信
、
新

聞
が
な
い
で
し
ょ
。
今
か
ら
想
像
が
で
き
な
い
で
す
ね
。
十
日
ぐ
ら

い
た
っ
て
、
決
死
隊
が
結
成
さ
れ
て
那
須
か
ら
東
京
に
行
っ
て
、
一

週
間
ぐ
ら
い
で
様
子
を
調
べ
て
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
家
は
帰
る
ま
で

焼
け
て
る
か
焼
け
て
な
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
焼
け
て
な
か
っ
た

で
す
け
ど
。
政
治
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
、
あ
れ
で
大
き
く
か
わ
っ
た
。

そ
れ
で
明
治
も
の
の
本
が
高
く
な
っ
た
。
石
川
巖
と
か
神
代
種
亮

〔1883

〜1935

、
書
誌
研
究
者
、
校
正
者
〕
な
ん
か
は
古
本
道
楽
だ

か
ら
。
漱
石
の
初
版
本
が
一
躍
二
、
三
円
に
な
っ
た
。

広
瀬　

明
治
文
化
研
究
会
の
賛
助
員
に
は
各
分
野
の
人
々
が
入
っ
て

い
ま
す
。（
末
尾
参
照
）

大
久
保　

編
輯
同
人
が
創
立
メ
ン
バ
ー
で
、
あ
と
は
有
名
な
人
を
集

め
た
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
み
て
も
、
こ
う
い
う
人
た
ち
の
名
前
は

並
べ
な
い
方
が
む
し
ろ
い
い
く
ら
い
で
す
ね
え
。

二
宮　

少
な
く
と
も
歴
史
中
心
で
は
な
さ
そ
う
で
す
ね
。

大
久
保　

な
い
で
す
。
明
治
を
見
直
そ
う
と
い
う
、
そ
れ
か
ら
明
治

の
史
料
を
集
め
よ
う
と
か
で
集
ま
り
ま
し
た
か
ら
。
こ
こ
に
穂
積
重

遠
〔1883
〜1951

・
法
学
者
〕
と
か
、
こ
れ
は
吉
野
さ
ん
な
ん
か

の
意
向
が
働
い
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
と
い
っ
て
も
全
然
私
は
そ
の
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へ
ん
の
事
情
は
知
り
ま
せ
ん
よ
。
し
か
も
も
う
全
員
い
な
い
で
す

し
。

広
瀬　

先
生
が
一
番
最
初
に
明
治
文
化
研
究
会
に
出
ら
れ
た
の
は
い

つ
で
す
か
。

大
久
保　

ず
っ
と
後
で
す
。
そ
の
頃
は
私
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
ら
。
そ
の
頃
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
と
い
っ
た
ら
も
う
…
。

木
村
さ
ん
な
ん
か
が
生
き
て
い
れ
ば
ね
え
。
ま
あ
西
田
さ
ん
か
な
、

西
田
さ
ん
は
慶
応
で
す
。
あ
の
人
は
私
よ
り
一
歳
上
で
す
か
ら
、
ま

だ
こ
の
頃
は
学
生
時
代
で
す
か
ら
。

二
宮　

最
近
ま
た
こ
う
い
う
新
聞
を
使
っ
た
り
雑
誌
、
マ
ン
ガ
だ
と

か
道
路
の
マ
ン
ホ
ー
ル
探
し
た
り
し
て
、
一
般
庶
民
の
中
の
材
料
を

集
め
る
手
法
が
、
流
行
っ
て
る
で
し
ょ
う
。

大
久
保　

確
か
に
そ
う
い
う
手
法
を
尾
佐
竹
さ
ん
な
ん
か
が
始
め
た

ん
で
す
が
、
尾
佐
竹
さ
ん
は
歴
史
学
的
じ
ゃ
な
く
、
ま
あ
趣
味
て
い

う
ん
で
す
か
ね
。
あ
の
人
は
司
法
官
で
、
本
職
は
大
審
院
判
事
で
す
。

こ
う
い
う
古
新
聞
と
か
古
い
絵
だ
と
か
が
お
好
き
で
ね
。
一
種
の
古

書
道
楽
み
た
い
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
段
々
ひ
き
込
ま
れ
て
、
そ

の
中
か
ら
色
ん
な
物
を
見
出
そ
う
と
努
力
さ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
研

究
を
ま
と
め
た
の
が
明
治
大
学
の
雑
誌
『
法
律
及
政
治
』
に
連
載
し

た
「
帝
国
議
会
史
前
記
」₂₂

で
大
正
十
一
年
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
吉

野
さ
ん
が
読
ん
で
面
白
が
っ
て
、
尾
佐
竹
さ
ん
に
本
に
す
る
こ
と
を

す
す
め
、
斡
旋
し
た
ん
で
す
。
こ
う
し
て
『
維
新
前
後
に
於
け
る
立

憲
思
想
』
が
出
版
さ
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
へ
ん
の
事
情
は
序
文
に
書

い
て
い
ま
す
。

吉
野
さ
ん
が
そ
の
へ
ん
で
、
歴
史
に
初
め
て
興
味
を
も
っ
た
の
で

は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
ま
で
は
政
治
論
で
す
か
ら
ね
。

発
足
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
い
い
で
す
か
。

広
瀬　

こ
う
い
う
感
じ
で
、
少
し
ず
つ
次
に
進
め
ま
す
。
ま
た
何
か

先
生
の
方
で
テ
ー
マ
が
お
あ
り
に
な
れ
ば
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

大
久
保　

一
回
く
ら
い
「
史
談
会
」
と
か
ね
え
。

広
瀬　

そ
う
で
す
ね
。
明
治
文
化
研
究
会
に
似
た
よ
う
な
民
間
の
機

関
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。〔
大
日
本
〕
文
明
協
会
は
ど
ん
な
も
の
だ

