
さ
き
に
「
幕
末
の
天
皇
観
」
と
題
す
る
小
論
に
お
い
て
後
期
水
戸
学
派
（
藤

田
幽
谷
・
徳
川
斉
昭
・
会
沢
正
志
斎
）
・
橋
本
左
内
・
吉
田
松
陰
・
真
木
和
泉

・
大
久
保
利
通
の
天
皇
観
を
と
り
あ
げ
、
幕
末
維
新
の
政
治
史
的
展
開
の
な
か

に
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
理
解
・
把
握
さ
れ
、
ま
た
い
か
に
あ
る
べ
く
希
求
さ
れ

（
１
Ａ
）

て
い
た
か
を
か
え
り
承
る
作
業
を
行
っ
た
。

す
な
わ
ち
大
政
委
任
の
建
前
と
禁
中
並
公
家
諸
法
度
の
制
約
下
に
置
か
れ
た

江
戸
時
代
後
期
の
天
皇
で
あ
っ
た
が
、
皇
祖
神
以
来
一
系
の
血
筋
を
も
ち
、
わ

が
国
体
そ
の
も
の
の
具
体
的
顕
現
と
し
て
至
高
の
存
在
で
あ
り
、
絶
対
の
崇
敬

の
対
象
た
る
こ
と
に
お
い
て
何
ら
疑
問
の
介
在
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
・
ヘ
リ
ー
来
航
後
幕
府
の
開
国
不
可
避
の
政
治
路
線
が
顕
然
化
し
て
ゆ
く
に
つ

れ
、
こ
れ
を
批
判
す
る
勢
力
は
政
務
担
当
者
た
る
幕
府
へ
の
対
決
の
よ
り
ど
こ

ろ
を
神
秘
的
伝
統
的
権
威
の
象
徴
た
る
天
皇
・
朝
廷
に
求
め
る
に
至
っ
た
。
そ
し

て
状
況
の
進
展
に
伴
い
、
勅
旨
・
叡
慮
の
所
在
は
政
局
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る

よ
う
に
な
り
、
対
抗
す
る
政
治
勢
力
は
そ
れ
を
ゑ
ず
か
ら
の
側
に
迎
え
と
る
べ

く
激
烈
な
挺
入
れ
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
社
会
経
済

は
し
が
き

吉
田
松
陰
の
天
皇
観

的
基
盤
に
ほ
と
ん
ど
変
化
な
く
、
無
力
の
存
在
に
ひ
と
し
か
っ
た
天
皇
・
朝
廷

を
し
て
一
転
こ
の
局
面
に
立
た
し
め
た
も
の
、
ま
こ
と
に
日
本
的
な
政
治
図
式

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
天
皇
は
九
重
の
奥
深
く
静
か
に
崇
敬
の
対
象
た
る
べ
き
で
あ
り
、

積
極
的
な
意
向
を
表
明
す
る
こ
と
の
な
い
あ
り
方
を
至
当
と
し
た
後
期
水
戸
学

派
の
天
皇
観
は
、
開
国
を
す
す
め
ん
と
す
る
幕
府
、
こ
れ
を
不
可
と
す
る
朝
廷

間
の
乖
離
に
直
面
す
る
に
及
ん
で
指
導
力
を
喪
失
し
て
い
っ
た
。
朝
廷
の
政
治

的
進
出
を
政
令
二
途
・
国
内
争
乱
の
因
を
な
す
と
し
て
批
判
し
、
旧
来
の
朝
幕

関
係
の
維
持
を
至
当
と
す
る
見
解
が
堅
持
さ
れ
る
一
方
、
勅
旨
に
そ
む
い
て
条

約
締
結
し
た
幕
府
（
大
老
）
の
「
違
勅
」
を
き
び
し
く
責
め
武
力
服
起
に
至
っ

た
側
が
は
げ
し
く
対
立
し
た
。
も
ち
ろ
ん
後
者
と
い
え
ど
も
御
三
家
々
臣
意
識

を
越
え
ず
、
徳
川
の
天
下
に
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
論
旨
を

外
様
藩
・
在
野
グ
ル
ー
プ
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倒
幕
Ⅱ
王
政
復
古
Ｉ

（
２
）

明
治
政
権
樹
立
へ
の
展
望
が
ひ
ら
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

前
記
旧
小
論
に
お
い
て
は
吉
田
松
陰
に
つ
い
て
も
一
章
を
も
う
け
、
本
来
決

（
３
）

し
て
幕
府
否
定
論
者
で
な
か
っ
た
松
陰
が
勅
旨
・
叡
慮
を
至
上
絶
対
と
す
る
が

故
に
違
勅
の
将
軍
討
つ
べ
し
と
い
い
、
後
期
水
戸
学
派
の
唱
え
た
尊
王
の
階
層

山
口
宗
之

一



松
陰
の
天
皇
観
の
根
底
に
は
天
皇
へ
の
ひ
た
ぶ
る
な
熱
情
が
あ
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
幕
末
の
志
士
に
あ
っ
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
天
皇
憧
慢
の
傾
向
が
強
か

っ
た
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
松
陰
に
あ
っ
て
は
「
皇
威
の
陵
遅
五

六
百
年
、
政
権
復
た
朝
廷
に
在
ら
ず
、
降
っ
て
近
世
に
至
り
、
天
子
益
々
威
福

を
失
ひ
給
ひ
、
拘
囚
に
均
き
御
暮
し
に
て
、
近
く
洛
中
を
だ
に
御
一
生
に
御
一
覧

坐
ま
す
こ
と
も
、
叡
慮
に
任
せ
ざ
る
程
の
御
有
様
」
（
時
義
略
論
、
全
集
五
、
二

○
○
’
二
○
一
頁
）
と
い
う
ご
と
く
武
家
政
権
開
始
を
批
判
的
に
う
け
と
め
、

な
か
ん
ず
く
徳
川
幕
府
治
世
下
に
入
っ
て
天
皇
は
幕
府
の
囚
人
と
化
し
た
と
断

じ
、
「
朝
廷
の
衰
微
未
だ
此
の
時
よ
り
甚
し
ぎ
も
の
あ
ら
」
（
太
華
翁
の
講
孟

劉
記
評
語
の
後
に
害
す
、
全
集
三
、
五
四
八
頁
）
ず
と
痛
憤
す
る
心
情
に
支
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

安
政
三
年
主
著
「
講
孟
餘
話
」
成
る
や
松
陰
は
長
州
藩
第
一
の
老
儒
山
県
太

華
に
評
を
乞
い
、
太
華
こ
れ
に
対
し
「
講
孟
割
記
評
語
」
を
草
し
て
弁
駁
し
た

こ
と
周
知
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
論
点
の
な
か
に
後
白
河
天
皇
失

徳
の
故
に
政
権
武
家
に
移
っ
た
と
論
じ
、
わ
が
国
士
は
す
べ
て
幕
府
の
領
有
す

秩
序
説
を
つ
き
や
ぶ
り
、
将
軍
以
下
庶
民
に
至
る
ま
で
ひ
と
し
く
尊
王
す
べ
き

責
務
を
課
し
（
一
君
万
民
論
）
、
明
治
国
家
へ
の
突
破
口
を
ひ
ら
い
た
思
想
史

的
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
の
べ
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
全
集
再
読
を
つ

づ
け
る
う
ち
に
松
陰
の
天
皇
観
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
問
題
点
に

気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
旧
稿
に
の
べ
た
松
陰
か
ら
真
木
和

泉
へ
の
思
想
的
継
承
を
促
進
す
る
意
義
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
重
ね

て
小
論
を
草
し
諸
賢
の
御
高
教
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

■■■■■■

（
４
坐
）

る
と
こ
ろ
、
従
っ
て
諸
大
名
は
幕
臣
に
し
て
王
臣
に
非
ず
と
い
う
く
だ
り
が
あ

っ
た
。し

か
る
に
松
陰
は
わ
が
国
の
神
代
怪
異
に
し
て
信
ず
る
に
足
り
ぬ
と
す
る
太

華
に
対
し
、
「
此
の
巻
は
臣
子
の
宜
く
信
奉
す
べ
き
所
な
り
。
其
の
疑
は
し
き

も
の
に
至
り
て
は
關
如
し
て
論
ぜ
ざ
る
こ
そ
、
慎
承
の
至
り
」
「
論
ず
る
は
則

ち
可
な
ら
ず
、
疑
ふ
は
尤
も
可
な
ら
ず
」
と
の
べ
て
仰
い
で
信
ず
べ
き
を
説
い

た
。
ま
た
頼
朝
の
守
護
地
頭
設
置
に
よ
っ
て
天
下
そ
の
領
有
に
帰
し
た
と
す
る

太
華
に
対
し
、
「
天
朝
に
請
ひ
て
之
を
置
く
。
其
の
私
に
為
せ
る
に
非
ざ
る
な

り
」
と
弁
駁
し
た
。
し
か
し
松
陰
が
い
わ
ん
と
し
た
の
は
こ
の
議
論
が
「
普
天

率
土
、
王
臣
王
土
に
非
ざ
る
な
し
と
は
、
是
れ
義
卿
（
松
陰
）
の
執
る
所
な
り
。

普
天
率
士
、
幕
臣
幕
士
に
非
ざ
る
な
し
と
は
、
是
れ
太
華
の
執
る
所
」
と
い
う

両
者
間
の
根
本
的
な
見
解
の
相
違
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
「
然
れ
ど
も
余
此
の
不

