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は
じ
め
に

薩
長
連
合
が
倒
幕
に
動
き
、
王
政
復
古
の
大
号
令
が
発
せ
ら
れ
、
西
郷
と
勝
の
会
談
に
よ
っ
て
江
戸
城
が
無
血

開
城
さ
れ
て
、
明
治
維
新
と
な
る
。
そ
し
て
、
文
明
開
化
の
世
の
中
が
や
っ
て
来
る
。

幕
末
・
明
治
初
期
の
日
本
人
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

尊
王
攘
夷
思
想
に
心
酔
し
た
人
々
、
倒
幕
に
燃
え
た
人
々
、
西
洋
文
化
に
圧
倒
さ
れ
た
人
々
、
列
強
に
追
い
付

か
ね
ば
と
真
剣
に
考
え
た
人
々
、
…
…
。

彼
ら
の
思
い
は
、
今
か
ら
は
想
像
も
及
ば
な
い
、
厳
し
く
苦
し
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
確
実
に
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

近
代
天
皇
制
の
も
と
、
富
国
強
兵
と
殖
産
興
業
に
邁
進
し
た
結
果
、
め
ざ
ま
し
く
発
展
し
た
日
本
は
、
昭
和
初

期
に
軍
部
が
政
治
を
掌
握
し
、
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
を
突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
戦
後
に
復
興
を
遂
げ
、
高
度
成

長
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
、
東
日
本
大
震
災
が
あ
っ
て
、
今
日
の
日
本
が
あ
る
。
日
本
人
は
、

幕
末
以
降
、
欧
米
に
い
か
に
追
い
付
き
、
伍
し
て
戦
う
か
と
い
う
課
題
に
ず
っ
と
追
い
ま
く
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
間
、
日
本
人
の
思
考
を
支
え
た
の
は
、
本
書
で
も
論
じ
る
〈
和
〉〈
漢
〉〈
洋
〉
と
い
う
三
つ
の
教
養
だ
っ
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た
。
そ
れ
以
前
は
、
江
戸
時
代
に
〈
洋
〉
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
〈
和
〉〈
漢
〉
で
あ
っ
た

か
ら
、
幕
末
・
明
治
初
期
に
本
格
的
に
〈
洋
〉
が
加
わ
っ
て
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大

き
い
。

身
近
な
例
を
考
え
て
も
、
現
代
医
学
で
は
、
東
洋
医
学
も
あ
る
程
度
尊
重
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
西
洋
医
学

が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
よ
う
。
音
楽
も
、
そ
う
だ
。
邦
楽
は
今
日
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

現
代
音
楽
は
主
に
洋
楽
に
影
響
を
受
け
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
時
代
に
軍
隊
に
関
連
し
て
西
洋
か
ら

マ
ー
チ
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

本
書
に
お
い
て
、〈
洋
〉
の
付
加
に
よ
っ
て
〈
和
〉〈
漢
〉
も
含
め
て
大
き
な
変
容
を
迫
ら
れ
る
日
本
的
教
養
を

具
体
的
に
把
握
し
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
の
教
養
の
あ
り
か
た
を
模
索
し
て
い
た
た
だ
け
れ
ば
、
あ
り
が
た
い
。

鈴
木
健
一
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変容する教養（鈴木）

1

変
容
す
る
教
養

―
近
代
に
お
け
る
〈
和
〉〈
漢
〉〈
洋
〉

鈴
木
健
一
　
　

一
　
基
本
的
な
問
題
意
識

古
典
の
時
代
に
お
い
て
、
教
養
と
は
、
和
歌
・
漢
詩
文
を
中
心
と
し
て
、
歴
史
・
思
想
・
宗
教
・
科
学
と
い
っ
た
諸
分
野
に
ま
た

が
る
基
礎
的
知
識
だ
っ
た
と
一
応
定
義
で
き
る
。
そ
れ
ら
が
磁
場
と
し
て
働
き
、
日
本
の
文
化
を
形
作
る
上
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
近
世
に
お
い
て
は
、
出
版
文
化
の
隆
盛
と
と
も
に
、
庶
民
へ
と
浸
透
し
た
。
教
養
の
大
衆
化
で
あ
る（１
）。

そ
う
い
っ
た
教
養
が
浸
透
す
る
あ
り
か
た
の
原
型
が
形
作
ら
れ
る
の
は
、
近
世
初
期

―
慶け
い

長ち
ょ
う（

一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
か
ら
寛か
ん

永え
い

（
一
六
二
四
〜
四
四
）
に
か
け
て

―
で
あ
っ
た（２
）。
こ
の
時
期
に
は
、
戦
国
の
世
が
収
束
し
た
た
め
、
古
典
が
復
権
し
、〈
雅
〉
が
再

生
・
強
化
さ
れ
る
一
方
、〈
俗
〉
も
台
頭
し
、
そ
こ
に
出
版
文
化
が
確
立
し
て
、
教
養
が
浸
透
す
る
回
路
の
基
本
形
が
作
ら
れ
た
の

序
論
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2

序　論

で
あ
る
。

そ
れ
を
近
世
の
入
口
と
す
る
な
ら
、
出
口
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
教
養
が
大
き
く
変
容
し
て
い
く

状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

幕
末
・
明
治
初
期
に
お
い
て
は
西
洋
文
明
か
ら
の
影
響
が
甚
だ
し
く
、
古
来
日
本
人
が
捧
げ
持
っ
て
き
た
教
養
は
変
質
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

本
書
で
は
、〈
和
〉〈
漢
〉〈
洋
〉
と
い
う
三
つ
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
容
す
る
教
養
の
あ
り
か
た
を
析
出
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、〈
和
〉〈
漢
〉〈
洋
〉
と
い
う
学
問
の
あ
り
か
た
は
、
近
世
後
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
。〈
和
〉
は
、
中
期
の
賀か

茂も
の

真ま

淵ぶ
ち

か
ら
後
期
の
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

に
か
け
て
、
国
学
が
隆
盛
を
極
め
た
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。〈
漢
〉
で
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
寛
政

異
学
の
禁
に
よ
り
朱
子
学
へ
の
集
中
が
促
さ
れ
、
林
家
の
私
塾
が
湯
島
の
聖
堂
学
問
所
と
し
て
官
学
化
さ
れ
て
い
た
の
が
、
同
九
年

に
は
昌
平
坂
学
問
所
と
し
て
幕
府
の
直
轄
と
な
っ
て
い
た
。〈
洋
〉
で
は
、
主
に
蘭
学
が
学
ば
れ
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
蛮ば
ん

書し
ょ

和わ

解げ

御
用
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
蕃ば
ん

書し
ょ

調し
ら
べ

所し
ょ

、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
洋
書
調
所
（
翌
年
、
開
成
所
）
が
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ

れ
、
洋
学
の
学
問
所
が
発
展
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
〈
漢
〉〈
洋
〉
が
幕
府
公
認
の
学
問
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。

た
だ
し
、〈
洋
〉
の
圧
倒
的
な
存
在
感
、
こ
れ
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
　〈
和
〉
の
近
代
的
な
展
開

日
本
人
に
と
っ
て
〈
和
〉
の
要
素
は
、
自
ら
の
存
在
意
義
に
関
わ
る
、
き
わ
め
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
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変容する教養（鈴木）

3

西
洋
の
文
物
が
尊
ば
れ
た
と
し
て
も
、〈
和
〉
は
強
固
に
そ
の
価
値
を
主
張
し
続
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

学
制
改
革
と
国
学

も
っ
と
も
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
国
学
は
、
宣
長
や
そ
の
門
下
を
中
心
と
し
た
後
期
の
さ
か
ん
な
勢
い
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。

そ
の
状
況
を
挽
回
す
る
た
め
、
こ
の
時
期
の
学
校
制
度
の
改
変
の
中
で
、
国
学
の
復
権
が
目
指
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る（３
）。

慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
に
は
京
都
で
皇こ
う

学が
く

所し
ょ

が
開
校
し
た
。
明
治
二
年
正
月
に
定
め
ら
れ
た
「
皇
学
所
規
則
」
に
お
い
て
、
教

科
・
科
目
は
、

本
教
学　
神
典　
皇
史　
地
志　
系
譜

経
済
学　
礼
儀　
律
令　
兵
制　
食
貨

辞
章
学　
歌
詞　
詩
文　
書
法

図
書
芸
技
学　
天
文　
医
術　
卜
筮　
音
楽　
律
暦　
算
数

と
あ
り
、
ま
た
授
業
科
目
・
書
名
は
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

