
−�−

前
号
の
続
き
。

　
出
席
者
（
役
職
は
当
時
）

　
第
三
回　
（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
五
日
）

 
 

二
宮
三
郎
専
門
資
料
部
長
、岩
田
啓
政
治
史
料
課
長
、山
口

美
代
子
政
治
史
料
課
主
査
、
広
瀬
順
皓
政
治
史
料
課
主
査

第
四
回　
（
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
二
日
）

 

二
宮
三
郎
調
査
及
び
立
法
考
査
局
専
門
調
査
員
、
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
三
回	

（
二
宮
、
広
瀬
、
岩
田
、
山
口
）

　
〈
史
談
会
と
各
藩
史
料
の
編
纂
〉

大
久
保　

前
回
は
史
談
会
の
話
を
し
た
ん
で
す
が
、
あ
ま
り
細
か
く

な
る
と
レ
ク
チ
ャ
ー
み
た
い
に
な
り
ま
す
の
で
、
ま
た
、
こ
の
話
は

史
学
史
で
は
な
く
て
、
政
治
史
料
が
ど
う
い
う
形
で
存
在
し
、
ど
う

い
う
形
で
集
め
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
な
い

と
散
漫
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
中
心
に
話
を
す
す
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
史
料
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
て
、
明
治
の
初
め
に
太
政
官

で
『
復
古
記
』
を
作
ろ
う
と
か
『
明
治
史
要
』
を
つ
く
る
と
か
、
そ

う
い
う
こ
と
を
す
で
に
や
っ
て
い
ま
す
。

　

古
代
か
ら
あ
る
い
は
中
国
あ
た
り
で
は
政
府
が
記
録
を
つ
く
る

と
い
う
、
あ
れ
を
踏
襲
し
て
、
そ
の
成
果
が
上
っ
て
、
維
新
史
の
基

本
史
料
が
そ
の
時
に
集
め
ら
れ
た
の
が
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る

　

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　

二

政
治
史
料
課

参
考
書
誌
研
究
・
第
七
四
号（
二
〇
一
一
・
三
）
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わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
政
府
の
史
料
で
あ
っ
て
、

各
藩
と
か
地
方
の
史
料
が
集
め
ら
れ
始
め
た
の
は
、
明
治
二
十
年
代

に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
地
方
も
混
乱
し
て
い
ま
し
て
、

二
十
年
を
境
に
し
て
、
一
方
で
は
政
府
側
で
は
大
日
本
帝
国
憲
法
を

制
定
し
て
天
皇
制
が
確
立
す
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
地
方
で
は
も
う

一
度
維
新
を
見
直
す
と
い
う
気
運
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
特
徴
的
な

の
は
幕
府
で
す
ね
。

　

幕
府
〔
側
の
人
〕
が
も
う
一
度
史
料
を
集
め
始
め
、
福
地
源
一
郎

〔1841

〜1906

・
旧
幕
臣
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
〕
の
『
幕
府
衰
亡
論
』

〔
民
友
社
、
明
治
十
六
年
〕
と
か
、
一
時
江
戸
ブ
ー
ム
が
わ
き
起
っ
た

ん
で
す
。
そ
れ
と
並
ん
で
各
藩
、
と
く
に
薩
長
土
肥
と
か
の
藩
閥
以

外
の
諸
藩
が
動
き
出
し
て
、
薩
長
だ
け
の
維
新
で
は
な
い
と
い
う
意

識
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
史
談
会
が
結
局
そ
れ
の
起
点
に
な
る
ん
で

す
。
こ
れ
は
解
釈
の
問
題
は
別
に
あ
り
ま
す
が
。

　

史
談
会
は
前
回
申
し
た
通
り
、
市
来
四
郎
と
寺
師
宗
徳
が
リ
ー
ダ

ー
格
で
始
め
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
藩
閥
政
府
と
市
来
＝
〔
島
津
〕

久
光
と
の
複
雑
な
関
係
に
な
っ
て
、
史
談
会
は
む
し
ろ
諸
藩
と
一
緒

に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
薩
摩
藩
だ
け
で
な
く
諸
藩
の
史
料
を
集
め

る
と
い
う
方
向
に
動
き
出
し
て
、
具
体
的
に
は
『
史
談
会
速
記
録
』

が
生
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
談
話
速
記
で
、
い
わ
ゆ
る
史
料
で
は

な
く
て
、
当
時
ま
だ
生
き
て
い
た
人
の
話
の
記
録
で
す
。

　

そ
れ
と
並
ん
で
、「
明
治
中
興
史
」
の
編
纂
な
ど
が
建
議
〔
明
治
二

十
四
年
〕
さ
れ
て
い
ま
す 1
。
そ
う
い
う
動
き
か
ら
各
藩
が
明
治
二
十

年
前
後
か
ら
維
新
を
見
直
し
始
め
て
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
明
治
維
新
が
い
つ
ま
で
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

形
式
的
に
は
廃
藩
置
県
〔
明
治
四
年
〕
で
す
け
れ
ど
も
明
治
十
年
と

い
う
説
と
、
尾
佐
竹
さ
ん
は
十
八
年
説
を
と
な
え
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
大
き
く
み
れ
ば
明
治
憲
法
の
制
定
で
し
ょ
う
。

　

明
治
も
二
十
年
も
経
つ
と
世
代
も
代
っ
て
、
そ
の
頃
か
ら
回
顧
の

動
き
が
出
て
、
江
戸
会 2
が
出
来
て
江
戸
を
回
顧
す
る
と
か
、
史
談
会

が
出
来
て
、
明
治
を
や
や
客
観
的
に
回
顧
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出

て
き
た
ん
で
す
。
も
う
薩
長
が
完
全
に
政
権
を
握
っ
て
勝
負
が
つ
い

て
い
ま
す
か
ら
、
今
さ
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
各
藩
で
は
せ

め
て
わ
が
藩
で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ま
と

め
て
い
こ
う
と
し
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
が
史
談
会
で
、
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
が
市
来
な
ん
で
す
。

市
来
は
つ
ま
り
旧
藩
な
ん
で
す
。
藩
閥
で
は
な
い
ん
で
す
。
久
光
と

い
う
や
や
在
野
的
な
人
物
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
久
光
と
か
市
来
の

考
え
で
諸
藩
を
集
め
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
藩
閥
の
確
立
し
た
政
権
と

1　
 

島
津
、
鍋
島
な
ど
旧
雄
藩
大
名
が
宮
内
大
臣
宛
に
建
議
し
た
が
、
着
手
さ
れ

な
か
っ
た
（「
王
政
復
古
史
観
と
旧
藩
史
観
・
藩
閥
史
観
」『
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
、

三
六
〇
ペ
ー
ジ
）。

2　

栗
本
鋤
雲
等
旧
幕
臣
の
集
ま
り
。
明
治
二
十
二
年
六
月
頃
成
立
、『
江
戸
会

雑
誌
』
明
治
二
十
二
年
六
月
〜
（
そ
の
後
『
江
戸
会
誌
』、『
江
戸
旧
時
考
』）。
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は
別
に
、
在
野
的
な
立
場
で
史
料
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ

て
、
だ
か
ら
薩
長
と
い
っ
て
も
複
雑
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
権
力
者
と

し
て
の
薩
長
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
薩
長
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う

の
は
む
し
ろ
諸
藩
と
手
を
握
っ
て
、
例
え
ば
木
戸
と
か
大
久
保
と
か

の
維
新
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
広
い
視
野
か
ら
見
直
す
と
い
う
の
が

史
談
会
の
動
き
で
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
諸
藩
が
よ
う
や
く
落
着
い
て
き
た
の
で
、

各
藩
で
そ
れ
ぞ
れ
史
料
を
集
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

各
藩
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
史
料
が
維
新
の
混
乱
で
ず
い
分
分
散
し
た
ん

で
す
。
例
え
ば
薩
摩
藩
の
場
合
、
市
来
四
郎
の
自
伝
に
よ
る
と
、
焼

い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
阿
部
正
弘
〔1819

〜1857

・
福
山

藩
主
、
幕
府
老
中
〕
な
ん
か
も
日
記
を
焼
い
て
い
る
ん
で
す
。
だ
い

ぶ
隠
し
た
り
、
焼
い
た
り
。
そ
れ
で
な
く
て
も
散
乱
し
た
り
し
て
お

っ
て
、
明
治
十
年
代
で
は
政
府
は
や
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

地
方
の
藩
な
ん
か
で
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
ま
と
め
る
な
ど
、
と
て

も
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。
二
十
年
代
に
な
っ
て
少
し
落
着
い
て
き

ま
す
と
各
藩
で
も
史
料
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

空
気
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
こ
と
に
史
談
会
が
出
来
て
速
記
録
な
ど

が
出
さ
れ
る
と
、
各
藩
で
在
野
的
立
場
か
ら
維
新
を
見
直
し
、
同
時

に
そ
れ
に
必
要
な
史
料
を
集
め
る
と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

広
瀬　

一
番
早
い
の
が
や
っ
ぱ
り
薩
摩
、
そ
れ
か
ら
毛
利
、
伊
達
も

や
っ
て
ま
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
み
ん
な
や
っ
て
る
ん
で
す
。
た
だ
こ
れ
を
各

藩
ご
と
に
細
か
く
み
て
み
る
と
面
白
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
と
て
も
な
か
な
か
。

広
瀬　

本
な
ん
か
み
ま
す
と
、
他
に
熊
本
、
水
戸
藩
史
料
な
ど
。

大
久
保　

こ
う
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
ず
い
ぶ
ん
出
て
く
る
と
思
う

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
で
き
な
い
し
、
私
も
実
は
調

べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
各
藩
に
問
合
わ
せ
な
く

て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
難
し
い
ん
で
す
。

広
瀬　

例
え
ば
こ
こ
の
史
料
で
す
と
、
有
馬
賴よ
り
や
す寧
関
係
文
書 3
に
は
有

馬
家
の
編
纂
所
の
印
が
押
し
て
あ
り
ま
す
。

大
久
保　

そ
う
で
す
か
。
あ
り
ま
す
か
。
そ
う
い
う
の
を
拾
っ
て
お

い
て
集
め
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
幸
い
な
こ
と
に
、
昭
和
の

初
め
頃
学
校
を
出
て
か
ら
、
史
談
会
の
最
後
の
頃
に
触
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

史
談
会
と
い
う
の
は
、
各
藩
、
各
家
の
編
輯
員
の
代
表
者
が
集
ま

っ
て
結
成
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
私
は
史
談
会
の
最
後
に
近
い
頃
、

3　

有
馬
賴
寧
〔1884

〜1957

・
貴
族
院
議
員
、
農
林
大
臣
〕。
関
係
文
書
は
憲

政
資
料
室
に
昭
和
五
十
八
年
寄
贈
。
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一
、
二
回
、
蘆
田
伊
人
さ
ん
に
さ
そ
わ
れ
て
上
野
の
韻
松
亭
と
い
う

貸
席
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
は
レ
ス
ト
ラ
ン
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
八
畳
く
ら
い
の
日
本
間
で
十
数
名
出
席
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
机
が
置
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
話
す
ん
で
す
。
そ
し
て
床
の

間
の
前
に
別
の
座
布
団
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
な
か
な
か
高
貴
な
方
が

坐
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
の
を
言
わ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど

う
も
会
長
ら
し
い
ん
で
す
。
ど
っ
か
の
殿
様
ら
し
い
ん
で
す
。
話
が

終
る
と
弁
当
に
お
銚
子
が
つ
く
、
と
い
っ
た
会
で
し
た
。
そ
う
い
っ

た
会
に
各
藩
の
代
表
者
が
集
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。

　

島
津
家
を
例
に
と
り
ま
す
と
、
家
令
が
上
に
い
る
ん
で
す
。
そ
れ

か
ら
編
輯
所
が
袖
ヶ
崎
〔
東
京
大
崎
〕
に
あ
り
ま
し
た
。
袖
ケ
崎
は

一
万
坪
く
ら
い
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ご
本
邸
、
そ
れ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
家
政
所
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
家
令
、
薩
摩
出
身
の
平
田
な
ん

と
か
と
い
う
非
職
の
中
将
〔
平
田
正
之
カ
〕
が
、
家
政
所
の
長
官
で

す
よ
、
つ
ま
り
宮
内
庁
長
官
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
皇
室
の
宮
内
省

み
た
い
な
も
の
で
二
、
三
十
人
使
っ
て
い
て
、
そ
の
一
画
が
編
輯
所

に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
も
長
が
い
ま
し
た
。
各
藩
み
ん
な
そ
う
い

う
状
況
だ
っ
た
ん
だ
と
。

広
瀬　

毛
利
藩
で
す
と
、
末
松
謙
澄
〔1855

〜1920

・
政
治
家
、
伊

藤
博
文
女
婿
〕
が
や
っ
た
『
防
長
回
天
史
』〔
末
松
謙
澄
、
明
治
四
十

四
年
〜
大
正
九
年
、
修
訂
版
大
正
十
年
〕
と
重
な
ら
な
い
ん
で
す
か
。

大
久
保　

あ
れ
は
末
松
謙
澄
で
し
ょ
う
。
山
路
愛
山
〔1865

〜

1917

・
歴
史
家
〕、
堺
利
彦
〔1871

〜1933

・
思
想
家
、
作
家
〕
ら

が
参
画
し
た
の
で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
、
以
前
に
『
防
長
回
天
史
』
が

復
刻
さ
れ
た
時
〔
柏
書
房
、
昭
和
五
十
五
年
〕
に
田
中
彰
〔1928

〜
・
歴
史
学
者
〕
が
詳
し
い
解
説
を
書
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
具
合
に
し
て
各
藩
と
い
う
の
は
、
旧
藩
主
が
い
て
、
そ

の
家
政
所
が
あ
っ
て
、
家
令
が
い
て
、
そ
の
下
に
、
一
画
に
編
輯
所

が
あ
っ
て
、
編
輯
員
が
二
、
三
人
い
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
が
、
そ
れ
は
薩
摩
と
か
毛
利
と
か
の
大
藩
で

あ
っ
て
、
小
さ
な
藩
は
と
て
も
そ
ん
な
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。
福

井
松
平
、
熊
本
、
鍋
島
と
か
、
そ
う
い
う
伯
爵
以
上
、
三
十
万
石
以

上
の
と
こ
ろ
は
編
輯
所
が
あ
っ
て
維
新
を
中
心
に
や
っ
て
お
り
ま
し

た
。
編
年
史
み
た
い
な
も
の
で
し
た
。
そ
う
い
う
時
期
の
末
期
に
私

は
、
よ
く
出
入
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
空
気
を
知
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
大
体
そ
の
お
家
中
心
に
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
越
前
の
松
平
家
の
史
料
で
す
が
、
松
平
春
嶽
〔1828

〜

1890

・
福
井
藩
主
〕
の
子
供
で
あ
る
慶
民
〔1882

〜1948

・
宮
内

大
臣
〕
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
全
部
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
へ
よ
く
調
べ
に

行
っ
た
ん
で
す
。
蘆
田
さ
ん
な
ん
か
も
よ
く
来
ま
し
た
。

広
瀬　

礫
川
公
園
と
い
う
公
園
が
水
道
橋
に
あ
り
ま
す
ね
。
後
楽
園

の
向
う
側
に
。
あ
そ
こ
の
松
平
家
と
い
う
の
は
…
。
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大
久
保　

そ
う
で
す
。
後
継
ぎ
の
方
で
す
。
康
昌
〔1893

〜1957

・

式
部
長
官
〕
さ
ん
、
侯
爵
で
す
か
ら
。
侯
爵
家
は
春
嶽
の
〔
直
系
の
〕

方
に
い
か
な
い
の
で
す
。
春
嶽
の
子
供
と
い
う
の
は
慶
民
さ
ん
が

〔
明
治
三
十
九
年
に
〕
子
爵
を
も
ら
っ
て
宮
内
省
に
務
め
、
そ
れ
か
ら

義
親
〔1886
〜1976

・
慶
民
の
弟
、
貴
族
院
議
員
〕
さ
ん
が
い
た

で
し
ょ
う
。
尾
張
さ
ん
〔
徳
川
義
禮
〕〔1863

〜1908

〕
に
〔
養
子

に
〕
い
き
ま
し
た
ね
。

　

そ
う
い
う
関
係
で
松
平
家
の
史
料
は
慶
民
さ
ん
の
蔵
に
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
を
福
井
に
持
っ
て
行
っ
て
福
井
の
空
襲
で
か
な
り
焼
か
れ

ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
各
家
に
あ
り
ま
し
て
、
大
な
り

小
な
り
組
織
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
整
備
し
て
、
編
輯
、
稿
本
で
編
年

的
に
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
ね
。

二
宮　

彦
根
と
か
会
津
は
ど
う
だ
っ
た
で
す
か
。

大
久
保　

あ
そ
こ
は
、
や
っ
て
ま
す
で
し
ょ
う
。

広
瀬　

彦
根
は
、
や
っ
て
ま
す
ね
。
今
、
史
料
編
纂
所
で
出
し
て
い

る
…
。

大
久
保　

い
や
あ
れ
は
ね
え
、
最
後
ま
で
出
さ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

二
宮　

史
談
会
に
も
出
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

大
久
保　

史
談
会
に
は
出
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
維
新
史

料
編
纂
会
に
は
全
然
出
さ
な
か
っ
た
。
中
村
勝
麻
呂
〔1875

〜

1944

・
歴
史
学
者
〕
が
頑
固
で
ね
。
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て
公
開
し