っ
た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

私
は
よ
く
知
ら
な
い
ん
で
す
が
、
文
明
協
会
は
別
に
会
合

は
し
て
な
い
で
し
ょ
う
。
例
の
史
談
会
は
、
い
わ
ゆ
る
旧
臣
の
人
た

22　
『
法
律
及
政
治
』
第
一
巻
第
二
号
〜
第
三
巻
第
六
号
（
大
正
十
一
年
六
月
〜

十
三
年
六
月
）
二
十
二
回
連
載
。
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ち
が
集
ま
っ
て
史
談
を
や
る
と
い
う
会
で
す
。
速
記
録
が
あ
り
ま
す

が
、
大
正
に
な
っ
て
、
私
も
一
回
か
二
回
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

上
野
の
韻
松
亭
と
い
う
貸
席
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
蘆
田
伊
人
さ
ん

に
誘
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
明
治
末
期
頃
の
近
代
政
治
史
の
一
つ
の
史
料
に
は

な
り
ま
す
か
ら
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
二
回　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
宮
、
桑
原
、
岩
田
、
山
口
）

二
宮　

こ
れ
ま
で
の
お
話
は
、
主
に
明
治
以
降
の
政
治
史
の
史
料
収

集
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
ね
。
そ
れ
は
学
説
史
で
は
な
く
て
、
史
料
の
収

集
史
で
す
ね
。
こ
れ
が
第
一
と
す
る
と
、
大
き
な
二
番
目
が
、
憲
政

資
料
室
に
な
っ
て
か
ら
の
個
々
の
史
料
の
収
集
の
歴
史
と
い
い
ま
す

か
経
緯
。
こ
れ
は
具
体
的
な
史
料
に
つ
い
て
の
お
話
で
、
こ
こ
が
お

そ
ら
く
メ
イ
ン
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
三
番
目
と
し
て

は
、
今
後
の
史
料
収
集
を
ど
う
す
る
か
。
そ
の
一
つ
が
今
後
は
新
し

い
形
態
の
史
料
が
出
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
。
こ
と

に
政
治
史
料
と
い
う
観
点
か
ら
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ

と
。
小
さ
な
二
番
目
と
し
て
、
範
囲
、
ど
う
い
う
範
囲
を
政
治
史
料

と
み
な
す
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
今
ま
で
は
珍
し
い
も
の
を
集
め
て
い
ま
し
た

け
ど
ね
。
文
化
史
料
な
ど
も
、
明
治
初
期
は
そ
う
厳
密
で
は
な
く
、

例
え
ば
蘭
学
の
史
料
も
集
め
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
も
う
あ
る

程
度
限
定
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

〈
収
集
し
た
史
料
の
利
用
〉

二
宮　

小
さ
な
三
番
目
と
し
て
集
め
た
史
料
を
ど
う
利
用
さ
せ
る
か

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
中
で
大
き
な
問
題
と
な
る
の
が
、
桑
原
さ
ん

が
ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
目
録
作
成
、
こ
れ
は
保
存
と
利
用
の
接
点

を
、
お
そ
ら
く
史
料
利
用
の
具
体
的
な
最
大
の
要
の
問
題
と
な
る
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
目
録
作
り
を
ど
う
す
る
か
、
目
録
に
と
る
内
容

と
か
、
標
題
と
か
い
っ
た
も
の
が
問
題
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
仕
事

の
面
か
ら
い
え
ば
目
録
が
要
で
あ
り
、
大
工
さ
ん
に
と
っ
て
の
大
工

道
具
と
同
じ
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
仕
事
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

大
久
保　

そ
れ
が
、
資
料
館
が
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
分
か
れ
目
で
、

目
録
と
い
う
の
は
学
問
の
基
本
で
す
し
、
利
用
の
立
場
か
ら
い
い
ま
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す
と
、
こ
れ
は
一
番
大
事
な
も
の
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
集
め
た
史

料
が
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
宮　

こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
で
話
を
す
す
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
で
、
課
と
し
て
、
あ
る
い
は
憲
政
資
料
室
と
し
て
、

最
低
必
要
事
項
は
ほ
と
ん
ど
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
ど
っ
か
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
中
に
は
図

書
館
全
体
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
し
、
学
会
と
の
交
流
が
必

要
で
、
こ
こ
で
独
善
的
に
決
め
な
い
で
学
会
の
意
見
を
吸
収
す
る
こ

と
も
必
要
で
し
ょ
う
。

二
宮　

そ
れ
を
四
番
目
に
入
れ
ま
し
ょ
う
か
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
諸

団
体
と
の
外
界
と
の
関
係
を
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
学
会
な
ど
と
の
関
係
で
す
ね
。
た
だ
規
模
は

ど
の
程
度
や
る
か
が
問
題
で
す
。
東
大
の
人
に
意
見
聴
く
だ
け
で
は

不
公
平
で
す
か
ら
。
例
え
ば
、
外
交
史
料
館
と
か
〔
国
立
〕
公
文
書

館
と
の
つ
な
が
り
を
ど
う
す
る
か
。
と
は
い
っ
て
も
、
文
書
だ
っ
た

ら
国
会
図
書
館
な
い
し
史
料
館
か
文
書
館
が
当
然
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
と
っ
て
い
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
他
と
は
関
係
な
し
に
勝
手
に
決

め
ち
ゃ
っ
て
、
後
に
な
っ
て
こ
れ
は
困
る
と
い
う
こ
と
で
は
い
け
な

い
の
で
、
十
分
に
世
論
、
特
に
学
会
の
主
な
人
の
意
見
や
、
こ
こ
を

よ
く
利
用
す
る
人
の
意
見
、
ま
た
外
国
の
例
な
ど
を
調
べ
て
、
少
々

時
間
を
か
け
て
も
ち
ゃ
ん
と
し
て
、
だ
れ
か
ら
も
国
会
図
書
館
が
非

難
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

二
宮　

そ
れ
か
ら
、「
政
治
談
話
録
音
」
と
同
様
、
利
用
の
と
こ
ろ
で

公
開
の
問
題
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
久
保　

そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
図
書
館
と
し
て
は
民
間
の
考
え
方
と