正
月
某
日
講
義　
古
事
記
表
文

毎
月
二
七
日
講
義　

神
典　

天あ
ま
つ
か
み
の
よ
ご
と

神
寿
詞
、
古
事
記
、
日
本
紀
、
古
語
拾
遺
、
祝の
り
と
し
き

詞
式　
　

二
日
歌
詞
会
、
七
日
詩
文
会
於
き
ょ
く

局ち
ゅ
う
に

中お
い
て

為こ
れ
を

之な
す
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三
八
日
講
義　
律
令　
令
義
解
、
三
大
格
、
儀
式
、
延え
ん

喜ぎ

式
、
法
曹
至
要
抄

四
九
日
会
読　

皇
史　

五
国
史
、
日
本
逸
史
、
大
日
本
史
、
論
語
（
此
以
下
は
局
中
に
て
為
之
）、
大
学
、
中
庸
、
書
経
、
易
経
、

孝
経

五
十
日
講
義　
歌
辞　
万
葉
集
、
新
撰
万
葉
集
、
古
今
集
、
詩
文
集
（
局
中
に
て
為
之
）

全
体
と
し
て
〈
和
〉
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
皇
学
所
は
明
治
三
年
七
月
に
は
廃
校
と
な
っ
て

し
ま
う
。

そ
の
一
方
、
東
京
で
は
、
明
治
二
年
六
月
に
昌
平
学
校
（
も
と
昌
平
坂
学
問
所
）
が
大
学
校
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、

皇
学
派
と
漢
学
派
が
対
立
し
、
い
わ
ゆ
る
学が
く

神し
ん

祭さ
い

紛
争
も
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昌
平
坂
学
問
所
が
そ
も
そ
も
林
家
の
塾
で
あ
り

儒
学
を
奉
じ
て
い
た
た
め
孔
子
と
そ
の
門
人
の
霊
を
祀
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
皇
学
派
が
、
八や

意ご
こ
ろ

思お
も
い

兼か
ね

神の
か
みを
主
神
と
し
久く

延え

毘び

古こ
の

神か
み

を
副
神
と
し
て
祀
る
こ
と
を
主
張
し
、
漢
学
派
と
対
立
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
い
く
つ
か
の
対
立
点
が
あ
り
、
結

果
的
に
こ
の
闘
争
は
、
漢
学
派
が
勝
利
す
る
。
ま
だ
ま
だ
こ
の
時
期
に
は
、〈
漢
〉
の
力
が
強
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
儒
学
教
育

が
浸
透
し
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
大
学
校
で
舎
長
を
つ
と
め
た
堤
長
発
と
い
う
学
生
が
二
十
一
歳
の
明
治
二
年
十
〜
十
二
月
に
記
し
た
日
記
が
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
国
書
で
は
、『
令
り
ょ
う
の

義ぎ

解げ

』（
養
老
令
の
官
撰
注
釈
書
）『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
三
代
実
録
』『
文
徳
実

録
』『
古
事
記
』『
万
葉
集
』
な
ど
の
古
典
、
平
田
篤
胤
著
『
玉た
ま

襷だ
す
き』（

文
化
十
年
頃
成
立
）、
山
県
禎
（
太
華
）
編
『
国
史
纂
論
』（
天
保
十

年
〈
一
八
三
九
〉
刊
）、
漢
籍
で
は
『
左
伝
（
春
秋
左
氏
伝
）』『
孝
経
』
を
読
ん
で
い
る
。
特
に
熱
心
に
勉
強
し
て
い
る
の
は
『
令
義
解
』

や
『
日
本
書
紀
』
以
下
の
六
国
史
で
、
漢
籍
よ
り
国
書
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
当
時
の
教
養
は
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〈
和
〉
中
心
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
堤
長
発
は
、
日
向
国
高
鍋
藩
の
上
級
士
族
の

子
で
、
藩
校
で
学
ん
だ
後
、
父
と
と
も
に
江
戸
に
や
っ
て
来
た
の
だ
が
、
そ
の
彼
が
こ
の
よ
う
に
国
書
に
親
し
ん
で
い
る
の
は
、
す

で
に
藩
校
で
漢
籍
を
一
通
り
勉
強
し
て
お
り
、
む
し
ろ
国
書
が
目
新
し
く
、
い
か
に
も
維
新
的
な
新
し
い
学
問
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
、
大
久
保
利
謙
氏
は
推
測
し
て
い
る（４
）。
つ
ま
り
、
近
世
末
期
の
日
本
人
の
知
識
層
の
基
礎
教
養
は
漢
学
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
王
政
復
古
の
時
代
に
当
た
っ
て
、
む
し
ろ
国
書
が
新
鮮
な
も
の
と
し
て
彼
ら
の
目
に
映
じ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
明
治
十
年
に
は
東
京
大
学
が
誕
生
し
、
そ
の
文
学
部
に
は
和
漢
文
学
科
が
設
置
さ
れ
、
同
十
九
年
に
は
帝
国
大
学
と
改

称
し
、
文
学
部
は
文
科
大
学
と
な
る
。
和
漢
文
学
科
は
和
文
学
科
と
漢
文
学
科
に
分
か
れ
、
三
年
後
に
和
文
学
科
は
国
文
学
科
と
な

る
。
そ
の
間
、
小こ

中な
か

村む
ら

清き
よ

矩の
り

（
本
居
内
遠
門
、
一
八
二
一
〜
九
五
）・
物も

集ず
め

高た
か

見み

（
平
田
銕
胤
門
、
一
八
四
七
〜
一
九
二
八
）・
黒く
ろ

川か
わ

真ま

頼よ
り

（
黒
川

春
村
門
、
一
八
二
九
〜
一
九
〇
六
）
ら
、
国
学
の
系
譜
を
引
く
人
々
が
教
官
と
な
っ
て
い
た
。

明
治
時
代
以
降
、
国
文
学
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
史
観
や
文
献
学
の
影
響
を
受
け
て
、
近
代
的
な
装
い
を
身
に
着
け
た
わ
け
だ
が
、

近
世
の
国
学
か
ら
の
連
続
面
も
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
。

鈴
木
弘
恭
に
よ
る
古
典
の
注
釈
書

明
治
初
期
に
、
積
極
的
に
古
典
の
注
釈
書
を
刊
行
し
た
人
物
と
し
て
鈴す
ず

木き

弘ひ
ろ

恭や
す

を
挙
げ
て
お
き
た
い（５
）。

鈴
木
弘
恭
は
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
水
戸
で
生
ま
れ
、
弘
道
館
国
学
局
で
国
学
を
学
び
、
水
戸
藩
士
で
国
学
者
の
間ま

宮み
や

永な
が

好よ
し

に
詠
歌
を
学
ん
だ
。
維
新
後
、
黒
川
真
頼
に
従
っ
て
国
書
を
研
究
し
て
い
る
。
明
治
十
年
の
頃
、
国
文
学
を
さ
か
ん
に
し
よ
う
と
し

て
田た

中な
か

頼よ
り

庸つ
ね

、
井い
の

上う
え

頼よ
り

圀く
に

ら
が
起
こ
し
た
研
文
会
に
入
会
し
、
尽
力
し
た
。
同
十
六
年
に
は
国
史
を
整
え
よ
う
と
し
て
、
副そ
え

島じ
ま

種た
ね

臣お
み

、
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谷た
に

干か
ん

城じ
ょ
う、
丸ま
る

山や
ま

作さ
く

楽ら

、
井
上
頼
圀
ら
と
と
も
に
史
学
協
会

を
創
設
し
た
（
同
十
九
年
、
廃
会
）。
同
十
七
年
に
は
、
学

習
院
助
教
と
な
る
。
こ
の
時
、
四
十
一
歳
だ
っ
た
。
こ

の
頃
、『
参
考
評
註
十
六
夜
日
記
読
本
』（
明
治
十
六
年
序
）

『
参
考
評
註
土
佐
日
記
読
本
』（
同
十
八
年
刊
）
な
ど
の
古
典

注
釈
を
出
版
し
て
い
る
。
国
文
学
の
注
釈
書
の
刊
行
が
必

ず
し
も
活
発
で
は
な
い
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
出
版
物
を

次
々
と
刊
行
し
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
参
考
ま

で
に
図
1
に
『
参
考
評
註
土
佐
日
記
読
本
』
の
一
部
を
掲

げ
た
。
簡
便
な
注
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。

な
お
、
弘
恭
は
晩
年
女
子
教
育
に
力
を
注
ぎ
、
明
治
三
十
年
、
五
十
四
歳
で
没
し
た
。

和
歌
史
に
お
け
る
緩
や
か
な
展
開

〈
和
〉
の
分
野
の
中
心
な
文
芸
で
あ
る
和
歌
の
場
合
、
明
治
二
十
年
代
後
半
に
与
謝
野
晶
子
・
石
川
啄
木
・
正
岡
子
規
ら
が
綺
羅

