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我
々
は
変
革
期
研
究
の
際
に
、
よ
く
変
革
主
導
勢
力
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
。
彼

ら
が
〝
開
明
的
〞（
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
は
〝
近
代
的
〞）
で
有
能
な
勢
力

だ
と
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
上
で
、
体
制
側
の
勢
力
は
守
旧
的
、
か
つ
無
能
な
勢
力

と
、
暗
々
裏
に
前
提
す
る
傾
向
が
あ
る
。
よ
っ
て
歴
史
研
究
者
は
前
者
を
政
治
的
に

正
し
い
も
の
と
み
な
し
、
強
い
研
究
動
機
と
興
味
に
引
か
れ
る
。
も
っ
と
も
歴
史
の

勝
利
者
で
あ
る
彼
ら
、
ま
た
は
そ
の
継
承
者
た
ち
が
編
纂
し
た
変
革
主
導
勢
力
寄
り

の
史
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
研
究
偏
重
の
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
基
準
や
物
ざ
し
を
以
て
当
時
を
捉
え
よ
う
と
す
る
回
顧
的
思
考

を
警
戒
し
な
が
ら
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
長
い
変
革
過
程
に
お
い
て
当
時
の
執
権
勢

力
で
あ
る
体
制
側
勢
力
の
存
在
感
は
体
制
崩
壊
の
直
前
ま
で
も
依
然
と
し
て
強
固
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
体
制
側
の
主
要
政
策
決
定
者
の
動
き
は
（
今
は
彼
ら
よ
り

も
っ
と
有
名
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
）
変
革
勢
力
の
活
動
家
の
そ
れ
よ
り
も
当

時
歴
史
展
開
の
上
で
実
際
に
は
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
高
い
。
し
た

が
っ
て
我
々
は
政
治
的
選
好
や
史
料
不
足
の
限
界
を
乗
り
越
え
、
体
制
側
の
奥
深
い

と
こ
ろ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
動
き
を
綿
密
に
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

こ
の
様
な
い
い
方
は
幕
末
政
治
史
に
も
当
て
は
ま
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
時
期

に
対
す
る
研
究
は
薩
摩
・
長
州
や
尊
攘
派
活
動
家
に
集
中
さ
れ
て
き
て
、
そ
れ
か
ら

離
れ
た
場
合
も
公
武
合
体
派
の
諸
藩
の
動
き
や
公
議
政
体
論
な
ど
が
主
な
研
究
対
象

で
あ
っ
た
。
一
部
先
学
の
業
績）1
（

を
除
い
て
は
幕
府
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
研
究
が

長
い
間
放
置
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
単
に
幕
末

史
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
清
末
期
の
清
朝
に
よ
る
新
政
、
あ
る
い
は
十
九

世
紀
朝
鮮
の
勢
道
政
権
に
対
す
る
研
究
が
長
い
間
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
と
い
え
る
。
た
だ
、
幸
い
に
近
年
よ
う
や
く
幕
府
研
究
は

進
ん
で
い
る）2
（

。
最
近
の
東
大
史
料
編
纂
所
に
よ
る
『
井
伊
家
史
料
』
の
完
刊
は
そ
れ

に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
幕
府
を
扱
う
場
合
に
も
幕
府
の
外
か
ら
幕
政
へ
の
関
与
を
試
み
よ
う

と
す
る
政
治
勢
力
の
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
所

謂
〝
開
明
的
な
〞
勢
力
が
幕
政
に
参
加
す
る
機
会
を
摑
み
改
革
を
試
み
た
が
（
本
稿

で
は
こ
の
勢
力
を
ひ
と
ま
ず
〝
迎
入
者
〞
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
）、
幕
府
保
守

派
、
あ
る
い
は
守
旧
派
の
反
発
で
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
。
私

は
こ
の
よ
う
な
幕
末
政
治
史
の
叙
述
に
接
す
る
た
び
に
隔
靴
搔
痒
の
感
を
禁
じ
え
な

か
っ
た
。
幕
末
政
治
史
の
重
要
な
片
方
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
だ
と
ま
で
い
え
る
幕

府
、
と
り
わ
け
幕
閣
の
動
き
が
ほ
と
ん
ど
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
薩
長
も
尊
攘
派
も
、
ま
た
公
武
合
体
派
、
公
議
政
体
派
い
ず
れ
も
が
い
つ
も
幕

閣
を
意
識
し
、
彼
ら
と
競
争
し
な
が
ら
動
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
で
あ
る
。

私
は
主
に
水
戸
藩
な
ど
藩
政
史
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
も
の
で）3
（

、
幕
府
研
究
に

対
し
て
は
傍
観
者
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
今
ま
で
幕
末
期
幕
府

研
究
を
横
目
で
見
て
き
た
一
素
人
の
単
な
る
印
象
や
疑
問
点
な
ど
を
述
べ
さ
せ
て
い

研
究
集
会
報
告

幕
末
期
幕
府
権
力
を
ど
う
見
る
か 

―
―
「
幕
閣
」
と
い
う
謎
―
―

朴

薫

国
際
研
究
集
会
「
幕
末
維
新
史
研
究
と
井
伊
家
史
料
」
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た
だ
く
こ
と
に
と
ど
ま
る
。

一　

徳
川
斉
昭
と
幕
閣

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ペ
リ
ー
が
来
航
す
る
と
、
水
戸
藩
前
藩
主
徳
川
斉
昭
は

老
中
阿
部
正
弘
に
求
め
ら
れ
、
幕
政
参
与
と
し
て
幕
政
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
周
知
の
よ
う
に
従
来
、
幕
政
は
中
級
規
模
の
譜
代
大
名
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
重
大
事
の
発
生
し
た
と
き
、
御
三
家
が
建
白
提
出
・
諮
問
と
い
う