通
の
論
を
為
す
を
欲
せ
ず
。
故
に
口
を
開
け
ば
鰊
ち
曰
く
、
普
天
率
士
、
王
臣

王
士
に
非
ざ
る
な
し
と
」
（
以
上
、
講
孟
割
記
評
語
の
反
評
、
全
集
三
、
五
五

一
’
五
五
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
神
代
は
わ
が
国
の
そ
れ
で
あ
る
以
上
無
条

件
に
信
ず
る
ほ
か
な
し
と
す
る
松
陰
に
と
っ
て
、
天
皇
尊
崇
は
思
想
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
情
念
と
も
い
え
る
も
の
に
根
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
皇
祖
神
正
統
の
嗣
子
で
あ
る
現
天
皇
の
勅
旨
・
叡
盧
ひ
と
た
び

あ
き
ら
か
と
な
れ
ば
、
臣
子
た
る
も
の
無
条
件
に
こ
れ
を
奉
体
服
膳
す
る
こ
と

が
肝
要
の
道
義
と
し
て
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
幕
府
が
違
勅
し
て

日
米
修
好
通
商
条
約
に
調
印
し
た
こ
と
を
知
る
や
、
松
陰
は
幕
府
当
面
の
政
務

執
行
者
た
る
大
老
・
老
中
に
と
ど
ま
ら
ず
「
征
夷
の
罪
」
そ
の
も
の
を
き
び
し

く
問
い
、
「
天
下
の
賊
」
と
し
て
「
討
滅
訣
裁
」
せ
ら
る
べ
き
所
以
を
熱
情
的

に
説
い
た
の
で
あ
っ
た
（
大
義
を
議
す
、
全
集
五
、
一
九
二
’
一
九
三
頁
）
。

二



だ
が
違
勅
調
印
反
対
派
に
対
す
る
井
伊
大
老
の
弾
圧
の
姿
勢
し
だ
い
に
強
化

（
５
）

さ
れ
る
に
及
び
、
当
然
鰍
起
し
て
幕
府
の
非
違
を
た
型
す
も
の
と
松
陰
が
期
待

（
一
Ｒ
ｕ
）

し
た
有
志
諸
藩
は
い
ず
れ
も
沈
黙
を
守
り
、
あ
ら
た
な
動
き
は
承
ら
れ
な
か
っ

た
。
八
月
、
井
伊
大
老
の
責
任
を
問
い
有
志
大
名
の
周
旋
を
期
待
す
る
戊
午
の

密
勅
が
水
戸
藩
に
下
っ
た
が
、
即
時
伝
達
を
唱
え
る
激
派
と
非
伝
達
自
重
を
主

張
す
る
鎮
派
と
の
は
げ
し
い
対
立
が
起
り
、
か
っ
て
は
尊
擢
論
の
全
国
的
師
表

と
仰
が
れ
た
会
沢
正
志
斎
が
鎮
派
の
代
表
と
し
て
の
論
陣
を
張
る
と
い
う
状
況

（
７
）

と
な
っ
た
。
し
か
も
松
陰
が
朝
幕
間
の
調
停
に
当
る
こ
と
を
期
待
し
た
長
州
藩

も
自
重
し
て
動
か
ず
、
十
二
月
水
戸
密
使
関
鉄
之
助
ら
が
萩
を
訪
れ
提
携
を
求

め
た
と
き
、
翌
六
年
正
月
播
磨
大
高
又
次
郎
ら
が
藩
重
役
へ
の
面
談
を
願
い
出

た
際
に
も
こ
れ
を
謝
絶
し
た
。
同
じ
こ
ろ
在
府
高
杉
晋
作
・
久
坂
玄
瑞
ら
が
時

世
不
利
な
る
故
自
重
を
求
め
る
勧
告
状
至
る
や
、
松
陰
は
「
功
業
の
論
」
に
対

す
る
「
忠
義
の
論
」
を
唱
え
、
長
州
藩
の
憤
起
を
希
求
し
て
一
時
絶
食
の
挙
に

出
た
の
で
あ
る
（
玖
村
敏
雄
『
吉
田
松
陰
』
三
○
七
’
三
二
頁
）
・

幕
府
違
勅
し
て
尊
王
の
責
務
を
弛
棄
す
れ
ば
大
名
へ
、
藩
士
へ
草
葬
へ
、
さ

ら
に
は
農
民
一
摸
に
つ
け
込
ん
で
の
職
起
を
夢
み
る
と
い
う
よ
う
に
、
尊
王
す

べ
き
主
体
は
封
建
階
層
秩
序
を
つ
き
破
っ
て
下
降
し
、
明
治
国
家
の
基
本
理
念

と
な
っ
た
一
君
万
民
論
へ
の
道
を
ひ
ら
い
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
松
陰
は
、

そ
の
一
途
な
る
、
む
し
ろ
熱
情
的
と
も
い
う
べ
き
天
皇
絶
対
観
を
か
か
げ
な
が

ら
も
、
そ
し
て
い
ま
だ
必
ず
し
も
倒
幕
・
王
政
復
古
を
め
ざ
さ
な
か
っ
た
に
も

拘
ら
ず
、
幕
末
思
想
界
に
あ
っ
て
近
代
日
本
へ
の
展
望
へ
立
ち
得
た
と
も
い
え

る
の
で
あ
る
。

一
一

し
か
し
つ
ぎ
の
問
題
は
勅
旨
・
叡
慮
そ
の
も
の
に
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
価
値
が

あ
り
、
臣
子
た
る
も
の
無
条
件
に
そ
の
奉
体
・
服
唐
が
求
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、

た
だ
受
動
的
に
こ
れ
を
遵
奉
し
、
執
行
す
る
こ
と
の
承
に
よ
っ
て
道
義
の
精
髄

に
叶
い
う
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
皇
祖
神
な
ら
ぬ
現
天
皇
が

内
憂
外
患
渦
巻
く
錯
雑
し
た
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
つ
ね
に
正
し
い
判
断
を
も

ち
、
至
当
の
勅
旨
を
布
告
せ
ら
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
か
っ
た
。
「
講
孟
餘
話
」

を
め
ぐ
る
山
県
太
華
と
の
論
争
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
失
徳
の
天
皇
に
よ

る
道
義
に
は
ず
れ
た
事
例
、
い
い
か
え
る
と
あ
や
ま
れ
る
叡
盧
・
勅
旨
の
布
告
ざ

（
８
）

れ
る
危
険
は
国
史
の
上
に
指
摘
さ
れ
た
し
、
今
後
も
起
る
可
能
性
が
た
し
か
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

安
政
五
年
正
月
首
座
老
中
堀
田
正
睦
み
ず
か
ら
海
防
掛
第
一
線
吏
僚
を
ひ
き

い
て
上
京
し
、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
勅
許
を
奏
請
し
た
。
開
国
反
対
派
有
志

大
名
の
挺
入
れ
も
あ
っ
て
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
朝
廷
は
三
月
二
十
日
、
に
わ
か

に
許
可
を
与
え
る
こ
と
な
く
御
三
家
以
下
諸
大
名
の
意
見
を
徴
し
た
上
再
度
奏

上
す
べ
き
を
返
答
、
外
国
側
と
談
判
中
不
測
の
事
故
起
ら
ぱ
寛
厳
い
ず
れ
の
処

置
を
す
べ
き
や
と
す
る
堀
田
再
度
の
伺
い
に
対
し
同
二
十
四
日
、
先
方
よ
り
戦

端
を
ひ
ら
か
ぱ
国
威
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
諸
大
名
と
方
略
を
議
す
べ
き

勅
旨
を
伝
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
旨
は
ア
ロ
ー
号
戦
争
の
状
況
に
か
ん
が

み
条
約
締
結
不
可
避
の
路
線
を
す
す
む
幕
府
側
に
と
っ
て
迷
惑
至
極
な
も
の
で

あ
っ
た
が
、
政
治
責
任
を
問
わ
れ
た
か
た
ち
の
堀
田
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
井