星
の
如
く
登
場
し
て
き
て
、
天
才
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
近
代
短
歌
の
革
新
は
な
さ
れ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
側
面
も
否
定
は

し
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
以
前
か
ら
少
し
ず
つ
変
化
の
兆
し
は
あ
っ
た
。
近
世
後
期
、
堂
上
で
は
光こ
う

格か
く

天
皇
歌
壇（６
）が
あ
り
、
地
下
で
は

香か

川が
わ

景か
げ

樹き

が
率
い
る
桂
園
派
が
勢
力
を
伸
ば
す
と
い
う
よ
う
に
、
近
世
和
歌
史
が
厚
み
を
持
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
明
治

時
代
ま
で
桂
園
派
の
流
れ
に
あ
る
旧
派
和
歌（７
）が
存
続
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
は
緩
や
か
に
達
成
さ
れ
た
。

図1　『参考評註土佐日記読本』
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近
世
か
ら
の
連
続
面
も
ま
た
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る（８
）。

近
世
か
ら
近
代
へ
の
連
続
面
と
断
絶
面
が
両
方
感
じ
取
れ
る
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

明
治
時
代
に
な
っ
て
登
場
す
る
新
し
い
事
物
を
表
現
す
る
際
に
も
、
和
歌
が
詠
ま
れ
た
。
こ
れ
を
新
題
和
歌
と
言
う
。
佐さ

さ々

木き

弘ひ
ろ

綱つ
な

編
『
明
治
開
化
和
歌
集
』（
明
治
十
三
年
刊
）
か
ら
一
首
を
引
こ
う
。

洋
服 

藤
井
守
行

う
れ
し
さ
を
心
の
う
ち
に
つ
ゝ
め
と
や
袂た
も
と
ゆ
た
か
に
た
ゝ
ぬ
な
る
ら
ん 

（
雑
・
六
三
三
番
）

歌
意
は
、
う
れ
し
さ
は
袂
で
は
な
く
心
の
中
に
包
ん
で
お
く
よ
う
に
と
い
う
の
で
、
洋
服
は
袂
を
大
き
く
ゆ
っ
た
り
と
裁
た
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
和
服
で
は
袂
が
た
っ
ぷ
り
と
あ
り
、
古
典
和
歌
で
は
、

う
れ
し
き
を
何
に
包
ま
む
唐
衣
袂
ゆ
た
か
に
裁た

て
と
言
は
ま
し
を 

（
古
今
集
・
雑
上
・
読
人
不
知
・
八
六
五
番
）

う
れ
し
さ
を
昔
は
袖
に
包
み
け
り
こ
よ
ひ
は
身
に
も
あ
ま
り
ぬ
る
か
な 

（
和
漢
朗
詠
集
・
慶
賀
・
読
人
不
知
・
七
七
三
番
）

と
い
う
よ
う
に
、
う
れ
し
さ
は
衣
の
袂
に
包
む
も
の
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
余
り
出
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
洋
服
は
体
に
ぴ
っ

た
り
と
合
っ
た
ふ
う
に
袂
を
裁
つ
。
だ
か
ら
、
そ
の
袂
に
は
う
れ
し
さ
を
包
む
余
地
は
な
い
の
で
、
心
の
中
に
包
み
隠
す
し
か
な
い

と
歌
う
の
で
あ
る
。〈
洋
〉
の
事
物
の
特
質
を
表
現
す
る
上
で
も
伝
統
的
な
〈
和
〉
の
発
想
を
踏
ま
え
て
い
く
、
そ
れ
だ
け
〈
和
〉

は
日
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
教
養
を
形
作
っ
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
こ
が
連
続
面
で
あ
り
、
洋
服
と
い
う
題
材
を
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
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が
断
絶
面
だ
ろ
う
。

三
　〈
漢
〉
が
形
成
す
る
基
盤

な
よ
や
か
な
和
語
に
骨
格
を
与
え
、
引
き
締
ま
っ
た
文
体
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
、
情
報
を
よ
り
多
く

盛
り
込
む
こ
と
、
に
お
い
て
、
漢
詩
文
は
日
本
人
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。

幕
末
・
明
治
初
期
の
藩
校
や
私
塾
で
も
漢
学
に
よ
る
教
育
が
行
わ
れ
て
お
り
、
明
治
初
期
の
政
治
家
や
官
僚
た
ち
の
教
養
に
も

〈
漢
〉
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。

漢
学
は
基
礎
教
養

明
治
時
代
の
歴
史
小
説
家
塚つ
か

原は
ら

渋じ
ゅ
う

柿し

園え
ん

（
一
八
四
八
〜
一
九
一
七
）
が
著
し
た
「
江
戸
時
代
の
文
教
」（
國
學
院
雑
誌
、
一
九
一
一
年
二
月
、

『
幕
末
の
江
戸
風
俗
』
岩
波
文
庫
に
収
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
末
当
時
の
知
識

層
が
若
い
頃
に
ど
の
よ
う
な
書
物
に
触
れ
た
か
が
わ
か
る
。
す
べ
て
漢
籍
で
あ
る
。

先
ず
学
問
を
初
め
ま
し
て
一
通
り
の
理
窟
を
師
匠
か
ら
聴
き
ま
し
た
時
分
に
は
、（
中
略
）
文
久
の
末
か
ら
元
治
、
そ
の
頃

で
。
当
時
私
共
青
年
が
読
み
ま
し
た
書
物
は
何
か
と
申
す
と
、
一
時
廃す
た

れ
て
昨
今
ま
た
行
わ
れ
て
来
た
よ
う
な
浅あ
さ

見み

絅け
い

斎さ
い

先
生

の
『
靖せ
い

献け
ん

遺い

言げ
ん

』。
そ
れ
か
ら
一
方
で
は
水
戸
の
会あ
い

沢ざ
わ

先
生
の
拵
え
ま
し
た
『
新
論
』。
そ
れ
か
ら
山さ
ん

陽よ
う

先
生
の
『
政
記
』
と
か

『
外
史
』
と
か
。
そ
の
次
に
塩し
お

谷の
や

宕と
う

陰い
ん

先
生
の
『
隔
靴
論
』。
そ
う
云
う
風
な
書
物
。
そ
れ
か
ら
支
那
の
書
で
は
蘇そ

東と
う

坡ば

の
『
東
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坡
策
』。
蘇
老
泉
の
『
審し
ん

敵て
き

篇へ
ん

』。
陳ち
ん

龍り
ゅ
う

川せ
ん

の
『
文
抄
』
と
か
云
う
の
が
、
当
時
青
年
必
読
の
書
と
云
う
の
で
頻し
き

り
に
読
み
ま

し
た
。
だ
か
ら
そ
の
精
神
も
目
的
も
鎖
港
攘
夷
。「
外
国
人
を
追
ッ
払
う
に
は
ど
う
云
う
塩あ
ん

梅ば
い

に
し
た
ら
宜よ

か
ろ
う
、
戦い
く
さ
さ
に

勝
て
る
だ
ろ
う
、
勝
て
な
い
ま
で
も
防
げ
る
だ
ろ
う
」
と
云
う
こ
と
の
外
に
ほ
と
ん
ど
余
念
も
無
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。

文ぶ
ん

久き
ゅ
う・
元げ
ん

治じ

（
一
八
六
一
〜
六
五
）
は
明
治
維
新
の
直
前
で
あ
る
。
漢
籍
に
つ
い
て
簡
単
に
注
記
し
て
お
く
。
全
体
に
時
局
を
よ
く

反
映
し
た
書
目
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
靖
献
遺
言
』
は
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
刊
。
節
義
を
失
わ
な
か
っ
た
中
国
・
日
本
の
忠
臣
・
義
士
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、

尊
王
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。『
新
論
』
は
、
会
沢
正せ
い

志し

斎さ
い

が
著
し
た
も
の
で
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
成
立
。
こ
れ
も
尊

