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天
保
年
度
は
或
は
大
頑
手
八
郎
の
氣
に
よ
つ
て
或
は
水
野
忠
邦
の
改
革
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
如
く
幕
藩
体
制
下
の
近
世
封

建
社
會
が
全
面
的
に
破
局
に
突
入
し
又
一
面
か
4

る
朕
態
か
ら
脱
却
せ
ん
が
為
の
創
期
的
輯
捩
の
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

此
の
動
搭
と
改
革
と
を
通
じ
て
幕
藩
体
制
に
封
す
る
否
定
的
要
素
ー
絶
野
制
成
立
の
條
件
が
明
確
に
地
表
上
に
現
わ
れ
、
斯
＜

て
時
の
勢
既
に
定
ま
る
と
共
に
一
方
次
代
を
招
う
べ
き
人
物
も
登
場
し
来
つ
て
い
る
。
此
の
意
味
に
於
て
天
保
度
を
中
心
と
し

て
展
開
さ
れ
る
諸
問
題
は
藩
末
史
ル
至
明
治
維
莉
史
上
に
於
け
る
最
も
重
要
な
る
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

而
し
て
此
の
時
代
の
歴
史
的
推
移
は
藩
府
た
る
と
諸
藩
た
る
と
を
問
わ
す
、
そ
の
規
極
と
違
速
の
差
こ
そ
あ
紅
版
ね
乱
を
一

に
す
る
も
の
が
あ
る
が
今
此
臨
に
問
題
と
せ
ん
と
す
る
謳
岡
藩
天
保
の
改
革
の
如
き
水
野
忠
邦
の
改
革
に
先
ん
じ
て
行
わ
れ
、

且
つ
其
の
近
代
的
要
索
が
孫
府
の
改
革
に
先
ん
じ
て
硯
わ
れ
て
居
る
点
に
於
て
注
目
に
値
す
る
。
封
建
社
會
に
と
つ
て
全
く
異

園
岡
藩
政
史
‘り
研
究
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質
的
後
糧
者
が
先
づ
地
方
に
於
て
具
体
的
に
其
の
姿
を
現
わ
し
た
の
で
あ
る
。
此
虞
に
我
等
は
藩
史
の
究
明
に
よ
っ
て
先
づ
そ

の
地
域
的
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
時
代
の
本
質
を
も
必
然
的
に
把
握
し
得
る
可
能
性
を
持
つ
。

聾
岡
藩
天
保
の
改
革
は
天
保
五
年
か
ら
七
年
に
亘
つ
て
行
わ
れ
、
薩
藩
の
調
所
笑
左
筒
門
に
よ
る
財
政
改
革
（
天
保
九
年
以

降
）
の
剌
戟
に
よ
っ
て
躙
褒
さ
れ
た
九
州
に
於
け
る
藩
政
改
革
の
ー
つ
で
あ
る
が
、
此
等
一
群
の
九
州
に
於
け
る
改
革
事
業
が

年
代
的
に
塙
府
の
天
保
改
革
（
天
保
九
年
以
降
）
に
先
立
つ
て
居
る
こ
と
は
、

に
よ
っ
て
受
動
的
に
生
起
し
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
そ
の
内
的
必
然
性
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ

る
。
斯
勺
そ
の
自
律
性
に
基
い
て
展
開
さ
れ
る
時
、
地
方
史
は
獨
自
の
歴
史
的
意
義
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

天
保
及
び
こ
れ
に
先
立
つ
文
化
文
政
年
度
は
常
時
の
封
建
的
痙
溌
が
既
に
限
界
点
に
到
逹
し
た
時
代
で
あ
っ
た
c

故
に
そ
の

反
映
と
し
て
時
代
的
苦
憐
を
物
語
る
幾
多
の
事
件
は
此
の
時
代
を
中
心
と
し
て
一
時
に
頻
預
し
て
い
る
。

即
ち
九
州
諸
藩
に
つ
い
て
み
る
も
揺
岡
に
隣
接
す
る
久
留
米
藩
が
四
十
二
萬
両
り
、
佐
賀
惑
が
二
十
萬
石
の
空
米
切
手
に
よ

つ
て
堂
島
の
米
毀
市
場
を
混
乱
に
陥
れ
た
の
は
文
化
十
一
年
で
あ
り
、
揺
岡
藩
も
亦
同
年
に
は
藩
債
百
萬
を
突
破
す
る
に
至
つ

て
い
る
。
か
4

る
情
勢
は
諸
藩
を
謳
つ
て
苛
飲
誅
求
に
赴
か
し
め
る
結
果
と
な
り
、
文
化
ー
天
保
の
間
は
又
百
姓
一
揆
の
時
代

で
あ
る
。
揺
岡
藩
も
文
化
八
、
九
年
に
及
ん
で
慶
長
五
年
藩
祖
長
政
の
入
國
以
来
か
つ
て
経
瞼
し
な
か
っ
た
百
姓
一
揆
を
み
る

に
至
り
、
天
保
八
年
に
は
隣
藩
た
る
豊
前
の
小
倉
城
が
一
揆
の
為
に
燒
か
れ
る
如
き
こ
と
が
あ
っ
た
。

天
保
十
四
年
に
記
さ
れ
た
「
齋
庭
之
穂
」
が
武
家
の
彿
米
を
四
百
萬
石
と
し
、
其
の
七
割
五
分
に
常
る
一
二
百
萬
石
は
利
足
米

と
し
て
大
阪
町
人
の
牧
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
偲
え
て
居
る
が
如
き
よ
く
常
時
の
大
勢
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
破
局

／
 

一
般
的
な
地
方
の
歴
史
那
象
の
如
く
外
的
要
因

一
六
四

I . 



か
と
な
る
如
き
騨
係
に
立
つ
。

を
回
避
せ
ん
が
為
に
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
が
財
政
改
革
の
為
の
諸
事
業
で
あ
っ
た
。

改
革
、
同
十
一
年
に
は
奥
手
昌
高
（
黒
田
長
沌
の
異
栂
兄
、
島
津
重
豪
の
二
男
）

つ
て
居
る
こ
と
は
特
に
注
目
に
値
す
る
。

蘊
岡
藩
天
保
改
革
の
特
質

，

一
六
五

先
に
述
べ
た
如
く
天
保
年
度
の
常
初
に
於
て
先
づ
改
革
事
業
に
着
手
し
た
の
は
薩
藩
で
あ
っ
て
、
彼
の
調
所
笑
左
御
門
の
偉

業
は
よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
常
時
の
謁
岡
溜
主
は
島
津
重
豪
の
九
男
長
薄
で
あ
っ
て
薩
藩
の
改
革
着
手
に
後
れ
る
こ

と
四
年
、
天
保
五
年
白
水
養
禎
を
登
用
し
て
落
政
改
革
の
衝
に
常
ら
し
め
た
。
面
し
て
同
五
年
佐
賀
、
同
九
年
に
は
長
州
藩
の

に
よ
る
中
津
溜
の
改
革
が
行
わ
れ
た
。
斯
＜

諸
藩
特
に
薩
長
及
び
佐
賀
等
の
改
革
が
一
應
結
ば
し
其
の
近
代
的
軍
備
の
撰
充
と
な
り
遂
に
徳
川
猫
府
を
打
倒
す
る
要
素
と
な

揺
岡
藩
に
於
て
は
そ
の
天
保
改
革
に
先
立
つ
て
二
回
の
顕
著
な
改
革
が
行
わ
れ
て
居
る
。
即
ち
享
保
の
飢
饉
の
決
定
的
打
撃

に
よ
る
財
政
破
綻
を
拾
牧
す
る
の
を
其
の
使
命
と
し
た
賓
暦
明
和
の
改
革
、
更
に
寛
政
四
年
・
六
年
ー
ナ
九
年
に
亘
る
凶
歳
の
後

を
う
け
た
文
化
初
年
の
改
革
が
夫
れ
で
、
前
者
は
家
老
吉
田
久
兵
衛
、
裏
判
役
山
路
次
左
窃
門
を
中
心
と
し
、
後
者
は
家
老
久

野
外
記
、
製
判
役
明
石
久
左
衛
門
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
二
回
の
改
革
は
天
保
の
夫
れ
に
比
し
て
其
の
性

格
の
上
に
本
質
的
相
異
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
従
つ
て
天
保
改
革
の
意
義
は
前
一
1

者
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
肝
明
ら

先
づ
改
革
の
中
心
的
人
物
に
つ
い
て
見
る
に
猿
麿
明
和
の
改
革
に
於
て
事
に
常
っ
た
の
は
家
老
及
び
之
に
次
ぐ
紙
判
役
た
る

靡

岡
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政

史

の

研

究
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吉
田
•，
山
蹄
で
あ
っ
て
身
分
的
に
党
然
藩
治
を
療
常
す
べ
き
人
々
で
あ
っ
た
。
文
化
の
改
革
も
亦
其
の
中
心
人
物
は
家
老
裏
判

役
で
あ
っ
て
、
其
の
施
策
の
如
き
雨
改
革
何
れ
も
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
封
建
的
体
制
の
回
復
に
在
り
且
つ
共
に
一
應
の
治
絃

を
繹
げ
て
は
い
る
が
、
そ
の
成
功
の
原
因
は
時
流
の
必
然
的
褒
展
へ
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
封
建
的
範
店
の
桓
内

に
於
て
偉
統
的
方
法
に
よ
っ
て
改
革
を
企
岡
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
其
れ
等
は
本
質
的
に
は
反
動
政
治
で
あ
り
、
結

果
よ
り
見
て
一
時
的
禰
縫
策
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
云
う
な
ら
ば
資
膝
明
和
の
改
革
に
於
て
は
藩
財
政
の
建
て
直
し
に
次
い
で
弩
移
の
禁
止
、
官
制
税
制
の
整
備
、
國

註

府
の
愛
用
、
家
中
武
士
の
救
演
が
主
眼
と
さ
れ
た
が
、
之
に
伴
つ
て
御
用
聞
商
人
の
腹
止
（
賓
謄
十
二
年
）
が
行
わ
れ
、
目
安

を
書
認
め
て
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
を
も
禁
止
し
て
居
る
（
明
和
七
年
）
が
如
き
は
此
の
改
革
が
主
と
し
て
封
建
的
政
治
力
に

依
存
し
、
商
工
業
の
犠
牲
に
於
て
、
或
●
農
民
の
苛
飲
誅
求
に
よ
っ
て
此
の
改
革
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
云
い

得
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
博
多
輻
岡
に
御
用
聞
と
舅
す
る
町
人
あ
り
、
是
は
右
に
記
せ
る
（
享
保
十
七
年
飢
饉
の
條
を
指
す
）
大
坂
に
上
＂
銀
米

借
用
せ
し
者
、
文
は
わ
け
て
其
頃
功
あ
り
し
輩
、
雨
市
中
よ
り
十
人
此
役
琥
を
賜
は
り
、
年
行
字
の
格
に
等
し
か
ら
し
め
、
間
御
財
用

の
事
を
奥
り
聞
か
し
め
玉
（
り
。
追
て
交
代
し
て
務
め
け
る
が
、
費
暦
十

1

一
年
此
事
を
止
め
ら
る
。

（
「
石
城
志
」
•
巻
十1一
）

文
化
の
改
革
は
時
代
の
背
景
及
び
其
の
施
策
の
甘
際
に
於
て
、
輻
岡
藩
三
大
改
革
の
中
間
に
位
す
る
。
即
ち
貨
幣
政
策
が
改

革
の
中
心
的
問
題
と
な
り
、
大
阪
町
人
と
の
折
衝
が
よ
り
重
要
性
を
培
す
一
方
、
特
殊
産
業
の
藩
螢
が
謡
訟
m
さ
れ
或
は
徳
政
類