伊
大
老
は
、
部
内
の
反
対
意
見
を
お
さ
え
て
四
月
二
十
五
日
勅
旨
の
ほ
ど
を
諸

大
名
に
示
し
、
そ
の
意
見
を
聴
い
た
の
で
あ
る
。
五
月
上
旬
頃
こ
の
次
第
を
知

っ
た
松
陰
は
「
幕
府
は
少
し
も
勅
旨
遵
奉
の
意
は
之
れ
な
ぎ
事
と
相
見
え
候
」

（
愚
論
、
全
集
五
、
一
五
二
頁
）
と
あ
や
ぶ
み
、
今
日
の
急
務
は
募
府
の
議
定

三



ま
ら
ぬ
う
ち
朝
廷
よ
り
機
先
を
制
し
、
将
軍
家
も
し
く
は
御
三
家
の
人
び
と
を

〈
ｎ
Ｗ
》
）

召
命
し
て
勅
旨
の
実
行
を
督
促
す
べ
き
で
あ
る
と
切
言
し
た
。

し
か
し
て
天
皇
の
御
意
向
が
今
な
お
鎖
国
援
夷
に
あ
る
こ
と
を
憂
え
て
つ
ぎ

の
ご
と
く
い
う
。

夫
れ
に
付
き
今
日
の
急
務
は
天
意
の
所
、
得
と
幕
府
の
肺
肝
に
徹
し
候
様
之

れ
な
く
て
は
相
済
ま
ず
候
。
然
る
処
鎖
国
の
定
論
に
て
は
、
幕
府
に
は
必
ず

流
行
に
後
れ
た
る
叡
慮
と
一
概
に
侮
り
候
様
相
成
り
申
す
べ
く
候
。
是
れ
は

幕
府
の
俗
吏
の
み
に
非
ず
、
当
今
天
下
材
臣
智
士
と
称
す
る
者
皆
々
此
の
見

に
御
座
候
。
右
に
付
き
鎖
国
の
一
条
は
、
深
く
時
勢
御
察
観
成
さ
れ
、
御
変

革
之
れ
な
く
て
は
、
皇
国
御
興
復
は
池
も
出
来
申
さ
ず
、
且
つ
幕
府
万
一
違

勅
の
節
、
所
謂
材
臣
智
士
な
る
者
悉
く
幕
府
に
与
し
、
幕
府
に
与
す
る
人
多

く
相
成
り
、
天
朝
孤
立
の
勢
誠
に
気
遣
敷
く
存
じ
奉
り
候
。
（
中
略
）
何
卒

天
朝
に
於
て
神
功
皇
后
以
来
の
真
の
雄
略
を
御
鑑
み
遊
ば
さ
れ
、
墨
夷
の

燵
伐
を
仰
せ
出
さ
れ
候
は
ぱ
、
精
忠
義
憤
の
人
々
は
燵
伐
の
愉
快
に
大
気
を

伸
ば
し
、
材
臣
智
士
は
叉
雄
略
を
喜
び
、
天
下
の
人
心
一
朝
に
天
朝
に
帰
向

仕
る
べ
く
候
。
左
候
は
ぱ
幕
府
諸
藩
一
人
も
不
服
は
之
れ
あ
る
間
布
く
存
じ

奉
り
候
。
（
中
略
）
比
の
処
深
く
御
勘
考
遊
ば
さ
れ
、
幕
府
諸
藩
を
心
服
さ

す
る
御
処
置
急
務
と
存
じ
奉
り
候
（
愚
論
、
全
集
五
、
一
五
三
’
一
五
五
頁
）

す
な
わ
ち
「
鎖
国
の
説
は
一
時
は
無
事
に
候
へ
ど
も
、
宴
安
姑
息
の
徒
の
喜
ぶ

所
に
し
て
、
始
終
遠
大
の
御
大
計
に
御
座
な
く
候
烏
続
愚
論
、
同
一
六
一
頁
）

と
の
見
解
を
持
す
る
松
陰
に
と
っ
て
現
天
皇
の
御
意
向
が
鎖
国
の
旧
見
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
ま
た
危
険
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
天
下
の
志
士
・
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
幕
府
の
開
国
路
線
こ
そ
時

宜
に
適
す
る
方
策
と
受
取
ら
れ
、
も
し
も
幕
府
が
叡
慮
を
無
視
し
て
独
断
条
約

締
結
の
挙
に
出
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
違
勅
の
不
義
を
憤
懲
す
る
よ
り
む
し
ろ

か
え
っ
て
朝
廷
を
見
限
り
幕
府
の
処
置
を
妥
当
と
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
従
っ

て
朝
廷
の
承
孤
立
す
る
局
面
が
現
出
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
つ
よ
い
危
機
感

を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
窮
境
を
打
開
す
る
に
は
鎖
国
の
旧
見

を
墨
守
す
る
非
を
天
皇
ゑ
ず
か
ら
さ
と
ら
れ
、
す
み
や
か
に
積
極
的
開
国
論
に

改
め
ら
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も
幕
府
諸
藩
以
下

志
士
・
知
識
人
一
同
の
信
服
し
帰
向
す
る
に
足
る
凛
然
た
る
勅
旨
の
発
布
せ
ら

れ
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
幕
府
が
さ
き
に
．
ヘ
リ
ー
と
の
間
に
結
ん
だ
和
親
条
約
を
も
、
そ
の

ま
ま
に
し
て
い
て
は
幕
府
の
ご
ま
か
し
や
外
国
側
の
強
要
を
招
く
因
と
ゑ
た
松

陰
は
（
愚
論
、
全
集
五
、
一
五
三
’
一
五
四
頁
）
、
堀
田
老
中
と
の
折
衝
の
な

か
で
す
で
に
朝
廷
が
神
奈
川
条
約
を
容
認
す
る
旨
伝
達
し
て
い
た
こ
と
を
知
り

つ
つ
も
、
「
縮
言
汗
の
如
し
」
の
手
前
今
更
改
め
る
は
は
ば
か
り
あ
る
と
の
議

（
、
）

論
を
「
小
量
な
る
考
」
と
断
じ
（
続
愚
論
、
同
一
六
一
頁
）
、
つ
ぎ
の
ご
と
く

い
ン
っ
。

墨
夷
一
条
は
実
に
桓
武
天
皇
遷
都
以
来
の
大
議
に
御
座
候
へ
ぱ
、
君
も
臣
も

打
返
し
打
返
し
再
三
と
な
く
御
評
議
在
ら
せ
ら
れ
、
至
当
に
帰
し
候
は
で
は

相
済
ま
ず
、
関
東
よ
り
も
幾
度
か
奏
聞
も
之
れ
あ
る
べ
く
、
朝
廷
よ
り
も
幾

度
か
勅
答
も
仰
せ
出
さ
る
べ
き
事
に
て
、
倫
言
汗
の
如
し
と
の
承
一
概
に
申

詰
め
候
は
ぱ
、
矢
張
り
一
偏
に
落
ち
申
す
べ
く
存
じ
奉
り
候
事
（
同
、
同
頁
）

す
な
わ
ち
松
陰
に
と
っ
て
は
、
鎖
国
撰
夷
を
固
執
す
る
現
天
皇
の
只
今
の
叡
盧

が
「
総
言
汗
の
如
し
」
の
も
と
無
条
件
の
遵
奉
を
強
い
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ

こ
そ
「
小
量
な
る
考
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「
幕
府
諸
藩
心
服
仕
ら
ず
て
は
、

曠
代
の
大
業
は
恐
れ
な
が
ら
覚
束
な
く
存
じ
奉
り
候
。
殊
に
幕
府
、
二
百
年
来

四



一
一
一

つ
づ
い
て
の
問
題
は
、
幕
府
の
違
勅
調
印
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
の
ち
の
朝

廷
な
い
し
現
天
皇
の
御
意
向
に
対
す
る
松
陰
の
不
満
・
批
判
と
も
と
れ
る
言

辞
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
井
伊
大
老
が
朝
廷
の
承
認

な
く
し
て
日
米
修
好
通
商
条
約
を
締
結
し
た
旨
の
情
報
は
七
月
に
入
っ
て
松
陰

の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
た
だ
ち
に
「
大
義
を
議
す
豈
時
義
略
論
」
を
著

し
て
違
勅
将
軍
討
つ
べ
し
と
唱
え
、
ま
た
有
志
諸
大
名
の
服
起
を
期
待
し
た
。

し
か
る
に
幕
府
の
違
勅
を
声
を
大
に
し
て
責
め
る
べ
き
は
ず
の
朝
廷
に
あ
っ

て
は
「
格
別
御
寛
大
の
叡
慮
に
て
徳
川
御
扶
助
公
武
御
合
体
」
の
意
向
を
持
っ

て
い
た
。
こ
の
た
め
「
六
月
二
十
一
日
（
六
月
十
九
日
の
誤
り
）
の
違
勅
に
て
、

天
下
の
諸
侯
徳
川
氏
へ
の
向
背
を
決
し
、
専
ら
叡
慮
を
奉
じ
違
勅
の
罪
魁
諫
毅

致
す
べ
き
は
当
然
に
候
へ
ど
も
（
中
略
）
今
に
至
る
ま
で
天
下
因
循
に
て
打
過

ぎ
候
」
（
以
上
、
己
未
御
参
府
の
議
、
全
集
五
、
二
七
三
頁
）
と
い
う
ご
と
く
、

有
志
諸
大
名
畷
起
の
道
が
肝
腎
の
叡
慮
の
因
循
に
よ
り
閉
ざ
さ
れ
た
と
も
と
れ

諸
藩
の
統
領
仕
り
候
事
に
付
き
、
此
の
心
を
服
し
候
は
ぱ
、
天
下
は
一
致
仕
る

べ
く
候
」
（
愚
論
、
同
一
五
四
頁
）
と
み
る
松
陰
は
、
さ
れ
ば
こ
そ
叡
慮
不
可

侵
と
い
う
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
精
忠
の
士
と
評
議
を
重
ね
、

幕
府
側
と
十
分
に
意
思
を
疎
通
し
合
っ
た
上
で
「
幕
府
諸
藩
一
人
も
不
服
は
之

れ
あ
る
間
布
く
」
「
天
下
の
人
心
一
朝
に
天
朝
に
帰
向
仕
る
べ
」
ぎ
真
正
の
勅

旨
・
叡
盧
の
発
布
を
こ
そ
希
求
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
熱
情
的
と
も
い
う
べ
き
天
皇
憧
慢
家
で
あ
っ
た
松
陰

は
、
現
天
皇
の
只
今
の
御
意
向
を
絶
対
と
す
る
「
承
詔
必
謹
」
の
態
度
を
必
ず

し
も
と
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

る
論
を
表
白
す
る
に
至
っ
た
。
松
陰
の
こ
の
論
旨
は
、
九
月
二
十
七
日
し
た
た

め
た
「
時
勢
論
」
の
つ
ぎ
の
部
分
に
よ
り
更
に
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

