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二
、
森
醸
外
と
近
代
史
学

（
一
）
ー
維
新
史
料
編
纂
会
と
史
談
会

連
作
「
五
条
秀
麿
も
の
」
の
発
端
を
な
す
「
か
の
や
う
に
」
（
『
中
央
公
論
』
明
治

四
五
年

一
月
）
は
、
鵬
外
の
思
想
的
立
場
の
表
明
と
し
て
長
い
間
論
じ
ら
れ
て
き
た

作
品
で
あ
る
。
従
来
、
本
作
は
鶴
外
の
「
体
制
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
「
体
制
批
判
」
い
ず

れ
か
の
立
場
を
読
み
得
る
も
の
と
し
て
、
論
考
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
l

。
し
か
し

な
が
ら
、
主
人
公
五
条
秀
麿
が
、
国
史
を
志
す
歴
史
家
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
案
外
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

本
作
は
三
人
称
の
文
体
を
採
っ
て
い
る
が
、
そ
の
視
点
は
限
り
な
く
秀
麿
に
近
い
。

従
っ
て
、
作
中
に
お
い
て
は
、
国
史
を
な
す
こ
と
に
悩
む
秀
麿
の
思
索
を
中
心
に
話

が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
秀
麿
の
思
索
を
手
紙
な
り
対
話
な
り

の
形
で
受
け
取
る
の
が
、
父
五
条
子
爵
で
あ
り
、
友
人
綾
小
路
で
あ
る
。
五
条
子
爵

は
「
西
洋
事
情
や
輿
地
誌
略
の
盛
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
た
時
代
に
人
と
な
っ
て
、
翻
訳

書
で
当
用
を
弁
ず
る
こ
と
が
出
来
、
華
族
仲
間
で
口
が
利
か
れ
る
程
度
に
、
自
分
を

養
成
し
た
丈
」
の
教
蓑
を
持
つ
人
物
で
あ
り
、
息
子
が

「皇
室
の
藩
屏
」
と
し
て
役

立
つ
こ
と
を
ひ
た
す
ら
願
っ
て
い
る
華
族
で
あ
る
。
一

方
、
友
人
綾
小
路
の
職
業
は

画
家
で
あ
り
、
秀
麿
の
葛
藤
に
対
し
て
「
好
き
な
や
う
に
歴
史
を
書
く
が
好
い
ぢ
や

な
い
か
。
」
と
述
べ
る
。
秀
麿
の
歴
史
家
と
い
う
立
場
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と

し
て
、
五
条
子
爵
と
綾
小
路
は
置
か
れ
て
い
る
。
本
作
は
秀
麿
の
一
方
的
な
発
信
で

は
な
く
、
受
け
取
っ
た
側
の
反
応
も
同
時
に
描
か
れ
る
。
秀
麿
の
考
え
が
、
五
条
子

爵
や
綾
小
路
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
秀
麿
は
綾
小
路
に
対
し
て
「
僕
は
職
業
の
選
び
や
う
が
悪
か
っ
た
。
」
と

述
べ
た
上
で
、
歴
史
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

ぼ
ん
や
り
し
て
遣
つ
た
り
、
嘘
を
衝
い
て
や
れ
ば
造
作
は
な
い
が
、
正
直
に
、

真
面
目
に
遣
ら
う
と
す
る
と
、
八
方
塞
が
り
に
な
る
職
業
を
、
僕
は
不
幸
に
し

て
選
ん
だ
の
だ
。

秀
麿
の
述
べ
る
「
正
直
に
、
真
面
目
に
遣
ら
う
と
す
る
と
、
八
方
塞
が
り
に
な
る
」

と
い
う
認
識
は
、
同
時
代
の
近
代
史
学
の
状
況
を
受
け
て
発
信
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
か
の
や
う
に
」
の
同
時
代
で
あ
る
明
治
末
期
、
歴
史
を
書
く
と
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
同
時
代
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
検
証
し
て
い
き
た
い
。

明
治
末
期
、
歴
史
編
纂
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
代
表
的
な
団
体
は
、
東
京
帝
国
大

学
史
料
編
纂
掛
、
史
談
会
、
そ
し
て
維
新
史
料
編
纂
会
の
三
者
で
あ
る
。
三
者
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
成
立
も
立
場
も
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
そ
れ
ぞ
れ

が
独
立
し
て
歴
史
編
纂
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
つ
い
て
は
後
述
し
た

い
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
維
新
史
料
編
纂
会
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

明
治
四
四
年
五
月
の
維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
は
、
近
代
史
学
史
上
に
お
け
る
転

換
点
と
み
な
せ
る
。
本
会
の
成
立
に
よ
っ
て
、
国
家
事
業
と
し
て
歴
史
編
纂
を
行
う

こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
国
家
事
業
と
認
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
維
新
史

料
編
纂
会
の
編
纂
す
る
維
新
史
の
立
場
が
、
他
の
歴
史
編
纂
よ
り
も
正
統
性
を
得
た

こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
た
維
新
史
料
編
纂
会
成
立
の
意
味
は
夙
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。
箱
石
大
2

は

維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
を
「
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
幕
末
維
新
史
に
関
す
る
歴
史

観
、
歴
史
研
究
、
歴
史
教
育
、
修
史

・
史
料
編
纂
事
業
な
ど
の
成
果
の
う
ち
、
国
家

に
適
合
的
な
も
の
は
継
承
し
、
敵
対
的
な
も
の
は
排
除
す
る
」
と
い
う
「
制
度
的
基

盤
が
整
備
さ
れ
た
」
と
捉
え
、
「
国
家
権
力
に
よ
る
歴
史
学
へ
の
政
治
的
介
入
と
い
う

事
実
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
田
中
彰
3

は
、
「
藩
閥
中
心
の
明
治
維
新
観
と

近
代
天
皇
制
と
が
一
体
化
し
、
史
料
編
纂
の
形
を
と
っ
て
法
制
的
に
確
認
さ
れ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。

維
新
史
料
編
纂
会
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
維
新
史
は
、
ま
さ
し
く
「
王
政
復
古
」
の

歴
史
で
あ
る
。
『
概
観
維
新
史
』
（
昭
和
一
五
年
三
月
、
明
治
書
院
）
は
、
明
治
維
新

を
「
職
古
の
偉
業
、
皇
国
空
前
の
盛
挙
」
と
し
、
そ
の
由
来
と
し
て
「
宏
漠
を
神
武

天
皇
の
古
に
則
り
、
兵
馬
の
大
権
を
朝
廷
に
収
め
、
武
門
執
政
の
制
を
廃
し
て
天
皇

の
親
政
に
復
し
給
う
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
国
家
の
大
生
命
に
蘇
っ

た
国
民
精
神
が
、
復
古
と
維
新
、
伝
統
と
発
展
と
に
融
合
し
て
、
渾
然

一
体
と
為
つ

て
大
成
せ
ら
れ
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
国
家
は
「
文
明
開
化
」
と
同
時
に

「王
政
復
古
」
を
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
根
拠
を
「
神
武
創
業
」
の
「
記
紀
神
話
」
に
求
め
た
。

(2) 
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天
皇
が
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
神
話
を
権
威
の
根
拠
と
し
て
天
皇
制
を
確
立
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
に
至
っ
て
、
「
王
政
復
古
」
の
歴
史
が
国

家
の
正
統
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
話
が
歴
史
で
あ
る
虚
構
を
強
化

す
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
「
王
政
復
古
」
の
歴
史
は
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
根
拠
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
国
家
と
し
て
改
め
て
正
統
性
を
付
与
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

天
皇
が
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
神
話
に
虚
偽
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
近
代
合
理

主
義
の
も
と
発
達
し
た
近
代
史
学
の
立
場
か
ら
は
明
ら
か
で
あ
る
4
°

五
条
秀
麿
も
そ

の
こ
と
に
い
ち
早
く
気
付
い
た

一
人
で
あ
っ
た
。
以
下
、
作
品
に
沿
っ
て
見
て
い
こ

ニつ
秀
麿
は
文
科
大
学
歴
史
科
を
卒
業
し
、
卒
業
後
た
だ
ち
に
洋
行
し
た
。
「
国
史
は
自

分
が
畢
生
の
事
業
と
し
て
研
究
す
る
積
り
で
ゐ
る
」
と
決
意
し
、
卒
業
論
文
に
「
阿

輪
迦
王
の
事
」
を
選
ん
だ
頃
か
ら
、
病
気
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
に
顔
色
が
悪
く