た
ん
で
す
。
今
、『
井
伊
家
史
料
』
出
て
る
で
し
ょ
う 4
。
つ
ま
り
維
新

史
料
編
纂
会
と
い
う
の
は
、
薩
長
の
藩
閥
側
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

井
伊
家
は
出
さ
な
か
っ
た
ん
で
す
。

二
宮　

史
談
会
に
も
参
加
し
て
な
い
の
で
す
か
。

大
久
保　

ち
ょ
っ
と
そ
の
へ
ん
、
ま
だ
も
う
少
し
史
料
的
に
確
認
し

な
い
と
…
。

二
宮　

会
津
は
ど
う
で
す
。

広
瀬　

会
津
松
平
は
ど
う
で
し
ょ
う
ね
え
。
会
津
の
は
家
来
た
ち
が

沢
山
書
い
て
ま
す
よ
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
会
津
と
か
で
戊
辰
史
料
を
作
っ
て
い
ま
す
ね
。

東
北
諸
藩
で
か
な
り
作
っ
て
い
ま
す
。『
会
津
戊
辰
戦
史
』〔
会
津
戊

辰
戦
史
編
纂
会
、
昭
和
八
年
〕
と
か
、
あ
の
中
で
か
な
り
史
料
を
使

4　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
維
新
史
料
』
類
纂
之
部　

井
伊
家
史

料
、
昭
和
三
十
四
年
か
ら
刊
行
中
。
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っ
て
自
分
た
ち
の
立
場
を
よ
く
書
い
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
各
藩
で
、
出
た
の
は
わ
ず
か
で
し
て
ね
え
、

『
水
戸
藩
史
料
』 5
が
そ
う
で
し
ょ
う
。
島
津
家
は
「
国
事
鞅お
う
し
ょ
う掌
史
料
」 6

を
出
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
は
名
前
を
変
え
て
黎
明
館
の
編
纂

所
で
「
忠
義
公
史
料
」、「
日
新
公
史
料
」
と
か
を
出
し
て
い
ま
す

〔『
鹿
児
島
県
史
料
』
で
刊
行
〕。

　
「
国
事
鞅
掌
史
料
」
と
い
う
の
は
早
い
ん
で
す
。
明
治
二
十
年
代
で

す
か
ら
。
島
津
家
で
は
、「
国
事
鞅
掌
史
料
」
を
ず
っ
と
編
纂
し
て
い

た
ら
し
い
で
す
ね
。
し
か
し
出
版
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
戦

後
に
な
っ
て
「
鹿
児
島
維
新
史
料
〔
編
さ
ん
所
〕」
と
い
う
名
前
で
活

字
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
各
藩
と
も
国
事
鞅
掌
の
考
え
方
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
歴
史
で
な
く
て
、
維
新
に
参
加
し
た
こ
と
、
そ
れ

を
顕
彰
す
る
と
い
う
の
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
薩

長
だ
け
で
な
く
て
自
分
た
ち
の
藩
も
勤
王
派
だ
と
い
う
、
全
藩
勤
王

と
い
う
観
点
か
ら
史
料
を
集
め
て
い
る
ん
で
す
。

　

で
す
か
ら
薩
摩
藩
だ
と
「
国
事
鞅
掌
史
料
」
で
す
か
ら
、
選
択
が

一
定
の
基
準
の
下
に
集
め
ら
れ
て
い
て
、
百
姓
一
揆
な
ど
全
部
カ
ッ

ト
さ
れ
て
天
皇
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
大
日
本
維
新
史
料
』

〔
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
、
昭
和
十
三
年
〜
十
八
年
〕 7
が
そ
う
で
す
よ
。

5　
『
水
戸
藩
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、
大
正
四
年

6　

例
え
ば
一
部
を
『
鹿
児
島
県
史
料
』
斉
彬
公
史
料　

第
四
巻　

昭
和
五
十
九

年
、
に
収
録
。

7　
『
大
日
本
維
新
史
料
』
は
、
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
会
が
編
纂
し
た
「
大
日

広
瀬　

あ
、
そ
う
で
す
ね
。『
大
日
本
維
新
史
料
』
に
は
何
も
出
て
来

な
い
で
す
ね
。

大
久
保　

と
い
う
の
は
、『
大
日
本
維
新
史
料
』
も
そ
う
だ
け
ど
、
大

体
、
項
目
を
立
て
る
ん
で
す
。
嘉
永
元
年
な
ら
嘉
永
元
年
の
、
嘉
永

六
年
な
ら
ペ
リ
ー
来
航
と
、
そ
の
立
て
方
が
編
輯
官
の
腕
な
ん
で
す
。

と
同
時
に
歴
史
観
な
ん
で
す
。
そ
の
立
て
方
が
全
て
国
事
鞅
掌
的
な

も
の
で
、
農
民
一
揆
が
起
っ
た
な
ん
て
こ
と
は
、
む
し
ろ
削
っ
ち
ゃ

う
ん
で
す
。
い
い
こ
と
ば
っ
か
り
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
役
立
つ
史
料

を
入
れ
る
ん
で
す
。

　

今
、
東
大
に
「
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

が
、
あ
れ
の
柱
は
全
部
『
維
新
史
料
綱
要
』〔
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
、

昭
和
十
二
年
〜
十
八
年
〕
に
出
て
ま
す
よ
。『
維
新
史
料
綱
要
』
が
柱

な
ん
で
す
。
原
本
に
は
そ
こ
に
史
料
が
入
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
の
史

料
が
み
ん
な
切
り
貼
り
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
柱
の
立
て
方
か
ら
す
で

に
も
う
勤
王
史
観
な
ん
で
す
。
庶
民
関
係
の
柱
は
、
立
て
な
い
ん
で

す
か
ら
。
そ
れ
が
編
輯
官
の
腕
な
ん
で
す
。
お
家
騒
動
な
ど
全
部
削

っ
ち
ゃ
っ
て
、
い
い
事
ば
か
り
集
め
る
ん
で
す
。

本
維
新
史
料
稿
本
」（
昭
和
六
年
に
完
成
）
に
、
増
補
訂
正
を
加
え
て
刊
行

し
た
も
の
で
、
稿
本
の
一
部
に
あ
た
る
。
同
稿
本
全
体
の
綱
文
と
史
料
出
典

に
つ
い
て
は
、『
維
新
史
料
綱
要
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
稿
本
は
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
市
販
さ
れ
て
い
る
（
丸
善
、
一
九
九
五
年
）。
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広
瀬　

細
か
い
こ
と
で
す
け
ど
、
史
料
の
筆
写
な
ん
か
に
も
、
そ
の

編
輯
官
の
意
図
が
入
る
の
で
す
か
。

大
久
保　

あ
る
ん
で
す
。
例
え
ば
貴
族
院
〔
五
十
年
史
編
纂
掛
〕
の

場
合
、
あ
れ
は
深
谷
〔
博
治
〕
君
が
や
っ
て
ま
し
た
ん
で
、
深
谷
君

が
見
て
付
箋
を
つ
け
る
ん
で
す
。
必
要
だ
と
思
う
と
こ
ろ
に
赤
い
付

箋
を
つ
け
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
た
ま
る
と
隣
の
写
字
生
に
渡
す
ん
で

す
。
写
字
生
が
写
し
た
も
の
を
今
度
は
編
輯
官
が
見
て
校
正
し
、
補

っ
た
り
削
っ
た
り
す
る
ん
で
す
。
そ
う
し
て
原
本
は
家
に
返
し
て
し

ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
引
か
れ
た
も
の
の
前
は
全
然
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
。
そ
の
一
部
し
か
残
ら
な
い
ん
で
す
。『
明
治
天
皇
紀
』
が
そ
う

で
し
ょ
う
。

広
瀬　

そ
う
で
す
ね
。
宮
内
庁
の
臨
帝
〔
臨
時
帝
室
編
修
局
〕
と
書

い
て
あ
る
文
書
み
ま
す
と
そ
う
で
す
ね
え
。

大
久
保　

こ
れ
は
一
つ
は
時
間
的
制
約
で
す
ね
。
今
な
ら
全
部
と
っ

ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
か
。
全
部
写
字
で
す
か
ら
不
可
能
な
こ
と
と
、
ま

た
そ
こ
に
主
観
が
あ
る
ん
で
す
。

広
瀬　

そ
う
い
う
史
料
を
見
る
時
に
は
、
そ
れ
な
り
に
史
料
批
判
を

き
ち
ん
と
し
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

大
久
保　

い
け
な
い
ん
で
す
。
い
い
意
味
の
史
料
批
判
と
、
そ
れ
か

ら
ま
ず
い
と
こ
ろ
は
削
る
と
い
う
、
例
え
ば
お
家
騒
動
関
係
は
全
部

削
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
原
本
返
し
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
例
え

ば
『
大
日
本
維
新
史
料
』
を
見
て
、
こ
の
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
を
知

ろ
う
と
し
て
も
、
元
が
な
い
ん
で
す
か
ら
。

　

こ
れ
は
中
国
流
の
正
史
の
技
法
で
す
ね
。
お
家
史
料
と
か
国
の
史

料
で
す
か
ら
庶
民
な
ん
か
国
に
全
然
関
係
な
い
か
ら
庶
民
史
料
は
も

う
全
部
捨
て
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
天
皇
の
行
動
は
極
端
に
詳
し
く
、

そ
し
て
大
臣
が
ど
う
し
た
と
か
。
下
の
方
か
ら
い
い
事
を
云
っ
て
き

た
時
に
は
、
そ
れ
を
取
上
げ
る
と
か
、
公
子
爵
の
言
行
も
と
り
入
れ

る
、
そ
う
い
う
史
観
で
作
っ
て
い
ま
す
。

広
瀬　

そ
れ
か
ら
市
来
四
郎
の
お
話
が
出
た
ん
で
お
聞
き
し
ま
す
が

「
石
室
秘
稿
」 8
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
島
津
家
の
史
料
を

整
理
し
な
が
ら
別
に
つ
く
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

大
久
保　

島
津
家
の
史
料
は
も
ち
ろ
ん
整
理
し
た
ん
で
す
け
ど
、
島

津
家
に
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
他
の
所
か
ら
、
例

え
ば
大
久
保
家
と
か
ど
こ
そ
こ
か
ら
拾
い
集
め
た
ん
で
す
。
で
す
か

ら
現
在
、「
国
事
鞅
掌
史
料
」
が
活
字
化
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ

を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
島
津
家
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
。

8　

憲
政
資
料
室
所
蔵
。
昭
和
二
十
八
年
入
手
。
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久
光
の
所
に
は
少
し
残
っ
て
る
ん
で
す
。
鹿
児
島
に
。
本
家
の
も
の

は
、
か
な
り
散
逸
し
た
り
焼
い
た
り
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
例
え
ば
『
薩
藩
海
軍
史
』〔
薩
藩
海
軍
史
刊
行

会
、
昭
和
三
年
〜
四
年
〕
な
ん
か
も
あ
そ
こ
で
作
っ
た
ん
で
す
が
、

あ
れ
な
ん
か
も
九
分
九
厘
拾
い
集
め
た
史
料
で
す
。
例
え
ば
慶
応
の

時
に
「
洋
学
校
」
を
作
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
項
目
は
あ
る
ん
で
す

が
断
片
的
な
史
料
ば
っ
か
り
で
す
。

　

あ
れ
は
大
正
頃
に
な
っ
て
東
郷
吉
太
郎
〔1867

〜1942

〕
と
い

う
海
軍
中
将
が
島
津
家
の
嘱
託
に
な
っ
て
陸
軍
史
と
海
軍
史
を
つ
く

っ
た
ん
で
す
。
ま
あ
い
い
本
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
の
時
に
集
め

た
も
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
島
津
家
で
は
『〔
島
津
〕
久
光
公
実
記
』〔
島
津
公
爵
家

編
輯
所
、
明
治
四
十
三
年
〕
も
活
字
に
し
て
い
ま
す
。
斉
彬
公
の
史

料
は
出
そ
う
と
し
て
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
ち
ゃ
っ
て
…
。

広
瀬　

こ
の
史
談
会
の
流
れ
が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
て
、
各
藩
で
例
え

ば
『
防
長
回
天
史
』
と
か
、
い
わ
ゆ
る
何
と
か
史
と
か
、
そ
れ
か
ら

先
生
の
論
文
の
表 9
に
よ
る
と
、
ず
い
分
い
ろ
ん
な
旧
藩
系
で
は
何
と

か
、
と
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
ま
す
ね
。
こ
れ
が
盛
ん
に
な
る
の
は
明

治
三
十
年
代
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
に
出
て
な
い
ん
で
す
が
温
知

9　

前
掲
、「
王
政
復
古
史
観
と
旧
藩
史
観
・
藩
閥
史
観
」、
三
七
三
〜
三
七
五
ペ

ー
ジ
。

会
。
あ
れ
は
時
々
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
ど
う
い
う
組
織
で
す
か
。

大
久
保　

あ
れ
は
維
新
史
料
編
纂
会
の
外
郭
み
た
い
な
も
の ₁₀
で
、
私

も
一
度
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
史
談
会
の
人
た
ち
が
入
っ

て
お
り
ま
し
て
、
在
野
の
有
志
の
団
体
で
、
ず
っ
と
後
、
昭
和
ま
で

や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
速
記
録
が
出
て
い
ま
す
。

広
瀬　

あ
と
も
う
一
つ
、
先
生
の
こ
の
論
文 ₁₁
を
拝
見
し
て
お
り
ま
し

て
、
史
談
会
が
出
来
る
時
に
宮
内
省
か
ら
お
金
が
毎
年
出
て
い
ま
す

が
、
た
だ
こ
の
あ
い
だ
明
治
三
十
一
年
度
の
予
算
書
を
見
て
お
り
ま

し
た
ら
史
談
会
の
費
目
が
立
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
文
部
省
に
な

っ
て
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
変
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら

何
年
か
た
っ
て
彰
明
会 ₁₂
が
出
来
て
維
新
史
料
編
纂
会
が
出
来
た
ん
で

す
ね
。

大
久
保　

維
新
史
料
編
纂
会
の
時
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
文
部
省

で
や
る
か
、
宮
内
省
で
や
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す ₁₃
。
そ
れ
で
井
上

馨
が
〔
維
新
史
料
編
纂
会
〕
総
裁
に
な
る
ん
で
す
。

10　

温
知
会
は
維
新
史
料
編
纂
会
か
ら
講
演
速
記
録
を
刊
行
。『
幕
末
明
治
研
究
雑

誌
目
次
集
成
』
日
本
古
書
通
信
社
、
昭
和
四
十
三
年
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

11　

前
掲
、「
王
政
復
古
史
観
と
旧
藩
史
観
・
藩
閥
史
観
」
三
五
六
ペ
ー
ジ
。

12　

前
号
、
註
25
。

13　

牧
野
伸
顕
『
松
濤
閑
談
』
創
元
社
、
昭
和
十
五
年
一
一
二
〜
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
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一
つ
の
説
は
、
当
然
文
部
省
だ
、
歴
史
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
説
を

と
っ
た
の
が
山
県
有
朋
〔1838

〜1922

・
長
州
藩
士
、
軍
人
、
政

治
家
〕
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
井
上
が
そ
れ
に
反
対
す
る
ん
で
す
。
文

部
省
だ
と
内
閣
が
変
わ
り
、
大
臣
が
変
わ
る
と
頻
繁
に
方
針
が
変
わ

る
か
ら
、
こ
の
事
業
は
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
超
然
と
し
た
宮
内
省
に

お
け
ば
、
そ
う
い
う
政
治
的
動
向
に
左
右
さ
れ
な
い
か
ら
宮
内
省
が

い
い
と
主
張
し
た
ん
で
す
が
、
結
局
、
文
部
省
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
維
新
史
料
の
仕
事
を
み
て
、
元
彦
根
藩
の
人
が
、
非
常
に
公

平
に
や
っ
て
い
る
、
こ
れ
な
ら
彦
根
藩
も
参
加
し
て
も
い
い
、
と
言

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
世
外
井
上
公
伝
』
第
五
巻
〔
内
外
書

籍
、
昭
和
九
年
〕
に
よ
る
と
、
牧
野
伸
顕
〔1861

〜1949

・
大
久

保
利
通
次
男
、
官
僚
、
政
治
家
〕
と
か
金
子
堅
太
郎
〔1853

〜

1942

・
官
僚
〕
と
か
、
い
ろ
ん
な
人
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
か

な
り
積
極
的
に
各
家
の
史
料
を
集
め
た
ん
で
す
。

広
瀬　

そ
れ
で
、
史
談
会
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
面
白
い
の
は
、
話

を
聞
く
と
い
う
の
と
史
料
を
集
め
る
と
い
う
の
と
二
本
立
て
な
ん
で

す
ね
。
彰
明
会
で
も
話
を
聞
い
て
ま
す
ね
。

大
久
保　

ま
あ
維
新
史
料
編
纂
会
と
い
う
の
は
、
元
来
や
っ
ぱ
り
薩

長
、
井
上
と
か
の
元
老
が
、
年
と
っ
て
き
て
彼
ら
の
功
績
を
残
し
た

い
と
い
う
の
が
一
つ
の
要
因
で
あ
り
、
そ
う
い
う
疑
惑
が
、
世
間
で

も
、
議
会
で
も
問
題
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
実
際
に
た
ず

さ
わ
っ
た
の
は
大
体
東
大
出
の
人
だ
っ
た
ん
で
す
。
大
塚
武
松

〔1878

〜1946

・
歴
史
学
者
〕
と
か
藤
井
甚
太
郎
、
あ
と
は
各
藩
代

表
と
い
っ
た
か
た
ち
で
薩
摩
藩
の
勝
田
孫
弥
〔1865

〜1941

・
歴

史
家
、
教
育
者
〕、
渡
辺
盛
衛
〔
修
史
家
〕
と
か
、
そ
れ
か
ら
長
州
藩

か
ら
も
出
て
い
ま
す
。
薩
長
と
か
の
雄
藩
の
代
表
者
が
最
初
の
編
纂

員
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
結
局
、
勝
田
な
ど
は
や
め
て

し
ま
っ
て
、
藤
井
さ
ん
と
か
大
塚
さ
ん
と
か
森
谷
〔
秀
亮
〕〔1897

〜1986

・
歴
史
学
者
〕
さ
ん
と
か
の
学
者
が
残
っ
て
、
か
な
り
歴
史

と
し
て
の
維
新
史
料
を
集
め
よ
う
と
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ

や
っ
ぱ
り
時
代
が
時
代
で
す
か
ら
、
農
民
一
揆
と
か
そ
う
い
う
も
の

は
出
て
こ
な
い
で
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
歴
史
の
史
料
を
と
り
あ
げ

て
い
ま
す
。
と
に
か
く
項
目
の
立
て
方
で
す
っ
か
り
決
ま
っ
ち
ゃ
う

ん
で
す
。
そ
れ
に
関
す
る
史
料
を
集
め
、
必
要
以
外
の
史
料
は
捨
て

る
と
い
う
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
結
晶
が
『
維
新
史
』〔
維
新
史
料
編
纂

事
務
局
、
昭
和
十
四
年
〜
十
六
年
〕
で
す
。
あ
れ
は
よ
く
で
き
て
お

り
ま
す
。
決
し
て
一
方
に
偏
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

東
大
に
あ
る
維
新
史
料
の
稿
本
〔「
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
」〕
で

す
が
、
い
い
史
料
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
必
要
な
い
と
こ
ろ
は

捨
て
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
原
本
を
全
部
マ
イ
ク
ロ
に
で

も
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
の
頃
は
そ
ん
な
技
術
は
な
く
、

ど
こ
で
も
写
字
生
を
使
っ
た
ん
で
す
。
あ
の
憲
政
史
〔
編
纂
会
〕
に

も
い
ま
し
た
。
大
体
が
お
じ
い
さ
ん
で
ね
、
十
人
く
ら
い
い
て
一
枚

い
く
ら
で
写
す
ん
で
す
。
東
大
史
料
編
纂
所
で
も
そ
う
で
す
か
ら
ね
。
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そ
う
い
う
ふ
う
な
形
で
明
治
二
十
年
代
、
史
談
会
を
中
心
に
維
新

関
係
の
史
料
が
集
め
ら
れ
始
め
、
そ
れ
を
受
継
い
だ
の
が
維
新
史
料

〔
編
纂
会
〕
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
憲
政
史
編
纂
会
以
降
に
伝
わ
っ
て
き

た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
史
談
会
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ

が
今
や
っ
て
い
る
仕
事
に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
。

た
だ
、
や
っ
ぱ
り
家
中
心
で
史
料
の
選
択
が
家
中
心
に
な
っ
て
お
り
、

今
日
の
よ
う
に
全
て
の
も
の
を
集
め
る
と
い
う
ア
ー
カ
イ
ブ
的
な
収

集
と
い
う
考
え
方
と
は
違
っ
て
お
り
ま
す
。

　
〈
家
文
書
〉

広
瀬　

こ
の
明
治
以
降
、
逆
に
個
人
の
家
の
文
書
を
整
理
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
出
て
き
ま
す
ね
。

大
久
保　

出
て
き
ま
す
。
最
初
は
各
家
別
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
と
こ
の

も
の
を
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
元
と
な
る
の
は
、
木
戸
〔
孝
允
〕〔1833

〜1877

・
長
州
藩

士
、
政
治
家
〕
に
し
て
も
大
久
保
〔
利
通
〕
に
し
て
も
伊
藤
〔
博
文
〕

に
し
て
も
、
明
治
の
人
と
い
う
の
は
、
他
所
か
ら
来
た
手
紙
を
非
常

に
よ
く
残
し
て
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
自
信

が
あ
っ
て
、
自
分
の
仕
事
の
記
録
を
後
に
残
す
と
い
う
意
識
、
つ
ま

り
、
い
い
か
げ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で

す
か
。
つ
ま
り
、
自
分
の
政
治
活
動
は
後
世
の
た
め
で
あ
り
国
の
た

め
で
あ
り
、
皆
に
見
て
も
ら
っ
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
む
し
ろ
積

極
的
に
隠
さ
な
い
で
断
片
で
も
残
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
と
こ
に
は
大
久
保
利
通
の
借
金
証
文
ま
で
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
の
を
子
供
が
、
私
の
親
父
〔
大
久
保
利
武
〕〔1865

〜1943

・
大
久
保
利
通
三
男
、
内
務
官
僚
〕
が
一
生
懸
命
集
め
て
い

ま
し
た
。
た
だ
火
災
な
ん
か
で
そ
れ
が
中
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

　

と
い
う
ふ
う
に
各
家
ご
と
に
、
別
に
相
談
し
た
わ
け
で
は
な
い
で

す
け
れ
ど
も
、
日
記
と
か
来
た
手
紙
な
ん
か
を
大
事
に
し
て
集
め
て

お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
大
正
頃
か
ら
伝
記
編
纂
の
気
運
が
起
っ
て
く

る
ん
で
す
。
維
新
の
人
物
の
伝
記
を
史
料
を
中
心
と
し
て
政
治
的
な

生
涯
を
描
く
と
い
う
の
は
、
明
治
二
十
年
代
、
こ
れ
は
適
切
な
例
か

ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
勝
田
孫
弥
が
鹿
児
島
か
ら
西
郷
、

大
久
保
の
伝
記
を
書
く
た
め
に
二
十
何
年
か
に
東
京
に
出
て
く
る
ん

で
す
。
そ
れ
で
西
郷
隆
盛
を
書
い
て
お
り
ま
す
〔『
西
郷
隆
盛
伝
』
西

郷
隆
盛
伝
発
行
所
、
明
治
二
十
七
年
〜
二
十
八
年
〕。
彼
は
吉
井
勇

〔1886

〜1960

・
歌
人
〕
の
祖
父
で
吉
井
友
実
〔1828

〜1891

・

薩
摩
藩
士
、
政
治
家
〕
の
書
生
を
し
て
た
ん
で
す
。
塾
を
開
い
て
、
吉

井
勇
は
そ
の
塾
で
勉
強
し
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
『
大
久
保

利
通
伝
』〔
同
文
館
、
明
治
四
十
三
年
〜
四
十
四
年
〕、
西
郷
伝
を
書

く
の
は
全
部
史
料
で
書
い
て
ま
す
か
ら
、
西
郷
家
と
か
吉
井
家
が
パ

ト
ロ
ン
に
な
る
わ
け
で
す
。『
大
久
保
利
通
伝
』
で
も
私
の
父
が
パ
ト

ロ
ン
に
な
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
小
遣
い
を
出
し
て
い
た
証
拠
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
あ
の
『
大
久
保
利
通
伝
』
で
初
め
て
あ
の
大
久
保
の
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日
記
が
断
片
的
だ
け
ど
紹
介
さ
れ
る
ん
で
す
。
あ
れ
は
ま
あ
傑
作
だ

と
思
い
ま
す
よ
。
維
新
の
人
物
伝
の
中
で
は
ね
え
。
本
に
な
っ
た
の

は
明
治
四
十
三
〜
四
年
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
大
久
保
利
通
を
主
人
公

と
し
て
薩
摩
藩
を
中
心
と
し
た
維
新
史
の
動
き
を
大
体
と
ら
え
た
、

今
で
も
主
要
な
文
献
で
す
よ
。
西
郷
伝
は
二
十
七
〜
八
年
で
早
い
け

れ
ど
も
粗
雑
で
す
ね
。

広
瀬　

そ
う
い
う
伝
記
編
纂
と
い
う
こ
と
で
、
史
料
が
整
理
さ
れ
た

ん
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
一
つ
は
宮
内
省
で
は
岩
倉
〔『
岩
倉
公
実
記
』

皇
后
宮
職
、
明
治
三
十
九
年
〕
と
『
孝
明
天
皇
紀
』〔
先
帝
御
事
蹟
取

調
掛
、
明
治
三
十
九
年
〕、
三
条
〔『
三
条
実
美
公
年
譜
』
宮
内
省
、
明

治
三
十
四
年
〕
と
、
そ
れ
ら
の
伝
記
の
た
め
に
宮
内
省
で
随
分
史
料

が
集
め
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
こ
に
あ
る
ん
で
す
ね ₁₄
。

　

政
治
家
で
は
西
郷
、
ま
あ
大
久
保
あ
た
り
が
ト
ッ
プ
だ
と
思
い
ま

す
。

広
瀬　

出
来
は
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
長
州
で
は
中
原
邦
平

14　
『
岩
倉
公
実
記
』
編
纂
の
際
に
集
め
ら
れ
た
史
料
は
、
一
部
が
憲
政
資
料
室

に
「
岩
倉
具
視
関
係
文
書
（
所
蔵
）」
と
し
て
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
他
に
、
岩

倉
公
旧
蹟
保
存
会
対
岳
文
庫
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
も
所
蔵
。

〔1852

〜1921

・
修
史
家
〕
が
井
上
馨
と
か
書
い
て
お
り
ま
す
ね
。

和
綴
の
も
の
。

大
久
保　
『
井
上
伯
伝
』〔
中
原
邦
平
、
明
治
四
十
年
〕
で
す
ね
。
大

正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
、『
伊
藤
博
文
伝
』〔
春
畝
公
追
頌
会
、
昭

和
十
五
年
〕
と
か
山
県
伝
〔『
公
爵
山
県
有
朋
伝
』
山
県
有
朋
公
記
念

事
業
会
、
昭
和
八
年
〕
と
か
続
出
す
る
ん
で
す
。

広
瀬　

そ
れ
で
史
料
が
随
分
整
理
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
は
編
集
員
が
伊
藤
家
に
行
っ
た
り
、

山
県
家
に
行
っ
て
史
料
を
見
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
失
く
し
た
史
料

も
随
分
あ
る
ん
で
す
。
岩
倉
な
ん
か
編
集
員
が
自
分
の
と
こ
へ
持
っ

て
行
く
ん
で
す
。
あ
の
頃
は
伝
記
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が

た
い
と
い
っ
て
何
で
も
出
す
ん
で
す
。
ま
る
ご
と
編
集
員
が
借
り
て

い
っ
て
返
さ
な
い
ん
で
す
。
加
藤
高
明
〔1860

〜1926

・
外
交
官
、

首
相
〕
な
ん
か
も
そ
う
で
し
た
。
あ
と
と
り
が
い
な
く
て
ね
。
未
亡

人
だ
け
で
し
た
。
大
磯
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
全
部
伝
記 ₁₅
の
時
に
さ

し
あ
げ
て
そ
れ
っ
き
り
で
す
と
い
う
こ
と
で
、
何
も
な
い
ん
で
す
。

15　

伊
藤
正
徳
編
『
加
藤
高
明
』
上
下　

加
藤
伯
伝
記
編
纂
委
員
会　

昭
和
四
年

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
「
加
藤
高
明
関
係
文
書
」

（
陸
奥
広
吉
宛
加
藤
高
明
書
簡
）
は
昭
和
四
十
二
年
度
に
古
書
店
よ
り
入
手
。
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写
真
だ
け
で
し
た
。

　

大
久
保
家
の
場
合
、
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
ま
し
た
し
、
伊
藤
家
も
ち

ゃ
ん
と
あ
り
ま
し
た
。
井
上
は
ち
ゃ
ん
と
し
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ

が
こ
こ
に
来
た
ん
で
す
ね ₁₆
。
そ
れ
か
ら
桂
〔
太
郎
〕〔1847

〜

1913

・
軍
人
、
首
相
〕
も
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
ま
し
た ₁₇
。
あ
の
へ
ん
の

時
に
家
人
が
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
、
ち
ゃ
ん
と
整
理
し
て
目
録
作

っ
て
、
終
っ
た
ら
返
し
て
も
ら
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
に
は
全
然

返
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
志
の
な
い
家
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
形
で
大
正
期
の
大
久
保
以
降
の
政
治
家
の
伝
記
は
、
い

ろ
い
ろ
と
い
い
の
も
悪
い
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
体
日
記
等
の
史

料
を
基
礎
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
み
ん
な
そ
れ
で
歴
史

を
書
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
い
い
か
悪
い
か
は
別
で
す
が
ね
。
だ
か

ら
一
流
の
歴
史
家
、
岩
波
の
日
本
歴
史
〔『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第

一
次
（
昭
和
八
年
〜
十
年
）、
第
二
次
（
昭
和
三
十
七
年
〜
三
十
九

年
）、
第
三
次
（
昭
和
五
十
年
〜
五
十
二
年
）
刊
行
〕
の
論
文
だ
っ
て
、

み
ん
な
こ
れ
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

広
瀬　

そ
う
す
る
と
藩
の
史
料
が
片
方
で
は
家
を
中
心
に
し
て
残
し
、

そ
れ
か
ら
個
人
の
史
料
は
…
。

16　
「
伊
藤
博
文
関
係
文
書
」、「
井
上
馨
文
書
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
二
十
五
年
、

昭
和
二
十
七
年
に
憲
政
資
料
室
に
譲
渡
。

17　
「
桂
太
郎
関
係
文
書
」
は
昭
和
二
十
六
年
に
憲
政
資
料
室
に
譲
渡
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
や
っ
ぱ
り
昔
か
ら
明
治
の
人
は
、
よ
ほ
ど
変

っ
た
人
で
な
い
か
ぎ
り
、
書
類
は
大
切
に
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

伊
藤
に
し
て
も
山
県
に
し
て
も
、
自
分
の
経
歴
と
か
、
自
分
に
き
た

手
紙
と
か
は
捨
て
な
い
で
大
切
に
保
存
し
て
お
り
ま
し
た
。
捨
て
た

の
は
森
有
礼
〔1847

〜1889

・
政
治
家
〕
で
す
。
あ
れ
は
全
然
な

い
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
少
し
変
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

大
体
み
ん
な
お
家
と
い
う
、
そ
れ
か
ら
一
つ
は
侯
爵
家
と
か
と
い

っ
た
家
を
興
す
で
し
ょ
う
。
そ
の
家
を
伝
え
る
に
は
、
記
録
を
残
す
と

い
う
こ
と
と
、
自
分
の
仕
事
に
責
任
を
も
つ
と
同
時
に
、
後
に
残
す
た

め
に
は
史
料
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
今
は
み
ん
な
電
話
で
し
ょ
う
。
だ
れ
も
文
書
な
ん
か
残
し
ゃ
し

ま
せ
ん
。
昔
の
人
の
え
ら
い
と
こ
ろ
は
、
史
料
を
残
す
と
い
う
意
味

は
、
自
分
の
仕
事
に
自
信
も
あ
る
し
、
責
任
も
あ
る
し
、
後
の
人
も
そ

れ
に
つ
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
識
が
あ
る
ん
で
、
自

分
の
史
料
を
大
事
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
子
孫
が
お
家

を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
史
料
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

広
瀬　

ち
ょ
っ
と
話
が
と
び
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
残
っ
た
史

料
を
戦
前
組
織
的
に
資
料
と
し
て
活
字
化
し
た
の
が
日
本
史
籍
協
会

で
す
ね
。
日
本
史
籍
協
会 ₁₈
と
い
う
の
は
…
。

18　

大
正
四
年
十
一
月
発
足
。
日
本
史
籍
協
会
叢
書
を
刊
行
。
戦
後
、
東
京
大
学

出
版
会
が
解
説
を
つ
け
て
復
刻
。
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大
久
保　

あ
れ
は
維
新
史
料
編
纂
会
の
外
郭
団
体
で
、
早
川
純
三
郎

〔1872
〜1930

・
出
版
事
業
家
〕
と
い
う
人
が
や
っ
て
い
た
ら
し
い

で
す
。
早
川
千
吉
郎
〔1863

〜1922

・
官
僚
、
実
業
家
〕
の
弟
で

す
。
私
の
家
に
も
大
久
保
文
書 ₁₉
を
出
す
の
に
よ
く
来
て
ま
し
た
よ
。

広
瀬　

随
分
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
出
し
て
い
ま
す
が
。

大
久
保　

と
こ
ろ
が
内
容
は
ひ
ど
い
ら
し
い
で
す
ね
。
例
え
ば
林
田

〔
真
二
郎
〕〔1892

〜1966

・
東
大
史
料
編
纂
所
所
員
〕
さ
ん
な
ん

か
、
一
枚
五
銭
か
十
銭
で
筆
耕
を
引
受
け
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
を

校
正
し
な
い
で
出
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
林
田
さ
ん
が
あ
の
前

は
通
れ
ま
せ
ん
、
と
い
っ
て
ま
し
た
。
ど
う
せ
小
遣
い
か
せ
ぎ
に
や

っ
た
ん
で
す
か
ら
。

広
瀬　

例
え
ば
『
秘
書
類
纂
』 ₂₀〔
秘
書
類
纂
刊
行
会
、
昭
和
八
年
〜
十

一
年
〕
な
ん
か
も
、
み
て
い
る
と
ど
う
い
う
順
序
で
な
ら
ん
で
る
の

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
…
。

19　
『
日
本
史
籍
協
会
叢
書
』
に
て
『
大
久
保
利
通
文
書
』
全
十
巻
を
昭
和
二
年

〜
四
年
、『
大
久
保
利
通
日
記
』
全
二
巻
を
昭
和
二
年
に
刊
行
。

20　

伊
藤
博
文
の
手
元
に
集
ま
っ
て
い
た
公
務
に
関
す
る
書
類
を
テ
ー
マ
ご
と

に
編
成
し
た
も
の
。
原
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
岩
壁
義
光
「
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
「
秘
書
類
纂
」
の
伝
来
に
つ
い
て
」『
伊
藤
博
文
文
書.