今
天
朝
に
は
、
徳
川
扶
助
、
公
武
一
和
と
の
承
仰
せ
出
さ
る
る
故
、
徳
川
は

益
々
兇
威
を
暹
し
う
し
、
諸
侯
は
悉
く
徳
川
に
頭
を
押
へ
ら
れ
、
勤
王
の
手

足
は
出
で
ず
、
其
の
下
の
忠
義
の
士
も
皆
征
夷
か
諸
侯
の
臣
下
に
非
ざ
る
は

な
け
れ
ば
、
其
の
主
人
に
先
だ
っ
て
義
挙
を
企
つ
る
こ
と
も
な
ら
ず
。
終
に

天
朝
に
心
を
帰
す
る
者
あ
り
と
も
、
志
を
抱
き
な
が
ら
老
死
致
し
、
甚
し
ぎ

は
好
吏
の
手
に
入
り
、
囚
奴
と
な
り
、
致
死
と
な
り
、
恋
關
の
志
も
日
を
逐

ひ
て
薄
く
成
り
行
く
な
り
。
是
れ
迄
の
寛
大
の
御
処
置
は
誠
に
凡
盧
の
及
ぶ

処
に
非
ず
、
御
尤
も
と
申
上
げ
ん
も
畏
れ
多
け
れ
ど
、
今
よ
り
は
御
果
断
の

時
節
到
来
に
て
、
今
一
年
も
今
の
形
に
て
御
観
望
な
さ
れ
ば
、
忠
臣
義
士
半

ば
は
死
亡
、
半
ば
は
挫
折
し
、
幕
府
は
益
々
兇
威
に
募
り
、
諸
侯
は
益
々
幕

威
に
攝
れ
、
而
し
て
外
夷
の
患
益
々
深
く
、
天
下
の
事
丸
に
時
去
り
機
失

ひ
、
何
如
と
も
手
は
附
き
申
さ
ぬ
こ
と
必
然
な
り
（
同
二
五
三
’
二
五
四
頁
）

す
な
わ
ち
松
陰
は
違
勅
の
幕
府
が
暴
威
を
ふ
る
い
、
有
志
大
名
以
下
が
義
挙
の

方
途
を
見
失
っ
て
遂
に
は
勤
王
の
志
う
す
く
な
り
ゆ
か
ざ
る
を
得
ぬ
原
因
は
、

ひ
と
え
に
朝
廷
・
天
皇
が
今
や
「
御
果
断
」
の
時
機
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
徳
川

扶
助
・
公
武
合
体
と
い
う
「
寛
大
の
御
処
置
」
に
停
滞
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る

と
ふ
た
。
こ
の
事
態
の
ま
ま
に
推
移
せ
ん
か
、
国
勢
一
新
の
期
を
失
う
の
み
な

ら
ず
、
恋
關
の
志
そ
の
も
の
も
ま
た
消
え
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
大
胆
な
意
思

の
ほ
ど
を
の
べ
た
の
で
あ
る
。

松
陰
は
現
天
皇
が
諸
状
勢
の
動
き
を
正
し
く
理
解
さ
れ
、
大
政
委
任
し
て
い

る
幕
府
の
非
義
を
見
逃
す
こ
と
な
く
敢
然
糺
問
し
て
道
義
の
筋
を
正
し
、
尊
王

諸
人
士
の
衆
望
に
こ
た
え
た
真
正
の
勅
旨
を
凛
然
と
布
告
す
る
こ
と
が
内
憂
外

五



患
渦
巻
く
多
難
の
天
下
を
支
え
る
に
不
可
欠
と
考
え
た
。
言
う
な
ら
ば
松
陰
は

現
天
皇
（
ザ
イ
ン
の
天
皇
）
の
上
に
ま
さ
に
あ
る
べ
き
理
想
の
天
皇
（
ゾ
ル
レ

ン
の
天
皇
）
を
重
ね
合
わ
せ
、
現
天
皇
が
精
忠
の
士
の
補
佐
を
受
け
つ
つ
み
ず

か
ら
も
反
省
・
修
養
を
重
ね
ら
れ
、
国
史
を
通
じ
生
き
つ
づ
け
る
理
想
の
天
皇

像
へ
生
長
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
希
求
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
松
陰
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
天
皇
像
が
理
想
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

梅
田
雲
浜
逮
捕
に
は
じ
ま
っ
た
安
政
の
大
獄
は
し
だ
い
に
規
模
を
ひ
ろ
げ
、

弾
圧
つ
よ
ま
る
な
か
に
あ
っ
て
水
戸
・
越
前
・
尾
州
ら
有
志
大
名
ひ
と
り
と
し

て
競
起
す
る
者
の
な
い
状
況
を
痛
憤
し
、
九
月
二
十
七
日
著
し
た
「
時
勢
論
」

の
一
節
で
松
陰
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
い
う
。

さ
れ
ば
天
下
頼
む
べ
き
諸
侯
は
至
っ
て
少
な
く
、
勤
王
の
事
は
思
ひ
も
寄
ら

ぬ
事
な
り
。
天
朝
格
別
の
御
英
断
な
さ
れ
ず
て
は
、
神
州
は
必
ず
夷
狄
の
有

と
な
る
べ
く
、
皇
太
神
の
神
勅
も
今
日
き
り
な
り
、
三
種
の
神
器
も
今
日
き

り
な
り
、
豈
に
痛
笑
に
堪
ふ
く
け
ん
や
。
（
中
略
）
然
れ
ば
当
今
天
下
の
諸

侯
を
御
待
ち
な
さ
れ
て
は
、
終
に
幕
府
の
議
に
落
ち
伏
せ
、
其
の
末
は
外
夷

の
属
国
と
相
成
り
、
皇
国
の
滅
亡
実
に
踵
を
旗
ら
さ
ざ
る
こ
と
な
り
。
真
に

此
の
趣
御
落
著
遊
ば
さ
れ
た
ら
ば
、
天
下
万
民
の
信
服
仕
り
義
憤
を
激
発
す

る
の
御
処
置
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
。
勿
体
な
け
れ
ど
も
後
醍
醐
天
皇
隠

岐
の
出
で
ま
し
あ
れ
ば
こ
そ
、
天
下
の
義
兵
一
同
に
起
り
た
り
。
加
之
、
是

れ
よ
り
先
き
、
後
鳥
羽
・
順
徳
・
士
御
門
の
三
天
皇
の
御
苦
難
も
あ
ら
せ
ら
れ

た
り
。
さ
れ
ば
建
武
の
御
中
興
、
中
々
一
朝
一
夕
の
事
に
非
ず
。
（
中
略
）
確

乎
と
し
て
桓
武
以
来
の
帝
都
御
持
守
遊
ば
さ
れ
、
幕
府
よ
り
何
程
逆
焔
を
震

ひ
悼
慢
の
処
置
あ
り
と
も
御
頓
著
な
く
、
後
鳥
羽
・
後
醍
醐
両
天
皇
を
目
的

と
し
て
御
覚
悟
定
め
ら
れ
ば
、
正
成
・
義
貞
・
高
徳
・
武
重
の
如
き
者
、
累

々
継
ぎ
出
で
ん
は
必
然
な
り
（
同
二
五
○
’
二
五
三
頁
）

す
な
わ
ち
松
陰
は
現
下
の
困
難
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
天
皇
は
座
し
て
空

し
く
時
を
待
た
れ
る
べ
き
で
な
く
「
主
上
大
い
に
天
下
に
勅
を
降
し
、
あ
ら
ゆ

る
忠
臣
義
士
御
招
集
遊
ば
さ
れ
、
又
尾
張
・
水
戸
・
越
前
を
始
め
、
正
義
の
人

罪
調
を
蒙
り
、
又
は
下
賤
に
埋
没
す
る
者
尽
く
關
下
に
致
し
、
外
夷
燵
伐
の
正

義
御
建
て
遊
ば
さ
れ
」
（
同
二
五
二
’
二
五
三
頁
）
、
有
志
大
名
以
下
庶
民
に

至
る
尊
王
の
志
厚
い
人
士
す
べ
て
信
服
し
、
義
憤
を
発
す
る
ご
と
き
凛
乎
た
る

姿
勢
を
と
り
、
断
然
た
る
勅
旨
を
布
告
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
た
。

し
か
し
て
松
陰
は
そ
の
よ
う
な
理
想
の
天
皇
像
を
、
後
醍
醐
・
後
鳥
羽
天
皇

な
い
し
順
徳
・
土
御
門
天
皇
（
上
皇
）
が
た
の
な
か
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
天
皇
が
た
は
王
政
復
古
の
理
想
の
も
と
討
幕
の
兵
を
挙
げ
、
事
や
ぶ
れ

て
隠
岐
・
佐
渡
・
土
佐
の
地
に
配
流
せ
ら
れ
た
す
え
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
境
の
な
か

に
崩
御
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
困
難
に
際
会
し
て
も
当
初
か
か
げ
た
理
想
追
求
を

や
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
れ
ら
天
皇
が
た
の
毅
然
た
る
姿
勢
が
あ
っ
た
れ
ぱ

こ
そ
や
が
て
天
下
に
楠
木
・
新
田
・
名
和
の
各
氏
お
こ
っ
て
天
皇
を
た
す
け
、

そ
の
理
想
を
実
現
し
得
た
と
考
え
た
。
松
陰
に
と
っ
て
ま
さ
に
あ
る
べ
き
理
想

の
天
皇
像
と
は
、
い
か
な
る
苦
境
を
も
か
え
り
ゑ
ず
に
ゑ
ず
か
ら
の
理
想
を
追

求
し
て
や
ま
ぬ
毅
然
た
る
天
皇
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
天
皇
が
中
道
に
し
て