か
た
ち
で
幕
政
に
関
与
す
る
こ
と
は
前
例
が
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
こ
の

よ
う
に
御
三
家
の
一
人
を
特
定
し
て
幕
政
に
「
参
与
」
さ
せ
る
こ
と
は
異
例
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時
斉
昭
は
五
十
三
歳
の
老
練
な
政
治
家
で
、
水
戸
藩
天
保
改

革
の
強
烈
な
印
象
、
斉
昭
個
人
の
強
い
尊
王
的
態
度
、
そ
し
て
隠
居
後
も
つ
づ
い
た

中
央
政
治
へ
の
発
言
な
ど
に
よ
っ
て
、
ペ
リ
ー
来
航
の
時
に
は
す
で
に
〝
水
戸
老

公
〞
と
呼
ば
れ
、
政
治
的
カ
リ
ス
マ
を
持
つ
人
物
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
た
だ
単

に
武
士
や
知
識
人
層
に
限
る
こ
と
で
な
く
、
当
時
流
行
っ
た
俗
謡
な
ど
に
も
み
ら
れ

る
如
く
少
な
く
と
も
江
戸
庶
民
の
中
で
も
彼
に
対
す
る
期
待
感
が
膨
れ
上
が
っ
て
い

た
。
斉
昭
個
人
の
卓
越
し
た
政
治
力
、
御
三
家
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
唯
一
の
中
壮
年

と
い
う
年
齢
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
衆
望
も
阿
部
正
弘
が
斉
昭
に
助
け
を
求
め
た
理

由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
の
政
治
的
展
開
は
尊
王
攘
夷
と
改
革
の
名
望
を
背
景
に
し
た
徳
川
斉
昭
の

幕
閣
に
対
す
る
挑
戦
と
、
幕
閣
の
抵
抗
、
そ
し
て
そ
の
両
者
を
調
整
・
仲
裁
す
る
立

場
に
あ
っ
た
阿
部
正
弘
と
い
う
構
図
で
進
ん
だ
が
、
結
局
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五

四
）
三
月
日
米
和
親
条
約
の
締
結
と
斉
昭
の
幕
政
参
与
辞
職
で
ひ
と
ま
ず
終
わ
る
。

こ
の
時
期
に
対
す
る
叙
述
も
お
お
む
ね
斉
昭
と
阿
部
を
中
心
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
私
が
知
り
た
い
の
は
当
代
の
政
治
的
大
物
で
、
御
三
家
の
前
当
主
で
あ

り
、
そ
の
う
え
首
席
老
中
の
全
的
で
は
な
い
も
の
の
、
相
当
な
支
援
を
得
て
い
た
斉

昭
が
ぶ
つ
か
っ
た
〝
壁
〞
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
従
来
の
政
治
史
叙
述
は
斉
昭
―
阿
部
の
連
携
に
引
か
れ
す
ぎ
て
、
あ
る
意
味
で

は
そ
れ
を
割
り
と
簡
単
に
挫
け
た
幕
閣
に
つ
い
て
は
粗
忽
に
し
て
き
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斉
昭
を
し
て
あ
れ
ほ
ど
文
句
を
い
わ
し
め
続
け
、
結
局
挫

折
さ
せ
た
幕
閣
の
様
子
を
明
か
に
し
て
こ
そ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
叙
述
が
可
能
に
な

る
だ
ろ
う
。

ま
ず
ペ
リ
ー
来
航
の
際
、
幕
府
老
中
の
顔
触
れ
を
次
の
表
に
ま
と
め
た
。（
括
弧

内
の
数
字
は
生
没
年
）。
当
時
の
老
中
に
は
阿
部
正
弘
、
牧
野
忠
雅
、
松
平
乗
全
、

松
平
忠
優
（
後
の
忠
固
、
本
稿
で
は 

忠
固
に
統
一
）、
久
世
広
周
、
内
藤
信
親
な
ど

が
い
た
。
こ
の
中
で
牧
野
忠
雅
、
松
平
乗
全
両
人
は
当
時
す
で
に
五
〇
代
半
ば
で
、

他
に
三
〇
代
後
半
か
ら
四
〇
代
初
ご
ろ
の
老
中
と
は
年
齢
的
に
か
け
離
れ
て
い
た
。

だ
が
注
意
す
べ
き
は
牧
野
・
松
平
両
人
と
阿
部
正
弘
は
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
老
中
に
就

い
た
点
で
あ
る
。

幕
政
参
与
と
し
て
の
斉
昭
の
相
手
は
ま
さ
に
こ
の
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従

来
の
研
究
は
斉
昭
に
焦
点
を
あ
て
、
幕
府
内
部
に
踏
み
入
る
場
合
に
も
阿
部
あ
た
り

で
止
ま
る
こ
と
が
多
く）4
（

、
他
の
老
中
た
ち
の
動
き
は
未
だ
に
明
る
み
に
出
て
い
な
い

と
思
う
。
斉
昭
は
幕
政
に
参
与
し
て
以
来
、
大
船
製
造
禁
止
の
解
除
や
海
防
の
大
号

令
を
発
す
る
こ
と
を
執
拗
に
要
求
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
幕
政
参
与
と
い
う
も
の
が

制
度
的
に
ど
こ
ま
で
幕
政
に
関
与
で
き
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
度
々
の
登
城
は
許
さ

れ
た
も
の
の
、
果
た
し
て
御
用
部
屋
に
入
り
、
政
策
決
定
の
場
に
臨
席
で
き
た
か
ど

う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
結
局
斉
昭
の
幕
政
参
与
と
い
う
の
は
阿
部
と
の
文
通
、