な
っ
て
い
っ
た
。
秀
麿
を
診
察
し
た
青
山
博
士
は
「
少
し
物
の
出
来
る
奴
が
卒
業
す

る
前
後
に
は
、
皆
あ
ん
な
顔
を
し
て
ゐ
ま
す
よ
。
」
と
述
べ
る
が
、
歴
史
科
を
出
た
秀

麿
が
認
識
し
た
の
は
、
明
治
国
家
成
立
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
秀
麿

に
限
ら
ず
、
秀
麿
自
身
が
「
ま
さ
か
お
父
う
様
だ
っ
て
、
草
昧
の
世
に

一
国
民
の
造

っ
た
神
話
を
、
そ
の
儘
歴
史
だ
と
信
じ
て
は
ゐ
ら
れ
ま
い
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
、

明
治
の
末
年
に
は
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
た
。

「
か
の
や
う
に
」
に
お
け
る
問
題
は
、
秀
麿
と
五
条
子
爵
と
の
間
で
、
こ
う
し
た

認
識
に
対
す
る
反
応
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
洋
行
先
の
秀
麿
か

ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
子
爵
は
、
「
内
々
自
ら
を
省
み
て
見
」、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

今
の
教
育
を
受
け
て
、
神
話
と
歴
史
と
を
―
つ
に
し
て
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
出

来
ま
い
。
世
界
が
ど
う
し
て
出
来
て
、
ど
う
し
て
発
展
し
た
か
、
人
類
が
ど
う

し
て
出
来
て
、
ど
う
し
て
発
展
し
た
か
と
云
ふ
こ
と
を
、
学
問
に
手
を
出
せ
ば
、

ど
ん
な
浅
い
学
問
の
為
方
を
し
て
も
、
何
か
の
端
々
で
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
考
へ
る
事
は
、
神
話
を
事
実
と
し
て
見
さ
せ
て
は
置
か
な
い
。

子
爵
は
、
神
話
が
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
世
間
の
人
」
も
自
分
と
同
じ
で
あ
ろ
う
と
感
じ
る
。
そ
の
上
で
、
「
世
間
の

人
」
は
二
切
無
頓
著
で
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
考
え
、
さ
ら
に
気
づ
い
て

い
る
こ
と
を
言
明
す
る
こ
と
は
「
世
間
の
無
頓
著
よ
り
は
危
険
」
と
気
づ
か
な
い
ふ

り
を
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
の
で
あ
る
。
帰
国
し
た
秀
麿
は
、
子
爵
か
ら

「ど
う
も

人
間
が
猿
か
ら
出
来
た
な
ん
ぞ
と
思
っ
て
ゐ
ら
れ
て
は
困
る
か
ら
な
」
と
い
わ
れ
、

「
お
父
う
様
の
こ
の
詞
の
奥
に
は
、
こ
っ
ち
の
思
想
と
相
容
れ
な
い
何
物
か
が
潜
ん

で
ゐ
る
ら
し
い
。
」
と
感
じ
る
。
両
者
は
同
様
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
事
実
に
対
す
る
態
度
が
異
な
っ
て
い
る
。
神
話
が
事
実
で
な
い
と
い
う
こ
と
を

認
識
し
た
子
爵
は
、
そ
れ
を
言
明
す
る
こ
と
は
「
危
険
」
と
し
て
気
づ
か
な
い
ふ
り

を
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
秀
麿
が

「
か
の
や
う
に
の
哲
学
」
を
持
ち
出

し
た
と
こ
ろ
で
、
綾
小
路
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
秀
麿
と

子
爵
の
決
定
的
な
差
は
、
事
実
の
語
り
方
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

秀
麿
は
国
史
を
な
す
た
め
に
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
が
、
「
か
の
や
う
に
」
に
お
い
て

目
下
の
と
こ
ろ
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
父
五
条
子
爵
と
の
関
係
で
あ
る
。
神
話

と
歴
史
の
混
滑
を
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
付
か
な
い
ふ
り
を
す
る
五

条
子
爵
の
思
考
過
程
は
、
正
統
性
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
学
問
的
根
拠
か
ら
起
こ
る
疑

念
を
封
じ
る
と
い
う
方
法
を
採
択
し
た
維
新
史
料
編
纂
会
の
論
理
と
似
通
っ
て
い
る
。

維
新
史
料
編
纂
会
は
自
ら
正
統
を
名
乗
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
外
の
歴
史
の
選
別
を

行
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
維
新
史
料
編
纂
会
の
立
場
は
、
そ
の
成
立
前
史
を
見
て
い

け
ば
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
箱
石
大
5

は
、
成
立
の
直
接
の
原
因
と
し
て
、
「
①

大
老
井
伊
直
弼
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
（
銅
像
問
題
）
と
、
②
史
談
会
の
急

進
化
（
志
士
表
彰
問
題
に
お
け
る
「
官
賊
混
同
」
）
」
を
指
摘
す
る
。
維
新
史
料
編
纂

会
は
、
国
家
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
史
談
会
へ
の
危
機
感
か

ら
結
成
さ
れ
た
組
織
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

維
新
史
料
編
集
会
の
母
体
は
、
前
年
に
発
足
し
た
彰
明
会
で
あ
る
。
彰
明
会
の
事

業
は
薩
長
中
心
の
元
勲
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
活
動
に
お
い
て
は
「
薩
長
士

そ
の
他
勤
王
の
旧
諸
藩
の
人
々
は
勿
論
、
そ
の
他
広
く
同
志
が
集
っ
て
、
御
下
賜
金

一
万
円
を
基
本
と
し
て

一
般
に
寄
附
金
を
募
集
し
、
同
時
に
勤
王

•

佐
幕
の
執
を
問

は
ず
頗
る
広
く
材
料
の
蒐
集
を
行
ふ
こ
と
」
、
「
論
題
に
基
づ
い
て
当
時
を
回
想
し
、

誤
れ
る
は
正
し
、
足
ら
ざ
る
が
補
ふ
と
い
ふ
方
法
で
談
論
し
、
そ
れ
を
速
記
せ
し
め

る
と
い
ふ
手
段
を
執
る
こ
と
」

6

と
い
う
目
標
を
掲
げ
た
。
や
が
て
、
彰
明
会
を
国
家

的
事
業
と
し
、
宮
内
省
に
維
新
史
料
編
纂
会
を
設
け
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
持
ち

(3) 
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上
が
る
。
し
か
し
薩
長
の
旧
臣
ら
が
天
皇
の
威
徳
に
頼
っ
て
自
身
に
有
利
な
史
料
を

収
集
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
起
こ
る
可
能
性
を
考
慮
し
た
山
県
有
朋

の
反
対
に
よ
っ
て
、
政
府
の
事
業
と
し
て
文
部
省
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

山
県
の
当
初
の
予
想
通
り
、
既
に
帝
国
大
学
の
史
料
編
纂
所
掛
が
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
新
た
な
編
纂
局
を
設
け
た
こ
と
に
疑
念
を
持
つ
者
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
大

阪
毎
日
新
聞
』
（
明
治
四
四
年
五
月

―――
一
日
）
に
は
「
史
料
編
纂
会
の
正
体
」
と
題
し

て
、
「
従
っ
て
薩
•

長
・

土
・

肥
殊
に
長
州
の
弁
護
、
長
州
の
主
張
の
た
め
に
作
ら
れ

た
彰
明
会
を
事
実
上
の
前
身
と
す
る
維
新
史
料
編
纂
会
が
、
果
し
て
公
平
な
記
述
を

な
し
得
る
や
否
や
は
甚
だ
疑
は
し
き
次
第
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
批
判
が
予
測
さ
れ
得
た
か
ら
こ
そ
、
維
新
史
料
編
纂
会
は
殊
更
に
「
公

平
」
を
強
調
し
た
の
だ
と
い
え
る
7
0

そ
れ
で
は
、
維
新
史
料
編
纂
会
結
成
の
直
接
的
要
因
と
な
っ
た
史
談
会
は
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
。
明
治
以
降
、
旧
大
名
家
は
各
家
に
編
纂
委
員
を
設
け
、

藩
史
や
歴
代
藩
主
の
事
蹟
を
取
り
ま
と
め
る
歴
史
編
纂
を
個
別
に
行
っ
て
い
た
8
°

こ

う
し
た
家
史
編
纂
の
延
長
に
、
史
談
会
は
成
立
し
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
久
保
利
謙
9

に
よ
る
と
、
史
談
会
の
淵
源
は
島
津
家
、
特
に
島
津
久
光
か
ら
出
て
い

る
と
い
う
。
久
光
の
旧
藩
主
と
し
て
の
憂
愁
が
、
幕
末
の
栄
光
を
記
録
す
る
と
い
う

史
談
会
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
大
久
保
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
従
来
の