似
の
「
米
錢
捨
切
」
が
行
わ
れ
る
な
ど
時
代
を
反
映
す
る
多
く
の
事
象
が
褻
見
さ
れ
る
が
、
其
の
改
革
の
理
念
に
於
て
は
極
め

註

御
用
閉

一
六
六

ヽ



ー

寧
ろ
賓
唇
明
和
の
改
革
と
相
通
す
る
も
の
を
よ
り
多
く
持
つ
て
居
る
。

水
野
忠
邦
は
そ
の
改
革
の
常
初
に
嘗
つ
て
「
た
ど
ひ
御
城
下
衰
態
を
極
め
、
今
日
の
家
繊
難
相
立
、
商
人
共
難
散
仕
候
共
柳

不
頓
着
」
と
し
た
。
即
ち
彼
は
其
の
株
仲
間
の
想
、
醤
里
蒻
農
の
策
に
現
わ
れ
た
如
く
封
建
枇
會
維
持
の
為
に
は
庶
民
生
活

ゑ
で
は
な
く
又
「
享
保
は
管
差
置
、
先
寛
政
度
の
通
相
成
候
得
ば
」
と
云
い

ー
商
業
組
織
の
破
壌
の
如
き
は
顧
慮
す
る
と
こ

、
國
民
生
活
の
進
歩
商
工
業
の
登
逹
の
如
き
は
全
く
無
脱
さ
れ
、

の
改
革
の
基
調
と
す
る
と
こ
ろ
は
寛
政
度
へ
の
復
古
に
存
し

復
古
の
中
に
其
の
改
革
の
原
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
博
統
の
楯
威
こ
そ
は
封
建
砒
會
最
大
の
支
柱
で
あ
っ
た
が
故
に
徳
川
幕

喜
―
―
一
大
改
革
に
於
て
享
保
に
は
疫
長
元
和
が
、
寛
政
に
は
享
保
が
、
天
保
に
は
享
保
寛
政
度
に
復
騎
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ

れ
た
こ
と
は
叉
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

此
の
点
に
於
て
九
州
諸
藩
の
天
保
年
度
に
於
け
る
諸
改
革
は
之
と
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
今
は
叙
述
の
便
宜
の
為
に

ー

す
る
が
其
の
最
も
著
し
い
特
徽
は
其
の
政
局
の
指
営
者
が
何
れ
も
身
分

薩
藩
、
福
岡
藩
、
中
津
藩
に
限
定
し
て
述
ぺ
る
こ
と
4

、
扉
岡
藩
の
白
水
要
禎
は
眼
療
方
の
腎
師

葱
蕗
藩
の
調
所
笑
左
衛
⑰
は
茶
道
方

的
に
武
士
的
性
格
の
極
め
て
稀
海
な
点
で
あ

で
あ
っ
た
。
此
虞
に
彼
等
が
封
建
的
意
馘
の
束
縛
か
ら
脱

中
津
藩
の

□

澤
庄
右
衛
門
は
茶
茶
の
間
坊
主
か
ら
抜
掘
さ
れ
た
も
の

却
す
る
契
機
を
持
っ
た
こ
と
は
先
づ
看
過
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
此
等
の
薪
人
物
は
江
戸
或
は
大
阪
に
往
来
し
或
は
居
住
し
て
そ
の
経
瞼
に
基
く
廣
き
視
野
を
持
ち
、
そ
の
結
果
薪
し
い

て
、
彼
等
の
改
革
に
現
わ
れ
る
進
歩
性
と
近
代
性
は
此

世
界
観
に
立
脚
し
た
識
見
を
抱
い
て
居
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ

耀

岡

藩

政

史

の

研

究

て
封
建
的
で
あ
り
、

北

一
六
七

政
冶
力
に
よ
っ
て
提
漬
を
統
慧
ん
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
且
つ
改
半
の
招
常
者
が
上
羹
士
で
あ
る
点
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虞
に
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

粛
岡
藩
天
保
の
改
革
は
其
の
藩
政
史
上
に
於
け
る
意
義
の
大
な
る
に
も
拘
わ
ら
す
極
め
て
史
料
に
乏
し
い
。
従
つ
て
之
に
闘

し
て
援
用
す
べ
き
業
綾
亦
稀
で
あ
っ
て
勢
ひ
零
細
な
距
片
的
史
料
を
殿
渉
つ
4
叙
逸
す
る
こ
と
4
な
り
、
之
を
概
観
す
る
こ
と

極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
國
史
叢
書
所
牧
の
「
浮
世
の
有
様
」
（
営
時
大
阪
在
住
の
一
無
名
皆
師
の
見
聞
録
）
は
此
の
鋏
を
補
う

羹
る
も
の
で
あ
っ
て
其
の
記
載
は
概
ね
正
鵠
を
得
て
、
此
の
改
革
の
全
貌
を
理
解
す
る
に
欠
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

「
筑
前
侯
に
は
、
勝
手
向
宜
し
か
ら
ざ
る
所
よ
り
領
内
の
緊
を
召
出
し
、
四
百
五
十
石
を
奥
へ
士
に
取
立
て
、
白

T左
衛
門

｀

と
名
乗
ら
せ
勝
手
方
を
命
じ
、
萬
事
是
が
計
ら
ひ
に
て
領
中
に
課
役
を
申
付
け
、
大
坂
に
て
館
入
の
町
人
鴻
池
•
加
島
屋
を
始

翌
天
王
寺
屋
忠
左
衛
門
罰
厨
1

ハ
兵
衛
出
雲
屋
孫
兵
衛
な
ど
い

「
頭
書
」
筑
前
よ
り
役
人
来
り
大
坂
の

館
入
を
倒
せ
し
は
壬
七
月
の
事
な
り
し

め
、
悉
く
此
等
を
踏
倒
し

へ
る
者
を
引
出
し
、
新
法
を
立
て
し
に
、
忽
ち
領
中
に
楚
を
生
じ
百
姓
一
揆
の
催
あ
り
。
大
坂
へ
運
送
せ
し
米
も
直
安
な
ら
で

は
買
人
な
く
、
忽
ち
大
手
支
と
な
り
ぬ
。
是
迄
は
大
坂
に
て
四
蔵
物
と
稲
し
、
筑
前
加
賀
安
藝
長
州
を
ば
代
る
代
る
建
物
な
り

し
に
此
度
銀
｀
主
を
悉
く
へ
た
り
、
年
々
上
し
来

b
し
に
十
萬
石
余
の
米
を
野
町
叩
と
な
し
膀
手
に
貸
捌
か
む
と
せ
し
か
ど
も
、

堂
島
の
手
を
離
れ
て
納
屋
物
の
事
な
れ
ば
一
度
に
多
く
買
ふ
者
な
く
、
其
上
値
段
を
も
相
場
よ
り
も
五
六
匁
つ
つ
落
さ
る
。
さ

之
を
衷
り
し
と
て
少
々
づ
つ
の
事
な
れ
ば
、
大
に
手
支
に
及
ぶ
様
に
な
り

れ
ど
も
費
ら
ざ
れ
ば
江
戸
の
仕
送
り
も
な
り
難
く
、

．
 

て
必
死
と
つ
ま
ら
ざ
る
や
う
に
な
り
て
、
家
老
は
い
ふ
に
及
ば
す
、
白
津
用
左
衛
門
も
忽
に
し
く
じ
り
ね
3

さ
れ
ば
と
て
人
氣

改

革

の

概

観

， 

一
六
八



心
人
物
と
す
る
こ
と
は
必
す
し
も
不
裳
で
は
な
い
。

:1
統
に
損
ね
ぬ
る
上
な
れ
ば
、
今
更
如
何
と
も
な
し
難
く
て
、
大
に
困
れ
る
有
様
な
り
。
笑
ふ
べ
き
事
な
り
」

即
ち
揺
岡
藩
が
財
政
窮
乏
の
結
果
、
藩
腎
白
水
養
禎
（
落
政
に
参
典
す
る
に
営
つ
て
要
左
衛
門
と
改
名
）
を
抜
擢
し
て
財
政
9
9
9

改
革
．に
岱
ら
せ
た
。

白
水
は
先
づ
領
内
に
直
税
を
課
し
、

一
方
従
来
御
出
入
の
町
人
と
し
て
藩
の
財
政
を
援
け
来
っ
た
六
軒
雨
替
の
筆
頭
、
鴻
池
、

加
島
屋
等
の
一
流
の
大
坂
町
人
に
到
す
る
藩
の
負
債
を
踏
倒
し
、
新
に
二
流
の
大
坂
町
人
た
る
天
王
寺
屋
、
銹
屋
、
出
雲
屋
等

と
結
ん
で
藩
財
政
の
建
直
し
を
策
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
志
と
違
い
忽
ち
領
内
に
百
姓
一
揆
起
り
、

一
六
九

一
方
恐
ら
く
は
天
王
寺
屋

等
に
よ
っ
て
有
利
に
衰
却
す
る
予
想
の
も
と
に
大
坂
に
回
漕
し
た
十
萬
石
余
の
藩
米
は
（
恐
ら
く
は
一
流
町
人
の
締
買
其
の
他

＼

の
妨
害
に
よ
つ
て
）
蔵
物
と
し
て
捌
く
こ
と
能
わ
す
、
納
屋
物
に
格
下
げ
し
て
戎
却
す
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
が
猪
意
の
如

く
な
ら
す
、
遂
に
施
す
に
策
な
く
、
彼
を
用
い
た
家
老
も
其
の
責
を
負
は
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
白
水
の
改
革
事
業
は
忽
ち
に

し
て
水
洵
に
鰈
し
た
と
云
う
の
で
あ
る
。

Iヽ
 

大
坂
に
在
つ
て
、
忽
ち
に
現
は
れ
忽
ち
に
失
脚
し
去
っ
た
白
水
の
事
業
を
傍
観
し
た
場
合
に
は
正
に
斯
く
の
如
く
あ
つ
け
な

い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
浮
世
の
有
様
」
が
言
う
如
く
白
水
養
禎
は
江
戸
藩
邸
詰
の
眼
療
方
警
師
で
あ
り
、
彼
を
し
て

此
の
改
革
に
常
ら
し
め
た
も
の
は
藩
の
宜
臣
久
野
外
記
一
親
で
あ
っ
た
。
而
し
て
養
禎
と
共
に
登
用
さ
れ
彼
と
共
に
御
救
奉
行

と
な
っ
た
花
房
俳

K
衛
門
の
如
き
も
無
視
出
来
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
藩
内
に
於
て
は
こ
の
事
件
を
白
水
養
禎
の
改

革
と
呼
び
又
甕
頁
此
の
改
革
は
彼
の
財
政
改
革
意
見
に
其
の
端
を
稜
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
か
ら
彼
を
一
靡
岡
藩
天
保
改
革
の
中

醐

岡

藩

政

史

の

研

究



．
 

＇ 

改

革

者

の

登

場

羅

岡

藩

政

史

の

研

究

而
し
て
此
の
改
革
を
観
察
す
る
に
常
つ
て
最
も
我
等
の
注
目
す
べ
き
も
の
は
白
水
を
中
心
と
す
る
新
吏
僚
が
プ
ル
ジ
ョ
ァ
的

諸
肝
か
ら
抜
擢
さ
れ
て
藩
政
の
栖
軸
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
此
虞
に
封
建
的
理
を
超
え
た
政
治
の
様
式
が
生
み
出

さ
れ
、
此
虚
に
一
度
誕
生
し
た
新
し
い
政
治
の
方
式
は
、

の
照
来
に
向
つ
て
深
き
影
響
を
輿
へ
て
い
る
点
で
あ
る
。

此
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
、
先
づ
此
の
改
革
の
性
格
を
決
定
し
た
新
し
い
要
素
ー
此
の
改
革
の
推
進
力
と
な
っ