あ
る
い
は
彼
の
も
と
に
訪
問
し
て
く
る
幕
吏
と
の
議
論
を
通
じ
、
つ
ま
り
間
接
的
な

や
り
方
で
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
最
近
こ
の
問
題
に

関
し
て
踏
み
入
っ
た
研
究
が
出
て
い
る）5
（

。
こ
の
研
究
に
よ
る
と
、
斉
昭
の
幕
政
関
与

の
か
た
ち
は
嘉
永
六
年
十
二
月
の
「
手
当
」
下
賜
を
前
後
に
し
て
区
分
さ
れ
る
。
そ

の
前
は
諸
役
人
が
必
要
な
時
に
斉
昭
を
訪
れ
る
か
、
ま
た
は
彼
が
必
要
に
応
じ
て
各

部
屋
を
訪
れ
、
用
談
を
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
の
参
与
は
幕
閣
ら
と
の
評
議
に
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参
加
で
き
ず
、
求
め
ら
れ
た
際

に
意
見
を
述
べ
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
は
数
年
後

大
老
に
就
任
す
る
井
伊
直
弼
と

好
対
照
を
な
す
。
直
弼
は
大
老

に
な
っ
て
初
め
て
登
城
し
た
そ

の
日
か
ら
御
用
部
屋
に
入
り
、

積
極
的
に
政
治
議
論
を
主
導

し
）
6
（

、
周
囲
を
驚
か
せ
た
。「
手

当
」
下
賜
の
後
に
は
幕
閣
と
の

評
議
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
彼
の
主
張
は
幕
閣
の〝
壁
〞

を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た）7
（

。

そ
の
〝
壁
〞
は
そ
の
後
も
斉

昭
の
悩
み
の
種
で
あ
り
続
け

た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

阿
部
に
幕
閣
の
更
迭
を
強
く
促

し
た
際
、
彼
は
「
さ
て
二
三
ハ

（
各
々
牧
野
忠
雅
、
松
平
乗
全

を
指
す
：
朴
）
ハ
碌
々
た
る
備

員
ノ
ミ
故
御
転
ニ
可
相
成
候
へ

共
、
四
（
松
平
忠
固
：
朴
）
ハ

先
々
御
用
ニ
立
候
よ
し
、
…
愚

考
見
込
ハ
二
三
ハ
元
よ
り
不
足

論
候
処
、
四
ハ
俗
論
苟
且
御
承

知
之
通
ニ
有
之
、
…
左
す
れ
は
四
ハ 

廟
堂
俗
論
の
根
元
ニ
候
間
、
万
一
二
三
の
ミ

御
動
し
四
が
二
番
席
ニ
相
成
、
貴
兄
の
権
を
分
ち
候
様
相
成
候
ハ
バ
必
牛
角
両
派
の

勢
を
な
し
（
傍
線
は
朴
、
以
下
同
じ
）、
溜
初
俗
論
家
ハ
向
ニ
可
相
成
、
左
候
ヘ
ハ

天
下
之
事
不
可
奈
何
、
臍
を
か
み
候
而
も
間
ニ
合
申
間
敷
候
。」）
8
（

と
い
っ
た
。
こ
こ

か
ら
斉
昭
の
敵
手
が
誰
だ
っ
た
の
か
推
測
で
き
る
。
忠
固
は
上
田
藩
五
万
三
千
石
の

大
名
で
、
譜
代
名
門
姫
路
藩
主
酒
井
忠
実
の
次
男
で
あ
る
。
文
化
九
年
（
一
八
一

二
）
生
ま
れ
で
ペ
リ
ー
来
航
の
時
四
一
歳
で
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
老
中
に
就

い
た
か
ら
在
任
六
年
目
で
あ
っ
た
。
阿
部
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
生
ま
れ
で
当

時
三
四
歳
、
在
任
一
一
年
目
で
あ
っ
た
。
阿
部
と
忠
固
と
の
政
治
関
係
は
詳
ら
か
で

は
な
い
が
、
忠
固
は
年
齢
・
在
任
期
間
・
血
筋
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
阿
部
を
十
分
に
牽

制
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
斉
昭
は
彼
の
更
迭
に
失
敗
す
れ
ば
阿

部
の
権
力
も
脅
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
懸
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
斉
昭
の
発
言
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
溜
間
詰
大
名
ら
が
忠
固
ら
を
支
持
し

て
い
る
と
見
て
い
た
点
で
あ
る
。
当
時
溜
間
詰
に
は
彦
根
藩
の
井
伊
直
弼
、
高
松
藩

の
松
平
頼
胤
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
松
平
容
敬
死
後
会
津
藩
主
に
な
っ
た
ば
か

り
の
松
平
容
保
、
そ
し
て
姫
路
藩
の
酒
井
忠
宝
な
ど
が
い
た
。
弘
化
三
年
（
一
八
四

六
）
思
わ
ず
彦
根
藩
の
世
子
に
な
り
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
藩
主
の
座
に
就
い

た
直
弼
は
就
任
直
前
に
起
き
た
忍
事
件
を
う
ま
く
裁
き
、
溜
間
の
主
導
的
人
物
に
上

が
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
か
ら
彼
と
斉
昭
は
競
争
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う）9
（

。
松
平
頼
胤

は
水
戸
藩
の
支
藩
主
で
は
あ
っ
た
が
、
忍
事
件
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
直
弼
の
政
治
的

協
調
者
で
あ
っ
て
、
本
家
の
水
戸
藩
、
と
り
わ
け
斉
昭
と
は
激
烈
な
権
力
闘
争
を
繰

り
広
げ
た
人
物
で
あ
る
。
会
津
藩
の
容
保
は
就
任
直
後
の
当
時
一
七
歳
で
ま
だ
政
治

力
を
発
揮
で
き
る
年
齢
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
見
ら
れ
る
よ
う
に
親
幕
閣
で