維
新
史
へ
の
不
満
が
出
発
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
島
津
家

を
中
心
と
し
た
六
家
で
ス
タ
ー
ト
し
た
史
談
会
で
あ
っ
た
が
、
維
新
史
の
調
査
を
全

般
的
に
行
う
た
め
、
藩
閥
政
府
の
外
に
立
つ
宮
内
省
に
編
纂
局
を
設
け
、
そ
こ
で
諸

家
を
統
合
し
て
史
料
を
編
集
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

史
談
会
の
特
徴
は
、
各
家
の
史
料
、
文
書
を
集
め
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
直
接
維
新

史
料
の
編
集
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
各
々
の
旧
藩
諸
家
が
独
自
に

編
輯
し
た
史
料
を
公
開
し
、
集
大
成
と
し
て
「
明
治
中
興
の
大
業
」

1
o
の
事
実
を
網

羅
し
た
歴
史
を
編
纂
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
旧

幕
関
係
華
族
や
旧
大
名
家
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
多
数
の
旧
藩
諸
家
が
集
ま
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
史
料
を
蒐
集
す
る
こ
と
で
、
「
偏
見
偏
思
」

l

l

で
は
な

い
公
平
な
歴
史
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

日
露
戦
後
に
な
る
と
史
談
会
の
規
模
は
拡
大
し
、
そ
れ
と
と
も
に
活
動
は
急
進
化

し
て
い
く
。
明
治
三
九
年
六
月
に
殉
国
士
英
霊
吊
慰
会
を
開
催
、
そ
れ
に
伴

っ
て

『
[し

志
士
人
名
録
』
（
明
治
四

0
年

―
一
月
、
共
同
出
版
）
を
刊
行
す
る
。
こ
う
し
た
活
動

は
、
広
く
公
平
に
史
料
を
蒐
集
す
る
と
い
う
名
目
の
過
程
で
、
こ
れ
ま
で
政
府
が
国

事
犯
と
し
て
処
理
し
て
き
た
人
物
の
事
蹟
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
井
伊
直
弼
銅
像
問
題
が
起
こ
る
に
あ
た
っ
て
、
史
談
会
の
危
険
性
が
切

実
に
政
府
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
明
治
四
二
年
横
浜
開
港
五

0
年
祭
に
あ
た

っ
て
、
「
開
港
の
恩
人
」
と
し
て
井
伊
直
弼
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
事
蹟
を
顕
彰
す

る
た
め
銅
像
が
建
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
七
月
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
銅
像
除
幕

式
が

一―

日
に
延
期
さ
れ
た
と
い
う
事
態
を
う
け
て
、
社
会
的
論
争
が
起
こ
っ
た
の

で
あ
る
1
2
°

顕
彰
事
業
は
、
井
伊
の
出
身
で
あ
る
「
彦
根
藩
有
志
」
に
よ
っ
て
主
導

さ
れ
た
が
、
史
談
会
の
活
動
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
井
伊
直

弼
は
、
条
約
調
印
勅
許
問
題
か
ら
安
政
の
大
獄
、
そ
し
て
桜
田
門
外
の
変
と
い
う
幕

末
史
の
流
れ
の
中
で
は

一
貫
し
た
悪
人
で
あ
り
、
政
府
か
ら
見
れ
ば
顕
彰
は
許
す
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

国
事
殉
難
者
は
忠
姦
正
邪
の
区
別
な
く
祀
る
こ
と
を
要
請
す
る
史
談
会
の
急
進
化

を
実
感
し
た
井
上
馨
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彰
明
会
を
組
織
し
、
維
新
史
編
纂

事
業
に
着
手
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
井
上
は
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。此

会
が
起
っ
た
原
因
と
も
言
ふ
べ
き
は
一
昨
年
(
*
明
治
四
二
年
）
で
あ
り
ま

し
た
か
、

井
伊
掃
部
頭
の
銅
像
を
建
て
る
と
云
ふ
論
が
起
つ
て
、

井
伊
は
我
邦

の
開
国
の
元
祖
で
あ
る
か
ら
、
其
紀
念
と
し
て
横
浜
に
建
立
す
る
と
云
ふ
旨
趣

で
あ
り
ま
し
た
が
、
私
共
は
さ
う
は
思
は
ぬ
、
そ
れ
で
伊
藤
と
も
相
談
し
て
、

ど
う
か
維
新
前
の
歴
史
を
後
世
に
能
く
分
る
や
う
に
し
て
置
か
ぬ
と
、
今
の
様

な
誤
解
が
起
る
か
ら
、

此
際
精
確
な
る
歴
史
を
調
べ
て
置
く
の
必
要
が
あ
る
と

云
ふ
所
か
ら
、
遂
に
彰
明
会
と
云
ふ
も
の
が
起
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
l
3

こ
れ
は
明
治
四
四
年
に
行
わ
れ
た
温
知
会
の
講
演
で
の
発
言
で
あ
る
が
、
井
上
の

史
談
会
に
対
す
る
敵
視
は
、
温
知
会
と
の
提
携
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
治

四
0
年
、
志
土
表
彰
問
題
を
巡
る
対
立
か
ら

、
水
戸
徳
川
・

毛
利
•
島
津
家
が
史
談

会
を
脱
退
し
た
。
急
進
化
し
た
史
談
会
の
立
場
を
「
官
賊
混
同
」

1
4

と
批
判
し
た
の

(4) 



190 村上 祐紀

で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
家
史
編
輯
員
た
ち
は
温
知
会
と
い
う
有
志
団
体
を
結

成
し
、
彰
明
会
と
協
力
関
係
を
築
い
た
。

史
談
会
は
結
果
と
し
て
急
進
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
出
発
点
は
薩
長
が

中
心
と
な
っ
て
成
し
遂
げ
た
「
王
政
復
古
」
の
歴
史
に
対
抗
す
る
維
新
の
歴
史
を
作

り
上
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
史
談
会
以
前
の
政
府
に
よ
る
歴
史
編
纂
は
、
後
に
見
る

よ
う
に
、
『
復
古
記
』
（
昭
和
四
年

―
0
月
S
六
年

―
0
月、

内
外
書
籍
）
や
『
大
政

紀
要
』
（
大
正
元
年
九
月
、
文
教
会
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

「
王
政
復
古
」
の
歴
史
を
示
し
、
明
治
政
府
の
正
統
性
を
説
い
た
も
の
と
い
え
る
。

対
し
て
、
史
談
会
は
「
事
実
を
細
大
洩
ら
さ
ず
網
羅
集
成
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、

政
府
の
歴
史
編
纂
と
は
異
な
る
幅
広
い
史
料
蒐
集
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
薩
長
に

限
ら
ず
、
東
北
諸
藩
や
会
津
、
彦
根
と
い
っ
た
諸
藩
も
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。

維
新
史
料
編
纂
会
の
史
談
会
へ
の
圧
迫
は
、
「
王
政
復
古
」
の
歴
史
か
ら
は
消
え
て

し
ま
っ
た
事
実
を
発
掘
す
る
可
能
性
を
潰
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
史
談
会
は
、
以

後
も
独
自
の
活
動
を
続
け
る
が
、
位
置
づ
け
は
傍
流
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
史
談
会
の

発
掘
す
る
歴
史
は
、
政
府
に
と
っ
て
は
都
合
の
悪
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
に
よ
っ
て
、
正
統
と
認
定
さ
れ
た
以
外
の
歴
史
が
埋
も

れ
て
し
ま
う
と
い
う
認
識
は
、
鵬
外
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
「
津
下
四
郎
左
衛
門
」

（
『
中
央
公
論
』
大
正
四
年
四
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

二
人
は
京
都
に
入
っ
て
か
ら
、
一
時
所
謂
御
親
兵
問
題
に
た
づ
さ
は
つ
て
奔
走

し
て
ゐ
た
。
堂
上
家
の
某
が
家
を
脱
し
て
、
浪
人
等
を
募
集
し
、
皇
室
を
守
護

せ
む
こ
と
を
謀
っ
た
。
そ
の
浪
人
を
以
て
員
に
充
れ
む
と
欲
し
た
の
は
、
諸
藩

の
士
に
は
各
其
主
の
た
め
に
謀
る
虞
が
あ
る
と
慮
つ
た
が
故
で
あ
る
。
わ
た
＜

し
は
此
に
堂
上
家
の
名
を
書
せ
ず
に
置
く
。
し
か
し
他
日
維
新
史
料
が
公
に
せ

ら
れ
た
な
ら
、
此
問
題
は
復
秘
す
る
こ
と
を
須
ゐ
も
の
と
な
る
か
も
知
れ
な

|
 

「
他
日
維
新
史
料
が
公
に
せ
ら
れ
た
な
ら
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
明
ら
か
に
同