非
命
に
倒
れ
て
も
、
か
え
っ
て
威
烈
を
当
代
ひ
い
て
は
後
世
に
輝
か
し
た
と
い

（
皿
）

う
べ
く
、
結
果
的
に
義
士
を
輩
出
せ
し
め
、
理
想
実
現
の
所
以
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。従

っ
て
松
陰
の
願
う
と
こ
ろ
は
現
天
皇
が
違
勅
を
犯
し
た
幕
府
を
そ
の
ま
ま

容
認
す
る
と
い
う
因
循
の
態
度
を
一
郷
し
、
座
し
て
有
志
大
名
の
柵
起
を
た
だ

一
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以
上
の
よ
う
な
松
陰
の
天
皇
観
は
、
皇
統
の
正
閥
と
神
器
の
所
在
い
か
ん
を

論
じ
た
「
保
建
大
記
を
読
む
一
条
」
（
講
孟
餘
話
）
の
な
か
に
お
い
て
も
明
瞭

に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
兄
た
る
崇
徳
上
皇
が
、
弟
後
白
河
天
皇
に
対
し

挙
兵
し
た
の
を
名
分
に
反
す
る
と
し
た
栗
山
潜
鋒
の
説
を
、
「
此
の
論
甚
だ
正

し
、
甚
だ
明
か
な
り
」
と
い
う
松
陰
は
、
「
天
皇
上
皇
の
正
偽
は
神
器
の
有
無

ま
で
も
待
た
ず
し
て
明
か
な
る
こ
と
な
り
。
況
や
天
皇
は
神
器
の
在
る
所
な
る

を
や
。
（
中
略
）
神
器
の
在
る
所
は
必
ず
正
統
に
し
て
、
正
統
の
在
る
所
は
必

ず
神
器
あ
る
な
り
。
神
器
と
正
統
と
、
別
に
見
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
べ
て
神
器

・
正
統
一
体
論
を
展
開
し
た
。
前
天
皇
と
い
え
ど
も
す
で
に
皇
位
を
去
り
神
器

を
手
放
さ
れ
た
以
上
、
崇
徳
上
皇
の
私
憤
は
す
で
に
名
分
を
失
っ
た
も
の
で
あ

り
、
「
尚
ほ
巻
恋
の
念
あ
る
は
勿
体
な
き
御
了
簡
違
と
云
ふ
く
し
」
で
あ
る

が
、
問
題
は
神
器
授
受
の
仕
方
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
合
法
的
か
つ
平

和
裡
に
行
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
り
に
も
力
に
よ
っ
て
奪
取
さ
れ
て
は
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
或
ひ
と
曰
く
、
然
ら
ば
崇
徳
よ
り
後
白
河
の
璽
を
奪
ひ

取
り
、
後
鳥
羽
よ
り
安
徳
の
璽
を
奪
ひ
、
光
厳
よ
り
後
醍
醐
の
璽
を
奪
ひ
た
ら

ぱ
、
神
器
へ
附
く
べ
き
か
、
正
統
へ
附
く
べ
き
か
」
と
の
問
い
が
な
さ
れ
れ

ば
、
松
陰
は
「
是
れ
固
よ
り
正
統
に
附
く
な
り
」
と
断
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら

願
望
す
る
の
で
な
く
、
国
史
の
な
か
の
後
鳥
羽
上
皇
の
ご
と
く
後
醍
醐
天
皇
の

ご
と
き
毅
然
た
る
天
皇
の
あ
り
方
を
ぷ
ず
か
ら
の
上
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
天
下
万
民
が
真
に
仰
ぐ
に
足
る
天
皇
た
る
べ
く
反
省
・
修
養
を
積
ま
れ
る

こ
と
、
し
か
し
て
道
義
に
の
っ
と
り
時
勢
を
正
し
く
把
握
し
た
上
で
の
真
正
の

勅
旨
を
布
告
せ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

「
前
に
云
ふ
神
器
正
統
一
体
と
云
ふ
は
、
禅
受
の
正
し
き
を
云
ふ
な
り
。
奪
ひ

取
り
た
る
こ
と
に
非
ず
。
神
器
豈
に
奪
ひ
て
得
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
後
白
河

・
安
徳
・
後
醍
醐
、
万
に
一
も
人
に
奪
ひ
取
ら
る
る
様
の
事
あ
り
て
は
誠
に
大

過
な
る
故
、
死
を
以
て
取
返
し
て
止
む
べ
き
の
み
」
で
あ
っ
た
。
崇
徳
上
皇
に

し
て
も
譲
位
時
熟
慮
あ
り
、
「
死
を
以
て
神
器
を
守
り
給
は
ぱ
、
天
下
誰
れ
か

敢
へ
て
是
れ
を
奪
は
ん
や
。
果
し
て
然
ら
ば
鳥
羽
上
皇
あ
り
と
雌
も
、
其
の
正

固
よ
り
崇
徳
に
あ
る
な
り
」
と
さ
れ
、
名
分
は
厳
と
し
て
保
た
れ
た
は
ず
と
し

た
。
要
す
る
に
神
器
を
擁
す
る
の
が
正
統
の
天
皇
で
あ
る
以
上
、
神
器
の
授
受

は
合
法
か
つ
平
和
裡
に
行
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
力
も
て
奪
わ
ん
と
す
る
者

あ
れ
ば
天
皇
と
い
え
ど
も
慢
然
手
を
束
ね
奪
取
せ
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
な
く
死

を
賭
し
て
も
守
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
も
し
い
っ
た
ん
奪
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
死
を
お
か
し
て
必
ず
取
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か

く
守
ら
れ
て
こ
そ
神
器
は
正
統
の
天
皇
の
象
徴
と
い
う
べ
く
、
そ
の
よ
う
な
天

皇
の
あ
り
か
た
こ
そ
真
正
の
天
皇
の
姿
で
あ
る
と
み
る
認
識
を
松
陰
は
持
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
以
上
、
全
集
三
、
五
一
四
’
五
一
七
頁
）
・

注
意
す
べ
き
は
松
陰
が
こ
の
論
の
最
後
に

鳴
呼
、
神
器
は
正
統
の
天
子
の
禅
受
す
る
所
な
れ
ば
、
君
臣
上
下
死
を
以
て

固
守
す
べ
き
こ
と
、
其
の
義
昭
々
な
り
。
善
く
此
の
義
を
明
か
に
し
て
後
、

神
器
正
統
一
致
な
る
こ
と
益
を
昭
々
な
り
。
故
に
是
れ
を
即
位
の
初
め
に
正

し
う
し
、
是
れ
を
在
位
の
間
に
守
り
、
是
れ
を
譲
位
の
終
り
に
慎
む
。
是
れ

万
世
帝
皇
の
大
法
な
り
（
同
、
五
一
六
’
五
一
七
頁
）

と
の
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
器
の
授
受
に
あ
た
り
臣
下
が
正
統
の
天
皇

を
た
す
け
、
死
を
も
っ
て
固
守
す
る
の
は
け
だ
し
当
然
で
あ
る
が
、
文
脈
は
よ

り
以
上
に
天
皇
の
ま
さ
に
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
こ
れ
を
期
待
し
て
い
る
の
が
察

七



知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
松
陰
に
あ
っ
て
は
天
皇
が
皇
祖
神
の
嗣
子
で
あ
り
、
国

体
の
具
体
的
顕
現
と
し
て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
尊
厳
な
る
こ
と
論
を
ま
た
ぬ
に

せ
よ
、
天
皇
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
的
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
道
義
に
の

っ
と
り
、
「
万
世
帝
皇
の
大
法
」
に
従
い
、
困
難
に
際
会
し
て
は
臣
下
と
も
ど

も
死
を
賭
し
て
理
想
を
守
る
と
い
う
毅
然
た
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
つ
よ
く
求

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
が
違
勅
調
印
後
の
激

動
の
な
か
の
高
揚
し
た
感
情
に
お
い
て
で
な
く
、
松
陰
が
比
較
的
安
定
し
た

状
況
下
、
門
人
た
ち
と
真
剣
に
講
学
・
問
答
し
、
そ
の
思
想
を
深
め
た
と
い
わ

れ
る
安
政
三
年
の
時
期
に
の
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
改
め
て
注
目
し
て
お
き

た
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
松
陰
の
こ
の
論
旨
は
「
講
孟
餘
話
」
離
婁
篇
に
い
う
独
特
の
君
臣

論
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
曰
く

君
君
た
り
臣
臣
た
り
、
父
父
た
り
子
子
た
り
、
兄
兄
た
り
弟
弟
た
り
、
夫
夫

た
り
婦
婦
た
り
、
天
下
豈
に
平
か
な
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
天