た
人
々
に
つ
い
て
、
又
此
の
人
々
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
客
観
的
情
勢
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

封
建
制
は
就
會
的
に
は
身
分
疵
會
で
あ
り
職
分
社
會
で
あ
る
が
故
に
専
制
獨
裁
と
、
従
っ
て
忌
民
政
策
と
は
其
の
本
質
的
な

も
の
で
あ
り
、
庶
民
に
封
し
て
は
無
制
限
の
隷
従
と
無
制
限
の
貢
納
と
が
要
求
さ
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
。

揺
岡
藩
に
於
て
は
元
和
元
年
に
は
黒
田
長
政
に
よ
っ
て
百
姓
に
函
物
・
/
上

裕
か
す
る
専
を
；
止
す
る
法
令
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
~

時
と
し
て
目
安
箱
の
制
が
設
け
ら
れ
（
享
保
十
八
・
寛
保
ニ
・
賓
屠
十
二
）
下
に
向
つ
て
肯
跨
を
開
く
こ
と
が
兄
ら
れ
な
い
で

＇
は
な
い
が
、
何
れ
も
凶
歳
等
に
際
し
て
一
時
的
に
衆
庶
の
意
見
を
求
め
た
に
過
ぎ
す
、
又
時
と
し
て
人
材
登
用

9
Jと
が
あ
っ

て
も
大
幅
の
抄
擢
を
み
る
が
如
き
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

，た
。
謳
岡
藩
に
於
け
る
此
の
封
建
的
身
分
制
は
孫

末
に
及
ん
で
も
他
の
諸
藩
に
比
し
て
頗
る
茉
固
で
あ
り
、
揺
岡
藩
が
時
流
に
遁
れ
、
維
新
に
営
つ
て
元
治
慶
慮
の
間
三
條
症
芙

以
下
の
五
卿
を
湊
に
し
な
が
ら
何
等
為
す
こ
と
な
く
終
っ
た
一
因
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
程
で
あ
っ
た
。

一
白
水
の
失
脚
と
言
う
が
如
き
表
面
的
出
来
琳
に
か
4

わ
ら
す
藩
政

ー
1
,
 

一
七

0

っ
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白
水
養
禎

上

原

孫

一

郎

檬

御

役

所

註

C

「
嘉
‘
未
明
治
年
間
記
」
）
と
は
怒
末
の
頃
萬
領
盛
き
、
時
局
を
牧
拾
し
得
ざ
る
器
府
を
椰
楡

し
た
落
首
で
あ
る
が
、
我
等
は
時
代
に
取
残
さ
れ
創
造
力
を
失
っ
た
封
建
的
為
政
者
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
此
虞
に
見
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
面
し
て
従
来
の
方
式
に
よ
つ
て
は
終
に
目
前
の
危
機
を
突
砿
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
自
覺
し
た
専
制
的
支
国
者
等

は
か
つ
て
批
判
獨
飢
の
生
育
す
る
余
地
な
き
迄
に
育
従
を
強
い
来
っ
た
被
治
者
の
協
力
を
求
め
る
に
至
つ
て
居
る
。

揺
岡
藩
に
於
て
も
所
謂
「
四
組

m]
の
多
く
を
藩
末
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
文
化
十
年
銀
相
場
が
騰
貴
し
た
時
之

腐
策
に
つ
い
て
廣
く
「
御
仕
法
存
寄
」
の
者
を
求
め
、
之
が
農
民
を
主
と
す
る
郡
方
に
向
つ
て
も
亦
同
様
に
布
逹
さ
れ
て
居

註

嘉
如
き
其
の
必
要
の
極
め
て
切
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う

・

t

一、

，銀
相
楊
高
直
二
相
成
候
二
付
、
下
直
二
相
成
申
候
御
仕
法
存
寄
候
者
御
座
候
＾
者
、
不
閣
申
上
侯
捺
被
為
仰
付
奉
畏
入
候
。
雨
村

中
ョ
リ
＾
右
骰
御
仕
法
之
儀
申
上
候
者
無
御
座
候
此
段
相
違
之
儀
不
申
上
候
巳
上

文
化
十
年
一
一
月

白
水
養
禎
が
砂
た
る
一
眼
科
臀
よ
り
身
を
起
し
て
一
藩
の
財
政
を
揆
裳
す
る
に
至
っ
た
契
機
も
亦
、

記
録
」
に
よ
れ
ば
昇
寄
申
出
候
末
」
と
あ
り
、
彼
の
財
政
改
革
に
闘
ず
る
抱
負
が
上
司
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
抜
擢

の
直
接
の
動
機
で
あ
っ
た
。

•I
n
lし
て
養
禎
の
祉
會
的
地
位
は
改
革
の
性
格
を
決
定
し
且
つ
改
革
崩
壊
の
一
因
を
為
す
も
の
で
あ

「
天
保
五
甲
午

'' 

ーヒ

（
「
古
賀
•
寒
水
村
庄
屋
記
録
」
）

る
か
ら
先
づ
塁
禎
の
出
自
と
其
の
登
用
に
闘
す
る
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

°
有
馬
湯
治
相
平
士
―
―
蓼
召
血
、
御
合
ヵ
墨
一
拾

江
戸
へ
被
二
召
呼
―
°

城
代
組
眼
詈
白
水
養
傾
ノ
父
ナ
リ

正
月
十
三

n白
水
養
禎
屈
大
坂
ェ
罷
越
居
申
餃
ヲ
、

・「
御
政
治
貸
切
れ
申
し
候
」

＼
 

「
三
好
家

庄

屋

惣

助



ヽ

．
 

着
」

白
水
要
貞
御
救
受
持
。

脳

岡

藩

政

史

の

研

究

俵
被
＞
下
、
御
家
中
井
郡
町
浦
御
救
一
件
請
持
被
1

仰
付
ー
ニ
人
御
粒
席
、
百
五
十
石
充
ル
被
＞
下
」

ヽ ． j 

（
「
綜
合
謳
岡
藩
年
表
」
）

「
白
水
養
禎
存
寄
申
出
候
末
還
俗
。
要
左
衛
門
と
改
名
外
記
殿
本
}
‘
襄
判
大
塚
梱
兵
衛
、
勘
定
奉
行
三
好
彦
太
夫
御
救
方

霞
十
人
、
花
房
偲
左
衛
門
勘
定
奉
行
格
―
―
而
引
切
請
持
、
要
左
衛
門
申
合
事
之
取
計
手
附
之
者
モ
余
分
二
有
之
」

、
.9

ー

（
「
三
好
氏
記
録
」
）

此
の
史
料
に
従
え
ば
白
水
氏
は
城
代
組
眼
賓
の
家
で
養
禎
は
其
の
旗
の
目
的
は
他
に
存
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
有
馬
湯
治
を

願
い
出
、
営
時
大
阪
に
赴
い
て
居
た
ら
れ
る
こ
と
が
知
。

1
し
て
其
の
間
に
彼
の
意
見
書
の
提
出
が
あ
り
養
禎
登
用
の
事
が
決

定
し
彼
は
改
め
て
還
虚
、
平
士
に
召
出
さ
れ
て
三
十
俵
の
緑
を
請
け
、
御
家
中
井
び
に
郡
町
浦
御
救
一
件
請
持
砧
仰
せ
付
け
ら

れ
二
人
御
證
席
百
五
十
石
の
姉
行
を
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
之
に
附
随
し
て
家
老
久
野
外
記
一
親
が
財
用
本
グ
に
任
ぜ
ら

れ
て
改
革
事
業
を
継
括
し
、
誕
判
役
、
勘
定
奉
行
等
の
新
陣
容
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

更
に
「
揺
岡
近
世
史
年
表
」
天
保
四
年
十
二
月
廿
四
日
の
條
に
よ
る
と

「
外
記
於
江
戸
家
中
井
郡
町
浦
救
一
件
請
持
被
仰
付
°
明
二
月
四
日
江
戸
立
。
花
房
悔
右
衛
門
勘
定
奉
行
格
同
御
救
請
持
。

ご
同
被
差
立
一

-

1

月
＿
―
-
日
揺
岡
瘤
°
花
房
十
二
月
廿
七
日
御
用
竺
叩
急
出
府
大
坂
出
立
正
月
十
日
江
戸

と
あ
っ
て
白
水
登
用
に
は
常
時
江
戸
に
在
つ
た
久
野
外
記
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
白
水
と
共
に
花
房
偲
左
衛
門
が
此
の
事
業

に
参
劃
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
花
房
は
同
じ
く
「
顧
岡
藩
近
世
史
年
表
」
に
よ
れ
ば
、
是
よ
り
先
大
坂
蔵
元
奉
行
に
任

一
七
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松
本
平
内

ぜ
ら
れ
て
居
る
人
物
で
、
財
務
に
オ
幹
あ
る
官
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

白
水
の
藩
政
に
登
場
す
る
程
緯
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
謁
岡
藩
の
眼
療
方
御
整
師
に
闘
し
て
博
え
ら
れ
る
一
つ
の
挿
話

を
欅
げ
る
こ
と
は
白
水
の
地
位
が
宜
際
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

幅
岡
藩
第
十
代
の
藩
主
齋
浦
は
天
保
改
革
常
時
の
藩
主
長
博
の
養
父
で
あ
る
が
、
彼
は
早
く
よ
り
眼
疾
を
病
ん
で
居
た
の
で

之
に
闘
し
て
支
藩
秋
月
で
は
其
の
子
女
の
間
に
次
の
如
き
こ
と
が
語
り
草
と
し
て
博
え
ら
れ
居
た
。

長
舒
の
四
男
、
入
つ
て
宗
家
を
嗣
い
だ
。
秋
月
藩
に
此
の
挿
話
が
偲
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
）

「
謳
岡
の
大
殿
様
は
御
目
が
悪
い
の
で
須
恵
（
揺
岡
郊
外
の
地
名
）
の
目
腎
者
が
伺
う
げ
な
。
末
座
の
方
に
平
伏
し
て
顔
を

上
げ
て
拝
見
す
る
げ
な
。

夫
れ
で
冬
に
な
る
と
鶴
を
下
さ
る
げ
な
。
」

（
齋
涸
は
秋
月
藩
主
黒
田

（
「
筑
紫
史
談
」
第
十
二
集
・
山
田
莉
一
郎
氏
「
揺
岡
易
儲
遺
聞
」
）

且―
I
C

う
の
で
あ
る
が
、
主
君
の
脈
を
か
る
に
直
接
腕
を
握
ら
す
隣
室
か
ら
糸
を
引
い
て
診
察
し
た
と
さ
え
偲
え
ら
れ
る
常
時
の

賢
師
の
地
位
が
、
家
中
の
憫
笑
に
し
か
値
し
な
か
っ
た
こ
と
は
以
て
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
養
禎
本
来
の
家
緑
は

僅
か
に
十
五
人
扶
持
で
あ
っ
て
其
の
名
を
御
緊
師
の
末
に
列
ね
て
居
た
と
は
云
え
、
改
め
て
平
士
に
召
出
さ
れ
、
其
の
名
も
嬰

左
衛
門
と
改
め
稲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
彼
の
庶
民
的
性
格
を
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
出
水
と
う
。

白
水
養
禎
が
身
を
輻
奈
よ
り
起
し
て
藩
政
の
栖
機
に
参
典
し
た
の
と
同
じ
く
、
或
は
白
水
よ
り
更
に
下
位
か
ら

身
を
起
し
て
天
保
以
後
藩
財
政
の
上
に
至
大
の
影
薯
を
典
え
た
人
物
に
松
本
モ
杓
が
あ
る
。
彼
は
文
化
十
一
年
義
父
市
助
の
跡