時
代
の
維
新
史
料
編
纂
事
業
へ
の
意
識
を
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、

同
時
代
に
維
新
史
料
編
纂
事
業
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
維
新
史
料
編
纂
会
に
他
な
ら

な
い
。

津
下
四
郎
左
衛
門
は
、
維
新
の
功
労
者
で
あ
り
、
当
時
参
与
と
し
て
明
治
政
府
に

出
仕
し
て
い
た
横
井
小
楠
を
暗
殺
し
た
人
物
で
あ
る
。
本
作
は
、
暗
殺
者
側
か
ら
の

視
点
に
よ
っ
て
、
横
井
小
楠
暗
殺
の
真
相
が
描
か
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
引

用
部
は
、
事
件
関
係
者
か
ら
の
証
言
に
よ
っ
て
、
小
楠
暗
殺
の
背
景
が
示
さ
れ
る
箇

所
で
あ
る
。
事
件
関
係
者
に
は
十
津
JI
郷
士
が
多
く
見
ら
れ
る
。
十
津
JI
は
尊
攘
運

動
の
激
し
い
地
域
で
あ
り
、
幕
末
の
動
乱
の
際
に
は
、
禁
中
を
守
る
た
め
に
上
京
し

て
い
た
。
明
治
維
新
後
、
そ
う
し
た
十
津
川
郷
士
や
そ
の
他
の
浪
人
を
募
っ
て
、
御

親
兵
を
作
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
経
緯
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
き
は
尊
攘
派
の
生
き
残
り
に
よ
る
反
動
的
な
も

の
で
あ
る
。
当
然
、
「
王
政
復
古
」
の
維
新
史
に
は
描
か
れ
な
い
。

維
新
史
料
編
纂
会
に
よ
る
刊
行
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
た
め
、
「
津
下
四
郎

左
衛
門
」
の
言
説
は
、
具
体
的
な
叙
述
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
発
足
当

初
よ
り
「
公
平
」
を
掲
げ
る
本
会
に
対
す
る
疑
念
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し

た
通
り
で
あ
る
。
尊
攘
派
を
軽
視
す
る

「王
政
復
古
」
の
維
新
史
を
意
識
し
た
上
で
、

鵡
外
は
戦
略
的
に
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
「
公
平
」
を
掲
げ

る
維
新
史
編
纂
に
対
す
る
警
告
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
「
津
下
」
の

歴
史
叙
述
が
、
従
来
の
維
新
史
料
と
は
一
線
を
画
す
と
い
う
立
場
の
表
明
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
1

5
0

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
に
よ
っ
て
、
国
家
事
業
と
し
て

の
歴
史
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
政
府
が
直
接
歴
史
編
纂
を
担
う
べ
き

と
い
う
提
言
は
、
早
く
明
治
二

0
年
代
に
な
さ
れ
て
い
た
。
金
子
堅
太
郎
は
、
欧
米

巡
回
後
の
明
治
二
四
年
、
宮
内
省
に
正
式
な
政
府
事
業
と
し
て
の
国
史
編
纂
局
の
設

置
を
唱
え
た
。
金
子
が
こ
の
時
期
に
維
新
史
編
纂
へ
の
意
欲
を
燃
や
し
た
の
は
、
欧

米
巡
回
で
西
洋
の
学
者
よ
り
日
本
の
国
史
編
纂
の
必
要
性
を
説
か
れ
た
こ
と
に
加
え
、

明
治
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
編
纂
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
明
治
初
期
の
歴
史
編
纂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
明
治
初

期
の
歴
史
編
纂
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
近
代
史
学
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
と

い
う
基
盤
を
捉
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
史
談
会
と
い
っ
た
政
府

と
は
距
離
を
と
っ
た
歴
史
編
纂
団
体
が
生
じ
る
経
緯
を
捉
え
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ

スノ

(5) 
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三
、
森
隅
外
と
近
代
史
学

（
二
）
ー
政
府
の
編
纂
事
業
と
対
抗
勢
力

そ
も
そ
も
、
近
代
史
学
の
端
緒
は
、
明
治
二
年
に
始
ま
っ
た
太
政
官
の
歴
史
編
纂

事
業
に
求
め
ら
れ
る
。
四
月
四
日
、
輔
相
三
条
実
美
に
「
修
史
は
、
万
古
不
朽
の
大

典
、
祖
宗
の
盛
学
な
る
に
、
三
代
実
録
以
後
絶
て
続
な
き
は
、
登
大
醐
典
に
非
ず
や
。

今
や
鎌
倉
以
降
武
門
専
権
の
弊
を
革
除
し
、
政
務
を
振
興
せ
り
。
故
に
史
局
を
開
き
、

祖
宗
の
芳
躙
を
継
ぎ
、
大
に
文
教
を
天
下
に
施
さ
ん
と
欲
し
、
総
裁
の
職
に
任
ず
。

須
く
速
に
君
臣
名
分
の
誼
を
正
し
、
華
夷
内
外
の
弁
を
明
に
し
、
以
て
天
下
の
綱
常

を
扶
植
せ
よ
」

1
6
と
い
う
詔
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
詔
の
主
旨
は
、
「
三
代
実
録
以
後

絶
て
続
な
き
」
危
機
感
か
ら
、
「
六
国
史
」
以
後
長
く
廃
れ
た
修
史
の
業
を
復
興
さ
せ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
太
政
官
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
勅
撰
に
よ
る
編

年
史
編
纂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
後
、
太
政
官
に
よ
っ
て
修
史
事
業
が
開
始
1
7
、
「
先
づ
力
を
王
政
復
古
の
事
蹟

に
放
し
」

1
8
、
『
復
古
記
』
編
纂
に
力
を
注
い
だ
。
倒
幕
に
よ
り
成
立
し
た
新
政
権

が
、
幕
府
か
ら
薩
長
へ
の
権
力
の
移
行
で
あ
る
と
い
う
疑
念
は
、
早
く
か
ら
起
こ
っ

て
お
り
、
そ
の
歴
史
的
正
統
性
を
示
す
た
め
に
、
国
史
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二

二
年

―
二
月
の
『
復
古
記
』
完
成
l
g
は‘

―
つ
の
成
果
と
し
て
捉
え
得
る
。

『
復
古
記
』
は
、

「復
古
の
歴
史
に
関
る
も
の
は
、
悉
く
之
を
網
羅
し
て
」
編
纂
さ
れ

た
、
「
王
政
復
古
」
の
記
録
で
あ
っ
た
。
「
凡
例
」
に
「
此
書
、
慶
応
三
年
丁
卯
十
月

十
四
日
徳
川
氏
の
政
権
奉
還
に
起
り
、
明
治
元
年
戊
辰
十
月
二
十
八
日
東
征
大
総
督

の
解
任
に
終
る
、
分
て
若
干
巻
と
為
し
、
題
し
て
復
古
記
と
日
ふ
、
別
に
外
記
若
干

巻
を
附
し
、
以
て
征
討
の
顛
末
を
詳
に
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
本
記
」
は
大
政
奉
還

か
ら
東
北
平
定
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
、「
外
記
」
は
各
地
の
戦
記
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
復
古
記
』
の
綱
文
及
び
、
『
復
古
記
』
が
対
象
と
し
た
以
降
の
明
治
七
年
ま

で
の
史
料
の
綱
文
を
集
め
た
『
明
治
史
要
』
（
昭
和
八
年

―
0
月
、
金
港
堂
書
籍
）
も

『
復
古
記
』
の
編
纂
と
平
行
し
て
行
わ
れ
た
。
「
征
討
の
顛
末
を
詳
に
」
す
る
た
め
に
、

「
皆
其
出
処
を
註
し
、
事
実
の
疑
は
し
き
は
、
之
を
本
人
に
質
し
、
或
は
考
按
を
附

す
」
と
述
べ
る
『
復
古
記
』
の
態
度
と
は
異
な
り
、

『
明
治
史
要
』
は
事
実
の
羅
列
に

過
ぎ
な
い
。
「
凡
例
」
に
は
「
務
め
て
正
確
を
期
」
し
て
事
実
を
羅
列
し
た
と
あ
り
、

『
復
古
記
』
の
副
産
物
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
復
古
記
』
は
戊
辰
戦
争
の
終
結
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
王
政
復
古
」

を
掲
げ
た
明
治
政
府
の
勝
利
を
描
い
た
。
体
裁
は
‘
―
ニ
―

二
種
も
の
引
用
書
目
を

基
に
、
戊
辰
戦
争
の
記
録
を
詳
細
に
編
集
し
た
も
の
で
、
多
数
の
史
料
を
出
来
る
だ

け
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
を
語
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
語
る
と