あ
っ
た
。
酒
井
忠
宝
は
酒
井
忠
実
の
孫
分
で
、
忠
実
の
次
男
で
あ
る
忠
固
よ
り
は
世

数
関
係
で
下
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
溜
間
詰
は
幕
政
を
後
ろ
か
ら
支
え
る
存
在

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
人
的
構
成
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
溜
間
は

阿部正弘
（1819-1857）

×

牧野忠雅
（1799-1858）

×

松平乗全
（1795-1870）
松平忠優*

（1812-1859）
×

久世広周
（1819-1864）
内藤信親
（1813-1874）

*のちに忠固に改名。本稿では忠固に統一。 ×＝死去

441843 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1862
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と
り
わ
け
斉
昭
―
阿
部
に
対
し
、
幕
閣
、
そ
の
中
で
も
忠
固
を
支
援
し
た
と
推
測
し

た
ら
飛
躍
だ
ろ
う
か
。 

大
号
令
発
布
の
要
求
に
抵
抗
す
る
幕
閣
に
向
か
い
斉
昭
は
嘉
永
六
年
十
月
十
九
日

に
辞
意
を
漏
ら
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
幕
閣
の
反
応
は
斉
昭
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。「
阿
部
は
御
免
の
儀
ハ
先
づ 

先
づ
と
申
候
牧
野
は
平
伏
の
み
松
伊

ハ
赤
面
之
様
子
ニ
見
え
、
何
れ
に
も
何
共
不
申
候
ひ
き
」）
10
（

と
。
意
気
揚
々
な
斉
昭
の

姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
果
た
し
て
や
斉
昭
の
強
気
に
負
け
た
か
、
そ
の
後

十
一
月
一
日
大
号
令
が
発
布
さ
れ
た
。
し
か
し
、〝
迎
入
者
〞
の
辞
任
脅
迫
と
幕
閣

の
慰
留
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
そ
の
後
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。〝
迎

入
者
〞
は
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
政
治
的
目
的
を
達
成
す
る
か
に
見
え
た

が
、
そ
れ
切
り
で
幕
政
を
掌
握
す
る
に
は
つ
い
に
至
ら
な
か
っ
た
（
そ
れ
は
後
の
文

久
改
革
に
お
い
て
新
〝
迎
入
者
〞
で
あ
る
政
事
総
裁
職
松
平
慶
永
と
幕
閣
と
の
関
係

に
も
該
当
す
る
）。
周
知
の
よ
う
に
そ
の
後
、
斉
昭
は
幕
閣
と
溜
間
詰
の
勢
力
に
抵

抗
せ
ず
、
日
米
和
親
条
約
の
締
結
を
手
を
拱
い
て
傍
観
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
挙
句

に
斉
昭
は
嘉
永
七
年
四
月
晦
日
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
た
。
御
三
家
の
大
物
の
政
治
家

斉
昭
と
首
席
老
中
正
弘
の
連
携
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
幕
閣
の
〝
自
立
性
〞
は
毅
然

と
し
て
保
て
た
の
で
あ
る
。

二　

井
伊
直
弼
と
幕
閣

次
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
場
合
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。

大
老
と
幕
閣
と
の
関
係
で
あ
る
。
大
老
は
一
体
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
だ
っ

た
の
か
。
例
え
ば
大
老
は
〝
幕
閣
〞
な
の
か
。
私
が
こ
れ
に
答
え
ら
れ
る
は
ず
が
な

く
、
こ
こ
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
ま
る
。
直
弼
は
譜
代
大
名
の
筆
頭
だ
っ
た
せ
い

か
、
前
述
の
徳
川
斉
昭
や
文
久
改
革
時
の
松
平
慶
永
と
は
異
な
り
、
研
究
者
に
と
っ

て
あ
ま
り
〝
迎
入
者
〞
扱
い
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
直
弼

の
大
老
抜
擢
に
よ
っ
て
南
紀
派
は
強
ま
っ
た
と
か
、
幕
府
は
強
化
さ
れ
た
と
い
う
言

い
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
い
え
な
い

が
、
そ
こ
に
は
大
老
と
幕
閣
を
暗
黙
の
内
に
一
体
化
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
私
は
直
弼
関
係
の
史
料
を
読
ん
で
い
く
中
で
こ
の
よ
う
な
見
解
に

は
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
老
の
座
に
躍
り
出
た
直
弼
と
そ
の
家
臣
た

ち
に
は
、
大
老
就
任
を
前
に
し
て
凱
旋
将
軍
の
よ
う
な
雰
囲
気
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
躊

躇
や
警
戒
の
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
私
に
は
意
外
に
思
わ
れ
た
。
例
え
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。「
御
職
ニ
無
之
候
ハ
ハ
、
其
中
ニ
も
家
格
ヲ
以
押
付
候
様
之
御
工

風
も
可
有
御
座
と
相
楽
居
候
処
へ
、
右
御
職
ニ
相
成
候
而
者
弥
十
ニ
五
ツ
ハ
思
召
通

り
に
者
難
相
成
筋
も
出
来
可
申
哉
と
、
実
に
恐
悦
之
中
ニ
も
是
而
已
残
念
ニ
奉
存

候
」）
11
（

と
。
幕
府
の
宮
廷
政
治
の
仕
組
み
に
詳
し
く
な
い
私
が
こ
の
史
料
の
正
確
な
意

味
を
断
定
す
る
に
は
憚
り
を
感
じ
る
が
、
大
老
に
就
任
す
る
と
い
っ
て
直
ち
に
幕
閣

を
掌
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
情
は
十
分
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
自
分
の