を
嗣
ぎ
、
間
も
な
く
郡
役
所
附
と
な
り
、
文
政
十
一
・年
四
十
歳
の
頃
饂
岡
藩
の
偲
統
的
育
兒
策
、
産
子
養
育
方
仕
組
に
つ
い
て

一七一――

r
、



生
緻
之
儀
は
御
國
産
物
第
一
二
而
大
坂
井

rr々
え
賣
捌
候
員
数
彩
敷
儀
二
有
之
｀
先
年
御
仕
組
被
相
立
置
候
得
共
、
故
障
有
之
御
取
止
メ

0
 

0
 
0
 
Q
 

O
 
O
 
O
 
O
 
0
 

．

—
-
相
成
居
候
虞
、
此
節
依
御
詮
儀
二
芦
屋
町
鶏
卵
會
所
二
お
ゐ
て
生
蠣
仕
組
御
取
登
二
相
成
餃
二
付
、
右
為
取
調
郡
代
役
所
附
松
本
平
内

n
.
h
,
 

．

塚
田
丈
助
猶
船
手
之
者
取
計
等
迄
内
味
二
承
．
乱
候
上
、
此
節
餃
重
二
仕
法
相
立
兵
庫
表
二
お
ゐ
て
烹
見
右
近
左
衛
門
父
消
左
衛
門
を
御
仕

粗
之
蔵
元
―
―
相
立
、
同
人
よ
り
元
卜
銀
井
手
代
ヲ
も
指
下
、
尤
會
所
え
出
荷
之
生
緻
＾
大
坂
兵
庫
に
て
右
之
者
共
え
賣
捌
為
狛
見
込
二
而

は
｀
江
戸
其
外
別
口
え
も
指
向
兎
角
生
級
相
揖
引
立
テ
抜
鯰
御
國
民
之
た
め
二
相
成
候
沫
と
の
御
仕
粗
二
侯
得
共
、
何
々
會
所
二
出
荷
致

．
賣
捌
之
都
合
等
相
滅
ジ
月
分
資
相
段
二
不
引
合
餃
＾
ヽ
何
方
え
指
登
候
共
少
茂
御
棉
無
之
候
。
且
叉
是
迄
得
意
之
問
屋
等
え
も
指
引
筋
有

之
者
、
會
所
え
荷
胸
指
出
餃
而
＾
差
支
筋
有
之
候
＾
ヽ
、
是
又
自
分
賣
差
免
餃
則
會
所
手
数
＾
右
之
通
候
條
、
猶
委
細
＾
會
所
承
合
心
申

候
事
。

木
紐
は
右
に
掲
げ
た
「
楠
野
家
記
録
」
に
も
見
え
る
如
く
裳
時
に
於
て
砥
に
國
師
中
第
一
位
を
占
め
間
も
な
く
藩
溢
専
資
の

酎
象
と
な
り
、
以
後
藩
財
政
最
大
の
支
柱
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天
保
凶
年
度
の
生
蠍
仕
組
猿
起
に
裳
つ
て
も
松
本

平
内
が
参
奥
劃
策
し
貢
質
上
兎
要
な
地
位
を
占
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

千
内
は
更
に
同
五
年
、
改
革
済
手
に
よ
っ
て
栽
に
設
立
さ
れ
た
博
多
會
所
取
狡
に
付
い
て
登
坂
、
釜
力
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
。

註

/`~ 

月

為

禰
，岡

藩

政

史

の

研

究
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＇ 
（
「
楠
野
家
記
録
」

改
革
を
圏
り
、
従
来
産
す
生
育
高
五
千
余
人
で
あ
っ
た
も
の
を
八
千
余
人
に
増
加
せ
し
め
先
づ
理
財
の
オ
幹
を
凱
わ
し
た
の
を

註

初
め
と
し
、
天
保
改
革
に
先
立
つ
こ
と
一
年
天
保
四
年
生
緻
仕
組
褻
起
に
つ
＇い
て
登
坂
し
た
。

談
」
第
七
十
一
・
七
十
二
集
伊
東
尾
四
郎
氏
「
松
本
平
内
事
既
」
に
鰈
る
。
以
下
同
じ
。
）

（
「
楠
野
家
記
録
」
）

一
七
四

「
筑
紫
史

マ`



「
七
五

翌
ハ
年
三
月
士
籍
に
列
し
た
の
は
枝
年
の
財
政
に
鉗
す
る
貢
献
に
よ
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
又
莉
た
な
る
改
革
事
業
え
の
参
輿

平
内
は
其
の
後
天
保
改
革

i

宴
面
の
問
起
で
あ
っ
た
御
救
方
請
持
と
な
り
、
白
水
退
陣
後
も
或
は
鶏
卵
生
繰
仕
組
引
切
諮
持
を

（
天
保
十
一
年
）
或
は
家
中
借
財
逍
付
玄
誼
持
を
（
同
十
二
年
）
仰
せ
付
け
ら
れ
、
後
築
卵
生
繰
焚
石
其
外
國
査
物
仕
組
諾
持

と
な
る
の
で
あ
る
が
（
同
十
一
ー
一
年
）
彼
が
建
諮
し
た
焚
石
（
石
炭
）
に
躁
す
る
仕
組
は
癖
末
に
及
ん
で
窮
乏
の
度
を
加
へ
行
く

藩
の
為
に
一
の
宮
源
を
開
拓
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
時
に
失
脚
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
安
政
四
年

1

ハ
十
九
歳
に
至
る
迄
藩
財

歪
内
の
施
策
は
後
に
詳
述
す
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
彼
の
貨
質
的
成
功
の
原
因
は
営
時
の
経
沢
褒
展
の
線
に
沿
つ
て
衰
本

贔
的
方
式
を
導
入
し
来
っ
た
と
こ
ろ
に
在
る
の
で
あ
っ
て
。
其
の
洞
察
は
上
暦
武
士
と
碁
盤
を
異
に
す
る
生
活
意
詭
か
ら
生

れ
来
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
此
虞
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
飛
譴
を
直
ち
に
近
代
に
向
つ
て
の
歩
み
で
あ
る
と
は
断
定
出
来
な

菜
、
封
建
祉
會
の
中
に
胚
胎
さ
れ
た
異
質
的
な
、
面
し
て
生
命
力
あ
る
崩
芽
と
見
る
時
、
此
等
天
保
改
革
の
事
宜
上
の
招
裳

者
の
歴
史
的
意
義
は
軽
説
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

天
保
七
年
九
月
改
革
事
業
の
瓦
壌
す
る
に
賞
つ
て
事
に
常
れ
る
者
は
久
野
外
記
以
下
各
と
虚

高
橋
屋
平
蘊
・
亀
屋
藤
兵
衛

分
さ
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
中
に
二
人
の
領
内
町
人
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
姫
島
に
流
誠
さ
れ
た
高
島
屋
平

蔵
及
び
所
彿
に
虞
せ
ら
れ
た
亀
腟
藤
兵
術
が
夫
れ
で
あ
る
。

撼
川
時
代
に
於
け
る
町
人
は
必
す
し
も
徹
頭
徹
尾
政
治
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
居
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
°
揺
岡
藩
に
於
一
J

も
頷

躙

岡

藩

政

史

の

研

究

政
の
為
に
東
奔
西
走
し
藩
の
危
急
を
救
う
こ
と
一
再
で
な
か
っ
た
。

を
意
味
し
て
居
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

ヽ

｀
 

ー、



”
 

文
政
一
一
年
蒲
の
産
物
會
所
設
謹
に
裳
り
長
崎
江
戸
の
交
易
を
司
る
交
易
惹
受
持
役
と
な
っ
た
の
が
藩
政
に
接
近
す
る
端
緒
で
、

平
野
屋
平
蔵
に
闘
し
て
は
彼
が
幕
末
の
頃
西
下
し
た
僧
月
照
を
庇
護
し
た
平
左
衛
門
の
父
に
常
り
、
又
同
じ
く
平
野
屋
を
名

乗
り
平
助
と
稽
す
る
、
恐
ら
く
彼
と
血
緑
あ
る
者
が
藩
営
局
に
願
い
出
て
太
宰
府
に
於
て
米
入
札
を
行
っ
た
こ
と
（
天
保
一
一
年

「
綜
合
揺
岡
藩
年
表
」
）
を
知
る
外
、
彼
が
天
保
改
革
に
如
何
な
る
位
漑
を
占
め
た
か
を
知
る
史
料
を
有
し
な
い
が
、
編
屋
藤

兵
衛
は
得
川
時
代
に
於
け
る
博
多
町
人
中
最
も
顕
著
な
足
跡
を
残
し
た
人
物
で
あ
っ
て
、
改
革
瘤
手
の
天
保
六
年
大
坂
蔵
屋
敷

詰
と
し
て
、
國
痙
篇
方
支
配
を
命
ぜ
ら
れ
財
用
一
切
を
掌
っ
た
と
稲
せ
ら
れ
る
。
貧
の
生
涯
に
闘
し
て
は
多
く
の
郷
土
文

献
が
あ
る
が
「
筑
紫
史
談
」
第
廿
九
集
伊
東
尾
四
郎
氏
「
山
崎
籐
兵
〔
匈
事
蹟
」
に
詳
偲
が
あ
る
。
）

藤
兵
衛
姓
は
吉
田
、
文
政
一
一
年
山
崎
氏
を
嗣
い
だ
。
若
冠
の
頃
は
伊
萬
里
の
陶
器
を
束
國
に
販
ぐ
の
を
業
と
し
た
が
、
文
化

六
年
廿
三
歳
に
し
て
殴
夷
に
赴
い
て
松
前
に
商
店
を
開
き
、
物
産
會
所
の
役
員
と
な
っ
て
居
る
こ
と
五
年
。
文
化
十
一
年
松
前

を
去
つ
て
博
多
に
蹄
っ
た
が
、
此
の
頃
博
多
絨
を
江
戸
に
貨
弘
め
ん
と
欲
し
て
苦
心
し
、
遂
に
市
川
園
十
郎
に
依
輯
し
て
舞
磁

上
で
宜
偲
さ
せ
、
博
多
織
を
一
世
に
流
行
せ
し
め
た
こ
と
は
最
も
人
口
に
謄
炎
し
て
居
る
。

文
政
七
年
に
は
江
戸
藩
邸
に
小
屋
を
賜
わ
り
、
雨
市
中
年
寄
格
、
同
十
二
年
御
用
聞
町
人
格
に
進
ん
だ
。

政
の
要
路
に
立
た
し
め
る
こ
と
は
異
例
の
事
に
属
す
る
。

禰

岡

藩

政

史

の

研

究

内
町
人
の
或
る
者
は
藩
籾
よ
り
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
少
く
も
財
政
の
・
面
に
於
て
は
常
に
政
治
と
接
獨
を
保
ち
来
っ
た
の
で
あ

る
が
元
緑
十
四
年
一
度
藩
札
の
褻
行
を
見
て
以
来
町
人
は
特
に
貨
幣
の
造
出
、
金
融
の
面
に
於
て
重
要
な
る
役
割
を
果
し
来
つ

た
。
併
し
な
が
ら
事
買
上
町
人
の
直
接
的
協
力
を
得
る
こ
と
が
如
何
に
利
便
で
あ
る
に
せ
よ
封
建
社
會
に
於
て
町
人
を
し
て
藩

一
七
六

,, 



↓一

＇ 

改

革

以

前

の

惜

勢

以
上
に
よ
っ
て
改
•
手
に
常
つ
て
怒
し
く
露
成
さ
れ
、
改
革
の
宜
質
的
郊
分
を
掌
逼
し
た
吏
僚
群
が
身
分
的
に
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
は
一
態
了
解
し
得
る
と
思
う
。