王
攘
夷
を
唱
え
た
も
の
。『
日に

本ほ
ん

政せ
い

記き

』
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
刊
。
神
武
天
皇
か
ら
後ご

陽よ
う

成ぜ
い

天
皇
ま
で
の
歴
史
を
漢
文
体
で

記
す
。『
日に

本ほ
ん

外が
い

史し

』
は
、
文
政
九
年
成
立
、
天
保
七
年
頃
刊
。
日
本
語
と
し
て
十
分
こ
な
れ
た
漢
文
体
に
よ
っ
て
、
源
平
二
氏
か

ら
徳
川
氏
ま
で
の
武
家
の
歴
史
が
調
子
よ
く
、
そ
し
て
甘
美
に
語
ら
れ
て
い
く
（
後
述
）。
以
上
の
頼ら
い

山
陽
（
一
七
八
〇
〜
一
八
三
二
）

が
著
し
た
二
つ
の
歴
史
書
も
尊
王
論
を
鼓
舞
し
た
。『
隔
靴
（
鞾
）
論
』
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
刊
。
海
防
論
を
幕
府
に
建
言
し

た
も
の
。

『
東
坡
策
』
は
、
藤
森
大
雅
が
蘇
東
坡
の
策
文
二
十
五
を
編
集
し
た
も
の
。
蘇そ

軾し
ょ
く（

東
坡
）
は
、
北
宋
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
だ
が
、
政

争
に
巻
き
込
ま
れ
、
直
言
癖
も
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
左
遷
さ
れ
、
地
方
長
官
を
歴
任
し
た
。「
審
敵
」（
唐
宋
八
大
家
文
読
本
・
巻
十
七
）

の
著
者
蘇そ

洵じ
ゅ
ん（

老
泉
）
は
、
蘇
軾
の
父
。「
審
敵
」
は
、
契
丹
へ
の
歳
幣
を
中
止
す
れ
ば
、
契
丹
は
侵
攻
し
て
く
る
は
ず
で
、
そ
の
背

後
を
断
っ
て
殲
滅
さ
せ
よ
と
の
強
硬
策
を
唱
え
る
。『
陳
龍
川
文
抄
』
の
著
者
陳ち
ん

亮り
ょ
う（

龍
川
）
は
、
南
宋
の
思
想
家
、
文
学
者
で
、
金

と
の
抗
戦
を
主
張
し
た
憂
国
の
士
で
も
あ
っ
た
。
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『
日
本
外
史
』の
絶
大
な
影
響
力

近
世
後
期
の
〈
漢
〉
的
な
教
養
の
中
で
最
も
大
き
な
影
響
を
日
本
人
に
与
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
い
く
つ
か
の
答
は
想
定

し
う
る
も
の
の
、
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
頼
山
陽
著
『
日
本
外
史
』
が
指
を
屈
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

亡
命
ロ
シ
ア
人
革
命
家
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
（
一
八
三
八
〜
八
八
）
が
著
し
た
日
本
回
想
記
『
回
想
の
明
治
維
新
』（
ロ
シ
ア
報
知
、
一
八
八

三
〜
八
四
年
。
岩
波
文
庫
・
渡
辺
雅
司
氏
訳
に
よ
っ
て
引
用
）
で
も
、

一
八
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
最
良
の
日
本
史
と
も
い
う
べ
き
『
日ニ

ッ

本ポ
ン

外ガ
イ

史シ

』（
翻
訳
す
れ
ば
外
か
ら
見
た
歴
史
、
つ
ま
り
日
出
ず
る
国
の

プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
歴
史
と
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
）
は
、
す
べ
て
の
学
校
で
採
用
さ
れ
、
ほ
か
で
も
な
い
今
述
べ
た
よ
う
な
唯
一
の
天

皇
権
力
の
復
活
の
た
め
の
、
な
ん
と
も
奇
妙
で
、
熱
烈
な
宣
伝
の
書
と
な
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
内う
ち

村む
ら

鑑か
ん

三ぞ
う

著
『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』（
明
治
二
十
七
年
講
演
）
の
中
で
も
、

今
日
の
王
政
復
古
を
持
来
し
た
原
動
力
は
何
で
あ
つ
た
か
と
云
へ
ば
、
多
く
の
歴
史
家
が
云
ふ
通
り
山
陽
の
日
本
外
史
が
其
一

で
あ
り
し
事
は
能
く
分
て
居
る
。
山
陽
は
其
思
想
を
遺
し
て
日
本
を
復
活
さ
せ
た
。
今
日
の
王
政
復
古
前
後
の
歴
史
を
悉
く
調

べ
て
見
る
と
山
陽
の
功
の
非
常
に
多
い
事
が
分
る
。
私
は
山
陽
の
外
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ぬ
。
か
の
人
の
私
行
に
付
て
は
二
つ

三
つ
不
同
意
な
所
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
国
体
論
や
兵
制
論
に
就
て
は
不
同
意
で
あ
り
ま
す
。
併
し
乍
ら
彼
れ
山
陽
の
一
つ
の

A

ア
ン
ビ
シ
ョ
ン

m
bition

即
ち
「
我
は
今
世
に
望
む
所
は
無
い
け
れ
ど
も
来
世
の
人
に
大
に
望
む
所
が
あ
る
」
と
云
つ
た
彼
の
欲
望
は
私
が
実

に
彼
を
尊
敬
し
て
已
ま
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
乃
ち
山
陽
は
日
本
外
史
を
遺
物
と
し
て
死
ん
で
仕
舞
て
、
骨
は
洛
陽
東
山
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に
葬
つ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
外
史
か
ら
新
日
本
国
は
生
れ
て
来
ま
し
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
同
書
が
幕
末
の
動
乱
や
明
治
維
新
を
招
来
す
る
原
動
力
に
な
っ
た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。

な
お
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
明
治
十
八
年
八
月
十
六
日
の
記
事
に
は
、

川
越
版
の
「
日
本
外
史
」
は
、
こ
れ
ま
で
年
々
の
刷
出
高
は
一
万
部
以
上
に
及
び
た
り
し
が
、
近
来
地
方
の
不
景
気
か
、
或
い

は
学
風
一
変
せ
し
故
か
、
今
の
割
合
に
て
は
例
年
よ
り
減
じ
た
り
と
云
う
。

と
い
う
記
事
が
載
り
、
明
治
も
十
数
年
を
過
ぎ
る
と
、
影
響
力
は
徐
々
に
下
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
川
越
版
と
は
、
川
越

藩
博
喩
堂
（
江
戸
藩
邸
の
学
舎
の
名
）
蔵
版
に
よ
る
も
の
で
、
よ
く
普
及
し
た
。

も
っ
と
も
『
日
本
外
史
』
の
本
文
や
注
釈
は
、
昭
和
初
期
ま
で
は
し
ば
し
ば
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
力
は
か
な
り
後
ま
で

続
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う（９
）。

ち
な
み
に
明
治
天
皇
も
、
明
治
八
年
、
二
十
四
歳
の
時
、『
日
本
外
史
』
を
素
読
し
て
い
る
（
後
述
）。

西
洋
の
文
物
を
漢
詩
で
表
現
す
る

近
代
に
入
っ
て
、
日
本
人
は
〈
洋
〉
に
多
く
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
も
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
い
た
〈
漢
〉
の
教
養
が

大
き
く
貢
献
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

漢
詩
人
で
新
聞
記
者
に
も
な
っ
た
成な
る

島し
ま

柳り
ゅ
う

北ぼ
く

（
一
八
三
七
〜
八
四
）
が
明
治
五
年
十
二
月
に
初
め
て
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
接
し
た
時

SA
M
PL

E



12

序　論

に
詠
ん
だ
漢
詩
を
見
て
み
た
い
。

烏ウ
エ
ル
サ
イ
ユ
き
う

児
塞
宮

想
曾
鳳
輦
幾
回
過 

想お
も

ふ　
曾か
つ

て
鳳ほ
う

輦れ
ん

幾
回
か
過よ
ぎ

り

来
与
淑
姫
長
晤
歌 

来
り
て
淑し
ゅ
く姫き

と
長
く
晤ご

歌か

せ
し
を

錦
帳
依
然
人
不
見 

錦
帳
依
然
た
る
も
人
見
え
ず

玻
璃
窓
外
夕
陽
多 

 
玻は

璃り

窓
外　
夕
陽
多
し 

（
柳
北
詩
鈔
・
巻
三
）

【
現
代
語
訳
】
思
い
や
っ
て
み
る
、
か
つ
て
王
や
皇
帝
が
何
度
も
こ
の
宮
殿
に
や
っ
て
来
て
、
上
品
な
后
妃
た
ち
と
と
も
に