下
の
平
か
な
ら
ざ
る
は
、
君
君
た
ら
ず
し
て
臣
臣
た
ら
ず
、
臣
臣
た
ら
ず
し

て
君
君
た
ら
ざ
る
に
あ
り
。
二
つ
の
者
常
に
相
待
ち
て
後
天
下
平
か
な
ら

ず
。
父
子
兄
弟
夫
婦
、
皆
一
理
な
り
。
若
し
君
君
た
ら
ず
と
云
へ
ど
も
臣
臣

た
ら
ぱ
天
下
尚
ほ
平
か
な
り
。
臣
臣
た
ら
ず
と
云
へ
ど
も
君
君
た
ら
ぱ
天
下

尚
ほ
平
か
な
り
。
此
の
処
工
夫
の
入
る
所
な
り
。
君
は
君
の
道
を
尽
し
て
臣

を
感
格
す
べ
し
。
臣
は
臣
の
道
を
尽
し
て
君
を
感
格
す
べ
し
。
父
子
兄
弟
夫

婦
も
一
理
な
り
。
此
の
義
中
々
小
ざ
か
し
き
者
の
知
る
所
に
非
ず
（
同
一
八

二
頁
）

す
な
わ
ち
松
陰
は
君
臣
と
も
に
道
義
を
踏
み
、
相
互
に
感
格
し
合
う
こ
と
に
よ

（
皿
）

っ
て
こ
そ
理
想
の
君
臣
関
係
が
保
た
れ
る
と
い
う
認
識
に
至
っ
た
。
し
か
し
君

君
た
ら
ず
と
も
臣
臣
た
る
は
通
常
の
道
徳
律
に
あ
り
異
と
す
る
に
足
り
ぬ
が
、

松
陰
の
君
臣
道
徳
論
に
お
け
る
肝
要
の
眼
目
は
「
臣
臣
た
ら
ず
と
云
へ
ど
も
君

（
魁
）

君
」
た
る
こ
と
を
君
主
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
此
の

処
工
夫
の
入
る
所
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
松
陰
に
と
っ
て
臣
が
臣
道
を
守
る

べ
き
は
い
う
を
ま
た
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
天
下
に
君
た
る
べ
き
は
臣
下
万
民

の
模
範
と
し
て
道
義
を
踏
み
、
臣
道
を
あ
や
ま
る
や
も
知
れ
ぬ
万
民
を
感
化
し

得
る
よ
う
な
存
在
た
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
こ
そ
現
天
皇
に

求
め
た
の
で
は
な
い
か
と
推
考
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
松
陰
に
と
っ
て

は
現
天
皇
の
只
今
の
叡
慮
が
そ
の
ま
ま
汗
の
如
き
重
象
を
も
っ
て
承
詔
必
謹
を

迫
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ず
、
現
天
皇
は
つ
ね
に
理
想
の
天
皇
た
る
べ
く
自
省
修

養
せ
ら
れ
、
変
転
す
る
状
況
下
に
あ
っ
て
天
下
万
民
の
仰
い
で
筒
頼
す
る
に
足

る
真
正
の
勅
旨
を
布
告
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

不
幸
に
し
て
天
皇
の
自
省
修
養
十
分
な
ら
ず
、
真
正
の
勅
旨
布
告
せ
ら
れ
る

こ
と
な
く
救
急
不
可
能
の
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
、
松
陰
は
「
最
早
勤
王

の
手
段
尽
き
果
て
た
る
故
、
且
々
に
主
家
へ
微
衷
を
效
す
の
外
致
し
方
な
く
、

亡
国
の
苦
悩
適
従
す
る
所
を
知
ら
ず
、
痛
恨
の
極
、
髪
に
止
ま
り
た
り
」
（
時

勢
論
、
全
集
五
、
二
五
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
も
は
や
尊
王
の
手
だ
て
が
喪

失
し
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
後
は
各
自
の
藩
主
に
区
々
の
忠
節

を
尽
す
と
い
う
徳
川
幕
府
治
世
下
の
旧
時
代
へ
逆
戻
り
と
な
り
、
亡
国
の
道
を

直
進
す
る
以
外
に
な
し
と
考
え
た
。
要
す
る
に
松
陰
の
天
皇
観
最
大
の
眼
目

は
、
国
体
の
具
体
的
顕
現
で
あ
る
現
天
皇
を
そ
れ
な
る
が
故
に
絶
対
視
す
る
と

い
う
の
で
な
く
、
国
史
の
上
に
求
め
ら
れ
る
理
想
の
天
皇
を
現
天
皇
の
規
範
と

し
て
掲
げ
、
現
天
皇
が
限
り
な
く
理
想
の
天
皇
へ
近
接
し
て
ゆ
く
こ
と
を
期
待

し
念
願
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
天
皇
の
叡
慮
・
勅
旨
こ
そ
臣
下

八



万
民
の
仰
い
で
掎
頼
す
る
に
足
り
、
そ
れ
こ
そ
汗
の
如
き
重
象
を
も
っ
て
必
謹

す
べ
き
至
高
絶
対
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
松
陰
の

天
皇
観
は
、
具
体
的
な
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
な
く
大
政
統
率
者
と
し
て
の
将

軍
の
尊
崇
の
対
象
た
る
べ
く
、
幕
藩
体
制
秩
序
を
正
す
最
大
の
名
分
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
後
期
水
戸
学
派
の
天
皇
観
、
勅
旨
の
政
治
上
の
機
能
を
最
大
限

に
求
め
、
抗
争
の
渦
中
に
あ
っ
て
反
対
派
を
圧
伏
し
ゑ
ず
か
ら
の
主
張
の
正
当

性
の
よ
り
ど
こ
ろ
た
ら
し
め
た
橋
本
左
内
、
勅
旨
の
発
布
そ
れ
自
体
を
否
定
せ

ぬ
も
の
の
必
ず
幕
府
の
政
治
執
行
の
方
式
に
の
っ
と
り
、
こ
れ
を
補
翼
す
る
か

た
ち
で
な
さ
れ
て
こ
そ
尊
厳
性
を
も
ち
、
つ
つ
し
ん
で
服
麿
せ
ら
れ
る
べ
し
と

（
皿
）

し
た
井
伊
大
老
ら
と
は
大
き
く
性
格
を
異
に
し
た
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
国
体
」
の
危
機
感
に
つ
つ
ま
れ
た
第
二
次
大
戦

終
結
直
前
の
時
期
、
枢
要
な
地
位
の
人
び
と
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の

か
た
ち
で
継
承
せ
ら
れ
て
い
た
事
実
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
べ
き
た
っ
た
ご
と
く
松
陰
の
天
皇
観
は
、
天
皇
へ
の
一
途
な
る
熱
情

を
根
底
に
、
皇
祖
神
の
嗣
子
た
る
天
皇
の
勅
旨
叡
盧
は
ま
た
な
く
尊
く
、
違
勅

を
犯
し
た
将
軍
は
そ
れ
だ
け
で
討
伐
を
免
か
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し

勅
旨
は
時
と
し
て
状
況
に
合
わ
ず
、
道
義
に
は
ず
れ
た
も
の
と
な
る
危
険
が
あ

り
、
従
っ
て
叡
慮
の
内
容
い
か
ん
に
よ
っ
て
改
変
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
天
下
万
民
の
仰
い
で
帰
向
す
る
に
足
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
て

理
想
を
掲
げ
事
に
当
り
、
苦
境
を
か
え
り
ゑ
な
か
っ
た
理
想
の
天
皇
像
を
国
史

に
求
め
、
現
天
皇
が
反
省
修
養
を
積
ん
で
理
想
の
天
皇
像
へ
限
り
な
く
接
近
し

て
ゆ
く
こ
と
を
つ
よ
く
希
求
す
る
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
松
陰
に
お
い
て
は
「
承

む
す
び
に
か
え
て

詔
必
謹
」
「
総
言
汗
の
如
し
」
と
い
う
静
止
的
・
受
動
的
な
う
け
と
め
方
は
承

ら
れ
ず
、
天
皇
も
臣
下
も
相
互
に
切
嵯
・
感
化
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
想
の

君
臣
関
係
の
確
立
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
そ
外
患
内
憂
の
危

（
応
》

機
は
打
開
さ
れ
、
国
体
は
守
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
松
陰
は
下
田
踏
海
事
件
後
禁
獄
せ
ら
れ
、
萩
に
送
ら
れ
て
の

ち
も
幽
囚
の
生
活
が
つ
づ
き
、
従
っ
て
中
央
政
治
の
な
ま
な
ま
し
い
場
に
臨
む

体
験
を
持
た
ぬ
ま
ま
終
っ
た
。
従
っ
て
孝
明
天
皇
が
外
交
問
題
に
心
を
痛
め
ら

れ
て
い
る
風
聞
に
接
し
、
「
展
衷
何
程
か
苦
悩
に
思
召
さ
る
る
こ
と
に
や
あ
ら

ん
。
然
れ
ば
、
一
日
も
早
く
是
れ
を
安
ん
じ
奉
ら
で
は
、
臣
子
の
道
、
争
で
か

尽
せ
り
と
申
す
べ
き
や
」
（
時
義
略
論
、
全
集
五
、
二
○
一
頁
）
と
い
う
よ
う

な
言
葉
を
し
る
し
た
反
面
、
違
勅
調
印
後
な
お
幕
府
に
対
し
寛
大
な
態
度
を
と

り
つ
づ
け
る
天
皇
に
対
し
不
満
と
も
と
れ
る
心
境
を
垣
間
承
せ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
現
天
皇
批
判
と
い
う
ほ
ど
現
実
感
を
も
っ
て
主
張
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
所
詮
松
陰
に
と
っ
て
天
皇
は
政
治
の
次
元
で
な
く
理

念
の
世
界
で
論
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
倒
幕
運
動
が
激
化
し
て
の
ち

の
文
久
三
年
八
月
十
八
日
政
変
を
境
に
、
真
木
和
泉
が
遭
遇
し
た
現
天
皇
の
只

今
の
叡
盧
（
王
政
復
古
否
定
・
幕
府
信
任
）
と
ま
さ
に
あ
る
べ
き
天
皇
の
理
想

（
妬
』

像
（
倒
幕
・
王
政
復
古
希
求
）
と
の
乖
離
に
深
刻
に
苦
悩
す
る
と
い
う
体
験
を

持
た
な
い
ま
ま
で
終
っ
た
。
し
か
し
松
陰
の
え
が
い
た
天
皇
観
は
当
然
真
木
和

泉
の
そ
れ
へ
連
結
・
展
開
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
に
吝
か
で
は
な