こ
ろ
の
も
の
は
、
「
王
政
復
古
」
に
よ
る
新
政
権
の
正
統
性
と
い
う
歴
史
観
に
基
づ
い

て
い
る
。

『
復
古
記
』
完
成
前
年
の
明
治
ニ―

年
、
内
閣
臨
時
修
史
局
の
事
業
が
東
京
帝
国

大
学
に
移
管
さ
れ
、
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
太
政
官
制
度

の
廃
止
と
内
閣
制
度
の
発
足
に
伴
い
、
修
史
局
の
事
業
が
縮
小
し
た
こ
と
、
帝
国
大

学
総
長
が
大
学
の
史
学
研
究
上
の
利
便
性
か
ら
移
管
を
要
望
し
た
こ
と
、
な
ど
の
要

因
か
ら
起
こ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
明
治
二
三
年
に
内
務
省
地
理
局
地
誌
課
の

事
業
も
帝
国
大
学
に
移
し
、
地
誌
編
纂
掛
設
置
と
な
っ
た
。
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
と

地
誌
編
纂
掛
は
翌
年
合
併
、
史
誌
編
纂
掛
と
改
称
し
、
文
科
大
学
に
所
属
し
た
。

発
足
当
時
の
史
誌
編
纂
掛
の
事
業
は
、
太
政
官
以
来
の
修
史
事
業
を
受
け
継
ぐ
形

と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
内
閣
臨
時
修
史
局
の
編
修
官
重
野
安
繹
、
編
修
久
米
邦
武
、

星
野
恒
の
三
人
が
、
帝
国
大
学
の
教
授
に
転
任
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
中
国
の

清
朝
考
証
学
の
影
響
で
江
戸
中
期
頃
か
ら
起
こ
っ
た
考
証
主
義
は
、
明
治
近
代
史
学

草
創
期
の
重
野
を
は
じ
め
と
し
た
漢
学
を
基
盤
と
す
る
知
識
人
に
受
け
継
が
れ
て
い

た
。
帝
国
大
学
の
成
立
に
伴
い
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
考
証
学
に
、
御
雇
教
師
ル
ー

ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ

・
リ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
西
洋
史
学
の
実
証
主
義
が
移
植
さ
れ
る
。
こ
こ

に
至
っ
て
、
帝
国
大
学
の
史
学
科
な
い
し
国
学
科
を
中
心
と
し
た
日
本
の
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
史
学
が
確
立
す
る
。
以
後
、
実
証
主
義
は
正
統
史
学
と
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

史
学
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
2
0
0
 

一
方
、
宮
内
省
は
、
太
政
官
か
ら
帝
国
大
学
へ
と
移
っ
た
歴
史
編
纂
と
は
異
な
る

経
路
で
、
独
自
の
歴
史
編
纂
を
行
っ
て
い
た
。
明
治
九
年
、
『
明
治
史
要
』
を
目
に
し

た
岩
倉
具
視
は
、
表
面
的
な
事
実
を
羅
列
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
記
述
内
容
に
危
惧

を
お
ぼ
え
た
と
い
う
2

1
。
『
復
古
記
』
『
明
治
史
要
』
の
よ
う
な
太
政
官
に
よ
る
修
史

編
纂
は
、
「
表
面
の
事
実
を
記
す
る
の
み
」
で
あ
っ
た
た
め
、
岩
倉
は
「
裡
面
の
事
情
」

(6) 
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固
有
の

を
記
す
修
史
事
業
の
必
要
性
を
唱
え
た
。
す
な
わ
ち
、
『
復
古
記
』
以
上
に
、

国
体
を
前
面
に
打
ち
出
す
戦
略
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

岩
倉
の
目
指
し
た
『
大
政
紀
要
』
の
立
場
は

「此
書
は
、
我
邦
歴
朝
大
政
の
綱
要

を
略
記
す
る
者
に
し
て
、
分
て
上
下
二
編
と
為
す
。
上
編
は
神
武
天
皇
建
国
に
始
り
、

今
上
天
皇
慶
応
丁
卯
に
詑
り
、
下
編
は
徳
JI
慶
喜
、
太
政
を
奉
還
す
る
に
起
り
、
明

治
十
六
年
に
至
る
」
「
総
記
の
主
脳
と
す
る
所
は
、
我
邦
国
体
の
特
に
海
外
各
国
と
異

な
り
、
皇
統

一
系
万
世
不
易
君
臣
の
名
分
確
定
し
て
、
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
を
表
示

す
る
に
在
り
と
す
」
と
い
う
「
凡
例
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
「
我
邦
国
体
」

「
皇
統

一
系
」
を
世
界
に
類
を
見
な
い
固
有
の
も
の
と
位
置
づ
け
、
「
動
か
す
可
か
ら

ざ
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
『
大
政
紀
要
』
「
下
編
総
記
」
に
お
い
て

明
治
維
新
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

明
治
維
新
の
業
は
、
文
治
以
来
七
百
余
年
因
襲
の
跡
を
破
り
て
、
王
政
の
古
に

ti、
併
て
振
古
末
曾
有
の
変
態
を
国
勢
に
及
ぼ
し
た
り
。
今
其
由
て
来
る
所

の
縁
由
を
稽
ふ
る
に
、
蓋
し
我
邦
に
特
有
せ
る
国
体
名
分
の
義
、
漸
く
士
論
に

起
る
に
胚
胎
し
、
端
緒
を
外
国
人
来
航
に
啓
き
、
而
し
て
上
下
の
耳
目
、
宇
内

の
形
勢
に
慣
る
る
に
大
成
す
。

こ
こ
で
は
、
「
我
邦
に
特
有
せ
る
国
体
名
分
」
に
維
新
の
原
因
を
求
め
、
「
外
国
人

来
航
」
を
そ
の
「
端
緒
」
と
し
て
い
る
。
維
新
を
「
王
政
復
古
」
と
と
ら
え
、
そ
の

立
場
に
た
っ
て
歴
史
を
編
纂
し
よ
う
と
い
う
点
で
『
復
古
記
』
と
通
じ
る
「
王
政
復

古
」
の
維
新
観
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
『
大
政
紀
要
』
で
は
国
体
を

揺
る
が
す
存
在
で
あ
る
自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
「
民
間
躁
急
の
徒
」
「
不
退
の
徒
」

と
い
っ
た
誹
謗
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
な
岩
倉
の
危
機
感
と
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、
民
権
運
動
に
対
す
る
誹
謗
は
、
立
憲
政
体
へ
と
急
速
に
向
い
つ

つ
あ
る
明
治
政
府
に
対
す
る
誹
謗
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

史
談
会
が
対
抗
し
た
の
は
、
太
政
官
や
宮
内
省
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
歴
史

編
纂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
歴
史
編
纂
に
書
き
直
し
を
迫
る
声
は
、

史
談
会
以
外
に
も
上
が
っ
て
い
た
。
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
在
野
を
代
表
す
る

民
友
社
で
あ
ろ
う
。
民
友
社
は
、
明
治
二

0
年
徳
富
蘇
峰
を
中
心
に
創
立
さ
れ
た
在

野
の
思
想
結
社
で
あ
り
、
同
年
機
関
紙
『
国
民
之
友
』
（
明
治
二
0
年
二
月
S
三
一

年

八
月
）
を
発
刊
し
た
。
『
国
民
之
友
』
は
大
変
な
好
評
を
博
し
、
明
治
中
期
の
論
壇
に

お
い
て
非
常
に
影
響
力
を
も
っ
た
。
蘇
峰
は
、
「
維
新
改
革
史
に
関
す
る
管
見
其

一

王
政
維
新
と
王
政
復
古
」
（
『
国
民
之
友
』
六
五
、
明
治
二
二
年

―
0
月

―
二
日
）
に

お
い
て
、
明
治
維
新
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

慶
応
、
明
治
の
間
に
於
て
警
語
あ
り
、
日
＜
王
政
維
新
、
日
＜
王
政
復
古
と
、

其
の
当
日
に
在
て
は
、
何
人
も
其
異
同
を
弁
ず
る
者
な
く
、
皆
な
異
字
同
意
義

と
し
て
之
を
互
用
せ
り
、
（
＊
中
略
）
即
は
ち
王
政
維
新
派
と
は
時
勢
の
急
流
に

沿
ふ
て
、
泰
西
的
の
典
型
に
拠
り
、
我
新
政
府
を
建
設
せ
ん
と
欲
し
た
る
者
に

し
て
、
王
政
復
古
派
は
我
邦
の
王
代
を
手
本
と
し
て
新
政
府
を
建
設
せ
ん
と
欲

し
た
る
者
の
如
し
、

田
中
彰
2

2

に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
混
同
さ
れ
て
き

た
「
復
古
」
と
「
維
新
」
と
い
う
立
場
を
峻
別
し
た
こ
と
に
蘇
峰
の
維
新
観
の

一
っ

の
特
徴
が
あ
る
。
明
治
維
新
は
こ
れ
ま
で
ペ
リ
ー
来
航
よ
り
始
ま
る
外
交
問
題
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
外
交
問
題
と
と
も
に
封
建
社
会
の
崩
壊