次
に
か
4

る
異
質
的
姿
素
が
如
何
に
し
て
封
建
体
制
の
中
に
受
容
れ
ら
札
た
か
に
つ
い
て
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
づ
藩
財
政
の
窮
乏
か
養
漬
登
場
の
背
景
を
な
し
た
こ
と
は
改
め
て
翁
＜
迄
も
な
い
如
、
今
改
革
直
前
の
藩
政
を
概
観
す
れ

ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

文
政
元
年
後
年
迄
詣
吏
の
閲
え
高
か
っ
た
明
石
久
左
術
門
苓
の
人
材
添
登
用
さ
れ
藩
政
梢
盤
う
か
に
見
え
た
が
忽
ち
荘
年
に

は
退
け
ら
れ
て
居
る
。
其
の
以
後
政
局
は
怒
え
す
動
揺
し
文
政
十
一
年
に
は
闊
廂
仕
絋
も
中
止
さ
れ
て
産
業
の
択
冥
に
よ
る
進

局
打
解
策
す
ら
放
棄
さ
れ
、
有
能
な
る
官
僚
も
専
ち
京
阪
商
人
と
藩
佼
折
口
の
面
に
活
唱
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
此
の
朕
涵

は
改
革
芳
手
の
年
迄
杞
承
さ
れ
、
次
に
掲
げ
る
天
保
六
年
財
用
請
持
黒
田
淡
玲
が
大
戎
商
人
に
向
つ
て
為
し
た
「
浜
説
」
の
如

謳

岡

藩

政

史

の

研

究

の
特
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
い
得
る
。

一
七
七

犬
保
一
＿
一
年
一
人
扶
持
、
つ
い
で
同
五
年
十
＿
二
人
扶
持
を
受
け
て
居
る
の
は
秘
本
平
内
の
場
合
と
同
じ
く
彼
が
莉
た
に
改
革
癖

業
の

g
に
起
用
さ
れ
た
の
を
物
語
る
も
の
で
、
養
漬
の
改
革
に
於
て
彼
が
有
力
な
位
誼
を
占
め
且
つ
そ
の
重
要
な
推
進
力
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
碓
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

要
す
る
に
最
後
の
二
者
こ
い
て
は
此
の
改
革
に
参
加
し
た
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
の
も
の
で
彼
等
に
よ
つ
て
萎
禎
改
革
は
一
沖
”
て



に
十
分
な
條
件
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

四

月

十

九

日
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岡
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史
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き
は
藩
財
政
の
和
年
の
窮
欣
を
如

i

共
に
物
語
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

黒
田
淡
路
殿
登
坂
之
節
御
銀
主
中
江
演
説
之
紹

一
先
代
巳
来
財
用
筋
被
及
相
談
之
貼
追
々
各
方
出
精
有
之
、
去
ル
文
化
八
年
ニ
ハ
年
賦
之
儀
二
付
及
相
談
、
尚
文
政
十
―
―
―
年
林
五
―
―
ー
御
門

及
登
坂
借
財
之
元
十
ケ
年
箇
居
之
儀
及
示
談
之
慮
、
各
承
知
有
之
候
二
付
彼
是
ヲ
以
唯
今
迄
兎
ャ
角
取
綬
出
来
致
シ
必
党
各
出
精
辿
年

出
精
故
之
儀
奥
大
疫
被
存
候
。
然
れ
共
返
浣
方
之
儀
何
分
不
被
任
心
底
二
氣
之
乖
次
第
一
ー
候
。
右
之
涌
差
岡
之
末
近
年
別
而
事
多
二
有

之
其
上
隠
居
家
督
二
付
而
は
地
旅
餘
分
之
柑
入
二
侯
間
、
代
冬
も
臨
時
出
銀
之
儀
被
及
相
談
之
慮
各
出
精
有
之
候
故
嘗
分
之
間
を
被
総

合
候
得
共
右
代
替
＝
ー
付
而
は
代
々
仕
水
之
通
長
崎
表
手
営
向
を
は
し
め
公
務
＝
ー
掛
り
侯
儀
新
製
二
仕
替
侯
儀
餘
多
有
之
、
井
先
年
天
災

之
節
及
大
破
候
手
常
向
綽
二
造
廃
未
相
調
急
―
ー
も
有
之
候
。
此
節
代
替
リ
ー
ー
付
右
邊
＾
勿
論
専
一
＝
ー
厳
重
二
被
相
備
侯
。
彼
是
＝
一
而
＾

辿
年
差
支
之
末
此
節
尚
又
給
分
之
出
財
向
分
不
被
及
手
繰
合
必
至
と
雑
相
立
極
二
心
配
被
存
儀
二
候
°
然
事
二
偕
入
之
儀
相
談
二
も
相

成
侯
得
共
左
候
而
ハ
禰
借
用
之
腐
相
嵩
候
の
ミ
ニ
て
返
涜
方
ハ
少
し
も
出
来
不
致
、
彼
是
何
と
も
被
致
方
も
無
之
次
第
二
付
此
節
ハ
屹

度
仕
粗
被
相
立
嘗
季
入
財
手
元
二
而
繰
合
有
之
筈
二
而
享
ら
評
議
も
有
之
、
且
一
鉢
借
財
返
辮
方
も
唯
今
迄
之
通
リ
ニ
而
＾
必
党
難
相

済
候
間
、
追
々
屹
度
返
辮
之
道
相
立
餃
株
被
致
度
存
念
二
候
（
共
、
外
―
―
取
斗
方
も
無
之
候
間
辿
年
出
精
之
末
何
分
難
申
述
儀
な
か
ら
、

繰
合
少
々
相
直
リ
候
迄
之
間
ハ
借
財
之
元
利
彿
事
賞
分
被
及
踪
、
年
々
登
来
之
米
手
許
―
ー
而
彿
立
繰
合
被
相
立
度
、
左
候
ハ
ヽ
近
年
之

内
―
―
少
し
ハ
甘
き
之
逍
―
ー
も
可
相
成
候
間
、
右
之
通
リ
各
々
厚
く
勘
辮
有
之
候
様
菫
昼
頼
被
存
候
由
。

（
「
山
氣
自
家
抄
」
巻
八
）

我
等
は
此
の
中
に
何
等
の
自
信
も
亦
自
尊
心
を
も
稜
見
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
斯
く
の
如
く
既
に
支
配
力
と
指
導
力
を
失
っ

た
か
つ
て
の
封
建
的
支
配
者
が
一
歩
後
退
し
新
官
僚
群
に
其
の
地
位
を
誤
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
養
禎
等
の
出
玩
に
は
更

一
七
八



て
紬
と
唱
候
分
ハ
不
相
成
候
。
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岡
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政

史
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即
ち
養
禎
登
場
以
前
に
於
て
改
革
事
業
は
そ
の
緒
に
つ
い
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、
養
禎
改
革
と
其
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
孤

勢
搬
回
の
為
の
新
し
い
校
極
的
方
式
は
既
に
天
保
二
年
に
於
て
之
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

天
保
四
雙
改
革
に
先
立
つ
て
大
坂
蔵
元
奉
行
が
復
活
さ
れ
、
又
翌
五
年
生
蛾
仕
組
が
登
起
さ
れ
た
こ
と
は
先
に
瞬
れ
た
が

之
に
先
立
つ
天
保
二
年
月
番
久
野
外
記
に
・よ

つ
て
左
の
法
令
が
出
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
所
謂
養
禎
時
代
の
先
瞬
を
為
す
も
の
と

し
て
注
目
に
値
す
る
。

一
左
之
品
ざ
は
是
迄
停
止
―
―
候
へ
共
、
地
合
等
丈
夫
ー
ー
て
保
チ
方
宜
品
も
有
之
、
或
債
下
直
之
品
も
有
之
箕
用
膨
手
宜
趣
―
―

相
聞
、
且
博
多
織
は
御
國
産
之
事
一
一
も
候
間
已
来
左
之
通
被
差
免
候
。
尤
品
々
之
内
―
ー
ハ
銘
き
分
限
ー
ー
も
よ
り
可
申
事
故
、

右
是
迄
旅
行
之
節
定
府
ノ
輩
＾
御
免
二
て
候
虞
巳
来
は
袴
野
袴
二
相
用
候
依
地
旅
共
二
勝
手
次
第

一
博
多
織
右
是
迄
幣
野
袴
井
生
精
ハ
御
免
二
候
慮
以
来
ハ
右
品
々
二
限
ら
す
ご
切
被
差
免
候

一
数
寄
屋
縮

右
是
迄
上
羞
―
も
落
用
不
相
成
候
奥
手
織
＝
も
致
出
来
候
品
故
已
来
上
粥
二
相
用
面
も
不
苦
候
。
尤
竪
横
共
―
―
絹

．――

一
竪

一
う
す
絹紬

但
竪
絹
糸
横
木
綿
に
て
製
侯
之
分

一
京
縮

右
巳
来
着
用
膵
手
次
第

一
唐
琥
珀

一
唐

茶

右
是
迄
野
袴
ハ
御
免
二
て
候
へ
共
巳
来
＾
袴
相
用
候
儀
も
勝
手
次
第

貨
用
次
略
筋
―
ー
も
可
相
成
面
―
-
＾
瘤
用
勝
手
次
第
―
ー
て
候
事
。

「
天
保
二
年
十
二
月
月
番
外
記
殿

rヽ

一
七
九
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一
銀
之
髪
道
具
相
用
候
儀
是
迄
停
止
―
―
候
へ
共
、
右
ハ
宜
用
勝
手
宜
品
相
聞
候
間
、
已
来
諸
士
之
萎
子
等
錢
之
髪
道
具
相
用

候
儀
被
差
免
候
。
尤
手
込
之
品
等
ハ
新
製
致
間
敷
候
°
且
又
担
甲
之
裳
道
具
＾
是
迄
被
差
免
渥
高
料
之
分
ハ
不
相
用
儀
可

右
之
趣
御
家
中
一
統
可
被
相
逹
候
。
卯
舌
一
月
。
」

凡
そ
徳
川
時
代
中
葉
以
後
孫
府
、
諸
藩
を
問
わ
す
雨
下
さ
れ
た
倹
約
令
は
枚
欅
の
追
な
く
荀
も
改
革
事
業
に
し
て
節
倹
令
を

伴
わ
な
い
も
の
は
皆
無
と
言
わ
ざ
る
迄
も
極
め
て
稀
で
あ
っ
て
、
家
屋
衣
服
飲
食
の
取
蹄
は
唯
に
庶
民
に
正
ら
す
、
次
第
に
窮

為
、
尤
旨
被
相
筵
浬
て
候
へ
共
已
来
栽
製
致
候
悛
ハ
統
叩
被
差
留
條
°
尤
持
来
相
用
候
儀
ハ
不
苦
候
事
。

一
半
證
者
無
鴎
陪
臣
衣
服
竪
紬
ハ
是
迄
形
縦
等
―
―
も
相
用
候
俊
不
相
戊
候
へ
某
手
織
―
―
も
致
出
来
候
品
故
已
来
刹
緑
井
下
浩

等
＝
一
相
用
候
儀

2
竪
蓋
候
。
妻
子
緒
も
右
―
―
準
下
羞
＝
―
相
用
候
儀
ハ
勝
手
次
第
一
一
候
。
尤
十
歳
已
下
之
子
供
男
女
共
上