言
い
分
が
半
分
は
通
せ
な
い
だ
ろ
う
と
懸
念
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
直
弼
が
直
面
し
た
の
は
「
閣
中
の
内
乱
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
有
様
を
堀

田
正
睦
は
松
平
慶
永
に
次
の
よ
う
に
語
る
。「
元
来
伊
賀
と
掃
部
と
ハ
不
睦
候
ひ
し

か
大
老
と
な
り
し
已
後
ハ
伊
賀
よ
り
大
に
阿
諛
を
尽
く
し
又
僕
へ
も
追
従
に
て
何
事

も
上
座
々
々
々
と
譲
り
聞
え
候
ハ
表
面
の
姿
計
に
て
内
実
ハ
大
老
へ
取
組
み
僕
を
圧

倒
せ
ん
と
種
々
の
姦
計
を
施
し
候
等
京
師
も
外
夷
も
さ
て
置
き
閣
中
の
内
乱
如
斯
実

に
御
大
事
之
至
り
大
和
ハ
風
波
を
考
へ
沖
へ
も
乗
ら
ず
磯
へ
も
寄
ら
ず
紀
伊
守
中
務

ハ
貴
公
程
も
事
情
を
弁
へ
ず
進
退
谷
り
恐
懼
の
次
第
…
」）
12
（

と
。
確
か
に
忠
固
の
「
阿

諛
」
は
建
前
だ
け
で
あ
っ
た
。
直
弼
は
慶
永
に
「
唯
本
多
越
中
守
ハ
余
と
同
意
に
て

其
他
ハ
一
人
の
味
方
も
な
く
て
孤
立
の
勢
ひ
な
れ
ハ
偏
に
貴
兄
初
の
援
助
を
依
頼
す

る
の
外
な
し
伊
賀
等
ハ
小
身
者
の
分
際
と
し
て
此
頃
ハ
権
威
に
誇
り
傍
若
無
人
の
有

様
…
」）
13
（

と
い
っ
て
い
た
。
幕
閣
の
間
で
は
大
老
の
登
場
を
「
員
に
具
ふ
る
而
已
」）
14
（

と

一
蹴
す
る
雰
囲
気
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
当
分
続
く
。
菊
地
久
氏
の
観
察
に
よ
る
と
、
大
老
直
弼
は
六
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月
十
九
日
の
御
用
部
屋
に
て
の
枢
機
の
評
議
で
「
多
勢
に
無
勢
を
強
い
ら
れ
た
」
と

い
う
。
大
多
数
の
人
々
が
ハ
リ
ス
の
申
入
れ
を
是
と
す
る
な
か
、「
御
用
部
屋
で
の

「
御
評
議
」
に
移
る
と
も
は
や
井
伊
の
譲
歩
を
見
守
る
よ
う
な
雰
囲
気
」
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る）15
（

。
こ
の
日
藩
邸
に
帰
っ
て
き
た
直
弼
の
様
子
は
「（
評
議
の
内

容
を
：
朴
）
御
帰
館
直
様
被
仰
候
間
、
右
之
御
場
合
ニ
至
り
候
上
ハ
、
御
前
御
壱
人

如
何
程
被
仰
候
而
も
被
成
方
ハ
有
御
座
間
敷
候
得
共
…
今
日
之
場
合
能
々
御
考
被
遊

候
へ
ハ
、
陰
謀
之
輩
之
術
中
ニ
御
落
入
被
遊
候
哉
与
被
思
召
、
…
」）
16
（

と
伝
え
ら
れ

る
。
こ
の
茶
番
劇
の
勝
利
者
は
ま
ず
は
直
弼
だ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
す
で
に
知
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
は
む
し
ろ
あ
の
大
老
を
し
て
無
勢
を
感
じ
さ
せ
、「
陰

謀
之
輩
之
術
中
」
に
陥
っ
た
と
の
悔
し
さ
を
言
い
滑
ら
せ
た
、
そ
の
幕
閣
の
〝
自
立

性
〞
の
存
在
感
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
直
弼
は
そ
の
後
、
条
約
締
結
と
継
嗣
決
定
を
経
て
正
睦
と
忠
固
を
解
任

し
、
間
部
詮
房
を
老
中
に
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
閣
中
の
内
乱
」
を
鎮
め
た
か
に

み
え
る
。
私
に
は
今
そ
れ
以
降
の
話
を
進
め
ら
れ
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ

か
ら
は
母
利
美
和
氏
の
研
究
を
頼
り
、
一
点
付
け
加
え
る
こ
と
に
止
ま
り
た
い
。
条

約
締
結
と
継
嗣
決
定
と
い
う
大
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
上
、
正
睦
や
忠
固
な
ど
も
追
い

払
い
、
自
分
の
意
向
に
沿
っ
て
間
部
詮
房
ま
で
老
中
に
引
き
込
む
こ
と
に
成
功
し
た

直
弼
は
そ
の
後
権
力
独
占
を
謳
歌
で
き
た
の
か
。
否
で
あ
る
。
今
度
は
そ
の
詮
房
と

の
確
執
が
生
じ
た
。
大
老
に
就
い
て
か
ら
す
で
に
一
年
も
経
た
安
政
六
年
（
一
八
五

九
）
六
月
に
直
弼
は
詮
房
が
自
分
の
悪
口
を
言
い
ふ
ら
し
、
老
中
太
田
資
始
と
同
腹

に
な
り
、
何
事
も
自
分
の
知
ら
な
い
内
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
た
し
も
辞
意
を

漏
ら
し
た）17
（

。
挙
句
に
腹
心
長
野
義
言
は
直
弼
に
幕
政
参
与
田
安
慶
頼
や
関
白
九
条
尚

忠
へ
の
支
援
要
請
を
進
言
し
て
い
る
。「
大
老
就
任
後
の
直
弼
は
、
幕
政
に
お
い
て

も
老
中
評
議
・
将
軍
伺
い
を
前
提
と
し
た
意
思
決
定
を
基
本
と
し
て
お
り
、
条
約
調

印
の
時
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
安
政
の
大
獄
の
最
中
に
お
い
て
も
、
大
老
の
地
位