』
第
三
十
六
巻

ゆ
ま
に
書
房
、
平
成
二
十
二
年
、
二
五
一
〜
二
七
九
ペ
ー
ジ
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
あ
れ
も
ひ
ど
い
で
す
。
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
す
。

信
濃
町
あ
た
り
に
倉
庫
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
随
分
買
い
ま
し
た
よ
。

安
く
売
っ
て
く
れ
ま
し
た
よ
。

　

あ
れ
、
今
度
や
り
直
す
時
に
内
容
を
、
も
一
遍
校
訂
し
直
せ
ば
い

い
ん
で
す
よ
ね
。
解
説
だ
け
つ
け
た
で
し
ょ
う ₂₁
。

広
瀬　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
原
本
が
も
う
な
い
の
も
あ
り
ま
す
ね
。

大
久
保　

だ
か
ら
ね
え
、
維
新
史
と
い
う
の
は
、
あ
れ
で
つ
く
ら
れ

て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
え
。
歴
史
と
い
う
の
は
史
料
、
例
え
ば
大
久

保
利
通
は
あ
の
本
で
で
き
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
え
。

二
宮　

藤
井
〔
貞
文
〕〔1906

〜1994

・
歴
史
学
者
〕
先
生
、
校
正

料
一
頁
三
銭
と
書
い
て
お
り
ま
す ₂₂
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
安
い
で
す
。
も
っ
と
も
そ
の
当
時
で
す
か
ら

ね
え
。
だ
か
ら
歴
史
と
い
う
の
は
真
相
と
か
な
ん
と
か
い
う
け
れ
ど

も
、
こ
れ
を
通
し
て
の
も
の
で
す
よ
ね
。

21　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
原
本
の
影
印
版
が
『
伊
藤
博
文
文
書
』
全
百
二
十
七
巻
の

予
定
で
ゆ
ま
に
書
房
よ
り
平
成
十
九
年
か
ら
刊
行
中
。

22　

小
沢
栄
一
、
小
西
四
郎
、
藤
井
貞
文
、
森
谷
秀
亮
、
吉
田
常
吉
、（
司
会
）
大

久
保
利
謙
（
座
談
会
）「
維
新
史
研
究
の
歩
み　

第
一
回
」『
日
本
歴
史
』
第

二
四
六
号
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
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や
っ
ぱ
り
史
談
会
や
二
十
年
後
に
各
藩
で
史
料
を
と
に
か
く
集
め

た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
の

維
新
研
究
の
一
つ
の
基
礎
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ

の
落
ち
た
の
が
例
え
ば
竹
橋
騒
動 ₂₃
と
か
、
立
憲
運
動
と
か
で
、
今
史

料
を
集
め
て
書
き
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
非
常
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

広
瀬　

も
ち
ろ
ん
支
配
者
側
の
史
料
で
す
か
ら
ね
。

大
久
保　

支
配
者
側
の
史
料
だ
け
で
す
か
ら
。
そ
こ
で
あ
の
福
地
源
一

郎
が
幕
末
の
シ
ー
ボ
ル
ト
な
ん
か
の
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
だ
か

ら
歴
史
と
い
う
の
は
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。

広
瀬　

そ
う
い
う
動
き
が
あ
っ
て
、
き
ち
ん
と
そ
の
後
に
個
人
の
、

元
勲
た
ち
が
死
ぬ
と
伝
記
が
刊
行
さ
れ
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
史

料
が
整
理
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

大
久
保　

だ
か
ら
日
本
は
ア
ー
カ
イ
ブ
が
発
達
し
な
い
で
個
人
史
料

で
し
ょ
う
。
憲
政
資
料
室
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
全
体
像
を
残
す
と

い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か

23　

明
治
十
一
年
、
西
南
戦
争
の
論
功
行
賞
、
待
遇
等
に
対
す
る
兵
士
（
旧
麹
町

区
竹
橋
の
近
衛
兵
）
の
反
乱
事
件
。

ね
え
。
だ
か
ら
、
い
い
も
悪
い
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
え
。
例
え
ば
、
こ

こ
に
あ
る
何
々
家
文
書
、
昔
だ
っ
た
ら
か
な
り
カ
ッ
ト
し
た
は
ず
で

す
。

広
瀬　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
全
部
残
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
先
生

が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
残
す
た
め
に
セ
レ
ク
ト
す
る
と
い
う
や
り

方
の
文
書
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
野
村
靖
関
係
文
書 ₂₄
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
息
子
さ
ん
の
益
三
〔1875

〜1959

・
貴

族
院
議
員
〕
さ
ん
が
全
部
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
整
理
の
仕
方
は
、

野
村
の
官
歴
に
従
っ
て
内
相
時
代
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
ち

ゃ
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
整
理
の
仕
方
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
伊

藤
家
文
書
み
た
い
に
全
部
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。
三
島
〔
通
庸
〕 ₂₅
も

そ
う
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
来
た
手
紙
は
全
部
保
存
し
て
い
ま

す
。
中
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
史
料
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

大
久
保
利
通
の
文
書
も
随
分
カ
ッ
ト
し
て
い
た
ん
で
す
。
今
度
は
カ

ッ
ト
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
の
も
残
し
て
い
た
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
史
料
を
残
す
と
い
う
、
ま
あ
偶
然
残
っ
た
と
い
う
こ
と
も

24　

野
村
靖
〔1842

〜1909

・
長
州
藩
士
、
政
治
家
〕。
関
係
文
書
は
昭
和
五
十

九
年
憲
政
資
料
室
に
寄
贈
。

25　

三
島
通
庸
〔1835

〜1888

・
薩
摩
藩
士
、
政
治
家
〕。
関
係
文
書
は
昭
和
二

十
七
年
に
憲
政
資
料
室
に
譲
渡
。
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あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
意
識
的
に
残
す
と
い
う
こ
と
は
、

や
っ
ぱ
り
自
分
に
対
す
る
自
信
が
あ
る
ん
で
す
ね
え
。
だ
っ
て
、
ぼ

く
な
ん
か
日
記
は
も
う
焼
い
ち
ゃ
う
で
す
よ
。
日
記
を
残
す
と
い
う

こ
と
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
少
し
書
き
直
し
た
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
ほ
ら
を
入
れ
た
り
、
意
識
的
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
日
記
の
中
の
そ
の
部
分
を
い
か
に
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
が

大
切
な
ん
で
す
。

広
瀬　

戦
前
で
、
憲
政
史
編
纂
会
や
な
ん
か
が
始
ま
る
前
に
、
個
人

の
研
究
者
が
あ
る
家
の
文
書
を
紹
介
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

ま
で
は
行
っ
て
い
た
ん
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
ま
だ
各
家
で
整
理
点

綴
の
た
め
に
編
纂
し
て
と
っ
て
お
く
と
か
、
そ
の
段
階
だ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
。

大
久
保　

そ
の
へ
ん
が
ね
え
、
家
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
か
ら
ね
え
。

大
変
で
す
か
ら
ね
。

広
瀬　

た
だ
先
生
な
ん
か
が
手
が
け
ら
れ
ま
し
た
津
田
〔
真
道
〕

〔1829

〜1903

・
洋
学
者
〕 ₂₆
と
か
、
森
〔
有
礼
〕 ₂₇
と
か
と
い
う
の
は
比

26　

大
久
保
利
謙
、
桑
原
伸
介
、
川
崎
勝
編
『
津
田
真
道
全
集
』
上
下
、
み
す
ず

書
房
、
平
成
十
三
年
。
関
係
文
書
は
、
憲
政
資
料
室
所
蔵
。

27　

大
久
保
利
謙
編
『
森
有
礼
全
集
』
全
三
巻
、
宣
文
堂
書
店
、
昭
和
四
十
七
年

（
そ
の
後
、
新
修
版
刊
行
）。
関
係
文
書
は
憲
政
資
料
室
に
所
蔵
。

較
的
〈（
大
久
保
）
そ
の
ま
ま
で
し
た
ね
。〉
え
え
、
そ
う
い
う
紹
介

の
仕
事
と
い
う
の
は
、
今
の
歴
史
学
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
ね
。
昭
和
に
な
っ
て
く
る
と
ね
、
家
の
史
料
と

か
藩
史
料
で
は
な
く
て
、
広
い
意
味
の
日
本
の
史
料
を
さ
が
す
よ
う

に
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。

広
瀬　

テ
ー
マ
ご
と
に
個
々
の
史
料
を
追
い
か
け
て
行
き
、
そ
れ
で

逆
に
史
料
の
存
在
が
わ
か
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
史
談
会
な
ん
か
も
、
家
と
か
藩
と

か
の
、
お
家
史
料
は
集
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
関
係
な
い
農
民
史

料
と
か
地
方
史
料
は
集
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
別
の
角
度
か
ら
、

例
え
ば
竹
越
〔
三
叉
、
与
三
郎
〕〔1865

〜1950

・
文
筆
家
、
政
治

家
〕
さ
ん
あ
た
り
は
そ
れ
ら
ば
か
り
集
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
史
談

会
的
な
藩
史
料
と
か
維
新
史
料
は
、
政
治
史
に
偏
っ
て
お
り
、
非
常

に
偏
っ
た
お
家
の
史
料
が
中
心
で
す
か
ら
、
農
民
と
か
商
人
な
ん
か

の
も
の
は
尊
重
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
必
要
で
な
い
、

と
す
る
選
択
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
に
か
く
史
談
会
に
よ
っ
て
各
藩
の
史
料
の
散
逸
が
ま
ぬ
が
れ
た

こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
島
津
家
や
毛
利
家
は
比
較
的
わ
か
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
各
家
の
、
各
藩
の
明
治
以
降
の
そ
れ
を
調
べ
て
い
く

と
面
白
い
で
す
ね
。
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広
瀬　

例
え
ば
、「
小
橋
元
雄
関
係
文
書
」 ₂₈
の
中
に
熊
本
藩
の
『
熊
本

藩
国
事
史
料
』〔
大
正
二
年
〕
の
稿
本
が
あ
り
ま
す ₂₉
。
こ
れ
は
小
橋
一

太
〔1870
〜1939

・
内
務
官
僚
〕 ₃₀

の
父
親
の
小
橋
元
雄
〔1840

〜

1914

・
修
史
家
〕
が
編
輯
委
員
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
関
係
で
あ
る
ん

で
す
。
今
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ま
だ
比
べ
て
は
い
な
い
ん
で
、

ど
こ
が
ど
う
違
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
。

大
久
保　

私
は
使
っ
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
が
、
断
片
な
ん
で
す
よ
。

引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
。
だ
か
ら
前
後
が
全
然
わ
か
ら
な
い
。

広
瀬　

熊
本
と
い
う
の
は
、
九
州
の
中
で
は
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
た
藩

で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
さ
さ
い
な
こ
と
ま
で
、
こ
う
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
拾
い
上
げ
て
い
ま
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
あ
れ
は
非
常
に
い
い
も
の
で
す
。
熊
本
藩
の

史
料
は
熊
大
に
あ
る
ん
で
す
。
細
川
家
は
ナ
ン
ト
カ
会
〔
永
青
文
庫
〕

が
出
来
ま
し
て
宝
物
は
こ
っ
ち
に
あ
る
ん
で
す
。
藩
史
料
は
置
き
場

所
が
な
い
も
ん
で
熊
大
の
図
書
館
の
五
階
か
な
ん
か
で
整
理
し
て
る

ん
で
す
。
私
も
ち
ょ
っ
と
関
係
し
て
る
ん
で
す
。
あ
そ
こ
は
、
あ
ん

28　

憲
政
資
料
室
に
昭
和
六
十
年
寄
贈
。

29　

文
書
番
号
は
四
及
び
五
。

30　
「
小
橋
一
太
関
係
文
書
」
は
憲
政
資
料
室
に
昭
和
六
十
年
寄
贈
。

ま
り
い
い
も
ん
が
あ
り
過
ぎ
ま
し
て
、
支
那
の
陶
器
だ
と
か
、
国
宝

級
の
も
の
が
こ
っ
ち
に
あ
っ
て
、
非
常
に
大
事
に
し
て
い
る
ん
で
す
。

あ
っ
ち
〔
藩
史
料
〕
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
ま
あ
目
録
は
作
っ

た
と
か
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
藩
政
史
料
と
し
て
は
、
あ
ん
な
に

ま
と
ま
っ
た
の
は
少
な
い
で
す
よ
。
島
津
家
な
ん
か
全
然
な
い
ん
で

す
。
大
藩
で
藩
政
史
料
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
の
は
毛
利
と
肥
後
く

ら
い
の
も
の
で
、
鍋
島
も
ど
う
で
す
か
ね
え
。

　

そ
う
い
う
の
は
誰
か
が
中
心
に
な
っ
て
、
各
地
方
の
歴
史
家
に
依

頼
し
て
、
そ
れ
を
調
べ
て
い
く
と
面
白
い
ん
で
す
が
ね
。
そ
う
い
う

こ
と
を
書
い
て
、
雑
誌
に
載
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
ね
。

　

し
か
し
、
史
談
会
を
中
心
と
し
て
二
十
年
代
以
降
に
各
藩
で
そ
れ

ぞ
れ
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
が
あ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
現
在

の
近
現
代
史
の
、
維
新
史
の
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
史
料
的
な
根
拠

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
戦
争
で
焼
け
た
の
も
あ
り
ま
す
が
ね
。
蘆

田
さ
ん
も
い
っ
て
ま
し
た
が
編
年
史
で
す
。
項
目
を
立
て
ま
し
て
ね
。

写
字
生
が
い
て
写
し
て
る
ん
で
す
。

二
宮　

史
談
会
の
こ
と
で
す
け
ど
ね
。
先
生
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、
国
事
に
鞅
掌
し
た
人
を
集
め
て
話
を
聞
く
と
い
う
、
今

我
々
が
や
っ
て
い
る
「
政
治
談
話
録
音
」〔
前
号
註
2
〕
み
た
い
な
こ

と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
ず
っ
と
続
い
た
後
は
個
々

の
研
究
発
表
み
た
い
な
こ
と
が
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
ね
。
ほ
と
ん
ど

が
座
談
会
で
、
そ
れ
を
記
録
し
て
残
す
と
い
う
か
っ
こ
う
で
運
営
さ
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れ
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
来
の
目
的
は
史
料
を
収
集

し
て
編
集
す
る
と
い
う
こ
と
も
予
定
し
て
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
史

談
会
は
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

い
え
、
そ
こ
ま
で
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
結
局
、
談
話

速
記
で
終
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。「
明
治
中
興
史
」
を
編
纂
す
る
た
め

に
宮
内
省
か
ら
金
ま
で
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
し
か
し
と
て
も
そ
こ

ま
で
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。

二
宮　

史
談
会
と
い
う
の
は
、
結
局
話
を
聴
く
会
だ
け
で
終
っ
た
ん

で
す
ね
。

大
久
保　

そ
れ
に
し
て
も
『
史
談
会
速
記
録
』
は
大
し
た
も
の
で
す

よ
。
あ
れ
だ
け
の
話
が
残
っ
て
る
ん
で
す
か
ら
。

　

例
え
ば
、
パ
ー
ク
ス
〔H

arry S. Parkes

・1828
〜1885
・
駐
日

英
公
使1865

〜1883

〕
と
西
郷
〔
隆
盛
〕
と
の
対
談
ね
。
あ
れ
に

あ
る
ん
で
す ₃₁
。
石
井
孝
〔1909

〜1996

・
歴
史
学
者
〕
は
そ
の
記

録
を
元
に
書
い
て
る
ん
で
す ₃₂
。
あ
れ
以
外
何
も
な
い
ん
で
す
。
で
す

31　
「
江
戸
城
攻
撃
中
止
始
末
附
十
四
話
」『
史
談
会
速
記
録
』
六
八
輯
、
明
治
三

十
一
年
六
月
、
五
二
〜
五
五
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
西
郷
の
意
を
受
け
て
木
梨

誠
一
郎
が
パ
ー
ク
ス
と
対
談
し
て
い
る
。

32　
『
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』
増
訂　

吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
一
年
、
八

三
二
ペ
ー
ジ
以
降
。

か
ら
『
史
談
会
速
記
録
』
と
い
う
の
は
あ
ま
り
細
か
く
利
用
さ
れ
て

い
な
い
ん
で
す
ね
。

広
瀬　

読
む
の
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

大
久
保　

そ
れ
に
書
き
方
が
変
な
ん
で
す
。
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う

な
、
い
な
い
よ
う
な
ね
。

広
瀬　

そ
れ
と
索
引
が
き
ち
ん
と
で
き
て
な
い
も
ん
で
す
か
ら
。

大
久
保　

で
き
て
な
い
ん
で
す
。
あ
れ
は
も
う
一
ぺ
ん
誰
か
編
集
し

直
す
か
、
記
事
索
引
を
つ
け
な
け
れ
ば
何
が
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
ら

な
い
で
す
ね
。
市
来
四
郎
な
ど
の
話
も
あ
の
中
に
分
散
し
て
る
ん
で

す
。
僕
は
誰
か
が
合
本
し
た
の
を
も
っ
て
る
ん
で
す
が
、
ど
っ
か
に

入
っ
ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
み
る
と
史
談
会
の
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
史
談
会
と
い