着
＝
一
相
用
候
儀
も
不
苦
可
候
事
。
但
右
は
竪
紬
糸
核
木
綿
―
―
て
製
候
分
―
―
て
竪
横
共
繕
＝
二
j

紬
と
唱
候
分
ハ
不
相
成
候
。

乏
化
の
度
を
加
え
つ

i
あ
る
武
士
餓
級
に
封
し
て
も
亦
奢
修
の
戒
筋
、
質
索
節
倹
励
行
の
法
令
は
常
に
布
逹
さ
れ
た
。
然
る
に

天
保
元
年
の
大
凶
作
の
直
後
、
直
臣
（
林
五
丘
衛
門
）
が
上
坂
し
て
藩
債
十
箇
年
賦
返
演
の
示
談
に
努
力
し
つ

4
あ
る
と
言
う

が
如
き
情
努
下
に
（
「
山
家
自
秦
抄
」
巻
八
）
事
必
す
し
も
董
大
で
は
な
い
け
れ
ど
も
斯
し
の
如
匂
放
惰
な
施
策
を
見
る
こ
と
は
異

懲
ど
と
で
あ
っ
て
且
つ
こ
れ
が
白
水
登
場
以
後
の
政
令
と
直
接

．の
槃
が
り
を
持
つ
意
味
に
於
て
注
目
に
値
す
る
。
又
此
の
布

達
が
日
水
の
直
接
の
抜
擢
者
と
推
測
さ
れ
る
久
野
外
記
に
よ
つ
て
登
せ
ら
れ
工
居
る
こ
と
は
偶
然
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
っ
て
、

営
時
藩
の
主
脳
の
間
に
到
底
偉
統
的
方
途
を
以
て
し
て
は
危
機
を
打
開
す
る
こ
と
の
困
難
な
こ
と
が
自
覺
さ
れ
為
時
代
の
趨
勢

に
順
應
し
て
國
民
生
活
の
向
上
を
是
認
し
、
積
極
的
に
現
宜
的
財
政
政
策
を
行
う
べ
し
と
す
る
決
意
が
存
し
た
こ
と
を
予
想
せ

一
八
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で
あ
る
。
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I、

し
む
る
も
の
が
あ
る
。
斯
く
の
如
き
背
娯
の
下
に
於
て
こ
そ
始
め
て
白
水
等
登
用
の
可
能
性
が
考
へ
得
ら
れ
る
と
も
言
い
得
る

揺
岡
藩
天
保
の
改
革
が
「
御
救
」
を
賞
面
の
諜
題
と
し
て
出
装
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
久
野
外
記
が
紙
に
下
國
前

~

江

0

0

 
0
 
0

'
 

0

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

戸
に
於
て
「
家
中
井
郡
町
浦
救
一
件
請
持
」
を
仰
付
け
ら
れ
、
同
時
に
花
房
憚
丘
栢
門
が
勘
定
奉
行
格
同
御
救
受
持
、
養
禎
は

0

0

 
0
 
0
 

御
救
受
持
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
心
鉗
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
「
揺
岡
藩
近
世
年
表
」
天
保
四
年
十
二
月
廿
四
日
條
）

紫
時
は
悩
質
団
を
は
じ
め
と
し
て
家
中
武
士
と
言
わ
す
、
郡
町
浦
と
言
わ
す
、
深
刻
な
危
機
に
陥
つ
て
居
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
。
特
に
文
政
末
年
か
ら
天
保
元
年
に
か
け
て
の
凶
作
は
直
接
の
打
控
を
呉
へ
た
も
の
と
言
う

・ベ
く
、
文
政
ー
文
久
間
の
農
事

記
録
た
る
「
應
年
録
」

＿文
政
十
一
年
の
條
に
よ
れ
ば
彼
の
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
の
端
緒
と
な
っ
た
八
月
九
日
の
大
風
に
よ
っ
て
國

「
九
州
一
統
大
褻
大
キ

中
の
膊
家
二
萬
、
死
者
二
百
九
十
八
、
湘
主
の
居
館
、
矢
倉
も
大
破
崩
裟
し
「
御
図
遠
賀
嵌
手
遵
＾
竹
之
葉
不
残
は
白
相
成
候

謁
、
一
葉
と
し
て
翡
葉
無
之
。
年
内
二
菜
稲
子
類
花
咲
、
萎
辛
子
類
凶
作
也
。
（
中
降
）
テ
八
月
世
二
日
之
夜
丑
滴
の
比
よ
り
又

：
大
瓜
。
翌
廿
四
日
已
ノ
刻
迄
吹
。
此
雨
度
之
風
二
早
田
、
中
晩
田
、
晩
田
迄
籾
吹
落
誠
其
形
如
徘
」

ヽ
ン
也
」
と
稲
せ
ら
れ
、
之
に
績
＜
天
保
元
年
の
「
大
凶
作
」
と
共
に
藩
財
政
と
領
民
の
生
活
を
危
地
に
追
い
込
む
近
因
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

文
政
六
年
致
仕
し
た
能
吏
と
し
て
鉗
ら
れ
た
井
手
伊
明
の
如
き
、
蒜
百
石
を
食
む
家
格
で
あ
っ
た
が
若
冠
の
頃
は
親
以
来
の

改

革

の

内

容



日
田
隈
町
京
屋
小
j

二
郎
と
申
者
江
上
坐
郡
先
久
喜
宮
嘱
拾
六
ケ
村
借
財
有
之
相
滞
候
次
第
ハ
、
先
大
庄
屋
角
助
全
手
元
江
引
負

―
―
付
、
丙
惰
之
儀
色
々
取
計
候
得
共
、
不
致
水
知
及
公
訴
御
八
判
を
願
請
下
奉
掛
御
厄
害
候
米
―
―
付
、
右
京
屋
小
三
郎
分
家
之

者
と
も
に
以
来
取
引
筋
曾
而
致
間
敷
候
。
自
然
隣
―
―
面
も
心
得
違
之
者
も
有
之
―
―
お
ゐ
て
ハ
愈
度
一
道
申
付
候
。
且
宿
繹
之
外

ご
夕
之
宿
た
り
共
貸
申
間
敷
候
事
。

八

月

廿

八

H

「
尚
以
早
々
順
逹
可
差
返
候
。
已
上
。

不

居

合

藪
彊
ー
―
一
郎

／ 

不
如
意
で
地
（
藩
内
）
旅
（
長
崎
•
江
戸
・
大
坂
）
共
御
勤
め
相
立
ち
難
き
の
故
を
以
て
十
箇
年
間
諸
勤
御
免
を
願
ひ
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
裳
時
既
に
法
令
あ
っ
て
貧
に
し
て
任
に
堪
え
な
い
者
は
年
限
を
限
つ
て
勤
仕
を
免
ぜ
ら
れ
る
慣
習
が
一

（
「
氏
貫
覺
書
」
）

か
4

る
武
士
の
財
政
窮
乏
は
直
ち
に
武
士
階
級
経
演
の
直
接
的
負
招
者
た
る
農
民
に
轄
嫁
さ
れ
、
更
に
資
本
の
重
座
は
一
肝

農
村
を
疲
弊
せ
し
め
た
。
前
述
の
如
く
文
化
の
頃
に
及
ん
で
、
謳
岡
藩
に
も
か
つ
て
見
な
か
っ
た
百
姓
一
揆
が
勃
喪
し
た
の
で

一
揆
の
後
動
揺
す
る
農
村
を
よ
く
銀
歴
し
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

あ
る
が
、
井
手
伊
明
が
頭
角
を
顕
わ
し
た
の
は
、

農
民
が
貢
租
の
為
に
身
を
変
り
家
を
賣
る
と
言
う
が
如
き
こ
と
は
襟
川
時
代
後
期
に
は
寧
ろ
喀
常
茶
阪
事
で
あ
る
か
ら
（
九

州
大
嬰
・
揺
岡
高
等
學
校
蔵
「
三
苫
家
記
録
」
）
省
略
す
る
が
↓
常
時
に
於
け
る
農
民
生
活
の
宜
態
を
示
す
例
と
し
て
文
政
四

年
の
郡
方
布
逹
を
掲
げ
る
。

般
に
行
わ
れ
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。

蔵

岡

藩

政

史

の

研

究

111

木

惣

兵

衛

1

八



稿

岡

藩

政

史

の

研

究

即
ち
上
座
那
（
今
朝
倉
郡
に
濁
す
）
内
の
村
夕
十
六
箇
村
が
日
田
商
人
京
屋
小
三
郎
に
酎
す
る
借
財
を
返
演
し
得
す
、
遂
に

公
訴
に
及
ん
だ
事
に
躁
す
る
も
の
で
あ
っ
て
化
政
度
に
於
け
る
高
利
貸
査
本
の
農
村
搾
取
の
好
例
で
あ
る
。

羹
段
に
述
べ
る
如
く
天
保
改
革
の
御
救
銀
に
よ
っ
て
農
民
が
既
に
永
代
資
買
或
は
質
入
し
た
息
詈
雷
せ
ん
と
し
て
居

嘉
如
き
は
亦
改
革
直
前
の
農
村
の
窮
乏
を
如
賞
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
c

•. 
―
 

斯
く
の
如
く
家
中
武
士
及
び
領
民
の
救
漬
は
焦
眉
の
急
で
あ
っ
た
か
ら
、
久
野
外
記
以
下
蹄
藩
の
翌
月
天
保
五
年
四
月
朔
日

に
は
「
御
家
中
井
び
に
寺
耽
共
郡
町
浦
御
救
之
儀
仰
せ
出
さ
れ
」

て
家
中
御
救
方
仕
組
に
闘
す
る
細
目
が
諸
役
中
に
逹
せ
ら
れ
た
。

天
保
充
年
午

一
御
家
中
之
面
．立
膀
手
向
及
逼
迫
候
一
ー
付
是
迄
追
:
仰
救
筋
被
仰
出
間
近
く
去
々
辰
年
―
―
も
銀
切
手
拝
借
ヲ
茂
被
仰
付
候
へ

共
畢
覚
去
ル
千
年
大
風
後
之
家
作
等
物
入
多
其
上
翌
五
墾
―
は
余
分
之
押
米
を
茂
被
仰
付
夫
よ
り
し
て
ハ
勝
手
向
立
直
し

候
期
も
無
之
、
旅
勤
等
も
打
綾
諸
色
高
直
其
外
銘
と
無
媒
入
財
等
｀
も
有
之
禰
増
及
差
支
此
節
二
至
必
．
全
と
御
奉
公
難
相
立

面
々
も
有
之
候
段
逹
御
聰
候
°
依
之
御
救
筋
之
儀
段
々
御
配
慮
被
為
在
候
得
共
、
御
財
用
繰
至
而
御
六
ケ
敷
御
時
節
ー
ー
付

思
召
之
適
不
被
及
御
手
候
。
乍
然
其
儘
＝
被
差
罹
候
面
＾
第
一
重
キ
長
崎
表
御
請
持
筋
ー
ー
も
相
障
り
不
容
易
儀
—
ー
付
、

墨
腐
詮
儀
窒
至
血
被
麿
く
き
御
都
合
な
か
ら
去
ル
子
辰
雨
年
＝
一
銀
切
手
拝
借
被
仰
付
謹
候
上
納
押
米
不
残
御
免
被

外
記
殿

四
月
二
日
於
大
書
院
諸
役
中
へ
被
相
達

一
八
一
1

1

（
「
綜
合
謳
岡
藩
年
表
」
）
同
二
日
に
は
久
野
外
記
に
よ
っ

（
揺
岡
高
等
學
校
蔵
「
三
苫
家
記
録
」
）

早
良
志
摩
恰
士
大
庄
屋
六
人
江
賞
ル
」



付
俵
数
多
少
共
右
割
合
ヲ
以
夫
々
差
引
相
立
可
申
。

一
翡
拝
借
銀
切
手
ヲ
以
勘
定
所
押
板
設
文
不
残
請
戻
相
納
可
申
候
°
尤
百
依
宛
＝
一
付
拾
ぎ
望
百
目
上
の
り
被
相
立
候