い
。

し
か
し
て
「
非
義
勅
命
〈
勅
命
二
有
ら
す
」
「
至
当
之
筋
を
得
天
下
万
民
御

尤
と
奉
存
候
て
こ
そ
勅
命
卜
可
申
」
（
慶
応
元
年
九
月
二
三
日
西
郷
隆
盛
宛
書

翰
『
大
久
保
利
通
文
書
』
一
、
三
二
頁
）
と
い
う
信
念
の
も
と
天
皇
像
の
定

九



立
、
明
治
国
家
制
度
の
構
築
に
心
肝
を
傾
け
た
大
久
保
利
通
の
問
題
意
識
へ
、

思
想
的
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
松
陰
の
理
解
し

た
天
皇
論
、
あ
る
べ
き
天
皇
像
は
真
木
和
泉
を
媒
介
と
し
て
大
久
保
に
継
承
さ

れ
、
明
治
国
家
の
核
心
を
な
す
天
皇
像
の
確
立
に
重
大
な
思
想
的
意
義
を
与
え

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
１
）
小
論
「
幕
末
の
天
皇
観
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
週
）
。

（
２
）
小
著
『
改
訂
増
補
幕
末
政
治
思
想
史
研
究
』
第
三
章
お
よ
び
終
章
、

参
照
。

（
３
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
更
い
う
を
要
し
な
い
が
、
松
陰
の
言
辞
の

二
・
三
を
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。
「
幕
府
へ
の
御
忠
節
は
即
ち
天
朝
へ

の
御
忠
節
に
て
二
つ
之
れ
な
く
（
中
略
）
何
分
二
百
年
来
の
大
恩
も
之

れ
あ
る
事
、
夫
れ
は
扱
て
置
き
、
今
幕
府
を
擾
乱
す
る
ま
で
に
て
未
だ

其
の
人
物
出
で
申
さ
ず
候
声
安
政
二
年
四
月
一
二
日
、
兄
梅
太
郎
宛
書

翰
、
『
吉
田
松
陰
全
集
八
普
及
版
Ｖ
１
以
下
、
全
集
と
略
称
』
八
、
四

二
三
頁
）
「
吾
れ
生
来
未
だ
曽
て
幕
府
を
軽
蔑
せ
ざ
れ
ど
も
、
而
も
独

り
其
の
甚
し
く
朝
廷
を
尊
ぷ
を
以
て
、
太
華
の
珊
斥
す
る
所
と
な
る
」

（
太
華
翁
の
講
孟
割
記
評
語
の
後
に
害
す
、
同
三
、
五
四
八
頁
）
「
大

義
已
に
明
か
な
る
と
き
は
、
征
夷
と
雛
も
二
百
年
恩
義
の
在
る
所
な
れ

ば
、
当
に
再
四
忠
告
し
て
、
勉
め
て
勅
に
遵
は
ん
こ
と
を
勧
む
く
し
。

且
つ
天
朝
未
だ
必
ず
し
も
軽
々
し
く
征
夷
を
討
滅
し
た
ま
は
ず
。
征
夷

翻
然
と
し
て
悔
悟
せ
ぱ
、
決
し
て
前
罪
を
追
答
し
た
ま
は
ざ
る
な
り

（
大
義
を
議
す
、
同
一
九
四
頁
）
。

註

（
４
）
し
か
し
こ
れ
は
太
華
の
み
の
特
異
な
解
釈
で
は
な
く
、
橋
本
左
内
に

お
い
て
も
大
名
の
朝
廷
手
入
れ
を
「
売
忠
献
倭
」
と
指
弾
し
、
諸
大
名

の
統
率
者
は
将
軍
家
・
幕
府
で
あ
る
旨
つ
よ
く
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
（
小
著
『
橋
本
左
内
』
第
六
・
九
章
）
。

（
５
）
四
月
二
十
三
日
就
任
し
た
井
伊
大
老
は
当
初
阿
部
正
弘
老
中
以
来
の

対
朝
廷
大
名
協
調
路
線
を
と
り
、
決
し
て
権
力
的
で
な
か
っ
た
。
条
約

締
結
直
後
の
六
月
二
十
二
日
に
も
在
府
諸
大
名
に
総
登
城
を
命
じ
て
事

態
を
詳
細
に
説
明
、
意
見
上
申
を
求
め
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
六
月

二
十
四
日
斉
昭
ら
の
「
不
時
登
城
」
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
七
月
五
日

一
橋
派
諸
大
名
責
罰
に
際
し
さ
し
た
る
抵
抗
の
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
自

信
を
深
め
、
八
月
戊
午
の
密
勅
降
下
に
よ
り
危
機
感
を
深
め
た
こ
と
か

ら
急
速
に
権
力
化
へ
の
傾
向
を
つ
よ
め
た
（
小
著
『
改
訂
増
補
幕
末
政

治
思
想
史
研
究
』
第
二
章
第
二
節
）
。

（
６
）
安
政
五
年
五
月
上
旬
頃
松
陰
の
期
待
し
た
の
は
水
戸
・
越
前
福
井
・

加
賀
・
仙
台
・
肥
前
の
諸
藩
で
あ
り
、
「
徳
川
の
一
門
に
も
随
分
忠
義

の
国
之
れ
あ
り
」
と
ゑ
て
い
た
（
愚
論
、
全
集
五
、
一
五
四
頁
）
。

（
７
）
小
著
『
改
訂
増
補
幕
末
政
治
思
想
史
研
究
』
終
章
第
一
節
。
か
っ
て

会
沢
に
親
炎
し
た
松
陰
が
戊
午
密
勅
後
の
会
沢
を
ど
う
み
た
か
に
つ
い

て
の
史
料
は
な
い
。
し
か
し
九
月
九
日
松
浦
松
洞
宛
書
翰
に
は
「
尾
・

水
・
越
・
橋
（
一
橋
）
御
各
め
は
全
く
好
物
の
深
識
妙
算
よ
り
出
で
候

事
に
て
、
四
公
果
し
て
賢
な
ら
ば
決
し
て
黙
然
引
受
く
べ
き
事
に
之
れ

な
く
候
。
（
中
略
）
今
の
時
に
当
り
此
の
四
公
の
外
天
下
執
れ
か
あ
る
。

四
公
穏
便
穏
便
と
仰
せ
ら
れ
候
は
ぱ
、
天
下
の
名
侯
恐
ら
く
は
一
人
も

義
気
を
張
る
も
の
は
な
し
」
（
全
集
九
、
九
六
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
を
批

一

○



判
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
８
）
「
我
が
朝
、
後
白
河
ほ
ど
君
道
を
失
ひ
給
ふ
君
は
非
ず
。
天
下
を
治

む
る
は
忠
孝
葬
倫
の
道
よ
り
重
き
は
な
し
。
而
し
て
帝
、
崇
徳
上
皇
を

流
鼠
し
、
義
朝
に
命
じ
て
其
の
父
を
殺
さ
し
む
。
孝
道
何
く
に
か
在
る

や
。
忠
孝
一
理
、
不
孝
を
教
ふ
る
は
即
ち
不
忠
を
教
ふ
る
な
り
。
逆
臣

代
る
人
、
起
り
て
帝
を
拘
幽
陵
辱
す
。
豈
に
不
忠
を
教
へ
給
ふ
の
効
に

あ
ら
ず
や
。
（
中
略
）
こ
れ
を
以
て
君
道
は
天
下
を
治
む
る
を
以
て
職
と

し
、
其
の
職
を
得
ざ
れ
ぱ
そ
の
位
は
か
は
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
其
の
職

は
他
人
の
手
に
移
る
こ
と
、
和
漢
共
に
其
の
理
は
同
じ
き
こ
と
な
る
を

知
る
べ
し
」
（
講
孟
割
記
評
語
上
、
全
集
三
、
五
三
○
’
五
三
一
頁
）

と
の
べ
る
ご
と
く
太
華
は
兄
を
流
し
父
を
殺
さ
し
め
た
後
白
河
天
皇
の

失
徳
が
武
家
政
権
成
立
の
一
因
を
な
し
た
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
松

陰
は
「
天
子
を
横
議
し
武
臣
に
附
塗
す
。
老
先
生
其
れ
喪
心
せ
し
か
。

忠
義
の
心
を
抱
く
者
憤
恨
に
堪
へ
ず
」
（
講
孟
割
記
評
語
の
反
評
、
同

五
五
○
頁
）
と
反
駁
し
た
が
、
両
者
の
違
い
を
「
普
天
率
士
、
王
臣
王

土
」
を
認
め
る
か
否
か
に
求
め
、
「
二
家
の
是
非
、
天
地
神
明
将
に
預

り
て
鑑
ゑ
ん
と
す
。
何
ぞ
蝋
々
争
弁
す
る
こ
と
を
之
れ
為
さ
ん
や
」

（
同
五
五
一
’
五
五
二
頁
）
と
の
べ
て
議
論
の
餘
地
な
し
と
し
て
い
る
。

（
９
）
五
月
二
十
八
日
の
「
続
愚
論
」
に
「
関
東
決
議
未
だ
之
れ
な
き
内
、

朝
廷
よ
り
将
軍
叉
は
三
家
の
人
々
召
し
登
せ
ら
れ
、
〔
此
の
段
朝
廷
幕

府
の
事
体
、
愚
（
天
皇
）
未
だ
知
ら
ず
と
云
へ
ど
も
、
厳
重
勅
旨
を
以

て
仰
せ
出
さ
れ
候
は
ぱ
、
何
ぞ
行
は
れ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
〕
得
と
朝