に
よ
る
専
決
権
が
な
い
た
め
苦
悩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」）
18
（

と
母
利
氏
は
書
い
て
い

る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
結
局
大
老
井
伊
直
弼
で
す
ら
〝
迎
入
者
〞
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。

三　

御
前
会
議
な
き
幕
政

藩
政
に
お
い
て
も
家
老
合
意
体
制
と
い
う
権
力
構
造
が
あ
っ
た）19
（

。
言
っ
て
み
れ
ば

〝
藩
閣
〞
と
い
う
べ
き
か
。
し
か
し
、
幕
府
の
場
合
と
は
違
っ
て
そ
れ
は
幕
末
期
の

政
治
過
程
に
お
い
て
ず
い
ぶ
ん
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
手
子
中
・
奥
祐
筆
・
郡

奉
行
な
ど
中
下
級
役
人
の
台
頭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
い
わ
ゆ
る
能
吏
た
ち
は

自
分
の
学
識
や
政
治
力
か
ら
得
ら
れ
た
〝
学
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク）20
（

〞
で
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
、
ま
た
主
に
上
書
活
動
に
よ
る
世
論
掌
握
、
政
策
決
定
会
議
で
の
弁
舌
能
力

な
ど
に
よ
っ
て
〝
藩
閣
〞
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な

い
。
権
力
を
勝
ち
取
る
た
め
に
は
主
君
を
政
治
の
場
に
巻
き
込
む
こ
と
が
必
要
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
の
政
治
的
登
場
は
〝
主
君
親
政）21
（

〞
の
名
分
の
下
で
、
主
君
の

政
治
化
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
政
治
的
表
現
が

〝
御
前
会
議
〞
の
頻
繁
な
開
催
で
あ
ろ
う
。

水
戸
藩
主
に
就
任
し
た
斉
昭
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）、「
調
役
頭
取
又
ハ
若
年

寄
代
等
と
我
等
う
わ
さ
い
た
し
決
候
事
に
て
も
夫
ハ
内
々
の
義
重
職
方
に
而
決
不
申

候
義
ハ
度
々
せ
つ
き
候
計
に
而
外
に
致
方
も
無
之
我
等
も
気
を
も
み
候
計
に
退
役
も

願
度
程
に
有
之
候
」）
22
（

と
嘆
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に

も
「
直
書
に
て
両
金
方
へ
遣
候
へ
共
…
又
直
書
二
て
申
遣
候
義
を
政
府
二
て
指
留
候

義
さ
ら
二
不
聞
事
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
に
当
分
続
い
た）23
（

。

し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
水
戸
藩
で
は
「
改
革
派
（
立
原
派
・
藤
田
派
）」
の
政

治
的
台
頭
に
よ
っ
て
段
々
「
藩
閣
」
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
く）24
（

。
そ
れ
は
御
前
会
議
を

含
む
主
君
親
政
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
、
私
は
考
え
る
。

　

彪
政
府
に
あ
り
し
事
前
後
十
年
許
り
の
間
、
執
政
参
政
を
初
め
目
附
（
原
文

の
ま
ま
）
或
は
郡
奉
行
勘
定
奉
行
奥
右
筆
の
類
迄　

御
前
に
居
並
び
て
評
議
せ
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し
た
ぐ
ひ
は
挙
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
言
路
を
開
く
と
い
ふ
こ
と
古
き
書
に
は
見

ゆ
る
な
れ
ど
我
が
藩
の
如
く
実
に
斯
く
迄
も
開
け
ぬ
る
事
今
の
世
に
は
類
あ
る

ま
じ
く
と
ほ
こ
り
ぬ
べ
し）25
（

東
湖
の
自
負
に
満
ち
た
証
言
が
事
実
だ
と
し
て
も
そ
の
自
負
は
そ
の
後
長
ら
く
は

続
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
幕
末
期
に
入
る
と
御
前
会
議
は
水
戸
だ
け
で
な
く

一
層
広
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
長
州
藩
で
あ
る
。
幕
末
期
長
州
に
お
い
て

は
御
前
会
議
が
頻
繁
に
開
か
れ
た
が
、
そ
こ
に
当
役
中
と
と
も
に
、
下
級
実
務
役
人

の
手
子
中
（
佑
筆
、
用
所
役
、
遠
近
方
、
藏
元
兩
人
役
、
手
元
役
、
御
用
方
中)

が

参
加
し
た
と
い
う）26
（

。
こ
の
御
前
会
議
は
す
で
に
決
定
し
た
こ
と
を
御
前
で
追
認
す
る

と
い
う
、
形
式
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
会
議
で
は
度
々
激
し
い
論
争
が
繰
り
広

げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
政
策
の
中
身
が
左
右
さ
れ
た
。
身
分
や
役
職
も
い
う

ま
で
も
な
く
重
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
で
は
専
門
的
な
知
識
や
弁
舌
能
力
、
ま
た

は
会
議
運
営
の
能
力
な
ど
が
も
の
を
い
っ
た
。
幕
末
期
に
低
い
身
分
に
も
か
か
わ
ら

ず
政
治
の
場
で
活
躍
を
見
せ
た
も
の
の
多
く
は
、
こ
こ
で
頭
角
を
現
し
た
人
た
ち
で

あ
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
幕
府
に
お
い
て
は
諸
藩
と
異
な
り
、〝
幕
閣
〞
を
凌
ぐ
ほ
ど