違
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
戦
後
は
極
端
に
公
開
公
開
で
、
こ
れ

は
政
治
秩
序
に
も
関
係
す
る
し
ね
。
こ
こ
は
政
府
機
関
で
す
か
ら
、

や
は
り
現
在
の
政
治
秩
序
と
い
う
も
の
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
。

二
宮　

こ
の
間
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
抵
触
す

る
と
い
う
判
決₂₃

が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
難
し
い
問
題
が
出
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
そ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
つ
な
が
っ
て
く
る
ん
で

す
。
は
っ
き
り
し
た
方
針
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

す
れ
ば
あ
る
程
度
、
外
か
ら
何
か
言
わ
れ
て
も
頑
張
れ
る
。
特
に
新

23 　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
「
逆
転
」
裁
判
事
件
（
東
京
地
判
昭
和
六
十
二
・
十

一
・
二
〇
判
タ
六
五
八
号
六
〇
頁
）。
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聞
記
者
な
ど
に
も
あ
る
程
度
説
明
が
つ
く
。
国
家
の
機
関
で
す
か

ら
、
そ
う
何
で
も
か
ん
で
も
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
史
料
の
収
集
に
も
関
係
し
て
く
る
ん
で
す
。
こ
れ
な
ら

あ
ん
ま
り
手
を
広
げ
な
い
方
が
い
い
と
か
、
逆
に
あ
ん
ま
り
抱
え
ち

ゃ
っ
て
見
せ
な
い
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん
問
題
で
し
ょ
う
か
ら
。

二
宮　

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
三
の
三
番
目
の
と
こ

ろ
で
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
四

番
目
の
問
題
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
外
部
の
団
体
、
学
会
、
具
体
的

に
は
そ
の
〔
政
治
史
料
〕
調
査
会
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う

問
題
が
二
十
年
ご
し
、
か
れ
こ
れ
三
十
年
近
く
残
っ
て
、
そ
の
ま
ま

に
な
っ
て
る
ん
で
す
が
、
こ
の
へ
ん
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
当
時
の
状
況
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
国
立
公
文
書
館
が

あ
の
後
出
来
た
こ
と
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
外
交
史
料
館
〔
昭
和
四
十
六
年
開

館
〕
も
。
公
文
書
館
と
外
務
省
と
両
方
で
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

返
還
資
料₂₄

を
抱
え
て
る
ん
で
す
。
戦
後
に
な
る
と
そ
う
い
う
こ
と
も

同
じ
政
府
の
機
関
で
バ
ラ
バ
ラ
で
は
お
か
し
い
の
で
、
あ
る
程
度
協

定
み
た
い
な
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
の

発
言
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
当
局
側
で
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
宮　

そ
の
関
係
で
〔
政
治
史
料
〕
調
査
会
が
新
た
に
衣
替
え
し
て

出
て
く
る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

大
体
ま
あ
大
き
な
枠
組
み
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

大
久
保　

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
ど
っ
か
に
入
り
ま
す
よ
、
新

し
く
問
題
が
出
て
も
ね
。

〈
憲
政
史
編
纂
会
〉

二
宮　

今
日
は
憲
政
史
編
纂
会
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
か
。
先
生
の
ご

著
書
ご
論
文
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、
か
な
り
詳
し
く
、
こ
と
に

前
史
の
部
分
、
さ
っ
き
の
順
番
で
い
え
ば
第
一
の
部
分
。

大
久
保　

い
や
、
む
し
ろ
第
二
の
各
文
書
の
こ
と
を
今
の
う
ち
に
早

く
や
っ
と
い
て
、
前
の
方
は
ご
く
あ
っ
さ
り
と
し
て
お
い
て
、
そ
れ

は
ま
た
そ
れ
で
ま
と
め
て
何
か
に
発
表
し
た
方
が
い
い
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
で
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
す
か
ら
。

二
宮　

大
ざ
っ
ぱ
な
印
象
と
し
て
は
、
憲
政
資
料
室
の
前
身
は
憲
政

24　

戦
後
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
・
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
た
文

書
類
。
国
立
公
文
書
館
は
昭
和
四
十
九
年
に
返
還
さ
れ
、
外
務
省
は
昭
和
二

十
七
年
に
返
還
さ
れ
た
。
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史
編
纂
会
に
な
り
ま
す
か
。
編
纂
会
の
前
は
や
は
り
維
新
史
料
編
纂

会
の
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
み
て
よ
ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う

か
。

大
久
保　

そ
こ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
が
ね
え
。
維
新
史
料
編
纂
会₂₅

と
い

う
の
は
む
し
ろ
史
談
会
の
流
れ
で
す
ね
。
各
藩
の
明
治
の
藩
閥
の

ね
。
明
治
文
化
研
究
会
と
い
う
の
は
、
そ
う
簡
単
に
割
り
切
れ
る
か

ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
史
談
会
と
は
違
う
。

二
宮　

た
だ
先
生
の
「
王
政
復
古
史
観
と
旧
藩
史
観
・
藩
閥
史
観
」₂₆

に
よ
り
ま
す
と
、
明
快
に
む
し
ろ
史
談
系
と
い
う
の
は
旧
藩
系
で
、

編
纂
会
の
方
は
藩
閥
系
と
い
う
こ
と
で
相
克
対
立
…
。

大
久
保　

そ
れ
が
ね
。
昭
和
十
三
年
に
衆
議
院
に
吸
収
さ
れ
る
〔
明

治
文
化
研
究
会
か
ら
憲
政
史
編
纂
会
へ
の
流
れ
〕、
そ
の
過
程
が
ね

え
…
。
そ
こ
が
尾
佐
竹
さ
ん
が
…
そ
の
へ
ん
が
、
評
判
が
悪
か
っ
た

あ
れ
で
す
よ
。
深
谷
〔
博
治
〕〔1903

〜1975

・
歴
史
学
者
〕
君
が

弁
明
を
出
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
尾
佐
竹
と
か
渡
辺
〔
幾
治
郎
〕