う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
や
っ
て
い
る
史
料
収
集
の
大
き
な
源
流
と

な
る
意
味
に
お
い
て
、
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
史
料
の
中
心
が
は
っ
き
り
し
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
ぞ
れ

の
家
で
別
々
に
や
っ
て
お
り
、
た
だ
会
員
が
集
ま
っ
て
会
を
催
す
だ

け
で
終
わ
れ
ば
帰
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
史
談
会
と
し
て
や
っ
た
こ
と

は
、
せ
い
ぜ
い
速
記
録
を
出
し
た
こ
と
だ
け
で
、
史
談
会
と
し
て
本
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を
作
る
な
ん
て
こ
と
は
考
え
て
な
い
し
出
来
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
い

た
い
五
十
か
ら
六
十
歳
の
古
老
で
し
た
か
ら
ね
え
。
昔
風
の
人
ば
っ

か
り
で
し
た
。
蘆
田
さ
ん
と
か
高
瀬
〔
代
次
郎
〕
さ
ん
と
か
ね
。
そ

れ
ぞ
れ
個
人
的
に
は
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
ま
す
け
ど
も
。
そ
れ
か
ら
お

家
か
ら
月
給
も
ら
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
転
々
と
し
て
あ
っ
ち
の
家

に
行
っ
た
り
、
こ
っ
ち
の
家
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の

中
か
ら
歴
史
家
ら
し
い
人
も
出
て
は
い
ま
す
が
、
中
に
は
全
く
わ
か

ら
な
く
な
っ
た
人
も
い
ま
す
。

二
宮　

そ
れ
か
ら
先
生
さ
き
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
も
、

編
纂
会
で
赤
札
を
つ
け
て
写
さ
せ
て
返
し
ち
ゃ
う
と
、
例
の
維
新
史

料
編
纂
会
で
も
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
や
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
い
き

な
り
付
箋
の
所
を
書
生
に
書
か
せ
て
、
要
す
る
に
稿
本
作
成
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
ま
た
お
役
ご
め
ん
と
い
う
こ
と
で
い
ら

な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。「
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
」
と
い
う
の
が
何
冊

か
出
て
ま
す
。
初
め
の
と
こ
が
。
そ
れ
か
ら
『
維
新
史
料
綱
要
』
は

そ
の
綱
文
だ
け
を
集
め
て
る
ん
で
す
。
綱
文
の
そ
こ
へ
史
料
の
名
前

は
あ
が
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

広
瀬　

そ
う
で
す
。
目
次
に
史
料
名
が
つ
い
て
る
み
た
い
な
も
の
で

す
ね
。

二
宮　

結
局
、
戦
前
の
史
料
編
纂
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
稿
本
を

作
成
す
る
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
史
料
を
残
す
と
い
う
考
え
は
な

い
ん
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
な
い
ん
で
す
。『
大
日
本
史
料
』
も
そ
う
で
す

よ
。
あ
れ
以
外
の
と
こ
は
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
あ
れ
は
中
国
の
歴

史
の
書
き
方
で
す
よ
。

二
宮　

若
干
そ
う
い
う
傾
向
と
い
う
の
は
、
後
で
話
が
出
ま
す
け
れ

ど
も
、
憲
政
史
編
纂
会
の
場
合
で
も
似
た
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
…
。

大
久
保　

最
初
は
そ
う
で
す
ね
。

二
宮　

借
り
て
来
て
、
筆
写
し
て
集
め
て
、
も
ど
し
ち
ゃ
う
と
い
う
。

大
久
保　

そ
の
原
本
を
買
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
つ

ま
り
持
主
が
手
離
さ
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
ん
で
す
。
戦
後
に
な
っ
て
憲
政
資
料
室
が
で
き
て
、
ど
ん
ど
ん

買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
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第
四
回	

（
二
宮
、
桑
原
、
広
瀬
、
岩
田
）

　
〈
憲
政
史
編
纂
会
〉

大
久
保　

こ
の
前
ま
で
に
史
談
会
、
各
藩
史
は
大
体
終
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
明
治
文
化
研
究
会
に
も
少
し
触
れ
た
ん
で
す
ね
。
ま
た
、

行
っ
た
り
来
た
り
す
る
と
大
変
だ
か
ら
、
今
日
か
ら
憲
政
史
編
纂
会

に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
で
録
音
も
四
回
目
で
す
ね
。
ま
だ
不
十
分
で
細
か
い
と
こ
ろ

が
も
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
触
れ
る
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

憲
政
史
編
纂
会
の
委
員
長
に
尾
佐
竹
猛
が
着
任
し
た
と
い
う
こ
と

が
、
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
す
ね
。
こ
の
人
は
明
治
文
化
研
究
会
と

か
、
吉
野
作
造
を
背
景
と
し
た
、
ま
あ
ち
ょ
っ
と
在
野
的
な
人
で
、

こ
の
人
が
中
心
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
て
、
現
在
も

そ
の
血
が
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
官
側
の
編
纂
事
業
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
考
え
方
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。

　

憲
政
史
編
纂
会
は
、
基
本
史
料
を
あ
ま
り
見
る
機
会
は
な
い
ん
で

す
け
ど
も
、
要
す
る
に
衆
議
院
で
す
か
、
そ
れ
と
も
議
会
に
属
す
る

ん
で
す
か
。

桑
原　

衆
議
院
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
久
保　

つ
ま
り
、
明
治
憲
法
制
定
五
十
年
の
記
念
式
典
を
や
り
、

同
時
に
記
念
事
業
と
し
て
憲
政
史
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
発
足
の
契

機
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

桑
原　

憲
法
発
布
五
十
年
の
祝
賀
の
い
ろ
い
ろ
な
事
業
が
計
画
さ
れ

ま
し
て
、
そ
の
中
で
五
十
年
史
を
編
纂
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
一
項

あ
が
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
委
員
会
が
出
来
ま
し
て
、
第
一
回
の
祝

典
委
員
会
が
昭
和
十
二
年
の
八
月
七
日
に
持
た
れ
て
い
ま
す
。
編
纂

会
は
す
で
に
五
月
に
発
足
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
第
一
回
の
委
員
会

の
席
上
で
す
で
に
委
員
長
を
尾
佐
竹
猛
君
と
い
う
名
前
が
あ
が
っ
て

お
り
ま
す
。

大
久
保　

衆
議
院
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
、
そ
れ
で
貴
族
院
と

の
共
同
事
業
み
た
い
な
形
で
と
に
か
く
記
念
事
業
と
し
て
、
お
祝
い

は
別
と
し
て
、
歴
史
の
編
纂
と
い
う
事
業
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
時
に
は
決
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　

恐
ら
く
初
め
は
尾
佐
竹
さ
ん
一
人
で
す
よ
。
そ
れ
で
尾
佐
竹
さ
ん

が
鈴
木
安
蔵
と
か
、
最
初
は
鈴
木
安
蔵
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

そ
れ
か
ら
渡
辺
幾
治
郎
さ
ん
が
…
。

桑
原　

こ
れ ₃₃
は
で
す
ね
、
坂
田
〔
精
一
〕〔
国
立
国
会
図
書
館
参
事
〕
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「
憲
政
史
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係
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務
上
参
考
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昭
和
二
十
三
年
四
月
」（
憲
政
資
料
室

事
務
資
料
）
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さ
ん
が
昭
和
二
十
三
年
に
書
い
て
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

渡
辺
幾
治
郎
氏
を
主
任
に
す
る
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
久
保　

あ
、
そ
う
か
。
尾
佐
竹
さ
ん
が
上
に
い
て
編
纂
主
任
を
渡

辺
氏
に
し
た
ん
で
す
ね
。
渡
辺
幾
治
郎
さ
ん
は
早
稲
田
出
身
の
人
で

す
。『
明
治
天
皇
紀
』
を
ず
っ
と
や
っ
て
お
ら
れ
て
、
こ
の
時
に
そ
れ

が
終
っ
た
ん
で
す
ね
。
ど
う
い
う
つ
な
が
り
で
す
か
、
尾
佐
竹
さ
ん

が
呼
ん
で
き
た
ん
で
す
。
渡
辺
さ
ん
の
方
が
歳
は
上
な
ん
で
す
。
し

か
し
『
明
治
天
皇
紀
』
を
や
っ
た
と
い
う
実
績
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

こ
の
当
時
、
尾
佐
竹
さ
ん
自
身
は
大
審
院
の
判
事
と
し
て
の
本
職
も

持
っ
て
お
り
、
編
纂
は
ち
ょ
っ
と
ね
。
渡
辺
さ
ん
の
方
は
も
う
『
明

治
天
皇
紀
』
の
実
績
も
あ
り
、
編
纂
の
方
は
渡
辺
さ
ん
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

結
局
、
尾
佐
竹
先
生
が
両
方
〔
衆
議
院
、
貴
族
院
〕
の
長
で
、
編

纂
主
任
は
衆
議
院
の
方
が
渡
辺
さ
ん
で
、
や
が
て
貴
族
院
の
方
が
深

谷
君
と
い
う
こ
と
で
発
足
し
た
ん
で
す
。
そ
の
事
務
局
長
の
よ
う
な

こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
が
鈴
木
安
蔵
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
も
う
尾
佐
竹
さ
ん
が
自
分
で
連
れ
て
来
ら
れ
た
、
ま
あ
、

あ
る
意
味
に
お
い
て
名
事
務
局
長
で
す
よ
。
尾
佐
竹
さ
ん
と
の
つ
な

が
り
は
、
鈴
木
安
蔵
が
『
日
本
歴
史
』
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も ₃₄
、
彼
が
『
憲
法
の
歴
史
的
研
究
』〔
大
畑
書
店
、
昭
和
八
年
〕
を

34　
「
維
新
史
研
究
の
歩
み
」（
第
六
回
）
明
治
憲
政
史
を
中
心
と
し
て
（
稲
田
正

出
し
た
ん
で
す
が
、
尾
佐
竹
さ
ん
が
そ
れ
を
読
ん
で
感
心
し
て
、
書

評
を
し
た
ら
し
い
ん
で
す ₃₅
。
そ
れ
で
鈴
木
安
蔵
は
、
当
時
非
常
に
有

名
だ
っ
た
尾
佐
竹
さ
ん
か
ら
、
て
い
ね
い
な
好
意
的
な
書
評
を
う
け

た
の
で
、
訪
ね
て
行
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
つ
か
ま
っ
た
ん

で
す
。

　

と
に
か
く
尾
佐
竹
先
生
は
大
審
院
の
判
事
だ
し
、
こ
ち
ら
の
方
は

ほ
と
ん
ど
憲
政
史
の
編
纂
な
ん
て
こ
と
は
、
全
く
初
め
て
だ
し
、
従

っ
て
ス
タ
ッ
フ
も
な
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
鈴
木
安
蔵
を
使
わ
れ
た

ん
で
す
。
ま
あ
あ
の
方
は
、
よ
く
人
を
使
っ
た
人
で
す
ね
。

二
宮　

尾
佐
竹
先
生
が
選
ば
れ
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
。

大
久
保　

大
木
〔
操
〕
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
五

十
年
史
を
作
る
ん
だ
が
事
務
局
だ
け
で
は
本
格
的
な
も
の
は
で
き
な

い
か
ら
、
誰
か
を
、
と
い
う
こ
と
で
選
考
の
結
果
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

あ
の
当
時
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
尾
佐
竹
さ
ん
し
か
い
な

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
東
大
の
憲
法
の
先
生
と

か
の
と
こ
ろ
に
い
く
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
あ
の
当
時
は
…
。
ま

あ
吉
野
作
造
な
ん
か
や
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
ど
ね
え
、
ち
ょ
っ

次
、
小
西
四
郎
、
鈴
木
安
蔵
、
深
谷
博
治
、
司
会
大
久
保
利
謙
）『
日
本
歴

史
』
第
二
五
一
号
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
。

35　
『
法
律
時
報
』
六
巻
一
号
、
昭
和
九
年
一
月
、
五
八
〜
六
十
ペ
ー
ジ
。
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と
今
と
違
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
議
会
と
し
て
お
願
い
し
て
や
っ

て
い
た
だ
く
人
が
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

大
木
さ
ん
の
話
で
も
、
具
体
的
な
人
選
に
な
っ
た
時
、
い
ろ
い
ろ

考
え
た
け
れ
ど
も
尾
佐
竹
猛
と
い
う
大
審
院
の
判
事
が
大
変
有
名
で

あ
り
、
明
治
文
化
の
権
威
者
で
、
尾
佐
竹
さ
ん
に
決
ま
っ
た
ら
し
い

で
す
。

　

今
な
ら
い
く
ら
で
も
…
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
ん
で
す
が
、
あ
の

頃
は
ね
え
。
ま
あ
常
識
で
い
え
ば
東
大
の
憲
法
の
先
生
、
ま
あ
あ
の

頃
は
宮
沢
〔
俊
義
〕〔1899

〜1976
・
憲
法
学
者
〕
さ
ん
が
憲
法
の

講
座
を
持
っ
て
お
ら
れ
、
美
濃
部
〔
達
吉
〕〔1873

〜1948

・
憲
法
、

行
政
法
学
者
〕
さ
ん
も
お
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
美
濃
部
さ
ん
は
天
皇

機
関
説
問
題
〔
昭
和
十
年
〕
の
後
だ
し
、
し
か
し
よ
く
ぞ
尾
佐
竹
さ

ん
に
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
結
果
を
見
る
と
非
常
に
良
か
っ
た
。

尾
佐
竹
さ
ん
が
引
受
け
て
や
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
今
日
が
あ
る
と

も
い
え
ま
す
。

　

確
か
に
大
審
院
判
事
で
す
か
ら
、
司
法
官
で
高
級
官
僚
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
し
か
し
憲
政
史
と
か
維
新
史
で
は
在
野
の
人
と
し
て
活

躍
し
て
お
ら
れ
た
で
す
ね
。
そ
う
い
う
方
を
迎
え
て
始
め
た
と
い
う

こ
と
は
非
常
に
意
義
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

広
瀬　

も
う
『
日
本
憲
政
史
大
綱
』〔
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
三
年
〜

十
四
年
〕
と
か
は
書
か
れ
て
い
た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

い
や
後
で
す
。
あ
の
時
の
尾
佐
竹
さ
ん
の
業
績
は
、
有
名

な
『
維
新
前
後
に
於
け
る
立
憲
思
想
』〔
前
号
註
13
〕。
あ
れ
〔
憲
政

史
編
纂
会
〕
は
昭
和
十
二
年
で
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
内
容
は
、
大

体
元
老
院
国
憲
派
の
も
の
ま
で
で
す
ね
。
評
判
が
よ
か
っ
た
ら
し
い

で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
『
日
本
憲
政
史
』〔
日
本
評
論
社
、
昭
和
五

年
〕
と
い
う
本
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
あ
り
ま
す
か
。
日
本

評
論
社
の
政
治
学
全
集
の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
増
補
し
て

『
日
本
憲
政
史
大
綱
』
が
で
き
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
〔
憲
政
史
編
纂
会

が
〕
始
ま
っ
た
後
で
す
。

　

尾
佐
竹
さ
ん
と
い
う
の
は
、
か
な
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で

有
名
人
で
し
た
し
、
あ
れ
だ
け
明
治
維
新
関
係
の
こ
と
を
コ
ツ
コ
ツ

や
っ
て
い
た
人
は
い
な
い
し
、
ま
た
随
筆
と
か
も
書
か
れ
て
お
り
、

そ
の
名
声
が
大
木
さ
ん
及
び
事
務
局
に
入
っ
て
、
身
分
も
大
審
院
判

事
で
す
し
、
法
学
博
士
と
い
う
肩
書
も
あ
る
し
、
議
会
と
し
て
お
願

い
し
て
も
問
題
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
つ
ま
り
他
に
い
な
い
ん

で
す
よ
。
ま
さ
か
鈴
木
安
蔵
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
ね
え
。

そ
う
い
う
憲
政
史
を
や
っ
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。

二
宮　

た
と
え
ば
、
渡
辺
幾
治
郎
と
か
藤
井
甚
太
郎
と
か
は
、
あ
が

ら
な
か
っ
た
ん
で
す
か
ね
。

大
久
保　

そ
う
で
も
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
渡
辺
さ
ん
は
、

ま
だ
あ
の
時
は
『
明
治
天
皇
紀
』
の
仕
事
が
残
っ
て
い
た
ん
で
は
な
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い
で
す
か
。
だ
か
ら
後
で
渡
辺
さ
ん
は
編
纂
主
任
に
迎
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
藤
井
甚
太
郎
さ
ん
は
、
あ
の
当
時
は
維
新
史
料
編

纂
官
で
、
ち
ょ
う
ど
忙
し
い
最
中
で
す
。
藤
井
さ
ん
な
ん
か
国
史
を

出
た ₃₆
人
で
歴
史
家
で
、『
維
新
史
』
と
か
『
日
本
憲
法
制
定
史
』〔
国

史
講
習
会
、
大
正
十
一
年
〕
な
ん
て
書
い
て
お
り
ま
す
か
ら
、
一
番

適
当
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、『
維
新
史
』
が
出
て
い
た
の
が
昭
和

十
五
年
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
ち
ょ
う
ど
締
め
く
く
り
の
時
で
忙
し
か

っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
後
で
来
て
お
り
ま
し
た
。

　

大
木
さ
ん
を
中
心
と
し
た
事
務
局
が
、
藤
井
さ
ん
と
交
渉
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
学
会
の
方
面
に
ど
の
程
度
知
識
を