ー

御
免
被
成
候
事
。

一
去
ル
子
辰
雨
年
拝
借
被
仰
付
骰
候
銀
切
手
之
上
納
残
り
従
上
御
償
被
下
候
―
一
付
是
迄
百
石
＝
ー
付
九
俵
宛
之
押
米
常
冬
よ
り

方
之
内
ふ
引
押
へ
候
而
ハ
指
支
候
＝
ー
付
玩
米
上
納
仕
拝
借
相
願
候
て
拝
借
可
被
仰
付
候
事
。

一
三
人
扶
持
已
下
御
扶
持
方
斗
之
阿
是
迄
拝
借
不
被
仰
付
候
得
共
此
師
＾
別
拉
之
御
詮
俄
ヲ
以
拝
偕
nJ
被
仰
付
併
御
扶
持

成
、
粉
叉
此
節
知
行
切
岱
襲
一
統
銀
綾
切
手
拝
借
被
仰
付
候
。
右
之
通
設
厚

キ`

孟

息

羹

有

奉

存

銘

と

覺

悟
筋
之
讐
追
含
破
粗
逹
趾
候
。
興
雲
諒
様
仰
出
候
御
法
令
之
趣
ヲ
根
元
と
相
心
得
詑
度
仕
糾
相
立
候
上
―
一
面
者
身
上
相

邸
程
人
馬
ヲ
も
所
持
仕
武
器
縮
も
祖
咤
御
奉
公
丈
夫
＝
一
相
勤
候
繋
藷
可
仕
候
。
尤
勝
手
向
倣
成
二
取
績
拝
借
ヲ
も
相
願

＾
す
身
上
相
應
人
馬
ヲ
も
所
持
い

．．
 し其
外
梵
悟
筋
宜
架
ハ
唯
今
之
折
柄
厚
志
之
儀
―
―
付
追
面
格
別
可
被
及
御
沙
汰
候
事
。

一
此
節
御
救
之
餡
姿
細
ハ
別
紙
相
逹
候
専
。

別
紙
御
書
付

一
此
節
御
家
中
御
救
御
仕
法
被
和
立
銀
銭
之
切
手
御
貸
渡
被
仰
付
候
二
付
銘
な
入
息
罰
米
有
無
致
勘
躾
可
申
出
候
。
尤
銀

一
貫
目
＝
ー
付
一
ケ
年
米
七
俵
充
常
午
年

i
押
へ
上
納
被
仰
付
候
米
直
段
依
高
下
年
限
長
短
有
之
候
事
。

ー
諸
士
之
枠
之
内
郷
行
切
扶
常
り
高
被
下
部
屋
住
勤
被
召
出
候
面
々
江
も
此
細
拝
借
被
仰
付
候
°
尤
相
綾
被
仰
付
候
節
押
米

父
子
之
分
相
痘
り
候
面
指
支
無
之
椋
遂
勘
辮
拝
借
租
願
可
申
候
事
。

漑

岡

溶

玖

史

の

研

究

ヽ『
八
四
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扉

岡

藩

破

史

の

研

究

乙候
事
。

但
間
―
ー
は
銀
主
共
出
銀
之
次
第
に
よ
っ
て
難
澁
之
者
も
可
有
乙
候
得
共
此
節
之
條
―
ー
付
直
坐
途
熱
談
候
様
銀
主
共
申
付

一
裟
倉
睛
御
仕
組
銀
秤
借
上
納
残
分
此
節
拝
借
之
銀
切
手
ヲ
以
一
同
上
納
被
仰
付
候
事
。

但
錢
銀
員
数
町
方
引
合
可
申
候
°
尤
索
午
年
五
朱
之
利
分
加
へ
上
納
披
仰
付
候
事
。

一
最
前
旅
行
二
付
｀
拝
借
金
二
十
ケ
年
賦
上
納
分
此
節
拝
借
之
銀
切
手
を
以
一
同
上
納
被
仰
付
候
碩
。

但
金
党
雨
二
付
銀
切
手
六
拾
五
匁
宛
り
二
候
。
年
賦
残
り
銀
＾
勘
定
所
引
合
可
申
候
事
。

一
是
迄
之
銀
切
手
者
新
切
手
彼
租
渡
候
節
よ
り
新
古
共
同
椋
融
誦
被
仰
付
候

3

尤
右
切
手
出
来
次
第
引
替
披
仰
付
候
紺
゜

一
此
節
御
仕
立
之
線
餃
切
手
井
古
銀
切
手
共
是
迄
之
通
上
納
渡
共
御
取
用
二
相
成
候
ボ
。

＊
一
是
迄
磁
遥
被
仰
付
器
候
銀
切
手
追
々
御
逍
出
之
分
―
―
て
切
手
一
様
―
―
無
之
且
ハ
此
節
＇切
手
別
段
御
仕
立
＝
一
相
成
事
故
右
之

錢
切
手
ヲ
以
追
々
引
替
相
成
候
筈
＝
ー
付
夫
迄
ハ
唯
今
迄
之
分
御
通
用
被
仰
付
候
事
。

一
此
節
御
救
御
仕
組
之
御
米
銀
錢
切
手
為
引
揚
月
割
ヲ
以
地
挑
被
仰
付
候
事
。

付
七
俵
充
之
引
欧
米
差
出
候
得
者
拝
借
可
被
仰
付
候
―
―
付
繰
合
次
第
可
申
出
候

一
此
節
之
御
貸
渡
諸
役
所
江
も
銀
壺
グ
目
―
―

事。

一
八
五

一
・大
休
被
仰
付
磁
候
架
ハ
御
咎
之
身
分
―
一
付
此
節
御
救
筋
難
被
仰
付
事
―
―
候
得
共
格
別
之
御
慈
悲
＝
ク
以
前
條
二
相
見
候
共
子

辰
雨
年
拝
借
之
押
米
＾
御
免
被
成
候
。
且
又
暮
方
及
難
澁
差
閻
之
輩
＾
拝
借
ヲ
も
可
被
仰
付
候
―
―
付
一
族
中
ヽ
相
願
可
申
I

逍
條
間
共
旨
相
心
得
可
申
談
之
事
。



っ
た
。

に
到
達
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

午
四
月

一
右
之
外
委
細
之
儀
者
勘
定
所
井
御
救
方
承
合
可
申
候
専
゜

江
借
財
差
引
筋
不
法
之
取
計
等
無
之
様
重
坐
熟
和
二
円
申
談
候
之
引
。

繭

岡

藩

政

史

の

研

究

一
此
節
之
拝
借
上
納
年
限
相
演
候
得
＾
繰
返
し
拝
借
被
仰
付
候
事
。

一
惣
而
是
迄
郡
方
之
面
所
務
米
之
内
庄
屋
請
合
等
銀
｀
主
之
者
へ
相
渡
致
借
財
候
内
間
二
は
追
々
庄
屋
共
致
難
澁
候
様
之
儀

•

も
有
之
蓼
―
候
。
此
節
御
救
＝
ー
付
而
(
銘
夕
仕
組
相
立
已
来
右
様
之
儀
も
有
之
間
敷
事
き
疾
得
共
自
然
無
蝶
次
第
『
皿
庄

屋
受
合
等
差
出
さ
せ
候
て
猶
又
手
堅
く
相
心
得
庄
屋
共
難
澁
之
筋
等
無
之
様
可
仕
候
°
且
又
郡
方
切
扶
之
面
々
共
銀
主
共

右
之
趣
諸
士
一
統
可
被
相
逹
候

即
ち
前
文
に
於
て
家
中
逼
迫
の
原
因
は
次
の
如
く
要
約
さ
れ
て
居
る
。
天
保
＿
―
-
年
に
は
銀
切
手
の
拝
借
仰
せ
付
け
ら
れ
た
が

結
局
文
政
十
一
年
大
風
に
よ
る
創
摸
を
回
復
す
る
能
は
す
、
翌
十
二
年
に
は
餘
分
の
公
課
を
も
賦
課
さ
れ
て
、
以
後
挽
回
の
期

會
は
な
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
江
戸
参
観
、
長
崎
苦
備
等
の
旅
勤
相
糧
ぎ
、
物
債
騰
責
に
よ
つ
て
更
に
生
活
を
労
さ
れ
た
家
中
武

士
中
に
は
公
務
に
服
し
得
な
い
者
さ
へ
も
生
じ
、
斯
く
て
は
長
崎
秤
備
の
電
責
を
も
遂
行
し
得
な
い
様
な
容
易
な
ら
ざ
る
事
態

此
虞
に
於
て
文
政
十
一
年
及
び
天
保
三
年
の
雨
度
に
亘
つ
て
借
し
渡
さ
れ
た
銀
切
手
償
還
の
為
の
押
米
は
残
ら
す
之
を
免
除

し
、
薪
た
に
知
行
取
た
る
と
扶
持
取
た
る
と
を
問
わ
す
、
叉
現
在
公
猪
に
従
事
し
つ
4

あ
る
と
閑
地
に
あ
る
と
に
闘
ら
す
、

李
に
銀
錢
切
手
を
貸
輿
し
て
勝
手
向
を
立
直
さ
し
め
武
士
と
し
て
の
奉
公
に
欠
く
る
と
こ
み
な
か
ら
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ

一
八
六



一
八
七

更
に
家
中
御
救
仕
法
の
細
目
に
闘
し
て
は

．

一
、
先
づ
銘
ざ
八
用
の
高
を
押
和
の
有
無
を
考
慮
し
て
銀
札
の
下
附
を
中
請
す
る
。
そ
の
返
清
は
銀
一
貫
目
に
付
き
一
箇
年

る
。
併
し
米
債
の
高
下
に
よ
っ
て
返
惰
の
年
限
に
長
短
を
生
中
る
。

米
七
俵
の
割
で
常
天
保
五
年
か
ら
上
納
す

磁
時
藩
士
は
通
常
百
石
に
付
き
米
百
俵
(
-
―
―
斗
一
二
升
入
）
大
豆
一

1

一
俵
、
計
百
一

1

一
俵
を
奥
え
ら
れ
、
此
中
か
ら
賦
課
米
十
八
俵
元
一

1

1

升
を
控
除
さ
れ
た
。
押
米
と
は
此
の
控
除
米
で
あ
る
が
、
御
救
銀
等
の
支
給
を
受
け
れ
ば
そ
の
償
還
の
為
押
米
は
噌
加
す
る
。

●
 

一
、
諸
士
の
子
弟
中
佃
行
、
切
扶
を
給
わ
0
部
屋
住
で
勤
謗
し
て
居
る
者
も
拝
借
を
許
可
さ
れ
る
°
併
し
家
督
を
相
績
し
た

場
合
に
は
返
惰
の
押
米
が
父
子
の
分
重
複
し
て
指
支
へ
な
い
様
に
考
慮
し
て
願
ひ
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
、
従
来
拝
借
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
三
人
扶
持
以
下
の
御
扶
持
方
の
み
の
者
も
此
節
は
特
に
拝
借
を
許
さ
れ
る
が
少
額
の
扶

持
の
中
か
ら
押
米
を
喜
引
か
れ
て
は
指
支
え
る
か
ら
現
米
を
上
納
す
る
こ
と
i

し
で
拝
借
を
願
い
出
で
し
め
る
。

一
、
文
政
十
一
、
天
保
三
雨
年
拝
借
の
銀
切
手
に
到
す
る
返
惑
百
石
に
付
九
色
の
残
額
は
営
冬
の
分
か
ら
免
除
さ
れ
る
。