〔1867

〜1960

・
歴
史
学
者
〕
と
か
深
谷
と
か
鈴
木
安
蔵
な
ん
て
い

う
の
は
、
事
務
局
と
の
ね
え
…
。
そ
れ
が
あ
あ
い
う
弁
明
に
な
っ
た

ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
ん
と
こ
ろ
を
ど
う
解
釈
し
て
い
い
の
か
…
。

ど
う
で
す
か
ね
え
。〔
史
料
を
集
め
た
も
の
の
、
本
が
編
纂
さ
れ
ず

に
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
史
料
を
各
人
が
研
究
発
表
に
利
用
し
た
こ

と
が
、
貴
衆
両
院
の
事
務
局
と
軋
轢
を
生
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る

ら
し
い
。
次
号
掲
載
予
定
の
第
四
回
の
録
音
に
も
同
様
の
内
容
が
あ

る
。〕

〈
歴
史
編
纂
と
史
料
〉

桑
原　

こ
れ
は
編
纂
事
業
に
ず
っ
と
付
随
し
た
問
題
と
み
ら
れ
る
面

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
修
史
館
が
出
来
ま
し
て
、
政
府

が
代
表
す
る
形
に
な
り
ま
す
が
、
仕
事
が
実
を
結
ば
な
い
と
い
う
攻

撃
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。

大
久
保　

そ
れ
は
ね
、
修
史
館
と
い
う
の
は
明
治
二
年
に
、
つ
ま
り

六
国
史
を
継
い
で
、
こ
れ
は
古
代
の
中
国
流
の
国
史
、
日
本
で
は
国

史
と
い
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
政
府
が
変
わ
る
ご
と
に
新
し
い

25　

明
治
維
新
関
係
史
料
の
蒐
集
・
編
纂
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
会
。
明
治

四
十
四
年
五
月
設
置
。
前
年
に
、
維
新
期
の
史
料
蒐
集
を
目
的
と
し
て
元
老

ら
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
た
彰
明
会
の
仕
事
を
官
制
化
し
た
も
の
。
初

代
総
裁
は
井
上
馨
。
昭
和
六
年
、『
大
日
本
維
新
史
料
』
稿
本
初
稿
四
千
百

八
十
冊
を
編
纂
。
そ
の
後
、
補
訂
が
行
わ
れ
、
同
十
三
年
三
月
に
こ
れ
を
終

り
、
刊
行
。
同
十
六
年
第
二
代
総
裁
金
子
堅
太
郎
は
、
事
業
の
完
成
を
奏
上

し
て
同
会
は
消
滅
、
編
纂
事
務
局
は
、
文
部
省
官
房
史
料
編
修
課
に
継
続
。

同
二
十
四
年
、
稿
本
・
蒐
集
史
料
の
一
切
と
、
担
当
職
員
が
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
に
引
き
つ
が
れ
た
。

26　
『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集　

七　

日
本
近
代
史
学
の
成
立
』
吉
川
弘
文

館
、
昭
和
六
十
三
年
に
収
録
。
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立
場
で
歴
史
を
受
け
継
い
で
、
そ
れ
を
『
大
日
本
史
』₂₇

が
あ
る
程
度

き
ち
ん
と
や
っ
て
、
結
局
「
大
日
本
編
年
史
」₂₈

は
『
大
日
本
史
』
を

つ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
基
は
、
明
治
二
年
の
王
政
復
古
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
す
わ
ね
。
勅
語
〔
明
治
二
年
四
月
四
日
〕
が
出
る
ん
で
す₂₉

。

そ
れ
で
修
史
局
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
「
大
日
本
編
年
史
」

に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
こ
ら
へ
ん
の
評
価
は
難

し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
古
い
型
な
ん
で
す
よ
、
漢
文
で
書

く
と
い
う
。
重
野
〔
安
繹
〕〔1827

〜1910

・
漢
学
者
、
歴
史
学
者
〕

な
ん
か
は
ど
っ
ち
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
漢
文
で
書
い
て
も
そ
れ

を
す
ぐ
日
本
文
に
な
お
す
と
言
っ
て
い
る
。
明
治
初
め
の
漢
学
者
的

な
歴
史
は
一
般
の
人
と
は
違
っ
て
お
り
、
大
体
江
戸
時
代
か
ら
漢
学

派
で
す
。
本
当
の
文
書
は
漢
文
な
ん
で
す
。
和
文
と
い
う
の
は
く
ず

し
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
政
府
と
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
歴
史
を
つ

く
る
の
は
当
然
漢
文
で
す
。
そ
れ
が
や
は
り
十
年
頃
ま
で
そ
う
い
う

頭
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
時
代
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い

く
。
そ
れ
が
二
十
年
代
に
な
る
と
文
学
で
も
言
文
一
致
と
か
、
そ
れ

か
ら
リ
ー
ス
〔Ludw

ig R
iess

・1861

〜1928

・
帝
国
大
学
に
て
史

学
科
教
師1887

〜1902

〕
の
新
し
い
歴
史
〔
の
研
究
方
法
〕
が
入

っ
て
く
る
と
い
っ
た
中
で
、
井
上
〔
毅
〕
文
部
大
臣
が
断
を
下
す
ん

で
す
。
そ
の
背
後
に
は
国
文
学
者
が
動
い
て
い
る
ん
で
す
。

桑
原　

今
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で

す
。
明
治
二
十
七
年
に
井
上
が
死
ぬ
直
前
で
す
け
れ
ど
も
、
渡
辺
国

武
〔1846

〜1919

・
官
僚
、
政
治
家
〕
大
蔵
大
臣
に
手
紙₃₀

を
書
い

て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
憲
政
資
料
室
に
あ
っ
た
の
で
す
け
ど
、