歌
い
楽
し
ん
だ
こ
と
を
。
錦
の
帳
は
昔
の
ま
ま
だ
が
、
当
時
の
人
の
姿
は
も
う
見
え
な
い
。
ガ
ラ
ス
窓
の
外
に
は
、
夕
日

が
輝
い
て
い
る
こ
と
だ
。

承
句
に
は
典
拠
が
あ
る
。
中
国
最
古
の
詩
集
『
詩
経
』
の
陳
風
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
東
門
之
池
」
に
お
け
る
「
彼
の
美
な
る
淑

姫
、
与
に
晤
歌
す
べ
し
」
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
用
い
て
、
新
た
に
出
会
っ
た
フ
ラ
ン
ス

の
宮
殿
を
称
え
て
い
る
わ
け
だ
。

こ
の
詩
は
柳
北
の
紀
行
『
航こ
う

西せ
い

日に
ち

乗じ
ょ
う』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
来
」
は
「
好
」、「
見
」
は
「
在
」
と
な
っ
て
い
る
。

新
し
い
知
識
を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
白
紙
の
状
態
か
ら
そ
れ
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
既
知
の
何
か
を
用
い
る
こ
と

で
理
解
し
や
す
く
す
る
、
そ
の
よ
う
な
工
夫
に
基
づ
い
て
未
知
の
も
の
を
消
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。〈
洋
〉
も
た
だ
そ
れ
自
体
を

摂
取
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
日
本
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
〈
漢
〉
と
い
う
土
台
の
上
に
、 〈
洋
〉
も
根
付
い
て
い
く

SA
M
PL

E



変容する教養（鈴木）

13

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
中
国
の
詩
集
の
読
解
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
明
治
以
前
の
教
養
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
宮
殿

に
つ
い
て
の
理
解
も
容
易
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）
（1
（

。

先
に
取
り
上
げ
た
新
題
和
歌
で
も
、
洋
服
を
詠
む
の
に
『
古
今
集
』
な
ど
の
表
現
を
用
い
て
い
た
。
そ
れ
と
同
様
の
あ
り
か
た
が

こ
こ
に
も
看
取
さ
れ
る
の
だ
。

明
治
詩
壇
の
行
方

明
治
初
期
の
漢
詩
壇
を
担
っ
た
の
は
、
大お
お

沼ぬ
ま

枕ち
ん

山ざ
ん

（
一
八
一
八
〜
九
一
）
の
下
谷
吟
社
、
岡お
か

本も
と

黄こ
う

石せ
き

の
麴
坊
吟
社
、
鱸
す
ず
き

松し
ょ
う

塘と
う

の
七
曲

吟
社
ら
の
結
社
の
詩
人
た
ち
で
、
特
に
抜
き
ん
出
て
い
た
の
は
下
谷
吟
社
で
あ
る
。
枕
山
と
同
じ
く
梁
川
星
巌
に
学
ん
だ
森も
り

春し
ゅ
ん

濤と
う

は
明
治
七
年
に
上
京
し
、
茉
莉
吟
社
を
起
こ
し
て
詩
壇
で
活
躍
し
、
そ
の
子
槐か
い

南な
ん

や
同
時
期
の
国こ
く

分ぶ

青せ
い

崖が
い

ら
も
そ
れ
に
続
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
以
降
、
近
代
短
歌
が
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
晶
子
・
啄
木
・
子
規
ら
に
よ
っ
て
花
開
い
た
の
に
比
べ
て
、
近
代
漢
詩
と
い
っ

た
も
の
が
文
学
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
漢
詩
が
表
現
し
て
い
た
抒
情
性
は
近
代
詩
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
、
漢
詩
文
は
「
文
学
」
で
は
な
く
「
学
問
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

近
世
で
は
き
わ
め
て
活
性
化
し
た
漢
詩
（
そ
し
て
漢
文
）
と
い
う
分
野
は
、
明
治
時
代
半
ば
に
し
て
文
学
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。

少
し
射
程
を
伸
ば
し
て
考
え
て
み
る
と
、
漢
詩
文
作
者
は
減
っ
た
と
し
て
も
、
太
平
洋
戦
争
前
、
も
し
く
は
戦
後
も
昭
和
三
十
年

代
く
ら
い
ま
で
は
、
学
校
に
お
い
て
漢
文
教
育
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
、
漢
文
に
親
し
む
日
本
人
は
そ
れ
な
り
に
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
高
度
成
長
と
と
も
に
漢
文
教
育
は
衰
退
し
始
め
、
今
日
の
日
本
人
は
漢
文
に
つ
い
て
の
教
養
を
か
な
り
失
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
も
し
ま
だ
高
校
生
が
漢
文
を
学
ぶ
動
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
セ
ン
タ
ー
試
験
で
漢
文
が
出
題
さ
れ
て
い
る
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か
ら
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。

私
は
昭
和
三
十
五
年
生
ま
れ
だ
が
、
漢
文
の
素
養
は
父
の
世
代
の
方
が
あ
り
、
祖
父
の
世
代
の
方
が
さ
ら
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
私

の
教
え
子
た
ち
よ
り
私
の
方
が
ま
だ
し
も
漢
文
に
親
し
ん
で
育
っ
て
い
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
〈
漢
〉
の
教
養
は
ど
れ
ほ
ど
血
肉
化
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
欧
米
の
科
学
主
義
に
追
随
し
て
、〈
漢
〉
的
な

教
養
を
ど
ん
ど
ん
失
っ
て
い
く
こ
と
は
、
未
来
の
日
本
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
す
ぐ
に
は
結
論
を
出
せ
な
い

が
、
問
題
提
起
と
し
て
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

四
　〈
洋
〉
が
も
た
ら
す
も
の

す
で
に
近
世
か
ら
、
蘭
学
が
浸
透
し
、
日
本
人
の
教
養
は
〈
洋
〉
に
よ
っ
て
変
容
し
つ
つ
あ
っ
た
。
杉
田
玄
白
ら
が
オ
ラ
ン
ダ
語

で
記
さ
れ
た
医
学
書
『
タ
ー
ヘ
ル
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
解
読
し
、
日
本
の
医
学
史
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
事
例
な
ど
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
英
語
を
学
ぶ
べ
き
必
要
性
が
増
し
て
く
る
。

福ふ
く
澤ざ
わ
諭ゆ

吉き
ち
と
英
語

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
生
ま
れ
の
福
澤
諭
吉
は
、
十
四
、
五
歳
（
弘
化
四
年
〈
一
八
四
七
〉、
嘉
永
元
年
〈
一
八
四
八
〉）
頃
に
漢
学
を
習

い
、
二
十
一
歳
（
安
政
元
年
〈
一
八
五
四
〉）
の
時
、
長
崎
に
出
て
、
蘭
学
を
学
び
、
翌
年
緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

の
適
塾
に
入
り
、
や
が
て
塾
長
と

な
る
。
二
十
五
歳
（
安
政
五
年
）
の
時
に
、
中
津
藩
の
命
に
よ
っ
て
江
戸
に
出
、
蘭
学
塾
を
開
い
た
。
二
十
六
歳
、
横
浜
に
訪
れ
た
際
、

蘭
学
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
実
感
し
、
英
語
を
独
習
す
る
。
二
十
七
歳
（
万
延
元
年
〈
一
八
六
〇
〉）、
咸
臨
丸
に
乗
り
組
み
、
渡
米
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し
た
。
帰
国
後
は
幕
府
の
翻
訳
方
と
な
る
。
二
十
八
歳
（
文
久
元
年
〈
一
八
六
一
〉）、
幕
府
の
遣
欧
使
節
の
一
員
と
な
っ
た
。
三
十
一

歳
（
元
治
元
年
〈
一
八
六
四
〉）、
幕
臣
と
し
て
外
国
方
翻
訳
局
に
出
仕
す
る
こ
と
と
な
り
、
三
十
三
歳
（
慶
応
二
年
〈
一
八
六
六
〉）
か
ら
刊

行
し
は
じ
め
た
『
西
洋
事
情
』
は
十
五
万
部
以
上
売
れ
た
と
い
う
。
三
十
四
歳
（
慶
応
三
年
）、
幕
府
の
軍
艦
受
取
委
員
と
し
て
再
度

渡
米
し
、
大
量
の
洋
書
を
持
ち
帰
っ
た
。
新
政
府
か
ら
も
出
仕
を
求
め
ら
れ
た
が
辞
退
し
、
平
民
と
し
て
慶
応
義
塾
の
発
展
に
寄
与

し
た
。
没
し
た
の
は
、
明
治
三
十
四
年
、
六
十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