め
る
。
百
俵
に
付
十
二
貰

一
、
今
度
拝
借
し
た
銀
切
手
を
以
て
勘
定
所
に
保
管
せ
る
借
金
の
根
證
文
を
残
ら
こ
請
け
戻
さ
し

悶
目
の
上
の
り
（
借
金
の
追
加
）
を
認
め
そ
の
割
合
を
以
て
荏
引
せ
し
め
る
。

此
の
項
に
は
但
書
が
附
帯
し
て
居
て
「
但
し
間
に
は
銀
主
共
出
銀
之
次
第
に
よ
つ
て
雉
澁
之
者
も
之
有
る
べ
く
候
得
共
、

し
談
す
べ
き
の
事
」
と
言
う
の

此
節
之
儀
に
付
き
鷹
熟
談
を
遂
げ
候
様
銀
主
共
申
し
付
け
誓
候
間
其
の
旨
相
心
得
申

で
あ
る
が
、
此
の
但
書
に
よ
つ
て
是
よ
り
先
家
中
武
士
の
借
金
證
斎
債
櫂
者
か
ら
勘
定
所
に
提
出
さ
れ
、
藩
常
局
よ
り

翡
債
櫂
者
に
到
し
て
債
務
者
と
よ
く
熟
談
す
る
様
通
逹
し
て
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

蔵

岡

藩

政

史

の

研

究

（
此
の
方
法
は
家
中
借
用
銀



躙

岡

帯

政

史

の

研

究

返
罪
仕
組
に
常
に
見
ら
れ
る
形
式
で
管
兄
で
は
元
緑
十
一
年
の
夫
れ
が
蚊
も
古
い
。
）

＊
 

一
、
裟
倉
睛
御
仕
組
銀
鼻
借
し
、
返
済
す
べ
き
残
額
あ
る
者
は
此
節
拝
借
の
銀
切
手
を
以
て
上
納
す
る
。
但
し
錢
の
員
数

＊
文
政
索
四
月
廿
脊
‘
齋
荷
初
入
二
付
五
左
衛
門
（
林
）
郡
町
浦
ョ
リ
寸
志
銀
差
上
。
義
倉
齢
取
起
一
件
委
敷
逐
才
列
候
趣
被
賞
。

一
、
是
よ
り
先
公
謗
の
為
の
旅
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
拝
借
（
二
十
椅
年
賦
）
も
此
節
拝
借
の
銀
切
手
を
以
て
上
納
す
る
。
但

し
金
一
雨
に
付
銀
切
手
六
十
五
匁
の
割
。

一
、
従
来
の
銀
切
手
は
新
切
手
同
様
に
流
通
す
る
こ
と
。

一
、
薪
銀
切
手
及
び
布
銀
切
手
は
共
に
従
来
通
り
上
納
、
支
給
何
れ
の
場
合
に
も
使
用
さ
れ
る
。

一
、
是
迄
通
用
し
つ
i

あ
る
銀
切
手
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
薪
切
手
を
以
て
追
々
引
替
え
を
行
う
か
ら
、
そ
れ
迄
玩
在
の

一
、
諸
役
所
に
到
し
て
も
銀
一
貫
目
に
付
七
俵
の
引
賞
米
を
差
出
せ
ば
貸
渡
銀
札
の
弄
借
を
許
さ
れ
る
か
ら
都
合
つ
き
次
第

申
し
出
る
こ
と
。

・ヽ

（
「
輻
岡
藩
近
世
史
年
表
」
）

一ヽ
大
休
（
譴
責
を
受
け
て
勤
務
を
離
れ
る
こ
と
）
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
も
、
格
別
の
慈
悲
に
よ
つ
て
文
政
十
ニ
・
天
保
三
雨

．^  

一
、
今
度
御
救
仕
組
の
米
銀
切
手
回
牧
の
為
、
月
割
を
以
て
涸
算
す
る
。

切
手
の
通
用
を
命
す
る
。

但
し
荊
切
手
出
来
次
第
引
替
え
を
行
う
。

は
町
方
と
引
合
せ
且
つ
常
年
五
朱
の
利
を
も
加
へ
て
上
納
す
る
。

一
八
八



あ
る
。

借
の
押
米
を
免
除
さ
れ
る
0

且
つ
生
活
困
雖
の
者
は
‘
一
族
中
か
ら
願
い
出
で
し
め
る
。

一
八
九

一
、
今
回
の
．拝
借
は
返
演
年
限
が
終
れ
ば
再
び
繰
返
し
拝
借
が
許
さ
れ
る
，

一
、
地
方
在
住
の
武
士
が
庄
屋
請
合
で
所
務
米
を
洪
常
と
し
て
借
金
し
た
場
合
、
時
と
し
て
庄
屋
が
難
澁
す
る
場
合
が
あ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
今
度
の
御
救
に
付
い
て
は
各
自
方
策
を
立
て
4
庄
屋
共
を
困
惑
さ
せ
る
事
の
な
い
様
に
せ
よ
0

又
地

方
に
在
つ
て
扶
持
を
受
け
て
居
る
者
共
は
銀
｀
主
共
に
到
し
て
借
財
を
差
引
か
し
め
又
は
不
法
の
な
い
様
懇
談
す
べ
き
で

一
、
右
の
外
詳
細
の
事
は
勘
定
所
並
び
に
御
救
方
に
問
い
合
わ
す
こ
と
。

以
上
が
諸
士
一
統
に
通
逹
せ
ら
れ
た
家
・
中
御
救
の
仕
法
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
御
数
の
具
体
的
方
法
は
先
づ
莉
銀
札
の
喪
行
に
よ
つ
て
家
中
武
士
が
負
う
と
こ
ろ
の
公
私
各
様
の
債
務
を
滑

算
し
、
稲
も
す
れ
ば
公
務
す
ら
勤
め
乗
ね
る
吠
域
に
在
る
家
臣
園
の
生
活
を
保
院
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
化
政
度
よ
り
天

保
に
か
け
て
は
内
憂
外
点
の
時
代
で
あ
っ
て
、
文
化
宜
年
の
フ
ェ
ー
ト
ン
琥
事
件
以
来
漸
く
外
船
の
我
が
近
海
に
出
淡
す
る
も

の
多
く
、
佐
貧
藩
と
隔
年
長
崎
密
備
を
其
の
任
と
し
て
い
た
醐
岡
源
が
一
朝
有
濱
の
際
を
考
う
る
時
、
そ
の
股
眩
た
る
家
中
武

士
の
窮
乏
化
を
放
任
し
得
な
か
っ
た
の
は
党
然
で
あ
っ
た
と
言
う
ぺ
き
で
あ
る
。

併
し
て
家
中
御
救
の
具
体
的
方
法
と
し
て
ほ
藩
札
の
愛
行
以
外
に
可
能
な
る
手
段
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

此
の
正
裳
な
る
兌
捩
準
備
な
く
翌
行
さ
れ
、
且
つ
常
に
引
換
の
停
止
或
は
札
潰
し
を
覺
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
藩
札
が
岡
滑
に

流
通
す
る
と
は
如
何
に
槃
天
的
に
し
て
精
極
政
策
の
信
奉
者
な
る
彼
等
と
雖
も
考
へ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

蔵

岡

藩

政

．史

の

笥

究



躙
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藩

政
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要
す
る
に
家
中
御
救
の
為
に
為
さ
れ
た
藩
札
の
焚
行
は
次
善
の
道
で
あ
っ
た
C

そ
の
間
の
泊
息
は
「
浮
世
の
有
様
」
の
記
事

に
も
玩
わ
れ
て
い
る
。

「
或
役
所
に
は
少
々
の
遊
銀
有
之
に
ぞ
、
其
銀
を
元
立
て
と
し
大
坂
に
て
銀
子
を
借
入
れ
其
の
銀
を
以
て
一
家
中
の
仕
送
り
な

し
、
暮
に
至
り
て
何
れ
も
其
物
成
を
引
取
ぬ
る
こ
と
な
れ
ば
、
其
首
筋
を
押
取
り
に
て
過
分
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
し
て
柳
か

も
損
を
な
せ
る
氣
追
ひ
な
し
と
て
其
事
を
始
め
ぬ
。
御
家
中
の
者
共
も
此
度
薪
に
斯
様
な
る
莉
法
立
ち
し
故
大
い
に
こ
れ
を
悦

び
下
地
よ
り
年
来
仕
送
り
せ
し
町
人
百
姓
共
を
大
損
か
け
そ
の
儘
に
な
し
て
役
所
の
金
を
借
入
れ
ぬ
る
様
に
な
り
ぬ
。
役
所
に

て
は
柳
か
の
銀
子
を
元
立
て
に
し
て
外
よ
り
銀
子
借
入
れ
商
利
を
貪
ら
ん
と
思
ひ
し
に
、
大
坂
は
云
ふ
に
及
ぱ
す
、
外
に
て
も

金
子
借
入
る
4

こ
と
な
り
難
く
種
々
奸
計
を
雲
血
せ
ど
も
柳
か
も
金
貸
し
く
る
4

も
の
非
ざ
れ
ば
大
い
に
行
詰
り
ぬ
る
に
ぞ
、
詮

す
べ
な
き
虞
よ
り
悪
智
懸
を
出
し
暴
に
莉
銀
札
を
排
へ
て
仰
山
に
こ
れ
を
貸
付
ぬ
。
家
中
の
者
共
其
銀
札
を
以
て
町
家
に
て
の

買
物
代
に
彿
ひ
ぬ
る
に
ぞ
、
町
人
共
よ
り
其
銀
札
を
引
替
へ
に
到
り
し
に
、
素
よ
り
引
替
え
る
銀
子
な
き
こ
と
な
れ
ば
直
ち
に

そ
の
化
を
顕
は
し
ぬ
。
こ
れ
に
よ
り
て
一
統
大
い
に
騒
出
づ
る
様
に
な
り
て
下
地
よ
り
通
用
せ
る
虚
の
銀
札
も
潰
れ
ぬ
。
何
れ

も
銀
札
計
り
所
持
し
て
金
銀
砦
も
貯
へ
ざ
る
者
共
は
米
買
ひ
ぬ
る
こ
と
も
な
り
難
く
、
銀
札
を
持
ち
な
が
ら
餓
庇
を
な
す
者
仰

山
な
る
こ
と
故
、
斯
く
て
は
立
行
き
難
し
、
こ
れ
全
く
家
老
諸
役
人
共
不
埒
な
る
故
こ
の
極
に
到
れ
り
。
迎
も
餓
死
を
な
す
こ

と
な
れ
ば
一
揆
を
起
し
切
死
す
べ
し
と
て
一
群
々
と
多
人
敷
寄
集
ひ
其
の
催
あ
り
と
云
ふ
。
」

之
に
従
え
ば
営
初
は
藩
顧
の
遊
金
を
死
蔵
せ
す
し
て
適
宜
に
運
用
し
、
之
を
基
礎
と
し
て
大
坂
よ
り
銀
子
を
借
入
れ
、
之
に

よ
つ
て
家
中
武
士
の
生
計
を
採
助
し
そ
の
負
債
は
年
末
に
貢
租
に
よ
っ
て
相
殺
す
る
計
琺
が
立
案
さ
れ
た
ら
し
く
、
そ
の
結
果

一
九
〇



家
中
の
者
共
は
勢
ひ
年
末
金
融
を
仰
い
で
い
た
町
人
百
姓
と
の
騨
係
を
絶
ち
、
よ
り
有
利
な
藩
金
を
借
入
れ
る
に
至
っ
た
か
ら

従
来
武
士
と
交
渉
の
あ
っ
た
町
人
百
姓
は
之
が
級
牲
と
な
る
に
至
っ
た
。
然
し
間
も
な
く
大
坂
其
他
よ
り
の
資
金
借
入
は
困
難

瓢

岡

藩

政

史

の

研

究

と
な
り
遂
に
銀
札
の
愛
行
を
み
る
に
至
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
九

（
未
完
）

・, 