今
は
國
學
院
に
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
手
紙
の
中
に
こ
う
い
う
ふ
う

に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。「
こ
れ
ま
で
の
編
纂
事
業
は
う
ず
た

か
き
反
故
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
そ
れ
で
ち
っ
と
も
仕
事
ら
し

い
仕
事
を
し
て
い
な
い
。
こ
ん
な
も
の
は
潰
す
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
国
史
編
纂
の
仕
事
は
、
こ
れ

は
一
日
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
が
、
是
非
こ
の

修
史
事
業
を
復
活
さ
せ
て
く
れ
、
と
い
う
の
が
遺
言
に
な
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
「
う
ず
た
か
き
反
故
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
」、
と
い
う
認

識
で
す
ね
。
こ
れ
が
ず
っ
と
憲
政
史
編
纂
会
で
も
同
じ
な
ん
で
す

27　

明
暦
三
年
水
戸
藩
が
史
局
を
設
け
て
編
纂
に
着
手
、
明
治
三
十
九
年
完
成
。

神
武
天
皇
か
ら
後
小
松
天
皇
ま
で
の
歴
史
を
漢
文
の
紀
伝
体
で
記
述
。

28　

漢
文
に
よ
る
編
年
史
。 

明
治
十
五
年
か
ら
編
纂
開
始
、
明
治
二
十
六
年
中
止
。

29　

政
府
（
太
政
官
系
）
の
史
料
編
纂
の
主
な
流
れ
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
史

編
輯
局
（
明
治
二
年
五
月
）、
太
政
官
歴
史
課
（
明
治
五
年
十
月
）、
修
史
局

（
明
治
八
年
四
月
）、
修
史
館
（
明
治
十
年
一
月
）、
内
閣
臨
時
修
史
局
（
明

治
十
九
年
一
月
）、
帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
（
明
治
二
十
一
年
十

月
）、
文
科
大
学
史
誌
編
纂
掛
（
明
治
二
十
四
年
三
月
）、
文
科
大
学
史
料
編

纂
掛
（
明
治
二
十
八
年
四
月
）、
文
学
部
史
料
編
纂
所
（
昭
和
四
年
七
月
）。

30　
〔
明
治
二
十
七
年
〕
八
月
二
十
九
日
書
簡
、『
井
上
毅
伝　

史
料
篇
四
』（
國

學
院
大
學
図
書
館
、
昭
和
四
十
六
年
）
七
〇
二
ペ
ー
ジ
に
収
録
。
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ね
。
ろ
く
な
仕
事
を
し
な
い
で
史
料
ば
か
り
を
集
め
て
い
る
と
。
こ

れ
が
憲
政
史
編
纂
会
の
中
で
も
攻
撃
の
的
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

大
久
保　

そ
れ
は
ま
た
後
で
話
が
で
ま
す
け
れ
ど
も
、
昭
和
十
三
年

に
憲
政
史
編
纂
会
が
出
来
た
時
、
大
木
〔
操
〕
さ
ん
あ
た
り
の
考
え

で
は
三
年
か
四
年
で
本
を
一
冊
つ
く
る
予
定
だ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
尾
佐
竹
さ
ん
は
史
料
を
集
め
よ
う
と
、
史
料
収
集
に
力
を
入
れ

た
ん
で
す
ね
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
尾
佐
竹
さ
ん

は
毅
然
と
し
て
史
料
主
義
を
貫
き
通
し
た
ん
で
す
。
憲
政
資
料
室
が

で
き
た
の
は
、
尾
佐
竹
さ
ん
の
お
か
げ
な
ん
で
す
。

そ
こ
ん
と
こ
の
「
う
ず
た
か
き
反
故
」
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
で

す
。
そ
れ
が
『
大
日
本
史
料
』₃₁

史
料
編
纂
所
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。

そ
こ
で
は
一
つ
漢
文
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
ん

で
す
。

三
上
〔
参
次
〕
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
実
は
国
文
の
方
か

ら
反
対
が
あ
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。
小
中
村
清
矩
〔1821

〜1895
・

国
学
者
〕
が
、
漢
学
者
ば
か
り
が
漢
文
で
歴
史
を
つ
く
る
な
ん
て
と

ん
で
も
な
い
、
と
井
上
毅
に
言
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
そ
う

で
す
よ
。
明
治
二
十
何
年
に
も
な
っ
て
漢
文
で
歴
史
を
書
く
な
ん
て

お
か
し
い
で
す
よ
。

そ
れ
で
三
上
さ
ん
い
わ
く
「
僕
も
そ
の
中
の
一
部
と
思
わ
れ
て
迷

惑
し
た
こ
と
が
あ
る
」。
三
上
さ
ん
は
史
学
者
で
国
文
学
も
や
っ
て

ら
し
た
ん
で
す
ね
。

当
時
、
国
文
と
漢
文
の
対
立
は
ひ
ど
い
で
す
か
ら
ね
。
修
史
事
業

は
漢
学
者
が
独
占
し
て
お
り
、
そ
れ
に
不
満
な
国
文
学
者
は
数
多
く

い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
小
中
村
さ
ん
が
策
動
し
た
と
い
う
こ
と
を
三