も
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
、
で
す
ね
。

二
宮　

尾
佐
竹
さ
ん
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
の
あ
る
…
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
し
て
、
お

そ
ら
く
当
時
大
木
さ
ん
が
お
考
え
に
な
っ
た
以
上
の
成
果
を
生
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
反
面
に
は
、
非
常
に
長
く
な
っ
た
ん
で
事
務
局

と
は
摩
擦
が
生
じ
た
り
し
て
問
題
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
尾

佐
竹
先
生
は
断
固
と
し
て
方
針
を
貫
い
た
ん
で
す
。
尾
佐
竹
先
生
自

身
こ
れ
に
は
熱
意
を
こ
め
て
お
ら
れ
て
、
大
審
院
判
事
と
い
う
公
職

を
定
年
の
二
〜
三
年
前
に
辞
め
て
お
ら
れ
ま
す
〔
昭
和
十
七
年
十
二

36　

明
治
四
十
二
年
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
卒
業
。

月
退
職
〕。
フ
リ
ー
に
な
っ
て
こ
っ
ち
に
専
念
さ
れ
た
ん
で
す
。
先
生

の
心
境
は
、
私
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
審
院
判
事
は

他
に
も
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
憲
政
史
、
明
治
憲
法
維
新
史
は

自
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
負
を
も
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ

こ
に
口
が
か
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
機
会
に
公
職
を
辞
め
て
こ
っ
ち

に
専
念
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

　

ち
ょ
う
ど
十
三
年
ぐ
ら
い
か
ら
私
、
尾
佐
竹
先
生
の
と
こ
ろ
に
出

入
り
し
て
い
た
の
で
、
手
伝
い
に
来
い
と
言
わ
れ
て
行
き
ま
し
た
よ
。

尾
佐
竹
さ
ん
は
非
常
に
熱
意
を
こ
め
て
い
ま
し
た
ね
。
鈴
木
安
蔵
を

使
っ
て
、
こ
れ
で
後
半
生
の
仕
事
を
し
よ
う
と
、
と
に
か
く
議
会
か

ら
招
か
れ
た
ん
で
す
か
ら
。
大
審
院
判
事
と
し
て
の
任
期
を
残
し
て
、

積
極
的
に
辞
め
て
、
つ
ま
り
退
官
後
の
仕
事
で
は
な
く
て
、
積
極
的

に
こ
っ
ち
に
専
念
し
た
ん
で
す
。
た
だ
嘱
託
で
す
が
ね
え
。
自
分
な

り
の
憲
法
史
、
明
治
憲
政
史
に
余
生
を
か
け
た
ん
で
す
ね
。

広
瀬　

え
っ
と
十
六
年
一
月
の
憲
政
史
編
纂
事
務
状
況 ₃₇
に
よ
り
ま
す

と
…
。

大
久
保　

そ
れ
は
結
局
三
年
半
後
の
報
告
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
み
れ

ば
大
体
初
期
の
業
績
プ
ラ
ン
と
か
構
想
が
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。

37　
「
報
告
書　

昭
和
十
六
年
一
月
十
日
」（
憲
政
資
料
室
事
務
資
料
。）
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広
瀬　

憲
法
制
定
史
、
議
会
史
、
政
党
史
の
三
部
門
に
分
け
る
。
そ

れ
か
ら
十
年
を
も
っ
て
完
成
す
る
。
最
初
の
五
年
間
を
史
料
収
集
に

あ
て
る
。
次
の
二
年
間
で
史
料
整
理
、
最
後
の
三
年
間
で
執
筆
を
す

る
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
事
務
室
の
こ
と
も
こ
れ
に
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
一
二

年
の
五
月
二
五
日
に
院
内
の
委
員
会
室
を
借
り
て
事
務
を
開
始
す
る

と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
議
会
が
開
会
し
た
の
で
、
事
務
室

を
転
々
と
す
る
の
で
仕
事
が
な
か
な
か
出
来
な
い
。
で
、
一
三
年
の

三
月
に
旧
議
員
官
舎
内
に
移
転
し
て
初
め
て
専
用
の
事
務
室
を
も
っ

た
、
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
旧
議
員
官
舎
と
い
う
の
は
。

大
久
保　

虎
の
門
辺
に
あ
り
ま
し
た
よ
、
議
員
宿
舎
か
な
ん
か
で
し

て
独
立
の
建
物
で
、
貴
族
院
五
十
年
史
編
纂
事
業
は
そ
こ
で
や
っ
た

ん
で
す
。
そ
こ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
部
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
の
当
時
は
史
料
は
マ
イ
ク
ロ
な
ん
か
な
い
で
し
ょ
う
。
全
部
筆

写
で
す
か
ら
ね
。
憲
政
史
編
纂
会
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
県
史
と

か
、
大
学
史
と
か
、
史
料
編
纂
所
も
そ
う
で
す
が
、
大
体
原
本
を
借

り
て
く
る
と
筆
写
さ
せ
る
ん
で
す
。
大
学
で
は
ま
あ
影
写
と
か
し
て

ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
筆
耕
が
ね
え
、
こ
れ
は
だ
い
た
い
修
史
館

時
代
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
年
寄
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
部
屋

あ
り
ま
し
て
ね
え
。
そ
こ
に
十
人
く
ら
い
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
朝

か
ら
六
十
、
七
十
歳
の
お
じ
い
さ
ん
が
来
て
、
写
し
て
ま
し
た
。
前

に
も
お
話
し
た
よ
う
に
、
史
料
を
借
り
て
く
る
と
編
纂
官
が
選
択
す

る
ん
で
す
。
そ
し
て
赤
紙
を
は
っ
た
の
を
ま
わ
す
と
そ
れ
を
筆
生
が

写
し
て
整
理
し
て
い
き
、
そ
れ
を
編
纂
官
が
原
本
校
訂
し
て
返
し
て

い
く
と
い
う
手
順
で
し
た
。
そ
う
い
う
ス
タ
ッ
フ
が
い
ま
し
た
。

広
瀬　

こ
れ ₃₈
で
み
ま
す
と
、
初
年
度
の
昭
和
十
二
年
度
は
委
員
長
の

下
に
委
員
が
二
名
、
日
常
事
務
に
従
事
す
る
者
が
一
名
、
嘱
託
が
三

名
、
雇
員
が
二
名
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
、

一
四
年
以
降
、
委
員
長
の
他
委
員
が
三
名
、
嘱
託
三
名
、
雇
員
六
名
、

そ
れ
に
タ
イ
ピ
ス
ト
一
名
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
雇

員
と
い
う
の
が
筆
耕
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
こ
の
へ
ん
が

わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
。

大
久
保　

私
は
五
十
年
史
の
貴
族
院
の
方
を
や
れ
と
い
わ
れ
た
ん
で

す
が
、
最
初
の
こ
と
は
全
然
知
り
ま
せ
ん
よ
。

桑
原　

大
木
さ
ん
と
こ
の
話
の
時
に
出
た
の
で
す
が
ね
、
事
務
室
の

下
は
な
ん
か
ガ
レ
ー
ジ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
す
か
。

あ
の
時
そ
ん
な
話
が
出
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

大
久
保　

た
だ
私
の
憶
え
て
い
る
の
は
、
し
ょ
っ
中
、
転
々
と
し
て

仮
住
居
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

38　

 

註
37
の
資
料
参
照
。
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二
宮　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
衆
議
院
の
方
は
旧
議
事
堂
の
後
の

バ
ラ
ッ
ク
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
…
。

大
久
保　

そ
れ
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ね
、
写
字
生
が
や
っ
て
ま
し

た
。

二
宮　

あ
れ
は
伊
藤
公
時
代
以
来
の
衆
議
院
の
書
記
官
長
の
官
舎
で

す
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
よ
。
書
記
官
長
の
官
舎
で
す
。
虎
の
門
の
辺
で

し
た
。
貴
族
院
も
同
じ
建
物
で
、
部
屋
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

は
部
屋
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
て
、
会
議
室
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

独
立
の
建
物
で
し
た
か
ら
割
合
に
ゆ
っ
た
り
と
仕
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

憲
政
史
編
纂
会
と
貴
族
院
五
十
年
史
編
纂
会
〔
掛
〕
は
、
そ
れ
ぞ

れ
内
部
は
別
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
写
字
生
が
い
ま
し
た
。

桑
原　

職
員
が
細
か
に
名
簿
に
の
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど

も
、
鈴
木
安
蔵
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
あ
の
人
は
わ
ざ
と
あ
い
ま
い

な
表
現
に
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
何
も
そ
ん
な
に
身
分
的
な

も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
自
由
で
、
辞

令
な
ん
か
も
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

大
久
保　

私
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
行
っ
て
顔
見
た
の
は
藤
井
さ
ん
、
そ

れ
か
ら
渡
辺
さ
ん
が
よ
く
来
て
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
深
谷
君
は
渡
辺

さ
ん
の
弟
子
な
ん
で
す
。
早
稲
田
の
ね
。
た
だ
鈴
木
安
蔵
は
お
そ
ら

く
嘱
託
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
す
か
ね
え
。
あ
の
人
は
パ
ー
ジ
さ
れ
た
ん

で
す
。
あ
の
人
は
河
上
肇
〔1879

〜1946

・
経
済
学
者
〕
さ
ん
の

自
伝
〔『
自
叙
伝
』
世
界
評
論
社
、
昭
和
二
十
二
年
〜
二
十
三
年
〕
に

出
て
く
る
人
で
す
。
楽
屋
裏
は
ほ
と
ん
ど
一
人
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。

二
宮　

鈴
木
先
生
は
定
職
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
あ
の
時
は
遊
ん
で
い
た
わ
け
で
す
よ
。
あ
の

人
は
京
都
大
学
を
出
た
人
で
、
河
上
さ
ん
の
『
社
会
問
題
研
究
』 ₃₉
の
編

集
な
ん
か
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
東
京
に
出
て
き
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
『
憲
法
の
歴
史
的
研
究
』
を
書
い
た
ん
で
す
。
例

の
白
揚
社
の
『
歴
史
科
学
』 ₄₀
の
グ
ル
ー
プ
で
す
か
ら
、
マ
ル
キ
ス
ト
と

い
う
ん
で
す
か
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
憲
法
を
研
究
し
た
ん
で
す
。

そ
の
時
に
使
っ
た
史
料
は
、
主
と
し
て
、
伊
藤
博
文
の
『
秘
書
類
纂
』

の
中
に
憲
法
が
三
冊
〔『
憲
法
資
料
』〕
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
使

っ
た
ん
で
す
。
こ
の
中
の
外
交
な
ど
は
発
売
禁
止
に
な
っ
た
で
し
ょ

39　

大
正
八
年
一
月
か
ら
昭
和
五
年
十
月
ま
で
刊
行
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
普
及

に
影
響
を
与
え
た
。

40　

昭
和
七
年
五
月
か
ら
十
一
年
十
二
月
ま
で
刊
行
、
翌
年
一
月
か
ら
は
『
歴

史
』
と
改
称
し
て
十
三
年
五
月
ま
で
刊
行
。
唯
物
史
観
に
も
と
づ
く
論
文
を

多
く
掲
載
。
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う
。
こ
の
中
に
伊
藤
家
に
あ
る
草
案
な
ん
か
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使

っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

彼
は
横
文
字
も
読
め
ま
す
の
で
、
唯
物
史
観
的
な
方
法
を
身
に
つ

け
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
立
場
か
ら
憲
法
を
研
究
し
た
ん
で
す
。

藤
井
甚
太
郎
さ
ん
も
、
憲
法
制
定
史
を
書
い
て
ま
す
が
、
明
治
憲
法

ま
で
の
研
究
と
か
分
析
と
か
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
鈴
木
安
蔵
は
独
特
の
、
そ
う
い
う
方
面
の
、
つ
ま
り
講
座
派 ₄₁
的

立
場
で
、
明
治
憲
法
の
成
立
過
程
を
書
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
尾
佐

竹
先
生
が
評
価
し
た
ん
で
す
。

桑
原　

鈴
木
安
蔵
さ
ん
は
、
尾
佐
竹
先
生
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
非

常
に
感
謝
し
て
い
ま
し
た
。

大
久
保　

そ
り
ゃ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
浮
か
び
あ
が
っ
た
ん
で
す
か

ら
。
尾
佐
竹
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
の
憲
法
の
研
究
は
あ
の
方
法
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ほ
め
た
ん
で
す
ね
。

二
宮　

尾
佐
竹
さ
ん
が
委
員
長
に
な
っ
た
の
も
面
白
い
ん
で
す
が
、

鈴
木
さ
ん
が
入
っ
た
と
い
う
の
は
、
実
に
面
白
い
で
す
ね
。

41　

 『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
〜
）
の
主
要
な
執

筆
者
で
あ
る
野
呂
栄
太
郎
、
平
野
義
太
郎
、
山
田
盛
太
郎
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
。
日
本
資
本
主
義
に
お
け
る
封
建
制
の
残
存
を
強
調
し
、
労
農
派
と
日
本

資
本
主
義
論
争
を
行
っ
た
。

大
久
保　

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
尾
佐
竹
さ
ん
が
、
い
わ
ば
責
任
を
負

う
と
い
う
形
で
、
正
規
に
で
は
な
く
て
、
嘱
託
か
な
ん
か
じ
ゃ
な
い

で
す
か
ね
え
。

桑
原　

だ
か
ら
こ
れ
ね
、
藤
井
甚
太
郎
さ
ん
あ
た
り
が
委
員
長
に
な

っ
て
い
た
ら
、
ま
る
で
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

大
久
保　

当
時
は
天
皇
機
関
説
で
騒
が
し
く
、
し
か
も
明
治
文
化
研

究
会
の
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
の
系
統
の
尾
佐
竹
さ
ん
を
採
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
英
断
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
尾
佐
竹
さ
ん
も
鈴
木
安

蔵
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
え
ら
か
っ
た
で
す
ね
。
鈴
木
安
蔵
は
そ

れ
以
外
仕
事
が
な
い
ん
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
尾
佐
竹
さ
ん
の
本
を
か

な
り
書
い
て
る
ん
で
す
。
原
稿
料
は
全
部
い
っ
て
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
生
活
ま
で
全
部
面
倒
見
て
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
鈴
木
安
蔵
は
戦
後

に
『
尾
佐
竹
〔
猛
〕
全
集
』 ₄₂
を
出
し
た
り
し
て
、
尾
佐
竹
さ
ん
に
非
常

に
感
謝
し
て
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
あ
の
昭
和
十
四
年
の
嵐
の
時
代

か
ら
敗
戦
ま
で
、
と
に
か
く
あ
れ
だ
け
の
生
活
が
出
来
た
と
い
う
こ

と
は
尾
佐
竹
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
よ
。

　

尾
佐
竹
さ
ん
の
偉
い
と
こ
ろ
は
、
事
務
局
か
ら
文
句
を
一
言
も
言

わ
せ
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
非
常
に
人
使
い
の
う
ま
い
人
で
し
た
。

42　

昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
、
実
業
之
日
本
社
か
ら
一
、
七
、

十
一
〜
十
三
巻
の
五
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
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法
学
博
士
で
大
審
院
判
事
と
い
う
経
歴
で
す
か
ら
、
事
務
局
に
も
遠

慮
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
人
事
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ

と
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ガ
ン
と
し
て
は

ね
つ
け
て
い
ま
す
。
尾
佐
竹
さ
ん
と
い
う
の
は
心
の
強
い
人
だ
っ
た

ん
で
す
。

　

だ
か
ら
今
日
の
憲
政
資
料
室
が
あ
る
の
は
、
戦
後
の
状
況
に
も
よ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
尾
佐
竹
さ
ん
の
お
陰
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
文
化
研
究
会
の
学
風
と
い
う
の
は
、
私
は
非
常
に
あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
ま
す
。

桑
原　

残
さ
れ
た
史
料
で
、
憲
政
史
編
纂
会
文
書
と
し
て
今
日
こ
の

部
屋
が
預
か
っ
て
い
る
史
料
で
す
ね ₄₃
。
あ
れ
も
尾
佐
竹
さ
ん
と
鈴
木

さ
ん
な
く
て
は
残
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

大
久
保　

そ
の
と
お
り
で
す
。
井
上
毅
と
か
伊
東
巳
代
治
〔1857

〜
1934

・
官
僚
、
政
治
家
〕
な
ど
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
史
料
の
収
集

は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
土
佐
の
自
由
民
権
運
動
の
史
料
も
集

め
て
い
ま
す
。
あ
の
時
に
は
わ
ざ
わ
ざ
行
っ
て
る
ん
で
す
。
鈴
木
、

林
〔
茂
〕〔1912

〜1987

・
歴
史
学
者
〕
両
君
が
高
知
に
出
張
し
て

植
木
枝
盛
〔1857

〜1892

・
自
由
民
権
家
〕
等
の
写
本
を
と
っ
て

き
た
ん
で
す
。
原
本
は
戦
災
で
焼
け
ち
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

43　

憲
政
資
料
室
所
蔵
「
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
」。

　

自
由
民
権
運
動
の
史
料
を
憲
政
史
の
中
に
繰
入
れ
た
と
い
う
の
は
、

吉
野
、
尾
佐
竹
と
い
う
学
風
の
影
響
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
戦
後
の
研

究
の
先
駆
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な

こ
と
で
す
。
他
の
方
で
も
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

桑
原　

し
か
し
他
の
人
が
も
し
集
め
た
と
す
れ
ば
、
ご
く
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
だ
け
し
か
残
さ
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
よ
。