と
い
う
内
部
要
因
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
維
新
は
実
現
し
た
と
蘇
峰
は
考
え
る
。
「革

命
の
原
因
は
、
外
交
問
題
以
外
に
求
む
可
ら
ざ
る
乎
、
外
交
の
驚
風
吹
き
来
ら
ざ
る

場
合
に
於
て
は
、
徳
川
幕
府
は
万
々
歳
な
る
可
き
乎
。
否
、
否
、
大
に
否
。
外
交
問

題
な
き
も
、
徳
川
幕
府
の
運
命
は
、
略
ぼ
既
に
定
ま
り
居
れ
り
、
革
命
は
早
晩
破
裂

せ
ざ
る
可
ら
ず
。
」
2
3

と
い
う
。「
維
新
」
と

「復
古
」
は
本
来
対
立
す
る
概
念
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
維
新
七
分
復
古
三
分
の
雑
種
」
で
あ
る
と

蘇
峰
が
指
摘
す
る
背
後
に
は
、

「維
新
」
と
「
復
古
」
を
曖
昧
に
癒
着
さ
せ
て
き
た
明

治
政
府
へ
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
民
友
社
が
政
府
批
判
を
展
開
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
、

旧
幕
臣
の
立
場

か
ら
維
新
を
捉
え
直
す
歴
史
叙
述
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
福
地
源
一
郎
の

『
幕
府
衰
亡
論
』
（
明
治
二
五
年
―
二
月
、
民
友
社
）
は
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。「
幕

府
の
遺
士
」
で
あ
る
福
地
は
、
世
に
多
く
出
て
い
る
維
新
史
の
中
に
幕
府
の
視
点
か

ら
書
い
た
も
の
が
な
い
こ
と
に
憤
り
を
感
じ
、
『
幕
府
衰
亡
論
』
の
執
筆
を
決
意
し
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
福
地
は
、
「
徳
JI
幕
府
二
百
八
十
年
の
治
を
保
ち
た

る
も
、
封
建
と
鎖
国
に
し
て
、
其
幕
府
を
衰
亡
せ
し
め
た
る
も
、
亦
封
建
と
鎖
国
な

り
き
。
」
と
幕
府
の
瓦
解
の
原
因
を
、
新
政
府
の
担
い
手
に
よ
る
倒
幕
運
動
で
は
な
く

幕
府
自
身
の
封
建
体
制
の
崩
壊
に
求
め
て
い
る
。

他
方
、
福
地
は
、
幕
府
の
失
敗
に

(7) 
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対
す
る
悲
し
み
や
悔
し
さ
を
露
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
の
吐
露
は
、
や
は
り
旧

幕
臣
で
あ
る
戸
川
残
花
が
「
幕
府
特
に
幕
末
の
史
料
纂
集
」
を
目
的
に
刊
行
し
た
雑

誌
『
旧
幕
府
』
（
明
治
―
二

0
年
四
月

S
三
四
年
八
月
、
冨
山
房
）
の
「
余
も
徳
川
の
旗

本
に
属
せ
し
者
な
り
。
轄
だ
感
慨
の
情
に
堪
え
ず
奮
っ
て
幕
府
特
に
幕
末
の
史
料
纂

集
に
従
事
せ
ん
と
欲
し
」
と
い
う
刊
行
の
趣
意
に
も
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
二
0
年
代
、
各
家
や
各
団
体
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
史
料
蒐

集
が
行
わ
れ
て
い
た
。

野
口
勝

一
•

富
岡
政
信
編
『
維
新
史
料
』
（
明
治
二
0
年
九
月

＼
―
-
九
年
―
―
一
月
、
野
史
台
）
が
民
間
の
立
場
か
ら
史
料
蒐
集

・
編
纂
を
行
い
、
刊

行
を
開
始
し
た
の
が
明
治
二
0
年
で
あ
る
。
野
史
台
の
『
維
新
史
料
』
に
は
、
年
月

の
前
後
、
事
実
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
材
料
を
得
る
に
従
っ
て
逐
次
収
載
さ
れ
た

史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
歴
史
編
纂
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
は
見
ら
れ

な
い
も
の
の
、
そ
う
し
た
蒐
集
方
針
か
ら
、
歴
史
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
尊
攘
の
志

士
の
伝
記
や
史
料
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

歴
史
の
掘
り
起
こ
し
作
業
は
、
民
間
や
旧
幕
臣
た
ち
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
史
学
で
も
取
り
組
ま
れ
て
い
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
内
部
に
お
い
て
も
、

従
来
の
史
料
蒐
集
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
史
学
会
の
活
動
の

―
つ
に
、
「
徳
川
幕
府
が
三
百
年
の
太
平
を
致
せ
し
所
以
、
王

政
の
復
古
を
致
す
所
以
よ
り
始
め
、
幕
府
末
路
の
情
況
、
人
情
風
俗
等
、
未
だ
文
書

に
見
へ
ざ
る
所
の
事
実
を
故
老
に
間
ひ
、
力
の
及
ば
ん
限
り
、
万
般
の
実
事
を
蒐
集

し
、
以
て
歴
史
研
究
に
便
に
し
」
2

4

と
い
う
目
的
で
開
催
し
た
、
江
戸
の
故
老

へ
の

質
問
会
「
旧
事
諮
問
会
」
が
あ
る
。
明
治
一
一
四
年

一
月
よ
り
始
ま
り
、

小
川
銀
次
郎

や
三
上
参
次
ら
委
員
に
よ
る
質
問
会
が
毎
月

一
回
開
か
れ
、

二
年
間
続
け
ら
れ
た
。

『
史
学
会
雑
誌
』
に
は
、
「
旧
事
諮
問
会
」
に
関
す
る
進
捗
状
況
が
度
々
掲
載
さ
れ
、

『
旧
事
諮
問
録
』
（
明
治
二
四
年
五
月

S
二
五
年
七
月
、
大
成
館
）

刊
行
の
旨
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
本
会
の
目
的
と
す
る
「
書
外
の
事
実
」
と
は
「
当
時
実
地
に
行
は
れ

た
る
事
実
の
、
未
だ
書
冊
に
登
録
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
」

2

5

を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
史

料
編
纂
掛
が
蒐
集
に
取
り
組
む
文
書
に
書
か
れ
た
事
実
だ
け
で
な
く
、

埋
没
し
つ

つ

あ
る
江
戸
幕
府
の
実
歴
を
実
際
に
体
験
し
た
人
々
か
ら
の
聞
き
書
き
を
と
り
ま
と
め

る
こ
と
を
使
命
と
し
た
の
で
あ
る
。

鵡
外
の
歴
史
叙
述
の
関
心
は
、
埋
も
れ
て
い
く
歴
史
を
発
信
す
る
側
に
あ

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
鵡
外
が
参
照
史
料
や
情
報
提
供
を
こ
う
し
た
人
々
に
求
め
て
い
く
の
は
、

鵡
外
の
歴
史
叙
述
も
従
来
の
歴
史
を
相
対
化
す
る
目
論
見
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
鵬
外
の
歴
史
叙
述
が
、
そ
の
対
象
の
ほ
と
ん
ど
を
幕
末
維
新

期
に
求
め
、
尊
攘
派
の
志
士
や
旧
幕
臣
、
あ
る
い
は
幕
末
の
考
証
学
者
た
ち
な
ど
、

政
府
の
歴
史
編
纂
か
ら
は
回
顧
さ
れ
な
い
人
々
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鵬
外
の
立
場
が
、
史
談
会
や
旧
幕
臣
の
歴
史

と
重
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
鴎
外
の

歴
史
叙
述
に
は
、
こ
う
し
た
歴
史
を
も
相
対
化
し
て
い
く
視
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
2

6
°

鵡
外
は
、
政
府
の
歴
史
編
纂
、
そ
の
対
立
勢
力
、
双
方
の
立
場
を
見
据
え
た

上
で
、
歴
史
叙
述
を
開
始
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
に
お
い
て
歴
史
叙
述
の
方
法
や