の
中
下
級
役
人
の
政
治
的
台
頭
は
あ
ま
り
見
え
な
い
が
、
そ
れ
は
将
軍
親
政
が
つ
い

に
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
井
伊
直
弼
が
大
老

に
就
任
す
る
や
否
や
し
き
り
に
将
軍
家
定
に
拝
謁
を
重
ね
、
家
定
の
〝
賢
明
さ
〞
を

強
弁
し
た
の
も
幕
政
に
お
い
て
も
大
老
で
す
ら
幕
閣
体
制
を
揺
さ
ぶ
る
に
は
主
君
の

介
入
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
ペ
リ
ー
来
航
以
後
激
動
の
時
期

に
将
軍
家
定
・
家
茂
が
有
意
味
な
政
治
力
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な
く
、
政
策
決
定
に
影
響
を
与
え
る
〝
御
前
会
議
〞
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ

た
と
い
え
る
。
幕
閣
と
中
下
級
役
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
し
い
研
究
は
出

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
幕
府
に
お
い
て
は
中
級
の
譜
代
大
名
が
就
く
老
中
の
指

導
性
は
幕
末
期
に
も
若
年
寄
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
視
点

か
ら
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四　

幕
閣
・
幕
政
と
い
う
謎

そ
も
そ
も
大
身
の
家
門
を
さ
て
置
い
て
小
身
だ
け
に
幕
政
を
専
担
さ
せ
た
仕
組
み

は
異
例
的
で
あ
る
。
中
国
も
朝
鮮
も
歴
と
し
た
家
門
の
者
た
ち
が
政
治
の
前
面
に
出

る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
権
力
や
政
治
か
ら
離
れ
た
と
こ

ろ
に
歴
と
し
た
家
門
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
と
が
徳
川
家
の
「
家

政
」
の
範
囲
か
、
あ
る
い
は
平
常
の
時
な
ら
と
も
か
く
、
国
家
的
危
機
の
時
、
小
身

の
老
中
集
団
が
確
固
た
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
の
は
や
は
り
無
理
な
面
が
あ
る

だ
ろ
う
。
権
力
的
に
は
と
も
か
く
威
信
的
に
は
彼
ら
の
上
に
は
、
御
三
家
、
親
藩
、

大
身
の
譜
代
大
名
、
雄
藩
の
外
様
大
名
な
ど
が
あ
り
、
彼
ら
は
せ
い
ぜ
い
侍
下
の
存

在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
唯
一
の
権
源
で
あ
る
将
軍
は
肝
心
な
時
に
政
治
的
不
能
の
状

態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
幕
政
参
与
、
大
老
、
政
治
総
裁
職
と
続
く
〝
迎
入
者
〞
登
場

の
背
景
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
〝
迎

入
者
〞
と
幕
閣
と
の
関
係
と
、
大
物
の
〝
迎
入
者
〞
に
対
し
て
も
維
持
で
き
た
幕
閣

権
力
の
詳
細
な
検
討
で
あ
ろ
う
。
幕
閣
は
別
に
〝
迎
入
者
〞
に
政
権
を
譲
っ
た
こ
と

で
も
な
け
れ
ば
、〝
迎
入
者
〞
の
主
導
権
す
ら
す
ん
な
り
と
認
め
た
こ
と
で
も
な
い

よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。〝
迎
入
者
〞
と
幕
閣
と
の
間
に
は
権
力
闘
争
・
緊
張
と
牽

制
の
関
係
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
幕
末
政
治
史
を
複
雑
極
ま
り
な
い
も
の
に
し
た
。
そ

れ
か
と
い
っ
て
、
幕
閣
が
一
枚
岩
で
団
結
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、〝
閣
中
は
内

乱
〞
の
状
態
で
あ
っ
た
。
問
題
な
の
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
徳
川
斉
昭
、

井
伊
直
弼
、
松
平
慶
永
な
ど
幕
末
期
第
一
級
の
政
治
家
で
す
ら
幕
閣
を
制
圧
す
る
に

あ
れ
ほ
ど
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
〝
壁
〞
と
い
う

か
、〝
力
〞
と
い
う
の
も
の
の
正
体
は
未
だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
大
胆
な
言
い
方
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
こ
そ
、
他
の
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
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家
と
異
な
る
近
世
日
本
権
力
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
）　

菊
地
久
「
維
新
の
変
革
と
幕
臣
の
系
譜
：
改
革
派
勢
力
を
中
心
に
―
国
家
形
成
と

忠
誠
の
転
移
相
克
」
一
〜
七
『
北
大
法
学
論
集
』
二
九
（
三‒

四
）
〜
三
三
（
五
）、

一
九
七
九‒

一
九
八
三
年
を
は
じ
め
、
氏
の
一
連
の
先
駆
的
な
業
績
が
代
表
的
で
あ

る
。
本
稿
も
氏
の
研
究
に
多
く
負
っ
て
い
る
。

（
2
）　

三
谷
博
『
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム　

幕
末
の
外
交
と
政
治
変
動
』、
山
川

出
版
社
、
一
九
九
七
年
。
同
『
ペ
リ
ー
来
航
』（
新
装
版
）
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

三
年
。
奈
良
勝
司
『
明
治
維
新
と
世
界
認
識
体
系
―
幕
末
の
徳
川
政
権
信
義
と
征
夷

の
あ
い
だ
』、
有
志
舍
、
二
〇
一
〇
年
。
久
住
眞
也
『
長
州
戦
争
と
徳
川
将
軍
―
幕

末
期
畿
内
の
政
治
空
間
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。
同
『
幕
末
の
将
軍
』、
講
談

社
、
二
〇
〇
九
年
。
母
利
美
和
『
井
伊
直
弼
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。  