『
福
翁
自
伝
』（
明
治
三
十
年
頃
口
述
）
に
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
英
語
の
原
書
を
買
い
漁
っ
て
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
福
澤
に

先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
慶
応
義
塾
の
学
生
が
英
語
を
学
ん
で
い
か
に
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、

が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
て
四
月
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
普
請
も
出
来
上
り
、
塾
生
は
丁
度
慶
応
三
年
と
四
年
の
境
が
一
番
諸
方
に
散
じ
て
し
ま
っ
て
、

残
っ
た
者
は
わ
ず
か
に
十
八
人
、
そ
れ
か
ら
四
月
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
段
々
帰
っ
て
来
て
、
追
々
塾
の
姿
を
成
し
て
次
第
に
盛

ん
に
な
る
。
ま
た
盛
ん
に
な
る
訳わ

け
も
あ
る
、
と
言
う
の
は
今
度
私
が
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
以
前
ア
メ
リ
カ

に
行
っ
た
と
き
よ
り
も
多
く
金
を
貰
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
旅
行
中
の
費
用
は
す
べ
て
官
費
で
あ
る
か
ら
、
政
府
か
ら
請
け

取
っ
た
金
は
み
な
手
元
に
残
る
ゆ
え
、
そ
の
金
を
も
っ
て
今
度
こ
そ
は
有
ら
ん
限
り
の
原
書
を
買
っ
て
来
ま
し
た
。
大
中
小
の

辞
書
、
地
理
書
、
歴
史
等
は
勿
論
、
そ
の
ほ
か
法
律
書
、
経
済
書
、
数
学
書
な
ど
も
そ
の
と
き
初
め
て
日
本
に
輸
入
し
て
、
塾

の
何
十
人
と
い
う
生
徒
に
銘
々
そ
の
版
本
を
持
た
し
て
立
派
に
修
業
の
出
来
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
実
に
無
上
の
便
利
で
し
た
。

ソ
コ
デ
そ
の
当
分
十
年
余
も
ア
メ
リ
カ
出
版
の
学
校
読
本
が
日
本
国
中
に
行
わ
れ
て
い
た
の
も
、
畢ひ
っ

竟き
ょ
う

私
が
初
め
て
持
っ
て

帰
っ
た
の
が
因
縁
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
次
第
は
、
生
徒
が
初
め
て
塾
で
学
ぶ
、
そ
の
学
ん
で
卒
業
し
た
者
が
方
々
に
出
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て
教
師
に
な
る
、
教
師
に
な
れ
ば
自
分
が
今
ま
で
学
ん
だ
も
の
を
そ
の

学
校
に
用
い
る
の
も
自
然
の
順
序
で
あ
る
か
ら
、
日
本
国
中
に
慶
応
義

塾
に
用
い
た
原
書
が
流
布
し
て
広
く
行
わ
れ
た
と
い
う
の
も
、
事
の
順

序
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

外
国
語
の
学
習
熱

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
外
国
語

の
学
習
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
英
語
の
需
要
は
最
も

高
か
っ
た
。

明
治
十
年
代
、
英
語
熱
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
端
を
示

す
と
、
た
と
え
ば
、『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
明
治
十
八
年
二
月
八
日
号
に

は
、
貴
顕
の
夫
人
た
ち
が
英
語
が
わ
か
ら
な
い
と
宴
席
な
ど
で
不
都
合
だ
と

い
う
の
で
、
桜
井
女
学
校
に
通
っ
て
英
語
を
学
ん
だ
と
あ
る
し
、『
日
本
た

い
む
す
』
同
年
九
月
八
日
号
に
は
、
英
語
を
奨
励
す
る
た
め
全
国
学
生
の
英

図2　団団珍聞（明治19年4月17日付）

作
文
を
募
集
し
、
優
秀
者
は
表
彰
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
後
者
の
審
査
員
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
神か
ん

田だ

乃な
い

武ぶ

、
吉
岡

哲
太
郎
で
あ
り
、
発
起
人
に
は
坪つ
ぼ

内う
ち

雄
蔵
（
逍
し
ょ
う

遥よ
う

）
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

『
団ま
る

団ま
る

珍ち
ん

聞ぶ
ん

』
同
十
九
年
四
月
十
七
日
号
に
は
、
図
２
の
よ
う
な
挿
絵
が
載
り
、
各
種
の
英
和
辞
典
が
刊
行
さ
れ
、
人
々
が
英
語

の
学
習
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
さ
ま
が
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
同
二
十
三
年
の
教
育
勅
語
の
発
布
に
よ
っ
て
忠
君
愛
国
な
ど
の
国
民
道
徳
が
説
か
れ
、
国
家
主
義
的
な
教
育
が
目
指
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
さ
し
も
の
外
国
崇
拝
に
も
歯
止
め
が
か
か
り
、
同
二
十
六
年
に
は
、
井い
の

上う
え

毅こ
わ
し

文
相
が
英
語
教
育
以
外
は
な

る
べ
く
日
本
語
を
用
い
て
教
育
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
の
設
立

明
治
初
期
に
は
、
文
明
開
化
に
よ
る
西
洋
文
化
の
流
入
や
、
英
語
な
ど
の
外
国
語
学
習
の
流
行
に
伴
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学

校
の
設
立
も
相
次
い
だ
。
当
時
、
た
と
え
ば
明
六
社
で
啓
蒙
活
動
を
展
開
し
た
津つ

田だ

真ま

道み
ち

が
「
今
ヤ
宇
内
人
民
一
般
ノ
開
化
ヲ
助
ク

ル
者
、
基
教
ニ
如
ク
者
ナ
シ
」（「
開
化
ヲ
進
ル
方
法
ヲ
論
ズ
」、
明
六
雑
誌
、
一
八
七
四
年
四
月
）
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信

仰
す
る
こ
と
が
文
明
開
化
を
受
容
す
る
最
も
近
道
と
考
え
ら
れ
て
も
い
た
。

以
下
に
、
明
治
十
五
年
ま
で
の
、
キ
リ
ス
ト
教
も
し
く
は
宣
教
師
と
関
係
が
深
い
、
英
語
・
女
子
の
塾
・
学
校
を
列
挙
し
て
お
き

た
い
）
（（
（

。文
久
三
年　
英
学
塾
（
ヘ
ボ
ン
塾
、
バ
ラ
学
校
）

明
治
元
年　
静
岡
学
問
所
、
慶
応
義
塾
、
開
成
学
校
（
東
京
大
学
）

同　
二
年　
カ
ロ
ゾ
ル
ス
塾
（
築
地
大
学
校
）

同　
三
年　
Ａ
六
番
女
学
校

同　
四
年　
亜
米
利
加
婦
人
教
授
所
（
横
浜
共
立
学
園
）、
熊
本
洋
学
校

同　
五
年　
東
奥
義
塾
、
大
阪
英
和
学
舎
（
聖
テ
モ
テ
学
校
）
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同　
六
年　
ブ
ラ
ウ
ン
塾
、
同
人
社
、
Ｂ
六
番
女
学
校
（
新
栄
女
学
校
）

同　
七
年　
立
教
学
校
、
女
子
小
学
校
（
海
岸
女
学
校
）

同　
八
年　
フ
ェ
リ
ス
・
セ
ミ
ナ
リ
ー
、
照
暗
女
学
校
（
平
安
女
学
院
）、
同
志
社
英
学
校

同　
九
年　
成
樹
女
学
院
（
原
女
学
校
）、
札
幌
農
学
校

同　
十
年　
立
教
女
学
校
、
サ
ン
マ
ー
塾
、
同
志
社
分
校
女
紅
場
（
同
志
社
女
学
校
）

同
十
一
年　
梅
花
女
学
校
、
耕
教
学
舎
（
青
山
学
院
）

同
十
二
年　
永
生
女
学
校
（
プ
ー
ル
女
学
院
）、
活
水
女
学
校

同
十
三
年　
ブ
リ
テ
ン
女
学
校
（
成
美
学
園
）、
神
戸
女
子
伝
道
学
校
（
聖
和
）

同
十
四
年　
桜
井
女
学
校
、
加
伯
利
英
和
学
校
（
鎮
西
学
院
）

同
十
五
年　
遺
愛
女
学
校

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
今
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
大
学
や
高
校
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信

者
の
数
が
日
本
で
多
数
派
を
占
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
教
育
と
英
語
と
い
う
結
び
付
き
が
日
本
人
の
教