対
象
が
多
様
化
し
て
い
く
状
況
と
亜
行
す
る
形
で
、
鵡
外
の
歴
史
叙
述
が
公
に
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
は
、
明
治
三
二
年
、

三
上
参
次

が
史
料
編
纂
掛
主
任
に
な

っ
た
時
期
よ
り
、
史
料
の
基
礎
的
研
究
、
考
証
を
中
心
に

行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
調
査
の
対
象
は
修
史
館
以
来
、
国
政
の
推
移
を
中

心
と
す
る
政
治
史
、
外
交
史
を
基
本
と
し
た
。
従
っ
て
、
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本

史
料
』
（
大
正

―
一
年
三
月
S
)
は
、
編
年
体
に
政
治
史
中
心
の
綱
文
を
立
て
る
形
式

を
採
り
、
経
済

・
社
会

・
民
衆
生
活
な
ど
に
か
か
わ
る
史
料
は

「
年
末
雑
載
」
と

一

括
収
載
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
歴
史
編
纂
に
お
い
て
は
、
長
年
政
治
史

・
外

交
史
が
優
位
に
置
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
下
、
明
治
末
に
は
、
史
料
考
証
と
政
治
史
中
心
の
研
究
を
継
続
す

る
こ
と
へ
の
疑
念
が
提
示
さ
れ
、
歴
史
叙
述
の
対
象
の
拡
大
が
唱
え
ら
れ
る
。
政
治

史
・
外
交
史
の
み
で
は
包
括
で
き
な
い
、
法
律

・
経
済

・
文
化

・
宗
教

・
民
俗
な
ど

の
諸
側
面
に
対
し
て
も
歴
史
的
考
察
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
、

様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
鵬
外
が
「
か
の
や
う
に
」
で

歴
史
叙
述
の
苦
悩
を
示
し
た
時
期
と
も
重
な
り
合
う
。

例
え
ば
、

三
浦
周
行
は
政
治
や
軍
事
偏
重
で
あ
っ
た
従
来
の
歴
史
に
対
す
る
認
識

を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

さ
れ
ど
従
来
の
史
家
は
余
り
に
政
治
や
軍
事
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
て
居
た
傾
き

が
あ
る
。
大
政
治
家
や
大
軍
人
の

一
言
一
行
に
は
多
く
の
頁
を
費
し
、
政
変
だ

(8) 
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と
か
戦
争
だ
と
か
い
ふ
と
、
詳
し
い
記
事
を
遺
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、

ネ
会
の
進
歩
も
退
歩
も
、
彼
等
の
一
声

一
笑
で
決
し
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
る

の
で
あ
る
が
、
歴
史
の
真
相
は
果
し
て
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
2
7

三
浦
は
、
治
者
中
心
の
観
点
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
『
歴
史
と
人
物
』
（
大

正
五
年
四
月
、
東
亜
堂
書
房
）
な
ど
の
人
物
研
究
や
、
明
治
四
0
年
よ
り
始
ま
っ
た

『
堺
市
史
』
（
昭
和
四
年
三
月

S
六
年
三
月
、
堺
市
役
所
）
監
修
な
ど
地
域
研
究
の
分

野
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、
法
制
史
や
経
済
史
等
の
特
殊
部
門
か
ら
歴
史

学
と
の
交
錯
点
を
見
出
そ
う
と
し
た
中
田
薫
や
内
田
銀
三
の
試
み
も
政
府
主
導
の
歴

史
に
対
す
る
批
判
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
内
田
は
、
経
済
史
の
研
究
に
つ
い

て
「
歴
史
即
ち
過
去
に
於
け
る
人
類
生
活
の
研
究
に
於
て
、
順
序
と
し
て
最
初
に
第

一
に
討
究
を
要
す
る
」
と
「
経
済
が
百
般
人
事
の
基
礎
」

2
8
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

歴
史
認
識
の
欠
か
せ
な
い
構
成
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

鵡
外
の
「
大
発
見
」
（
『
心
の
花
』

一
三
＇六
、
明
治
四
二
年
六
月
）
に
は
、
「
正
史
」

は
「
古
来
宮
廷
の
イ
ン
ト
リ
グ
や
戦
争
の
勝
敗
ば
か
り
を
書
く
」
も
の
だ
と
い
う
認

識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

併
し
ま
だ
載
積
に
徴
し
て
は
見
な
い
。
尤
も
ホ
メ
ロ
ス
の
エ
ポ
ス
を
見
て
も
、

ダ
ン
テ
の
コ
メ
ヂ
ア
を
見
て
も
、
鼻
糞
を
ほ
じ
る
事
は
な
い
や
う
だ
。
（
＊
中
略
）

か
う
い
ふ
も
の
に
無
い
位
で
あ
る
か
ら
、
正
史
に
は
勿
論
無
い
。
古
来
宮
廷
の

イ
ン
ト
リ
グ
や
戦
争
の
勝
敗
な
ん
ぞ
ば
か
り
を
書
く
の
が
忙
し
く
て
、
そ
れ
も

粗
筋
を
や
っ
と
書
い
て
行
く
の
だ
か
ら
、
掌
破
裔
が
モ
ス
ク
ワ
の
ク
レ
ム
ル
で
、

鼻
糞
を
ほ
じ
り
な
が
ら
思
案
に
暮
れ
た
と
も
何
と
も
書
い
て
は
な
い
。

「
鼻
糞
を
ほ
じ
る
」
行
為
に
つ
い
て
、
「
ホ
メ
ロ
ス
」
や
「
ダ
ン
テ
」
の
み
な
ら
ず
、

「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
」
な
ど
の
小
説
に
す
ら
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

「正

史
に
は
勿
論
無
い
」。
な
ぜ
な
ら
、

「正
史
」
と
は

「古
来
宮
廷
の
イ
ン
ト
リ
グ
や
戦

争
の
勝
敗
」
を
「
粗
筋
」
で
書
く
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認

識
は
、
綱
文
に
史
料
を
並
べ
る
形
式
に
よ
っ
て
、
政
治
史

・
外
交
史
を
素
描
す
る
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
歴
史
編
纂
へ

向
け
ら
れ
た
同
時
代
の
不
満
と
も
重
ね
合
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
内
部
か
ら
生
じ
て
い
た
歴
史
叙
述
の
方
法

の
模
索
に
、
鶴
外
の
歴
史
叙
述
の
試
み
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で

あ
る
。

本
稿
で
は
、
鵡
外
の
作
品
を
歴
史
叙
述
と
一
括
し
て
論
じ
て
き
た
が
、

一
般
的
に

は
鶴
外
の
歴
史
叙
述
は
歴
史
小
説
と
史
伝
と
に
区
分
さ
れ
る
。
前
者
は

「興
津
弥
五

右
衛
門
の
遺
書
」
（
『
中
央
公
論
』
大
正
元
年
―

0
月
）
か
ら
「
寒
山
拾
得
」
（
『
新
小

説
』
大
正
五
年

一
月
）
ま
で
の
作
品
で
あ
り
、
『
渋
江
抽
斎
』
以
降
の
、
近
世
考
証
学

者
の
伝
記
が
史
伝
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
区
分
は
、
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」
（
『
心

の
花
』
大
正
四
年
一
月
）
に
お
け
る
鵡
外
自
身
の
認
識
ー
「
歴
史
離
れ
」
の
歴
史
小

説
を
乗
り
越
え
「
歴
史
其
儘
」
を
追
求
し
た
史
伝
へ
と
至
っ
た
ー
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鵡
外
の
歴
史
叙
述
は
、
大
正
期
に
歴
史
を
題
材
と
し
た
作
品
を

多
数
輩
出
し
て
い
く
以
前
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
正
期
の
作
品

の
み
に
限
ら
ず
、
鵡
外
の
歴
史
叙
述
を
包
括
的
に
捉
え
て
い
く
視
点
が
必
要
と
な
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
鶴
外
の
歴
史
叙
述
は
、
明
治
初
期
以
来
の
近
代
史
学
が
生
成

し
て
い
く
過
程
で
抱
え
た
矛
盾
や
限
界
を
、
強
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て

き
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
鵡
外
の
歴
史
叙
述
は
文
学
者
鵡
外
に
よ
る
唯

一
特

権
的
な
形
式
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
い
か
に
同
時
代
の
歴
史
叙
述
と
交
錯
す
る