大
久
保　

そ
う
で
す
ね
。
言
っ
ち
ゃ
悪
い
け
れ
ど
も
藤
井
甚
太
郎
さ

ん
だ
っ
た
ら
も
っ
と
集
め
方
が
違
い
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
、
あ
る

い
は
明
治
の
上
層
部
の
政
治
家
の
史
料
ば
か
り
に
集
中
し
て
い
た
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　

民
権
運
動
と
の
対
決
の
形
で
明
治
憲
法
が
出
来
て
き
た
と
い
う
、

そ
う
い
う
基
本
的
な
線
で
史
料
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り

尾
佐
竹
さ
ん
だ
か
ら
で
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
二
宮
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
、
な
ぜ
尾
佐
竹
さ
ん
が
選
ば
れ

た
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
ね
。

二
宮　

ア
イ
デ
ア
マ
ン
は
誰
だ
っ
た
ん
で
す
か
ね
。〔
衆
議
院
〕
書
記

官
長
は
田
口
〔
弼
一
〕〔1882

〜1953

〕
さ
ん
で
す
ね
、
当
時
。
誰

が
言
い
出
し
た
の
で
す
か
ね
え
。
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大
久
保　

い
ろ
い
ろ
推
測
し
て
み
ま
す
と
、
な
か
な
か
適
当
な
人
が

い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
上
、
尾
佐
竹
さ
ん
と
い
う
人
が
有
名
人
で
あ

り
、
法
学
博
士
で
大
審
院
判
事
と
い
う
高
官
で
あ
り
、
業
績
も
沢
山

あ
る
し
、
そ
の
思
想
、
内
容
に
ま
で
立
入
っ
て
検
討
す
る
と
こ
ろ
ま

で
い
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
ま
で
検
討
し
て
も
か

ま
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
ね
。
ま
あ
吉
野
の
系
統
で
し
ょ
う
。
あ
の

当
時
の
吉
野
、
尾
佐
竹
の
明
治
文
化
研
究
会
と
い
う
の
は
、
在
野
派

と
は
い
え
ま
し
ょ
う
が
、
講
座
派
と
比
べ
る
と
ね
え
、
そ
う
…
。

二
宮　

殊
に
、
あ
の
二
・
二
六
事
件
も
あ
っ
た
時
で
す
か
ら
。

大
久
保　

そ
れ
か
ら
議
員
の
中
に
も
例
え
ば
菊
池
武
夫
〔1875

〜

1955

・
陸
軍
中
将
、
貴
族
院
議
員
〕
な
ん
て
い
う
の
が
い
る
ん
で
す

か
ら
ね
。
と
に
か
く
右
系
の
思
想
の
波
が
貴
族
院
、
そ
の
他
の
議
員

に
及
ん
で
い
た
ん
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
攻
撃

材
料
に
す
れ
ば
随
分
で
き
る
ん
で
す
。
吉
野
作
造
け
し
か
ら
ん
と
か

ね
え
。
確
か
に
吉
野
さ
ん
は
あ
あ
い
う
方
面
か
ら
の
攻
撃
も
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

明
治
文
化
研
究
会
で
吉
野
さ
ん
と
尾
佐
竹
さ
ん
と
は
つ
な
が
り
が

あ
り
、
明
治
文
化
研
究
会
は
大
体
在
野
的
立
場
で
す
か
ら
、
貴
族
院

の
菊
池
の
よ
う
な
論
法
か
ら
い
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
待
て
と
い
う
声
が

か
か
っ
て
も
当
然
な
ん
で
す
よ
ね
。
現
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
で
て
は

い
ま
す
よ
ね
。
当
時
の
官
僚
思
想
に
歯
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
民
権
運
動
の
史
料
な
ど
集
め
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

桑
原　

死
角
が
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
要
す
る
に
盲
点

に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
む
し
ろ
政
治
の
中
枢
の
中
に
あ
っ
た
ん
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
盲
点
に
、
う
ま
く
隠
れ
た
ん
で
は
な
い
で

す
か
ね
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
ま
さ
に
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
法
学
博
士
だ
し
、
そ
れ
か
ら
大
審
院
判
事

と
い
う
司
法
高
官
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
反
対
も
で
き
な
か
っ
た
ん

で
し
ょ
う
。
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
、
私
も
か
ね
が
ね
問
題
点
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

尾
佐
竹
さ
ん
を
委
員
長
に
迎
え
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
決
定
的

な
こ
と
で
す
し
、
尾
佐
竹
さ
ん
も
非
常
な
意
気
込
み
で
現
職
を
投
げ

う
っ
て
こ
っ
ち
に
全
力
を
尽
し
た
ん
で
す
。

広
瀬　

史
料
の
収
集
の
方
法
が
非
常
に
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
の
は
、

憲
法
制
定
史
、
議
会
史
、
政
党
史
と
あ
る
程
度
分
野
を
分
け
て
相
当

網
羅
的
に
集
め
て
い
る
こ
と
、
民
権
運
動
の
史
料
を
集
め
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
か
ら
談
話
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
新
聞
な
ん
か

か
ら
随
分
抜
書
き
を
し
て
い
る
、
こ
う
い
う
集
め
方
と
い
う
の
は
、

や
っ
ぱ
り
明
治
文
化
研
究
会
…
。
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大
久
保　

こ
れ
は
も
う
明
治
文
化
研
究
会
の
や
り
方
で
す
。
尾
佐
竹

さ
ん
と
い
う
方
が
維
新
史
の
研
究
、
立
憲
思
想
の
研
究
を
す
る
場
合

に
も
、
官
庁
文
書
と
か
法
令
も
も
ち
ろ
ん
使
い
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

む
し
ろ
在
野
の
片
々
た
る
新
聞
と
か
人
の
話
と
か
、
今
で
い
え
ば
民

衆
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
上
の
方
の
法
令
、
太

政
官
布
告
と
か
で
は
な
く
て
、
在
野
の
つ
ま
り
今
で
い
え
ば
、
い
わ

ば
民
衆
史
観
で
す
ね
。
尾
佐
竹
さ
ん
と
い
う
人
は
最
初
は
専
門
的
な

も
の
で
は
な
く
て
趣
味
だ
っ
た
ん
で
す
、
若
い
時
か
ら
。
そ
れ
で
金

沢
の
人
な
の
に
妙
に
江
戸
っ
子
で
ね
。
反
薩
長
な
ん
で
す
。
し
か
も

明
治
大
学
出
身
の
在
野
精
神
で
、
薩
長
藩
閥
に
非
常
に
批
判
的
で
し

た
。
吉
野
さ
ん
も
そ
う
で
す
ね
。

　

尾
佐
竹
さ
ん
は
、
む
し
ろ
新
聞
趣
味
な
ん
で
す
。
こ
と
に
幕
末
の

ね
。
明
治
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
開
拓
者
と
し
て
、
柳
河
春
三

〔1832

〜1870

・
洋
学
者
〕
が
い
ま
す
。
彼
は
名
古
屋
の
人
で
す
。

尾
佐
竹
さ
ん
は
大
学
を
出
て
か
ら
名
古
屋
に
長
く
い
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
尾
佐
竹
さ
ん
の
処
女
作
は
柳
河
春
三
の
伝
記
〔『
新
聞
雑
誌
之

創
始
者
柳
河
春
三
』
名
古
屋
史
談
会
、
大
正
九
年
〕
で
す
。
そ
れ
は

尾
佐
竹
さ
ん
が
東
京
に
来
る
ん
で
、
そ
の
記
念
に
名
古
屋
の
史
談
会

に
こ
れ
を
贈
る
と
い
う
辞
が
つ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
名
古
屋
に

史
談
会
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
趣
味
的
に
道
楽
み
た
い
で

た
だ
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
か
新
聞
と
か
を
集
め
て
、
そ
れ
が
『
明
治

文
化
全
集
』
に
な
っ
た
ん
で
す
。
あ
の
中
に
新
聞
篇
も
一
冊
あ
り
ま

す
。
あ
れ
は
非
常
に
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
民
権

関
係
が
一
冊
と
か
ね
え
、
比
重
が
そ
っ
ち
に
強
い
で
す
よ
。
ま
あ
皇

室
篇
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。
翻
訳
と
か
、
在
野
史
料
が
七
割
方
で

し
ょ
う
。
そ
う
い
う
歴
史
の
見
方
と
い
う
の
は
、
今
で
い
え
ば
民
衆

史
観
と
で
も
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
明
治
文
化
研
究
会
の

見
方
が
、
そ
の
ま
ま
憲
政
史
編
纂
会
に
導
入
さ
れ
て
、
議
会
も
そ
れ

を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
大
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
勿

論
、
尾
佐
竹
さ
ん
を
信
用
し
た
ん
で
し
ょ
う
し
、
尾
佐
竹
さ
ん
と
し

て
も
、
事
務
局
か
ら
の
二
、
三
年
で
作
れ
と
い
う
の
を
、
敢
然
と
し

て
十
年
計
画
を
つ
ら
ぬ
い
た
上
に
、
あ
の
鈴
木
安
蔵
を
使
っ
た
ん
で

す
か
ら
立
派
な
も
の
で
す
。
鈴
木
安
蔵
の
『
憲
法
の
歴
史
的
研
究
』-

は
発
売
禁
止
〔
昭
和
八
年
六
月
二
十
五
日
発
売
頒
布
禁
止
〕
に
な
っ

た
ん
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
発
禁
本
を
書
い
た
人
間
を
議
会
の
正
史
の

編
纂
に
携
わ
ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
尾
佐
竹
さ
ん
に
は
事
務
当
局
も

遠
慮
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
尾
佐
竹
さ
ん
の
偉
さ
で
し
ょ
う
。

桑
原　

全
然
問
題
に
な
っ
て
な
い
よ
う
で
す
ね
。
問
題
に
な
っ
て
い

た
ら
大
木
さ
ん
の
話
に
出
て
く
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
全
然
出
て
こ

な
い
ん
で
す
。

大
久
保　

問
題
に
な
っ
た
の
は
、
十
カ
年
計
画
と
い
う
こ
と
と
、
一

方
に
お
い
て
尾
佐
竹
さ
ん
よ
り
む
し
ろ
渡
辺
幾
治
郎
さ
ん
と
か
鈴
木

安
蔵
と
か
が
、
収
集
し
た
史
料
を
使
っ
て
盛
ん
に
外
部
に
書
い
た
こ

と
な
ん
で
す
。
渡
辺
さ
ん
の
業
績
と
い
う
の
は
評
価
す
べ
き
だ
と
思
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い
ま
す
。『
明
治
天
皇
紀
』
の
史
料
も
使
っ
て
、
そ
の
他
上
層
部
の
伊

藤
と
か
井
上
〔
馨
〕
な
ん
か
の
今
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
な
い
史
料
で

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
明
治
の
政
治
史
を
書
か
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
ち

ょ
っ
と
尾
佐
竹
さ
ん
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
ね
。

　

渡
辺
さ
ん
と
か
深
谷
君
の
仕
事
は
、
今
は
全
く
省
み
ら
れ
な
い
ん

で
す
が
、
深
谷
君
が
そ
れ
を
受
け
て
条
約
改
正
史
と
か
初
期
議
会
史

を
や
は
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
書
い
て
い
ま
す ₄₄
。
戦
後
、
今
度
は
民
権

運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
黙
殺
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
今
か
ら
み

る
と
渡
辺
さ
ん
と
そ
の
弟
子
の
深
谷
君
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
実
証
主

義
的
研
究
は
再
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

業
績
は
そ
れ
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
派
手
に
や
っ
た
ん
で
す
よ
。

『
中
央
公
論
』
に
ね
、
随
分
渡
辺
さ
ん
は
書
か
れ
ま
し
た
。
岩
倉
と
か

大
久
保
と
か
評
論
を
ね
。
そ
れ
に
大
隈
の
を
書
い
た
ん
で
す
。
こ
れ

は
早
稲
田
の
史
料
を
使
っ
た
ん
で
す
が
。
で
も
、
史
料
を
集
め
る
ば

か
り
で
本
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
事
務
局
か
ら
文
句
が
出

て
、
深
谷
君
が
弁
明
書
を
書
い
た
ん
で
す
。

　

戦
後
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
は
尾
佐
竹
さ
ん
は
亡
く
な
っ

て
お
ら
れ
、
渡
辺
さ
ん
も
深
谷
君
も
早
稲
田
に
行
っ
ち
ゃ
っ
て
、
鈴

木
君
は
憲
法
〔
研
究
会
〕
の
方
に
行
っ
て
ま
し
た
。
私
は
近
藤
英
明

〔1902

〜1991

・
参
議
院
事
務
総
長
〕
か
ら
話
を
聞
い
た
ん
で
す
が
、

あ
の
人
が
一
番
厳
し
か
っ
た
で
す
ね
。
つ
ま
り
尾
佐
竹
さ
ん
も
け
し

44　

例
え
ば
、『
初
期
議
会
・
条
約
改
正
』
白
揚
社
、
昭
和
十
五
年
。

か
ら
ん
、
渡
辺
幾
治
郎
も
け
し
か
ら
ん
、
こ
こ
の
金
で
集
め
た
史
料

を
使
っ
て
、
勝
手
に
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
し
た
り
、『
中
央
公
論
』
に
論

文
を
書
い
た
り ₄₅
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
ん
で
す
。
こ

れ
は
事
務
局
の
お
偉
方
の
耳
に
も
入
る
し
、
目
に
も
触
れ
る
が
、
一

向
に
十
年
計
画
と
か
い
っ
て
仕
事
は
は
か
ど
ら
な
い
。
実
際
に
書
い

て
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
深
谷
君
が
弁
明
書
を
出
し
た
ん
で

す
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
明
治
の
近

代
政
治
史
の
上
で
は
、
や
っ
ぱ
り
渡
辺
さ
ん
と
深
谷
さ
ん
の
仕
事
と

い
う
の
は
、
非
常
に
大
き
な
基
礎
を
つ
く
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
〈
貴
族
院
五
十
年
史
編
纂
〉

二
宮　

話
は
ち
ょ
っ
と
変
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
貴
族
院
の
五
十
年
史

の
方
は
深
谷
先
生
が
就
任
…
。

大
久
保　

い
や
そ
れ
は
ね
、
私
が
関
係
し
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

尾
佐
竹
先
生
に
呼
ば
れ
ま
し
て
ね
、
ま
、
こ
こ
だ
け
の
話
で
す
け
ど
、

私
に
な
れ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。
で
も
私
は
お
断
り
し
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
の
計
算
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

45　

渡
辺
幾
治
郎
『
明
治
史
研
究
』
楽
浪
書
院
、
昭
和
九
年
、
改
訂
増
補
版
、
共

立
出
版
、
昭
和
十
九
年
。
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深
谷
君
が
浮
か
び
あ
が
っ
た
ん
で
す
。『
明
治
天
皇
紀
』
の
最
後
の
委

員
長
で
あ
る
三
上
参
次
先
生
の
と
こ
ろ
へ
、
尾
佐
竹
先
生
の
意
を
受

け
ま
し
て
、
私
が
深
谷
さ
ん
の
こ
と
で
話
に
行
っ
た
ん
で
す
。
ち
ょ

う
ど
『
明
治
天
皇
紀
』
が
終
っ
た
の
で
深
谷
君
を
五
十
年
史
の
方
に

来
て
も
ら
っ
て
、
あ
そ
こ
の
主
任
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
、
私
と

二
人
で
し
た
。
結
局
、
尾
佐
竹
先
生
の
考
え
で
は
、
深
谷
君
に
編
纂

を
や
ら
せ
て
私
は
史
料
集
め
、
と
い
う
役
割
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
。

二
宮　

貴
族
院
五
十
年
史
を
書
く
と
い
う
観
点
で
史
料
を
集
め
ら
れ

た
ん
で
す
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
編
集
会
議
に
は
一
度
も
出
な
か
っ

た
で
す
ね
。
憲
政
史
の
方
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。

桑
原　

宗
京
〔
奨
三
〕〔1910

〜
・
歴
史
学
者
〕
さ
ん
の
話
に
よ
り

ま
す
と
、
深
谷
さ
ん
は
来
て
も
全
然
仕
事
は
し
な
い
。
何
や
っ
て
る

か
と
い
う
と
『
伊
藤
博
文
伝
』〔
春
畝
公
追
頌
会
、
昭
和
十
五
年
〕
の

原
稿
書
き
し
か
し
な
か
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
五
年
間
は
書
く
方
は
お
あ
ず

け
で
し
た
が
、
大
木
〔
喬
任
〕〔1832

〜1899

・
佐
賀
藩
士
、
政
治

家
〕
の
文
書 ₄₆
な
ん
か
は
彼
が
見
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
私
が
貴
族
院
の

五
十
年
史
の
史
料
集
め
を
や
れ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
私
は
大
木
さ

ん
の
孫
〔
大
木
喜
福
〕〔1898

〜1972

・
貴
族
院
議
員
〕
を
知
っ
て

い
た
ん
で
す
。
元
徳
川
家
か
ら
養
子
に
来
た
人
で
、
も
う
亡
く
な
ら

れ
ま
し
た
が
、
私
の
先
輩
で
し
た
か
ら
、
そ
こ
へ
史
料
を
見
せ
て
も

ら
い
に
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
、
大
木
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
遠
吉

〔1871

〜1926

・
政
治
家
〕
さ
ん
が
学
校
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

東
京
工
科
学
校
〔
現
在
の
日
本
工
業
大
学
〕
を
経
営
し
て
い
た
ん
で

す
。
そ
の
神
田
に
あ
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
校
舎
に
史
料
が
あ
る
と
い

う
の
で
借
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
を
貴
族
院
に
持
っ
て
き
て
深
谷
君