上
さ
ん
か
ら
聞
き
ま
し
た
。

桑
原　

実
際
に
そ
の
証
拠
が
あ
る
ん
で
す
よ
。『
日
本
』
新
聞
の
明
治

二
十
六
年
に
小
中
村
義
象
〔1861

〜1923

・
国
文
学
者
、
法
制
史

家
、
清
矩
の
養
子
〕
の
方
で
す
が
、
そ
の
投
書
が
出
て
る
ん
で
す₃₂

。

こ
れ
は
も
う
今
ま
で
の
や
り
方
を
徹
底
的
に
悪
く
い
っ
て
ん
で
す

よ
。

大
久
保　

そ
れ
後
で
教
え
て
下
さ
い
。
あ
の
時
の
和
文
、
国
書
家
と

漢
書
家
と
漢
学
系
統
と
江
戸
時
代
の
国
学
者
が
そ
こ
で
こ
う
…
。
そ

れ
で
井
上
さ
ん
は
漢
学
者
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
点
が

…
。
投
書
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
う
で
す
か
義
象
が
…
。

31 　

六
国
史
以
後
、
明
治
維
新
ま
で
の
九
百
八
十
年
間
を
十
六
の
編
に
区
分
し
、

各
編
と
も
そ
の
初
年
次
か
ら
順
次
編
纂
。
明
治
三
十
四
年
よ
り
刊
行
中
。

32 　

小
中
村
義
象
「
修
史
事
業
停
止
に
就
き
（
寄
書
）」『
日
本
』
明
治
二
十
六
年

四
月
十
四
日
。

33 　

桑
原
伸
介
「
近
代
政
治
史
料
収
集
の
歩
み
」
三
『
参
考
書
誌
研
究
』
第
二
十

二
号
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
。
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桑
原　

え
え
、『
日
本
』
新
聞
に
出
て
ん
で
す
。『
参
考
書
誌
研
究
』

に
紹
介
し
て
い
ま
す₃₃

。
小
中
村
義
象
は
当
然
国
文
畑
で
す
よ
ね
。
こ

の
時
策
動
し
た
の
は
国
文
の
こ
の
一
派
だ
と
、
こ
の
こ
と
は
間
違
い

な
い
よ
う
で
す
。

大
久
保　

そ
う
で
す
よ
。
僕
は
三
上
さ
ん
か
ら
実
は
小
中
村
な
ん
だ

と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
よ
。
自
分
も
そ
の
仲
間
と
思
わ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
彼
は
史
学
家
で
し
ょ
う
。

桑
原　

え
え
。
史
学
家
で
あ
り
な
が
ら
で
す
ね
え
。
し
か
し
史
料
に

対
す
る
認
識
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
、
や
っ
ぱ

り
、
う
ず
た
か
き
反
故
…
と
い
っ
た
認
識
し
か
も
た
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
そ
の
通
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
大
日
本
史
料
』

の
形
態
は
、「
塙
史
料
」₃₄

で
す
よ
。
綱
目
を
立
て
て
史
料
を
な
ら
べ
る

と
い
う
非
常
に
古
い
形
で
す
。
今
で
も
史
料
は
そ
う
で
し
ょ
う
。

『〔
大
日
本
〕
維
新
史
料
』₃₅

も
そ
う
で
す
よ
。
綱
目
を
立
て
て
ね
。
そ

の
立
て
方
で
全
部
変
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
何
を
柱
に
す
る
か
に
よ

っ
て
ね
。
政
府
側
の
こ
と
ば
か
り
柱
に
す
れ
ば
そ
う
な
っ
ち
ゃ
う
。

だ
か
ら
『
大
日
本
史
料
』、『
大
日
本
維
新
史
料
』
の
綱
目
を
み
て
ご

ら
ん
な
さ
い
。
明
治
元
年
の
あ
れ
に
何
を
立
て
る
か
、
例
え
ば
「
五

箇
条
の
誓
文
」
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
を
立
て
る
か
、
あ
る
い
は

こ
の
時
に
東
北
で
は
百
姓
一
揆
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
立
て
る
か
。
今

だ
っ
た
ら
み
な
百
姓
一
揆
を
立
て
ま
す
よ
。
そ
れ
が
史
料
に
な
る
で

し
ょ
う
。
政
府
の
だ
と
五
箇
条
と
か
政
府
側
の
柱
を
立
て
る
ん
で

す
。
こ
の
よ
う
に
柱
の
立
て
方
に
よ
っ
て
歴
史
は
く
る
っ
と
変
わ
っ

ち
ゃ
う
。

『
大
日
本
史
料
』
は
そ
の
方
式
で
す
け
ど
ね
。し
か
し
、か
な
り
公
平

に
民
間
と
か
地
方
も
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。し
か
し
各
藩
と
の
関
係
、

各
藩
を
ど
れ
だ
け
と
り
あ
げ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。『
大

日
本
史
料
』に
入
っ
ち
ゃ
う
と
、そ
れ
で
固
定
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。

例
え
ば
南
北
朝
で
も
ね
。
だ
か
ら
史
料
編
纂
の
や
り
方
と
い
う
の

は
大
事
な
ん
で
す
。

〈
史
談
会
〉

桑
原　

こ
の
修
史
館
の
仕
事
が
こ
れ
で
打
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と

史
談
会
が
発
足
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い

ま
せ
ん
か
。

34 　

江
戸
時
代
後
期
、
塙
保
己
一
に
よ
っ
て
和
学
講
談
所
で
編
集
さ
れ
た
宇
多
天

皇
以
後
の
史
料
集
。「
六
国
史
」
の
あ
と
に
続
く
時
代
に
関
す
る
歴
史
編
纂
の

た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
。
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
。

35 　

弘
化
三
年
の
孝
明
天
皇
践
祚
か
ら
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
ま
で
の
期
間
が

対
象
。
明
治
四
十
四
年
維
新
史
料
編
纂
会
が
設
置
さ
れ
昭
和
六
年
、「
大
日

本
維
新
史
料
稿
本
」
を
完
成
、
昭
和
十
三
年
か
ら
刊
行
。
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大
久
保　

そ
う
で
す
ね
え
。
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
史
談
会
の
起
こ
り
は
二
十
二
年
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
市
来
四
郎