中
で
生
み
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の

一
端
で
あ
る
。

注ー
大
塚
美
保
「
国
家
を
批
判
し
、
国
家
を
支
え
る
I
鵡
外
「
秀
麿
も
の
」
論
」

（『
文
学
』
八
ー
ニ
、

平
成
一
九
年
三
四
月
）
参
照
。

2

箱
石
大
「
維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
過
程
」

（『
栃
木
史
学
』

一
五
、
平
成
一
三
年
三
月
）

3

田
中
彰

『
明
治
維
新
観
の
研
究
』

（昭
和
六
二
年
三
月
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
）

4

那
珂
通
世
「
上
世
年
紀
考
」

（『
史
学
雑
誌
』
八
ー
八
S
I
O
・
I
二
、
明
治
三

0
年
八
月
-
1
0

月
・
―
二
月
）、

津
田
左
右
吉
『
神
代
史
の
新
し
い
研
究
』（
大
正
二
年
一

0
月
、
二
松
堂
書
店
）

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

(9) 
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5

前
掲
注
2
、
箱
石
大
「
維
新
史
料
編
纂
会
の
成
立
過
程
」

6

井
上
馨
侯
伝
記
編
稟
会
編

『
世
外
井
上
公
伝
第
五
巻
』（
昭
和
九
年
九
月
、
内
外
書
籍
）

7

例
え
ば
、
当
事
者
と
し
て
活
動
し
た
森
谷
秀
亮
は
「
終
始
、
金
子
総
裁
を
は
じ
め
と
し
て
上
席

の
編
稟
官
の
方
々
は
、
何
も
歴
史
を
書
く
の
が
目
的
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
勤
王
、
佐
幕
を
問
わ

な
い
で
公
平
に
全
国
か
ら
史
料
を
集
め
る
の
だ
と
、
た
だ
史
料
を
網
羅
す
る
だ
け
な
ん
だ
か
ら
、

勤
王
に
片
寄
っ
て
幕
府
側
を
無
視
す
る
よ
う
な
こ
と
は
全
然
や
ら
な
い
ん
だ
と
、
薩
長
側
の
材
料

ば
か
り
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
幕
府
側
の
材
料
は
わ
ざ
と
集
め
な
い
、
な
ん
て
こ
と
は
全
然
な
い

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
」
と
証
言
し
て
い
る
。
（「
座
談
会
維
新
史
研
究
の
歩
み
ー
維
新
史
料
編

纂
会
の
果
し
た
役
割
ー
」

『
日
本
歴
史
』
二
四
六
、
昭
和
四
三
年
ー
一
月
）

8

広
田
暢
久
「
毛
利
家
編
纂
事
業
史

（其
の
一

）
」
（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
＿二
、
昭
和
四
九

年
三
月
）
参
照
。

，
大
久
保
利
謙
「
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
7

日

本
近
代
史
学
の
成
立
』
昭
和
六
三
年
一

0
月
、
吉
川
弘
文
館
）

1
0

「
史
談
会
設
立
之
来
歴
及
現
行
会
約
」

（『
史
談
会
速
記
録
』
三
九

0
、
昭
和
六
年
五
月
）

ーー

『
近
世
史
料
編
纂
事
業
録

附
史
談
会
設
立
顛
末
』
奥
付
な
し
。
冒
頭
に
明
治
二
六
年
六
月
の

寺
師
宗
徳
の
例
言
が
あ
る
。

1

2

島
田
三
郎
「
井
伊
直
弼
の
銅
像

（
一
）
」
（『
東
京
毎
日
新
聞
』
明
治
四
二
年
七
月
一
三
日
）
参

照
。

1
3

井
上
馨

「
維
新
史
編
纂
に
就
て
」

（『
温
知
会
速
記
録
』

一
、
明
治
四
四
年
二
月
）

1
4

寺
師
宗
徳
は
「
史
談
会
が
斯
く
志
士
の
為
め
弔
慰
会
を
催
す
こ
と
に
付
て
或
向
の
人
々
が
史
談

会
は
、
賊
を
祭
る
と
か
或
は
官
賊
混
同
で
あ
る
と
か
種
々
の
非
評
を
為
せ
し
と
時
々
耳
染
に
触
れ

た
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」

（
『史
談
会
速
記
録
』
ニ
ニ
—

、

明
四
四
年
七
月

）
と
当
時
の
状
況
を

述
べ
て
い
る
。

1
5

拙
稿
「
歴
史
叙
述
の
実
験
ー
森
腿
外
「
津
下
四
郎
左
衛
門
」
論
ー
」

（『
稿
本
近
代
文
学
』
三
0
、

平
成
一
七
年
―
二
月
）

1
6

『
復
古
記
』
「
序
」

（昭
和
四
年
一

0
月
、
内
外
書
籍
）

1
7

系
譜
は
以
下
の
通
り
。
国
史
編
輯
局

（明
治
五
年
五
月
）
ー
太
政
官
歴
史
課

（明
治
五
年
一
〇

月
）
ー
修
史
局

（明
治
八
年
四
月

）
—
修
史
館

（明
治
一
0
年
一
月
）
—
内
閣
臨
時
修
史
局

（明

治
一
九
年
一
月
）
ー
帝
国
大
学
移
管
、
臨
時
編
年
史
編
纂
掛

（明
治
ニ
―
年

1
0
月
）
ー
史
誌
編

纂
掛

（明
治
二
四
年
三
月
）
ー
史
料
編
纂
掛

（明
治
二
八
年
四
月
）
ー
史
料
編
纂
所

（昭
和
四
年

七
月
）。
『
史
学
会
小
史
』（
昭
和
―
四
年
五
月
、
史
学
会
）
参
照
。

芦
又
理
年
月
日

1

8

前
掲
注
1

6
、
『
復
古
記
』
「
序
」

1

9

『
復
古
記
』

一
五

0
巻
及
び

『
復
古
外
記
』

一
四
八
巻
の
合
わ
せ
て
二
九
八
巻
。

2
o
三
上
参
次
『
明
治
時
代
の
歴
史
学
界
』（
平
成
三
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
史
学
の
誕
生
を
「
通
観
す
る
と
内
閣
の
修
史
局
が
大
学
へ
移
っ
て
、
そ
れ
か
ら
西
洋
の
サ
イ
エ

ン
ス
と
し
て
の
歴
史
の
研
究
法
が
入
り
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
結
び
付
い
て
今
日
の
歴
史
界
の
盛

ん
な
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

2

1

藤
井
甚
太
郎
「
故
子
爵
品
川
弥
次
郎
氏
の
修
史
意
見
」

（『
歴
史
地
理
』
四
四
I

四
、

大
正
一

三
年
ー
一
月
）

2

2

前
掲
注
3
、
田
中
彰

『
明
治
維
新
観
の
研
究
』

2

3

徳
富
蘇
峰
「
維
新
革
命
史
の
反
面
」

（『
国
民
之
友
』
二

0
七
、
明
治
二
六
年
＿
一
月
三
日
）

2

4

小
川
銀
次
郎
「
書
外
の
事
実
蒐
集
の
主
意
」

（『
史
学
会
雑
誌
』
―
二
、
明
治
二
＝
一
年
一
＿
月
）

2

5

前
掲
注
2

4
、
小
川
銀
次
郎
「
書
外
の
事
実
蒐
集
の
主
意
」

2

6

拙
稿
「
森
鵡
外
と
外
崎
覚
ー
『
渋
江
抽
斎
』
の
歴
史
地
図
」

（『
腿
外
』
八
七
、
平
成

七
月
）

2

7

三
浦
周
行

『
国
史
上
の
社
会
問
題
』

（大
正
九
年
＿
二
月
、
大
鎧
閣
）

2

8

内
田
銀
三
「
経
済
史
の
性
質
及
範
囲
に
就
き
て
」

（『
史
学
雑
誌
』
九
I

一
、
明
治
三

月
）

二
二
年

[
付
記
]
腿
外
の
小
説
本
文
は
、
『
腿
外
歴
史
文
学
集
』（
平
成
＿
一
年
＿
一
月
S
一
四
年
三
月
、
岩

波
書
店
）
、
『
鵡
外
全
集
』（
昭
和
四
六
年
―
一
月
5
五
0
年
六
月
、
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
旧
字

は
適
宜
新
字
に
改
め
た
が
、
人
名
に
関
し
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
引
用
文
中
の
傍
線
、

（
＊
）
は

稿
者
に
よ
る
。

一
般

科

非

常

勤

講

師

(L
e
c
t
u
r
e
(
N
o
n
 ,
 
F
u
l
l
'
t
i
m
e
)
,
G
e
n
e
r
a
l
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
)
 

m
r
k
m
y
k
s
k
h
kR
y
a
h
o
o
.c
o
.j
p
 

ニ
O
-
0年
九
月
二
十
七
日
] 一

年
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