育
の
主
要
な
部
分
を
律
し
て
き
た
と
い
う
言
い
方
な
ら
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

鴎
外
・
漱
石
に
お
け
る
反
近
代

〈
洋
〉
が
日
本
人
に
与
え
た
衝
撃
は
圧
倒
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、〈
和
〉〈
漢
〉
が
否
定
的
に
の
み
扱
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。〈
洋
〉
へ
の
む
や
み
な
崇
拝
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
た
人
々
も
い
た
。
そ
の
代
表
格
が
、
反
近
代
の
立
場
を
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取
っ
た
森
鷗
外
（
一
八
六
二
〜
一
九
二
二
）
や
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
）
で
あ
ろ
う
。

鷗
外
は
、『
妄
想
』（
明
治
四
十
四
年
作
）
の
中
で
、

自
分
は
失
望
を
以
て
故
郷
の
人
に
迎
へ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
無
理
も
無
い
。
自
分
の
や
う
な
洋
行
帰
り
は
こ
れ
ま
で
例
の
無
い
事

で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
洋
行
帰
り
は
、
希
望
に
耀か
が
や
く
顔
を
し
て
、
行
李
の
中
か
ら
道
具
を
出
し
て
、
何
か
新
し

い
手
品
を
取
り
立
て
て
御
覧
に
入
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。
自
分
は
丁
度
そ
の
反
対
の
事
を
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
食
物

改
良
の
議
論
も
あ
つ
た
。
米
を
食
ふ
こ
と
を
廃や

め
て
、
沢
山
牛
肉
を
食
は
せ
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
自
分
は
「
米

も
魚
も
ひ
ど
く
消
化
の
好
い
も
の
だ
か
ら
、
日
本
人
の
食
物
は
昔
の
儘ま
ま

が
好
か
ら
う
、
尤
も
牧
畜
を
盛
ん
に
し
て
、
牛
肉
も
食

べ
る
や
う
に
す
る
の
は
勝
手
だ
」
と
云
つ
た
。

と
述
べ
て
い
る
し
、
漱
石
は
、『
私
の
個
人
主
義
』（
大
正
三
年
講
演
）
の
中
で
、

近
頃
流は

行や

る
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
も
オ
イ
ケ
ン
で
も
み
ん
な
向
ふ
の
人
が
兎
や
角
い
ふ
の
で
日
本
人
も
其
尻
馬
に
乗
つ
て
騒
ぐ
の
で

す
。
ま
し
て
其
頃
は
西
洋
人
の
い
ふ
事
だ
と
云
へ
ば
何
で
も
蚊
で
も
盲
従
し
て
威
張
つ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
無む

暗や
み

に
片
仮
名

を
並
べ
て
人
に
吹
聴
し
て
得
意
が
つ
た
男
が
比ひ

ひ々

皆
是こ
れ

な
り
と
云
ひ
た
い
位
ご
ろ

く
し
て
ゐ
ま
し
た
。
他ひ
と

の
悪
口
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
斯か

う
い
ふ
私
が
現
に
そ
れ
だ
つ
た
の
で
す
。
譬
へ
ば
あ
る
西
洋
人
が
甲
と
い
ふ
同
じ
西
洋
人
の
作
物
を
評
し
た
の
を

読
ん
だ
と
す
る
と
、
其
評
の
当
否
は
丸
で
考
へ
ず
に
、
自
分
の
腑
に
落
ち
や
う
が
落
ち
ま
い
が
、
無
暗
に
其
評
を
触
れ
散
ら
か

す
の
で
す
。
つ
ま
り
鵜
吞
と
云
つ
て
も
よ
し
、
又
機
械
的
の
知
識
と
云
つ
て
も
よ
し
、
到
底
わ
が
所
有
と
も
血
と
も
肉
と
も
云
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は
れ
な
い
、
余よ

所そ

々
々
し
い
も
の
を
我
物
顔
に
喋し
ゃ
べ舌
つ
て
歩
く
の
で
す
。
然
る
に
時
代
が
時
代
だ
か
ら
、
又
み
ん
な
が
そ
れ
を

賞
め
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
い
く
ら
人
に
賞
め
ら
れ
た
つ
て
、
元
々
人
の
借
着
を
し
て
威
張
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
内
心
は
不

安
で
す
。
手
も
な
く
孔
雀
の
羽
根
を
身
に
着
け
て
威
張
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
も
う
少
し
浮
華
を
去
つ
て

摯し

実じ
つ

に
就
か
な
け
れ
ば
、
自
分
の
腹
の
中
は
何い

時つ

迄
経
つ
た
つ
て
安
心
は
出
来
な
い
と
い
ふ
事
に
気
が
つ
き
出
し
た
の
で
す
。

と
述
べ
て
、
そ
の
た
め
に
も
「
自
己
本
位
」
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。

二
人
と
も
〈
漢
〉
の
素
養
に
よ
っ
て
育
っ
た
す
ぐ
れ
て
日
本
的
な
（
そ
う
い
う
意
味
で
〈
和
〉
的
な
）
知
性
の
持
ち
主
で
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
〈
洋
〉
の
教
養
も
抜
群
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
和
〉〈
漢
〉
と
〈
洋
〉
の
相
容
れ
な
さ
を
痛
切
に
実
感
で
き
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
今
日
は
ど
う
か
。
国
際
化
の
波
が
激
し
く
押
し
寄
せ
て
き
て
、
何
に
つ
け
欧
米
基
準
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
た
し
か

に
こ
れ
だ
け
世
界
が
狭
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
国
際
性
を
持
つ
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
し
、
異
な
る
国
同
士
が
相
互
に
交
流
す
る
こ
と

で
互
い
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
く
部
分
も
見
逃
せ
な
い
。
た
だ
、
国
際
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
準
が
単
一
に
な
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
こ
で
は
、
合
理
性
を
追
究
し
数
量
化
さ
れ
や
す
い
〈
洋
〉
の
み
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
日
本
語
で
育
っ
た

わ
れ
わ
れ
が
〈
和
〉〈
漢
〉
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
根
無
し
草
の
よ
う
に
頼
り
な
く
漂
流
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。
ま
し
て
最
近
流

行
の
英
語
重
視
の
流
れ
に
乗
っ
て
日
本
語
ま
で
捨
て
て
し
ま
っ
た
ら
、
日
本
人
と
い
う
も
の
の
同
一
性
（
か
り
に
そ
れ
が
存
在
す
る
と
し

て
）
ま
で
失
う
こ
と
に
な
る
。〈
和
〉〈
漢
〉
の
よ
さ
を
持
っ
た
ま
ま
、
国
際
化
の
中
で
ど
う
独
自
性
を
保
つ
か
、
こ
そ
が
、
進
む
べ

き
目
標
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
ロ
ー
カ
ル
な
よ
さ
を
自
他
と
も
に
認
識
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
あ
ま
り
に
問
題
が
大
き
す
ぎ
て
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
展
開
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
指
摘
に
と
ど
め

て
お
く
。
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明
治
天
皇
と
洋
学

明
治
天
皇
（
一
八
五
二
〜
一
九
一
二
）
は
、
漢
籍
も
学
び
、
和
歌
も
嗜
ん
だ
が
、
洋
学
も
か
な
り
摂
取
し
て
い
る
。　

『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
学
習
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
）
（1
（

。

明
治
五
年
正
月
、
明
治
天
皇
二
十
一
歳
の
時
、
当
時
洋
学
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
政
治
学
者
で
侍
講
で
も
あ
っ
た
加か

藤と
う

弘ひ
ろ

之ゆ
き

が
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
『
一
般
国
法
学
』
を
抄
訳
し
た
『
国こ
く

法ほ
う

汎は
ん

論ろ
ん

』
を
進
講
し
た
（
正
月
七
日
条
）。

同
六
年
に
は
、『
国
史
纂
論
』（
歴
史
書
。
国
書
。
前
出
）
と
と
も
に
『
西さ
い

国こ
く

立り
つ

志し

編へ
ん

』（
イ
ギ
リ
ス
の
ス
マ
イ
ル
ズ
が
著
し
た
『Self H

elp

（
自

助
論
）』
を
訳
し
た
も
の
で
、
個
人
主
義
を
唱
え
て
い
る
）
の
会
読
が
行
わ
れ
、
他
に
も
和
歌
御
会
が
催
さ
れ
た
り
、
ド
イ
ツ
語
の

学
習
が
施
さ
れ
た
（
正
月
七
日
条
）。

も
っ
と
も
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
は
翌
七
年
「
天
皇
之
れ
を
好
み
た
ま
は
ず
、
終
に
廃
せ
ら
る
」
と
な
っ
た
（
正
月
七
日
条
）。