議
仰
せ
間
け
ら
れ
候
事
大
急
務
と
存
じ
奉
り
候
。
関
東
の
決
議
坐
な
が

ら
御
待
ち
成
さ
れ
侯
て
は
、
事
甚
だ
遅
延
に
相
成
り
、
且
つ
向
に
愚
論

に
相
認
め
候
様
、
幕
府
の
証
妄
甚
だ
以
て
慮
る
べ
き
事
に
御
座
候
事
」

（
全
集
五
、
一
六
○
’
一
六
一
頁
）
と
あ
る
。

（
刑
）
原
文
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
天
朝
の
御
定
論
は
、
下
田
の
条

約
は
其
の
侭
に
成
し
置
か
れ
、
此
の
度
コ
ン
シ
ュ
ル
の
申
分
は
一
々
御

拒
絶
在
ら
せ
ら
れ
候
思
召
の
由
、
既
に
堀
田
へ
も
此
の
趣
仰
せ
聞
け
ら

れ
、
諭
言
汗
の
如
し
の
訳
に
候
へ
ぱ
、
今
更
下
田
の
条
約
も
破
断
と
は

仰
せ
出
さ
れ
候
事
尚
ほ
以
て
如
何
敷
く
杯
申
す
も
の
之
れ
あ
り
候
へ
ど

も
、
是
れ
は
小
量
な
る
考
に
御
座
候
」
・

（
、
）
第
二
次
大
戦
の
終
結
近
い
こ
ろ
陸
軍
部
内
に
お
い
て
万
一
の
場
合
を

慮
り
、
安
全
な
場
所
へ
の
天
皇
動
座
の
議
が
お
こ
っ
た
。
し
か
る
に

「
陸
下
の
御
安
泰
を
祈
ら
ぬ
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
然
し
私
は
何
よ
り

も
天
皇
の
御
徳
に
傷
の
つ
く
事
を
恐
れ
」
、
皇
子
・
皇
女
は
安
全
な
場

所
へ
移
ら
れ
る
べ
く
、
し
か
し
「
陛
下
に
は
、
何
と
ぞ
今
の
ま
ま
宮
城

に
お
は
し
ま
し
て
御
統
裁
遊
ば
さ
れ
た
く
」
と
の
議
が
提
起
さ
れ
た
。

と
い
う
の
は
「
過
去
の
歴
史
を
顧
れ
ば
、
苦
難
に
遭
遇
し
給
う
た
天

皇
、
数
多
く
お
は
し
ま
し
、
殊
に
絶
海
の
孤
島
に
沈
満
し
、
寒
山
幽
谷

に
埋
没
し
給
う
た
と
申
上
げ
て
よ
い
痛
ま
し
い
晩
年
を
送
ら
せ
給
う
た

方
々
、
後
鳥
羽
天
皇
、
順
徳
天
皇
、
後
醍
醐
天
皇
、
後
村
上
天
皇
の
如

き
、
そ
の
御
事
蹟
を
仰
ぎ
見
る
時
、
私
共
は
泣
い
て
も
泣
き
き
れ
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
同
時
に
、
そ
の
御
若
難
が
、
日
本
の
道
を

明
か
に
し
給
は
む
と
の
思
召
よ
り
発
し
て
ゐ
る
所
に
、
私
共
は
無
限
の

感
動
を
覚
え
る
」
故
で
あ
り
、
従
っ
て
「
今
若
し
宣
戦
の
大
詔
を
発
せ

ら
れ
た
ま
ま
で
、
命
を
棄
て
て
前
線
に
向
ふ
軍
隊
と
、
苦
難
に
喘
ぐ
国

民
を
置
去
り
に
し
て
、
陛
下
を
何
処
か
へ
御
移
し
申
上
げ
て
了
っ
た
と

一
一



あ
っ
て
は
、
君
臣
の
間
の
道
義
は
、
一
体
ど
う
な
る
（
中
略
）
と
云
ふ

の
が
、
国
体
護
持
を
本
願
と
す
る
私
の
願
望
で
あ
り
ま
し
た
」
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
と
き
の
陸
軍
大
臣
阿
南
惟
幾
「
大
将
は
、

即
座
に
快
諾
せ
ら
れ
ま
し
た
」
と
の
事
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
平
泉

澄
『
悲
劇
縦
走
』
六
一
七
’
六
一
八
頁
）
・
時
代
と
局
面
は
異
な
る
が
松

陰
の
天
皇
観
を
そ
の
ま
ま
に
継
承
し
た
見
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
胆
）
孟
子
の
「
民
を
貴
し
と
為
す
。
社
穫
之
れ
に
次
ぎ
、
君
を
軽
し
と
為

す
」
条
に
つ
い
て
「
此
の
義
、
人
君
自
ら
戒
む
る
所
（
中
略
）
是
れ
等

の
処
は
篤
と
味
ふ
く
し
」
と
の
べ
て
わ
が
国
体
論
に
お
よ
び
、
「
天
下

よ
り
視
れ
ば
人
君
程
尊
き
者
は
な
し
。
人
君
よ
り
視
れ
ば
人
民
程
貴
き

者
は
な
し
。
此
の
君
民
は
開
關
以
来
一
日
も
相
離
れ
得
る
も
の
に
非

ず
」
と
い
う
点
に
特
質
を
見
出
し
た
（
全
集
三
、
四
六
二
’
四
六
三

頁
）
・
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
玖
村
敏
雄
氏
は
「
孟
子
の
民
主
主
義
的
政

治
思
想
は
我
が
国
体
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る

が
、
（
中
略
）
松
陰
は
か
く
し
て
よ
く
毒
を
変
じ
て
薬
と
し
、
わ
が
国

体
の
精
華
を
そ
こ
に
見
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
」
（
『
吉
田
松
陰
』
一
九

○
頁
）
と
し
た
。

（
喝
）
後
白
河
・
後
烏
羽
両
天
皇
が
武
家
の
た
め
難
に
会
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
松
陰
は
「
徒
ら
に
清
盛
・
頼
朝
・
義
時
を
怨
怒
し
給
ふ
の
心
の
み
に

し
て
、
前
章
の
所
謂
反
求
・
在
身
の
工
夫
な
く
、
重
く
罪
を
巨
室
に
得

給
ふ
こ
と
実
に
勿
体
な
き
こ
と
な
り
。
二
帝
筍
も
仁
に
反
り
智
に
反
り

敬
に
反
り
、
身
を
修
め
て
家
を
斉
へ
国
を
治
め
天
下
を
平
か
に
し
給
は

ぱ
、
浦
然
た
る
徳
教
四
海
に
溢
る
る
も
の
、
巨
室
と
云
へ
ど
も
何
を
以

て
是
れ
を
禦
が
ん
や
。
（
中
略
）
而
る
を
況
や
一
天
万
乗
の
天
子
に
し

付
記
本
論
は
日
本
思
想
史
学
会
昭
和
五
十
六
年
度
大
会
（
筑
波
大
学
）
に

お
け
る
同
題
の
研
究
発
表
草
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

て
此
の
徳
を
明
か
に
せ
ば
、
其
の
效
如
何
ぞ
や
。
吾
れ
こ
帝
に
於
て
万

を
遺
憾
あ
り
」
（
講
孟
餘
話
、
全
集
三
、
一
七
三
’
一
七
四
頁
）
と
い

う
大
胆
卒
直
の
論
を
の
べ
る
。
両
天
皇
の
危
難
は
武
家
の
非
違
と
い
う

よ
り
も
万
乗
の
天
子
た
る
も
の
反
省
・
修
養
の
徳
を
積
ま
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
も
と
ず
く
と
し
、
治
国
平
天
下
の
た
め
つ
よ
く
こ
れ
を
期
待
し

た
の
で
あ
る
。

（
皿
）
小
著
『
改
訂
増
補
幕
末
政
治
思
想
史
研
究
』
第
二
章
第
三
節
を
参
照

せ
ら
れ
た
い
。

（
晦
）
「
講
孟
餘
話
」
開
巻
第
一
場
の
む
す
び
に
「
聞
く
、
近
世
海
外
の
諸

蛮
、
各
々
其
の
賢
智
を
推
挙
し
、
其
の
政
治
を
革
新
し
、
隈
々
然
と
し

て
上
国
を
凌
侮
す
る
の
勢
あ
り
。
我
れ
何
を
以
て
か
是
れ
を
制
せ
ん
。

他
な
し
、
前
に
論
ず
る
所
の
我
が
国
体
の
外
国
と
異
る
所
以
の
大
義
を

明
か
に
し
、
閨
国
の
人
は
閨
国
の
為
め
に
死
し
、
閨
藩
の
人
は
闇
藩
の

為
め
に
死
し
、
臣
は
君
の
為
め
に
死
し
、
子
は
父
の
為
め
に
死
す
る
の

志
確
乎
た
ら
ぱ
、
何
ぞ
諸
蛮
を
畏
れ
ん
や
声
全
集
三
、
二
○
頁
）
と
の
べ

て
い
る
の
に
象
徴
的
で
あ
る
。
松
陰
は
国
防
を
政
策
面
か
ら
の
術
策
の

論
理
と
し
て
で
な
く
、
道
義
の
視
角
か
ら
問
題
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
猫
）
小
著
『
真
木
和
泉
』
第
十
章
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
昭
和
五
八
・
七
・
二
六
）

一
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