佐
藤
隆
一
『
幕
末
期
の
老
中
と
情
報
―
水
野
忠
精
に
よ
る
風
聞
探
索
活
動
を
中
心

に
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
。
麓
慎
一
『
開
国
と
条
約
締
結
』、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
四
年
。
後
藤
敦
史
『
開
国
期
徳
川
幕
府
の
政
治
と
外
交
』、
有
志
舎
、

二
〇
一
五
年
な
ど
。

（
3
）　

①
朴
薫
「
十
九
世
紀
前
半
日
本
に
お
け
る
「
議
論
政
治
」
の
形
成
と
そ
の
意
味
―

東
ア
ジ
ア
政
治
史
の
視
点
か
ら
―
」、
明
治
維
新
史
学
会 

編
『
講
座
明
治
維
新 
Ⅰ

―
世
界
史
の
な
か
の
明
治
維
新
』、
有
志
舍
、
二
〇
一
〇
年
。
②
同
「
幕
末
政
治
変

革
と
〈
儒
教
的
政
治
文
化
〉」、『
明
治
維
新
史
硏
究
』
八
、
二
〇
一
二
年
。
③
同
「
東

ア
ジ
ア
政
治
史
に
お
け
る
幕
末
維
新
政
治
史
と
〝
士
大
夫
的
政
治
文
化
〞
の
挑
戦
―

サ
ム
ラ
イ
の
〝
士
化
〞」、
清
水
光
明
編
『「
近
世
化
」
論
と
日
本
―
「
東
ア
ジ
ア
」

の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
。
④
同
「
武
士
の
政
治
化
と

「
学
党
」
―
十
九
世
紀
前
半
の
日
本
に
お
け
る
「
士
大
夫
的
政
治
文
化
」
の
台
頭
」、

塩
出
浩
之
編
『
公
論
と
交
際
の
東
ア
ジ
ア
近
代
』、
東
京
大
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
。

（
4
）　

菊
地
久
「
阿
部
正
弘
政
権
、
そ
の
組
成
と
手
法
」、
北
海
学
園
大
学
法
学
部
編

『
変
容
す
る
世
界
と
法
律
・
政
治
・
文
化
―
北
海
学
園
大
学
法
学
部
40
周
年
記
念
論

文
集
』
下
巻
、
二
〇
〇
七
年
。

（
5
）　

篠
崎
佑
太
「
嘉
永
期
に
お
け
る
徳
川
斉
昭
「
参
与
」
の
実
態
と
影
響
」『
明
治
維

新
史
研
究
』
一
五
、
二
〇
一
八
年
。

（
6
）　

佐
々
木
克
『
史
料
公
用
方
秘
録
』、
彦
根
城
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
頁
。

（
7
）　

篠
崎
佑
太
、
前
掲
論
文
、
九
〜
一
一
頁
。

（
8
）　
「
聿
修
叢
書
」
維
新
史
料
編
纂
事
務
局 『
維
新
史
』
二
卷
、
明
治
書
院
、
一
九
四

〇
年
、
一
一
〇
頁
。

（
9
）　

金
玄
耿
「
井
伊
直
弼
の
政
界
登
場
と
政
治
的
立
場
の
形
成-

溜
詰
と
忍
事
件
を
中

心
に
」（
ハ
ン
グ
ル
、
未
刊
）

（
10
）　
「
斉
昭
よ
り
戸
田
銀
次
郎
・
藤
田
東
湖
へ
の
書
翰
」『
維
新
史
』
二
巻
、
七
四
頁
。

（
11
）　
『
井
伊
家
史
料
』
六
、
二
〇
六
頁
。

（
12
）　

中
根
雪
江
『
昨
夢
紀
事
』
四
巻
、
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
二
一
年
、
五
二
頁
。

（
13
）　
『
昨
夢
紀
事
』
四
巻
、
一
九
三
頁
。

（
14
）　
『
昨
夢
紀
事
』
三
巻
、
三
五
九
頁
。

（
15
）　

菊
地
久
「
井
伊
直
弼
試
論
―
幕
末
政
争
の
一
断
面
（
中
の
一
）」『
北
海
学
園
大
学

法
学
研
究
』
五
三
（
四
）、
二
〇
一
八
年
、
三
六
九
頁
。

（
16
）　
『
史
料
公
用
方
秘
録
』、
一
八
頁
。

（
17
）　

母
利
美
和　

前
掲
注
（
2
）、
二
一
六
頁
。

（
18
）　

母
利
美
和　

前
掲
注
（
2
）、
二
一
八
頁
。

（
19
）　

笠
谷
和
比
古
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。

（
20
）　
〝
学
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〞
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
3
）
③
・
④
。

（
21
）　

主
君
親
政
の
拡
散
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）
②
。

（
22
）　
『
水
戸
藩
史
料
』
別
記
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
、
四
七
二
頁
。

（
23
）　
『
水
戸
藩
史
料
』
別
記
上
、
五
二
四
頁
。

（
24
）　

前
掲
注
（
3
）
①
。

（
25
）　
「
常
陸
帯
」
菊
池
謙
二
郞
編
『
新
定
東
湖
全
集
』、
博
文
館
、
一
九
四
〇
年
、
七
五

頁
。

（
26
）　

井
上
勝
生
「
幕
末
に
お
け
る
御
前
会
議
と
「
有
司
」」『
史
林
』
六
六‒

五
、
一
九

八
三
年
（
同
『
幕
末
維
新
政
治
史
の
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）。
上
田
純
子

「
安
政
五
年
萩
藩
に
お
け
る
「
会
議
」
と
政
治
機
構
―
幕
末
維
新
期
政
治
史
再
考
の

た
め
の
一
試
論
―
」『
史
學
雜
誌
』
一
〇
七‒

六
、
一
九
九
八
年
。