同
八
年
に
は
、『
日
本
外
史
』
の
素
読
、『
貞
じ
ょ
う

観が
ん

政せ
い

要よ
う

』（
唐
の
太
宗
と
臣
下
と
の
間
の
政
治
上
の
論
議
を
集
め
た
。
帝
王
学
の
書
と
さ
れ
た
）、

『
仏
国
政
典
』（
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
書
。
大
井
憲
太
郎
訳
）
の
輪
読
、『
輿よ

地ち

誌し

略り
ゃ
く』（

地
誌
。
内
田
正
雄
・
西
村
茂
樹
編
。
同
三
〜
十
年
刊
）
の
講
習

な
ど
が
な
さ
れ
て
お
り
（
正
月
七
日
条
）、〈
和
〉〈
漢
〉〈
洋
〉
の
教
養
が
偏
り
な
く
天
皇
の
教
育
に
注
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
出
て
き
た
書
物
の
う
ち
、『
西
洋
事
情
』『
西
国
立
志
編
』『
輿
地
誌
略
』
の
三
書
が
明
治
初
期
に
最
も
普
及
し
た

も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
　〈
和
〉
と
〈
漢
〉
が
融
合
し
て
〈
洋
〉
と
対
峙
す
る

近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、〈
和
〉
と
〈
漢
〉
が
融
合
し
て
い
き
、
そ
れ
ら
が
新
た
な
〈
和
〉
と
な
っ
て
〈
洋
〉
と
対
峙
す
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る
。
こ
の
場
合
、〈
和
〉
が
反
近
代
、〈
洋
〉
が
近
代
と
も
見
な
せ
る
。

日
本
漢
詩
文
は
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
到
っ
て
、
和
漢
融
合
が
到
達
点
に
及
ぶ
と
言
え
る
。
頼
山
陽
の
漢
詩
文
を

読
ん
で
い
る
と
、
漢
語
本
来
の
硬
質
な
感
じ
と
和
語
が
持
つ
な
だ
ら
か
さ
が
合
致
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本
外
史
』
に
お

け
る
川
中
島
の
合
戦
の
描
写
を
読
ん
で
み
よ
う
。

黄く
わ

襖う
あ
う

騮り
う

馬ば

、
白
布
を
以
て
面お
も
て
を
裹つ
つ

み
、
大だ
い

刀た
う

を
抜
き
、
来
り
呼
ん
で
曰
く
、「
信
玄
何い
づ

く
に
在
る
」
と
。
信
玄
馬
を
躍
ら
せ
て

河
を
乱わ
た

り
、
将ま
さ

に
逃
れ
ん
と
す
。
騎
も
亦
た
河
を
乱
り
、
罵
つ
て
曰
く
、「
豎じ
ゅ

子し

此
に
在あ

る
か
」
と
。
刀
を
挙
げ
て
之
を
撃う

つ
。

信
玄
刀
を
抜
く
に
暇い
と
ま
あ
ら
ず
。
持
つ
所
の
麾き

扇せ
ん

を
以
て
之
を
扞ふ
せ

ぐ
。
扇
折
る
。
又
撃
つ
て
其
の
肩
を
斫き

る
。
甲
斐
の
従
士
之
を

救
は
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
水
駛は
や

く
し
て
近
づ
く
べ
か
ら
ず
。 

（
原
漢
文
）

こ
こ
に
は
、
漢
詩
文
が
日
本
語
の
一
部
と
し
て
高
度
に
定
着
し
て
い
る
姿
が
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
通
り
〈
和
〉〈
漢
〉
が
充
実
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
〈
洋
〉
の
受
容
も
容
易
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
〈
和
〉

〈
漢
〉
が
融
合
し
た
新
た
な
〈
和
〉
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

近
世
ま
で
の
〈
和
〉〈
漢
〉、
そ
れ
が
統
合
さ
れ
た
新
た
な
〈
和
〉
が
〈
洋
〉
を
受
け
入
れ
て
、〈
和
洋
折
衷
〉
の
し
な
や
か
で
力

強
い
日
本
的
教
養
が
形
成
し
て
い
く
過
程
、
そ
れ
こ
そ
が
十
九
世
紀
の
日
本
文
化
の
流
れ
な
の
だ
。
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六
　
国
民
国
家
と
教
養
の
生
成

そ
の
際
、
留
意
す
べ
き
点
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
時
代
に
お
け
る
教
養
の
あ
り
か
た
は
、
近
代
国
家
と
し
て
欧
米
列

強
と
伍
し
て
い
こ
う
と
す
る
上
で
、
有
用
な
人
材
を
養
成
す
る
と
い
う
目
的
に
即
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天

皇
を
元
首
に
戴
き
、
臣
民
が
日
本
国
家
に
貢
献
す
る
と
い
う
機
構
の
中
で
、
教
養
の
あ
る
べ
き
姿
も
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
江
戸
的
教
養
は
西
洋
と
い
う
要
素
を
加
え
た
上
で
国
民
国
家
を
創
造
す
る
た
め
に
再
編
さ
れ
た
わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
教
養
に
は
、
個
と
個
の
関
係
に
お
い
て
互
い
の
考
え
や
感
情
を
伝
え
合
う
こ
と
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
手
段
と
い
っ
た

側
面
も
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
時
代
に
も
有
効
に
機
能
し
て
い
た
。

全
体
的
な
も
の
に
奉
仕
す
る
た
め
の
教
養
と
、
個
々
の
関
係
が
積
み
重
な
っ
て
い
き
公
共
性
が
築
か
れ
て
い
く
た
め
の
教
養
と
が
、

ど
う
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
よ
い
社
会
の
形
な
の
か
、
そ
れ
は
普
遍
的
な
課
題
で
も
あ
る
。

注（
1
）　
拙
編
『
浸
透
す
る
教
養 

江
戸
の
出
版
文
化
と
い
う
回
路
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

（
2
）　
拙
編
『
形
成
さ
れ
る
教
養 

十
七
世
紀
日
本
の
〈
知
〉』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

（
3
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
長
島
弘
明
編
『
国
語
国
文
学
研
究
の
成
立
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
七
年
）
第
二
章
「
大
学
の
設

置
と
国
文
学
研
究
」（
長
島
氏
執
筆
）、
大
久
保
利
謙
『
明
治
維
新
と
教
育
』（『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
』
4
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
七
年
）、
田
中
康
二
『
国
学
史
再
考
』（
新
典
社
、
二
〇
一
二
年
）
第
十
章
「
維
新
期
の
国
学
」
な
ど
に
詳
し
い
。
以
下
、
学
制
改
革

の
記
述
は
、
こ
れ
ら
の
書
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
4
）　
前
掲
注
3
大
久
保
書
、
二
三
一
―
二
三
九
頁
。
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（
5
）　
『
国
学
者
伝
記
集
成
』
続
（
国
本
出
版
社
、
一
九
三
五
年
）
に
拠
る
。
田
中
仁
氏
が
詳
し
い
論
考
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
6
）　
近
年
、
飯
倉
洋
一
・
盛
田
帝
子
編
『
文
化
史
の
な
か
の
光
格
天
皇

―
朝
儀
復
興
を
支
え
た
文
芸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』（
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
八
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

（
7
）　

青
山
英
正
・
田
中
仁
・
長
福
香
菜
・
松
澤
俊
二
各
氏
の
論
考
が
備
わ
り
、
近
年
充
実
し
た
研
究
分
野
で
あ
る
。
拙
稿
「
三
条
西
季
知

『
恵
仁
春
乃
陰
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）　
拙
著
『
江
戸
詩
歌
史
の
構
想
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
六
二
―
八
六
頁
。

（
9
）　
岩
波
文
庫
『
日
本
外
史
』
所
収
の
頼
惟
勤
「『
日
本
外
史
』
へ
の
手
引
き
」
参
照
。

（
10
）　
同
様
の
こ
と
を
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
に
つ
い
て
の
漢
詩
に
よ
っ
て
述
べ
た
。
拙
著
『
日
本
漢
詩
へ
の
招
待
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一

三
年
）
一
七
八
―
一
八
〇
頁
参
照
。

（
11
）　
鈴
木
範
久
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
教
文
館
、
二
〇
一
七
年
）
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
12
）　
伊
藤
之
雄
『
明
治
天
皇
』（
日
本
評
伝
選
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
七
―
一
三
九
頁
を
参
考
に
し
た
。
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