〔1828

〜1903
・
島
津
家
の
家
記
編
纂
に
従
事
〕、
寺
師
宗
徳
〔1856

〜1912

・
史
談
会
幹
事
〕
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
は
市
来
四
郎

自
伝₃₆

で
見
た
ん
で
す
が
、
明
治
に
な
っ
て
く
る
と
、
中
央
政
府
は
大

久
保
〔
利
通
〕〔1830
〜1878

・
薩
摩
藩
士
、
政
治
家
〕
薩
藩
一
派

で
握
っ
ち
ゃ
っ
て
、
西
郷
〔
隆
盛
〕〔1827

〜1877

・
薩
摩
藩
士
、

政
治
家
〕
は
鹿
児
島
に
帰
り
、〔
島
津
〕
久
光
〔1817

〜1887

・
薩

摩
藩
主
島
津
忠
義
実
父
〕
も
出
て
来
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
市
来
は

久
光
の
側
近
に
い
る
ん
で
す
。

明
治
七
年
で
す
か
、
大
久
保
と
し
て
は
具
合
が
悪
い
か
ら
、
久
光

を
無
理
に
左
大
臣
に
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
三
条
〔
実
美
〕〔1837

〜1891

・
公
家
、
政
治
家
〕
が
太
政
大
臣
、
右
大
臣
が
岩
倉
〔
具

視
〕〔1825

〜1883

・
公
家
、
政
治
家
〕
と
、
大
臣
が
三
人
い
て
、

そ
の
下
で
大
久
保
が
実
権
を
ふ
る
う
ん
で
す
。

そ
れ
で
久
光
は
ゴ
タ
ゴ
タ
言
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
う

す
る
と
中
央
政
府
と
し
て
は
、
長
州
の
前
原
一
誠
〔1834

〜1876
・

政
治
家
〕、
薩
摩
の
西
郷
、
久
光
が
爆
裂
弾
で
す
か
ら
、
西
南
戦
争
の

時
、
西
郷
と
久
光
が
一
緒
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
心
配
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
く
、
久
光
は
西
南
戦
争
が
始
ま

る
と
桜
島
に
避
難
す
る
ん
で
す
、
危
な
い
か
ら
。
そ
こ
へ
市
来
四
郎

が
つ
い
て
行
く
ん
で
す
。
桜
島
で
久
光
が
市
来
に
対
し
て
島
津
斉
彬

〔1809

〜1858

・
薩
摩
藩
主
〕
の
事
蹟
の
調
査
を
命
じ
、
そ
れ
が
十

七
年
に
「
斉
彬
公
言
行
録
」〔
順
聖
公
御
言
行
録
〕₃₇

に
な
る
わ
け
で

す
。
そ
の
心
理
を
察
す
る
に
、
久
光
は
不
満
で
し
ょ
う
が
な
い
ん
で

す
ね
。
西
郷
は
爆
裂
し
、
東
京
は
大
久
保
で
し
ょ
う
。
心
理
的
に
兄

の
こ
と
を
思
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
斉
彬
の
こ
と
を
。

そ
れ
で
市
来
四
郎
に
斉
彬
の
こ
と
を
調
べ
さ
せ
た
ん
で
す
。
そ
れ
か

ら
動
い
て
く
る
ん
で
す
。
市
来
四
郎
と
甥
の
寺
師
と
で
史
談
会
を
結

成
す
る
ん
で
す
。

史
談
会
は
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
反
藩
閥
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
考

え
方
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
薩
長
ば
か
り
が
王
政
復
古
の
功
労
者
で
は

な
い
、
諸
藩
が
み
ん
な
勤
王
し
た
と
い
う
諸
藩
勤
王
論
で
す
。
だ
か

ら
薩
長
ば
か
り
い
ば
っ
て
困
る
と
、
王
政
復
古
で
今
の
新
し
い
日
本

が
出
来
た
の
は
、
自
分
た
ち
、
そ
れ
は
、
佐
賀
藩
は
も
ち
ろ
ん
、
東

北
の
藩
も
含
め
て
各
藩
が
勤
王
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
薩
長
ば
か
り

で
は
な
い
と
い
う
の
が
史
談
会
の
考
え
方
で
す
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
は
寺
師
で
反
藩
閥
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
藩
閥
政
権
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
史
談
会
で
維
新
史
を
作

36　
「
市
来
四
郎
翁
之
伝
」『
史
談
会
速
記
録
』
百
十
四
〜
百
四
十
一
（
百
三
十
五

を
除
く
。
明
治
三
十
七
年
三
月
三
十
日
〜
八
月
三
十
日
）（「
市
来
四
郎
君
自

叙
伝
」
と
し
て
『
鹿
児
島
県
史
料
』
忠
義
公
史
料
第
七
巻
、
鹿
児
島
県
維
新

史
料
編
さ
ん
所
編
、
鹿
児
島
県
、
昭
和
五
十
五
年
に
収
録
）。

37　
『
島
津
斉
彬
公
言
行
録
』（
岩
波
文
庫
）
昭
和
十
九
年
に
刊
行
。
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ろ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
き
た
ん
で
す
。

維
新
史
料
〔
編
纂
会
〕
は
藩
閥
が
凋
落
す
る
に
つ
れ
、
今
の
う
ち

に
藩
閥
の
歴
史
を
作
ろ
う
と
す
る
動
き
が
起
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ

れ
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
ひ
っ
く
り
返
っ
ち
ゃ
っ
て
、
今
度
は
尾

佐
竹
さ
ん
や
吉
野
作
造
さ
ん
な
ん
か
が
新
し
く
出
て
き
て
、
そ
れ
が

明
治
文
化
研
究
会
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
構
想
な
ん
で

す
。

二
宮　

先
生
の
論
文
を
拝
見
い
た
し
ま
す
と
、
史
談
会
が
旧
藩
系
で

今
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
自
分
た
ち
も
や
っ
た
ん
だ
と
い
う
「
国
事
鞅お
う

掌し
ょ
う」

と
い
う
…
。

桑
原　

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
的
に
み
ま
す
と
、
明
治
憲
法
発
布
で
し