が
整
理
し
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
深
谷
さ
ん
も
や
る
べ
き
こ
と
は
や
っ

た
ん
で
す
。
史
料
の
選
択
を
し
た
ん
で
す
。
当
時
は
前
に
も
言
っ
た

よ
う
に
、
編
輯
官
と
い
う
の
は
、
来
た
史
料
を
取
る
べ
き
か
捨
て
る

べ
き
か
、
選
別
す
る
の
が
大
事
な
仕
事
な
ん
で
す
。

　

大
木
さ
ん
と
そ
れ
か
ら
誰
だ
っ
け
。

広
瀬　

桂
〔
太
郎
〕
が
あ
り
ま
す
ね
。
貴
族
院
五
十
年
史
〔
編
纂
会

収
集
文
書
〕
の
中
に
は
桂
文
書
が
あ
り
ま
す
ね
。

大
久
保　

え
え
、
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
き
く
や
っ
た
の
は
黒
田

46　

大
木
喬
任
関
係
文
書
は
、
昭
和
二
十
六
年
以
降
数
回
に
分
け
て
憲
政
資
料

室
に
譲
渡
。
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〔
清
隆
〕〔1840

〜1900

・
薩
摩
藩
士
、
政
治
家
、
首
相
〕、
黒
田
で

す
ね
。
そ
の
話
は
い
ず
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
話
の
中
で
し
ま
す
。

黒
田
文
書 ₄₇
も
私
が
黒
田
清
〔1893

〜1951

・
黒
田
清
隆
の
孫
、
貴

族
院
議
員
〕
の
所
へ
行
っ
て
借
り
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私
な
ら

借
り
て
来
や
す
か
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
衆
議
院
〔
憲
政
史
編
纂
会
収
集
の
史
料
〕
の
中
か
ら
も

採
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
桂
と
か
。
両
院
に
編
纂
会
が
あ

っ
て
、
史
料
を
集
め
る
の
に
ダ
ブ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
私
は
そ
ん
な
会
議
の
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
体
鈴
木
安
蔵

が
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
伊
東
巳
代
治
〔1857

〜1934
・
官
僚
〕
の
文
書
類 ₄₈
で

す
が
、
鈴
木
が
〔
伊
東
〕
治
正
〔1913
〜1981
・
伊
東
巳
代
治
の

孫
〕
を
う
ま
く
つ
か
ま
え
て
い
ま
し
て
、
い
つ
か
私
が
憲
政
と
は
全

く
関
係
な
い
史
料
で
す
が
、
森
有
礼
の
「
エ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
イ

ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」〔E

ducation in Japan

〕
の
翻
訳 ₄₉
を
借
り
に
伊
東

家
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
鈴
木
安
蔵
が
奥
か
ら
出
て
来

47　

か
つ
て
憲
政
資
料
室
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
鹿
児
島
の
黎
明
館

で
所
蔵
。

48　

明
治
憲
法
関
連
、
伊
藤
博
文
書
簡
類
を
除
き
、
戦
争
中
焼
失
。
昭
和
二
十
五
、

六
年
、
憲
政
資
料
室
に
譲
渡
。

49　
「
日
本
教
育
論　

巻
一
」（
写
本
）
を
憲
政
資
料
室
で
所
蔵
（「
大
久
保
利
謙

旧
蔵
文
書
」
八
六
）。『
森
有
礼
全
集
』
第
三
巻
、
宣
文
堂
書
店
、
昭
和
四
十

七
年
に
収
録
。

ま
し
て
、
そ
こ
の
番
頭
さ
ん
み
た
い
な
感
じ
で
「
や
、
い
い
で
す

よ
。」
と
貸
し
て
く
れ
ま
し
た
。
鈴
木
安
蔵
し
か
蔵
に
入
れ
な
か
っ
た

ん
で
す
。
だ
か
ら
伊
東
巳
代
治
文
書
は
治
正
が
鈴
木
に
全
て
任
せ
た

ら
し
い
で
す
。
そ
れ
で
憲
法
史
研
究
会 ₅₀
が
出
来
た
ん
で
す
。
そ
う
い

う
面
で
は
鈴
木
安
蔵
君
と
い
う
の
は
、
名
事
務
局
長
で
し
た
。
頭
も

い
い
し
、
仕
事
も
て
き
ぱ
き
片
づ
け
ま
す
し
ね
。
尾
佐
竹
さ
ん
は
彼

を
う
ま
く
使
っ
て
い
ま
し
た
よ
。
だ
か
ら
史
料
は
何
を
採
る
か
と
い

っ
た
お
膳
立
は
、
鈴
木
安
蔵
が
大
体
プ
ラ
ン
を
立
て
て
い
ま
し
た
。

尾
佐
竹
先
生
は
、
く
わ
し
い
の
は
維
新
史
で
、
明
治
十
年
代
か
ら
憲

法
制
定
関
係
に
な
る
と
、
む
し
ろ
鈴
木
安
蔵
の
方
が
く
わ
し
い
の
で
、

鈴
木
に
ま
か
せ
っ
き
り
で
し
た
。

　

憲
法
史
研
究
会
な
ん
か
も
鈴
木
安
蔵
が
伊
東
〔
治
正
〕
さ
ん
と
話

合
っ
て
出
来
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
有
能
な
人
で
し
た
。

で
す
か
ら
尾
佐
竹
先
生
は
上
に
い
て
、
陰
の
役
者
と
し
て
の
鈴
木
さ

ん
は
抜
群
で
し
た
。
尾
佐
竹
先
生
は
、
と
に
か
く
事
務
局
が
何
を
や

っ
て
い
て
も
外
か
ら
文
句
を
言
わ
せ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
司
法
官
で

す
か
ら
に
ら
み
は
き
き
ま
す
し
、
熱
意
も
あ
り
ま
し
た
。

50　

伊
東
治
正
主
催
。
昭
和
十
六
年
一
月
か
ら
十
九
年
夏
ま
で
開
催
。
明
治
憲
法

制
定
史
等
の
研
究
を
行
う
。
鈴
木
安
蔵
「
憲
法
史
研
究
会
の
こ
と
」『
明
治

維
新
史
研
究
講
座　

月
報
』
第
五
号
、
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
、
一
〜
四
ペ

ー
ジ
。
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〈
金
子
堅
太
郎
〉

二
宮　

こ
れ
は
前
か
ら
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
金
子
堅
太

郎
さ
ん
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
所
に
顔
を
出
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

史
談
会
で
あ
れ
な
ん
で
あ
れ
、
明
治
維
新
史
で
も
必
ず
幹
事
長
な
ど

に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
一
貫
し
て
顔
を
出
し
て
い
る
の
は
金

子
さ
ん
だ
け
で
は
な
い
で
す
か
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
あ
の
人
は
伊
藤
博
文
の
、
そ
れ
こ
そ
事
務
局

長
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
枢
密
院
書
記
官
を
や
っ
て
、
最
後
に
『
明

治
天
皇
紀
』
を
や
っ
た
ん
で
す
。

二
宮　

そ
の
上
、
今
回
の
編
纂
会
に
も
ち
ら
っ
と
出
て
き
ま
す
ね
。

鈴
木
さ
ん
の
発
言
か
な
ん
か
に
、
金
子
堅
太
郎
さ
ん
が
「
渡
辺
〔
幾

治
郎
〕
み
た
い
な
の
が
い
る
か
ら
、
我
輩
は
一
切
協
力
し
な
い
。」
と

い
う
形
で
ご
登
場
し
て
く
る
ん
で
す
ね
。

大
久
保　

金
子
さ
ん
は
政
界
の
人
で
す
け
れ
ど
も
、
維
新
史
料
編
纂

会
の
締
め
く
く
り
を
や
っ
た
ん
で
す
。
最
後
に
『
維
新
史
』
五
冊
と

『
維
新
史
料
綱
要
』
な
ど
の
大
き
な
仕
事
に
予
算
を
と
っ
て
き
て
、
叱

咤
激
励
し
た
ら
し
い
で
す
。
そ
れ
は
遠
山
〔
茂
樹
〕〔1914

〜
・
歴

史
学
者
〕
君
な
ん
か
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
遠
山
君
な
ん
か
当
時
ま
だ

下
っ
端
で
し
た
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
自
分
が
電
話
を
か
け
て

い
た
ら
し
い
で
す
。
そ
れ
で
、
校
正
は
手
元
に
お
い
て
直
接
目
を
通

し
た
よ
う
で
す
。

二
宮　

当
然
、
そ
の
憲
政
史
編
纂
会
に
も
ご
注
文
を
つ
け
ら
れ
た
ん

で
し
ょ
う
。

大
久
保　

そ
う
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か

ら
渡
辺
さ
ん
が
に
ら
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
渡
辺
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を

講
演
の
時
な
ど
に
売
物
に
す
る
ん
で
す
。「
私
は
金
子
伯
に
に
ら
ま

れ
た
ん
で
す
。」
と
逆
に
自
分
の
宣
伝
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
渡
辺
幾
治
郎
さ
ん
と
い
う
の
は
、
一
癖
あ
る
人
で
、

肩
書
き
は
元
帝
室
編
修
官
で
す
が
、
在
野
の
人
で
し
た
。

二
宮　

貴
族
院
編
纂
史
、
金
子
さ
ん
が
一
言
、
二
言
あ
っ
て
よ
さ
そ

う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
が
。

大
久
保　

あ
の
人
は
、
そ
の
頃
は
『
維
新
史
』
の
方
に
力
を
入
れ
て

い
ま
し
た
し
、
そ
れ
に
も
う
年
で
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
。

だ
か
ら
維
新
史
料
編
纂
会
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
て
、
も
一
つ
上
の
伯

爵
を
、
と
い
う
世
俗
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

金
子
さ
ん
自
体
、
非
常
に
細
か
い
鈴
木
安
蔵
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
、
伊
藤
〔
博
文
〕
政
権
の
事
務
局
長
的
存
在
で
あ
ち
こ
ち
口
出
し

し
て
い
ま
し
た
が
、
た
だ
憲
政
史
編
纂
会
に
つ
い
て
は
ね
え
。
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桑
原　

政
界
に
望
み
を
断
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
編
纂
事
業
に

精
力
を
集
中
し
て
い
た
ん
で
は
な
い
で
す
か
。

大
久
保　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
同
じ
仲
間
の
伊
東
巳
代
治
が

伯
爵
に
な
っ
た
ん
で
す
〔
大
正
十
一
年
〕。
そ
れ
で
ど
う
し
て
も
伯
爵

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伯
爵
に
な
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理

由
が
必
要
だ
っ
た
ん
で
す
。
結
局
、
昭
和
九
年
、『
明
治
天
皇
紀
』　

の
編
纂
の
功
績
に
よ
っ
て
伯
爵
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

※
前
号
及
び
今
号
に
掲
載
し
た
大
久
保
利
謙
先
生
の
写
真
は
、
い

ず
れ
も
ご
子
息
の
大
久
保
利と
し
ひ
ろ𣳾

氏
〔
現
社
団
法
人
霞
会
館
常
務
理

事
〕
の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

大久保利謙先生（平成５年、東京にて撮影）
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年

事　

柄　

・　

組　

織　

成　

立

文　

献　

の　

編　

纂　

刊　

行

明
治
2
年
修
史
の
詔

国
史
編
輯
局
設
置

明
治
5
年
太
政
官
歴
史
課
設
置

太
政
官
歴
史
課
『
復
古
記
』
作
成
開
始
（
明
治
22
年
完
成
、
昭
和
5
年
内
外
書
籍
刊
）

明
治
8
年
太
政
官
修
史
局
設
置

明
治
9
年

太
政
官
修
史
局
『
明
治
史
要
』
第
一
編
、
博
聞
社
刊

明
治
10
年
太
政
官
修
史
館
設
置

明
治
15
年

太
政
官
修
史
館
「
大
日
本
編
年
史
」
編
纂
開
始
（
明
治
26
年
中
止
）

島
津
家
よ
り
市
来
四
郎
に
「
順
聖
公
御
言
行
録
」
編
纂
依
頼
、
編
纂
提
出

明
治
19
年
内
閣
臨
時
修
史
局
設
置

明
治
21
年
帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
設
置

明
治
22
年
江
戸
会
発
足

史
談
会
発
足

大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

『
江
戸
会
雑
誌
』（
江
戸
会
機
関
誌
）
刊

明
治
23
年
帝
国
議
会
開
設

明
治
24
年
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
誌
編
纂
掛
設
置

「
明
治
中
興
史
」
編
纂
の
建
議
提
出

『
孝
明
天
皇
紀
』
編
纂
開
始
（
明
治
38
年
脱
稿
、
39
年
先
帝
御
事
蹟
取
調
掛
刊
）

明
治
25
年

『
史
談
会
速
記
録
』
刊
行
開
始
（
昭
和
13
年
ま
で
）

福
地
源
一
郎
『
幕
府
衰
亡
論
』
民
友
社

明
治
27
年

勝
田
孫
弥
『
西
郷
隆
盛
伝
』
西
郷
隆
盛
伝
発
行
所
刊

明
治
28
年
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
設
置

明
治
34
年

『
大
日
本
史
料
』
東
京
帝
国
大
学
刊
行
開
始

『
三
条
実
美
公
年
譜
』
宮
内
省
刊

明
治
39
年

多
田
好
問
編
『
岩
倉
公
実
記
』
皇
后
宮
職
刊

明
治
40
年

『
井
上
伯
伝
』
中
原
邦
平
編
刊

明
治
41
年
大
日
本
文
明
協
会
発
足

大
日
本
文
明
協
会
刊
行
叢
書
刊
行
開
始

明
治
43
年
彰
明
会
発
足

『
久
光
公
実
記
』
島
津
公
爵
家
編
輯
所
編
刊

勝
田
孫
弥
『
大
久
保
利
通
伝
』
同
文
館
刊

明
治
44
年
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
会
設
置

末
松
謙
澄
『
防
長
回
天
史
』
末
松
謙
澄
刊
（
大
正
9
年
ま
で
、
大
正
10
年
修
訂
版
末
松
春
彦
刊
）

大
正
2
年

小
橋
元
雄
『
熊
本
藩
国
事
史
料
』
小
橋
元
雄
刊

大
正
3
年

『
明
治
天
皇
紀
』
編
纂
開
始
（
昭
和
8
年
完
成
）

「
大
久
保
利
謙
先
生
に
聞
く
」
関
連
年
表



−��−

大
正
4
年
日
本
史
籍
協
会
発
足

日
本
史
籍
協
会
叢
書
刊
行
開
始

大
正
5
年

吉
野
作
造
「
憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」『
中
央
公
論
』
掲
載

内
田
魯
庵
『
き
の
う
け
ふ
』
博
文
館
刊

大
正
8
年

『
衆
議
院
三
十
年
誌
』
衆
議
院
事
務
局
刊

大
正
11
年

藤
井
甚
太
郎
『
日
本
憲
法
制
定
史
』
国
史
講
習
会
刊

大
正
12
年
関
東
大
震
災

大
正
13
年
明
治
文
化
研
究
会
発
足

大
正
14
年

『
新
旧
時
代
』（
明
治
文
化
研
究
会
機
関
誌
）
刊

尾
佐
竹
猛
『
維
新
前
後
に
於
け
る
立
憲
思
想
』
文
化
生
活
研
究
会

大
正
15
年

『
新
旧
時
代
』（
自
由
民
権
号
）
刊

昭
和
2
年

『
明
治
文
化
全
集
』
日
本
評
論
社
刊
行
開
始

昭
和
4
年
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
設
置

昭
和
5
年

尾
佐
竹
猛
『
日
本
憲
政
史
』（
現
代
政
治
学
全
集
）
日
本
評
論
社
刊

昭
和
6
年

「
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
」
完
成
（
維
新
史
料
編
纂
会
）

昭
和
7
年

『
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
』
岩
波
書
店
刊
（
昭
和
8
年
ま
で
）

昭
和
8
年

鈴
木
安
蔵
『
憲
法
の
歴
史
的
研
究
』
大
畑
書
店
刊

徳
富
猪
一
郎
編
『
公
爵
山
県
有
朋
伝
』
山
県
有
朋
公
記
念
事
業
会
刊

吉
野
作
造
『
閑
談
の
閑
談
』
書
物
展
望
社
刊

『
秘
書
類
纂
』
秘
書
類
纂
刊
行
会
刊
（
昭
和
11
年
ま
で
）

井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
内
外
書
籍
刊
（
昭
和
9
年
ま
で
）

昭
和
10
年
天
皇
機
関
説
事
件

昭
和
12
年
衆
議
院
憲
政
史
編
纂
会
設
置

『
維
新
史
料
綱
要
』
維
新
史
料
編
纂
会
刊
行
開
始
（
昭
和
18
年
ま
で
）

昭
和
13
年
憲
法
発
布
五
十
年
祝
賀
式
典
挙
行（
帝
国
議
会
）

貴
族
院
五
十
年
史
編
纂
掛
設
置

『
大
日
本
維
新
史
料
』
維
新
史
料
編
纂
会
刊
行
開
始
（
昭
和
18
年
ま
で
）

昭
和
14
年

『
維
新
史
』
維
新
史
料
編
纂
会
刊
行
開
始
（
昭
和
16
年
ま
で
）

昭
和
15
年

『
伊
藤
博
文
伝
』
春
畝
公
追
頌
会
編
刊

昭
和
16
年
憲
法
史
研
究
会
発
足
（
伊
東
伯
爵
家
）

昭
和
21
年
日
本
国
憲
法
公
布

昭
和
23
年
国
立
国
会
図
書
館
法
公
布

昭
和
24
年
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
開
設