ょ
、
そ
れ
に
教
育
勅
語
が
出
る
で
し
ょ
。
か
た
や
鹿
鳴
館
に
対
す
る

反
動
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
史
談
会
の
動
き
が
あ
る
と

い
う
こ
と
と
、
ど
こ
か
で
み
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す

る
ん
で
す
よ
。

大
久
保　

そ
れ
で
面
白
い
の
は
、
そ
こ
に
も
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
史
談
会
が
維
新
史
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
伊

藤
〔
博
文
〕
は
え
ら
い
ん
で
す
。
止
め
る
ん
で
す
よ₃₈

。
な
ぜ
か
と
い

う
と
、
今
よ
う
や
く
薩
長
で
政
府
が
で
き
た
と
こ
ろ
な
の
に
、
維
新

史
は
薩
長
の
抗
争
史
で
分
裂
の
極
で
あ
る
、
そ
の
歴
史
を
書
く
の
は

早
い
、
と
い
う
ん
で
す
。
そ
の
伊
藤
の
政
治
感
覚
は
さ
す
が
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
で
史
談
会
が
作
ろ
う
と
し
た
明
治
維
新
史
は
伊
藤
に

よ
っ
て
潰
さ
れ
、
史
料
集
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

最
初
は
、
そ
う
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
歴
史
を
作
ろ
う
と
し
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
待
て
と
、
そ
ん
な
も
の
を
作
ら
れ
た
ら
、

せ
っ
か
く
今
安
定
し
て
明
治
憲
法
を
作
り
、
と
に
か
く
独
裁
と
は
い

え
薩
長
の
バ
ラ
ン
ス
で
政
権
が
安
定
し
て
い
る
の
に
、
ま
た
動
揺
し

た
ら
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
の
が
伊
藤
の
反
対
意
見
な
ん
で

す
。
井
上
馨
〔1835

〜1915

・
長
州
藩
士
、
政
治
家
〕
な
ん
か
賛

成
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
伊
藤
は
薩
長
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
の
を
よ
く

考
え
て
お
り
ま
す
ね
。
内
閣
の
大
臣
を
み
て
も
薩
長
は
必
ず
バ
ラ
ン

ス
を
と
っ
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
維
新
史
と
い
う
の
は
、
よ
う
や
く

安
定
し
た
も
の
の
基
を
ま
た
ひ
っ
く
り
返
し
て
掘
り
出
す
ん
で
、
ま

だ
そ
の
時
期
で
は
な
い
、
と
い
う
伊
藤
の
政
治
感
覚
は
す
ぐ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

二
宮　

こ
れ
を
拝
見
し
て
お
り
ま
し
て
、
史
料
の
収
集
と
い
う
の

が
、
い
か
に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
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小
西
四
郎
「
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
会
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
小

史
」『
維
新
史
と
維
新
史
料
編
纂
会
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
八
年
）
二

十
二
頁
。
元
々
は
『
維
新
史
料
編
纂
会
の
過
去
と
現
在
』（
昭
和
十
年
）
よ

り
の
引
用
。
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大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
各
家
で
や
り
ま
す
ね
。

そ
れ
が
『
久
光
公
実
記
』〔
島
津
公
爵
家
編
輯
所
編
、
明
治
四
十
三

年
〕
と
か
と
い
う
形
で
、
各
家
が
編
纂
所
を
も
つ
ん
で
す
。
そ
の
こ

と
を
こ
の
次
に
で
も
、
例
え
ば
島
津
家
編
集
と
か
、
毛
利
家
も
あ
る

で
し
ょ
う
し
、
肥
前
や
、『
肥
後
藩
国
事
史
料
』〔
大
正
二
年
〕
と
か

を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
終
戦
ま
で
は
旧
藩
と
い
う
の

が
残
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
今
度
、
島
津
家
だ
け
で
も
話
し
ま
す
。

そ
う
い
う
旧
藩
史
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
大
久
保
と
か
伊
藤
な
ん

て
、
も
う
藩
か
ら
抜
け
出
て
中
央
に
い
る
で
し
ょ
う
。
残
さ
れ
た
殿

様
と
旧
藩
士
に
歴
史
が
か
ら
ん
で
い
る
ん
で
す
。

二
宮　

う
ち
の
爺
様
の
茶
色
い
写
真
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
裏

を
見
る
と
「
藩
士
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

大
久
保　

戦
前
ま
で
鹿
児
島
で
は
別
格
で
し
た
よ
。
集
ま
っ
て
い
て

も
東
郷
〔
茂
徳
〕〔1882

〜1950

・
外
交
官
〕
大
使
な
ん
か
も
下
で

す
わ
。
各
藩
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
新
聞
な
ん
か
見
ま
し
て
も
、

正
月
ね
、「
各
藩
士
諸
君
、
何
月
何
日
、
何
と
か
侯
が
ご
面
会
だ
か
ら

参
集
さ
れ
た
い
、
執
事
」
と
広
告
が
出
て
る
ん
で
す
。
一
月
二
日
と

か
三
日
に
殿
様
が
ご
面
会
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
今
の
天
皇
と
同

じ
で
す
よ
。

そ
れ
を
明
治
文
化
研
究
会
が
ひ
っ
く
り
返
し
た
ん
で
す
。
憲
政
史

編
纂
会
は
、
そ
の
線
な
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
事
務
局
と
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
も
め
る
ん
で
す
。
勝
手
な
史
料
を
集
め
て
い
る
と
い
う
ん
で

す
。
民
権
史
料
な
ん
か
集
め
て
い
る
で
し
ょ
う
。
当
局
は
も
っ
と
政

府
寄
り
の
本
を
作
っ
て
く
れ
れ
ば
一
番
い
い
ん
で
す
よ
。

（
次
号
に
続
く
）

「
明
治
文
化
研
究
会
」
賛
助
員
名
簿
（
十
七
ペ
ー
ジ
参
照
）

（『
新
旧
時
代
』
第
一
年
第
一
冊
（
大
正
十
四
年
二
月
）
よ
り
）


