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根岸党の`性質

根
岸
党
と
は
、
明
治
二
十
年
代
に
東
京
根
岸
と
そ
の
周
辺
に
居
住
し
た

文
人
の
一
団
を
指
す
。
文
士
や
画
家
を
中
心
と
す
る
集
団
で
は
あ
る
が
、

文
学
上
も
し
く
は
芸
術
上
の
結
社
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
相
互

の
住
宅
の
地
理
的
条
件
や
共
通
の
趣
味
を
介
し
た
交
遊
か
ら
生
ま
れ
た
集

団
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
年
前
後
よ
り
漸
次
形
成
さ
れ
た
根
岸
党
は
、
次

第
に
文
壇
の
一
派
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
根
岸
派
」
と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
構
成
員
は
時
期
に
よ
っ
て
出
入
り
が
あ
り
、
証

言
者
に
よ
っ
て
も
異
同
が
あ
る
が
、
文
学
寄
り
の
人
物
と
し
て
は
、
幸
堂

得
知
（
天
保
一
四
ｌ
大
正
二
）
・
饗
庭
篁
村
（
安
政
二
ｌ
大
正
一
一
）
・
須

藤
南
翠
（
安
政
四
ｌ
大
正
九
）
・
宮
崎
三
昧
（
安
政
六
ｌ
大
正
八
）
・
森
田

思
軒
（
文
久
元
ｌ
明
治
一
一
一
○
）
・
高
橋
太
華
（
文
久
一
一
一
ｌ
昭
和
一
三
）
・
関

根
只
好
（
文
久
一
－
－
１
大
正
一
一
一
）
・
中
西
梅
花
（
慶
応
－
－
１
明
治
三
一
）
．

〈
論
文
〉

根
岸
党
の
性
質

は
じ
め
に

「
栖
落
っ
気
」
と
い
う
哲
学

幸
田
露
伴
（
慶
応
－
－
－
１
昭
和
一
三
）
、
美
術
寄
り
の
人
物
と
し
て
、
川
崎

千
虎
（
天
保
六
Ｉ
明
治
三
五
）
・
久
保
田
米
倦
（
嘉
永
五
ｌ
明
治
一
一
一
五
）
・

岡
倉
天
心
（
文
久
一
－
１
大
正
一
一
）
・
富
岡
永
洗
（
元
治
元
ｌ
明
治
三
八
）
、

他
に
実
業
寄
り
の
人
物
と
し
て
、
高
橋
健
三
（
安
政
－
－
１
明
治
一
一
一
一
）
・

楢
崎
海
運
（
万
延
元
頃
ｌ
明
治
一
一
一
一
一
一
）
・
藤
田
隆
三
郎
（
生
年
、
没
年
不

詳
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

根
岸
党
の
構
成
員
の
う
ち
、
露
伴
と
天
心
と
を
除
い
て
は
、
現
在
で
は

忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
人
物
と
い
っ
て
よ
く
、
集
団
と
し
て
の
根
岸
党
の
存

在
も
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
例
え
ば
講
談
社
版
「
日

本
近
代
文
学
大
事
典
』
全
六
巻
（
昭
和
五
二
年
～
五
三
年
）
は
、
日
本
近

代
文
学
に
関
す
る
辞
書
・
事
典
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
情
報
量
の
多
い

も
の
で
あ
る
が
、
同
書
に
「
根
岸
党
」
も
し
く
は
「
根
岸
派
」
の
項
が
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実

際
に
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
新
聞
や
雑
誌

の
記
事
、
そ
の
他
の
出
版
物
な
ど
に
当
た
っ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
多
く
は

高
橋
寿
美
子
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根
岸
党
員
た
ち
は
連
日
連
夜
の
よ
う
に
酒
宴
を
催
し
、
春
は
品
川
沖
の

潮
干
狩
り
、
夏
は
荒
川
の
鮎
漁
と
い
っ
た
四
季
折
々
の
行
楽
に
出
か
け
た

り
、
名
山
を
巡
り
名
水
を
尋
ね
る
旅
行
会
を
催
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

連
れ
立
っ
て
観
劇
に
繰
り
出
す
こ
と
も
多
か
っ
た
。
饗
庭
篁
村
と
親
し

か
っ
た
坪
内
趙
遥
は
「
篁
村
を
中
心
と
し
た
メ
ン
バ
ー
」
に
つ
い
て
、
「
独

酌
は
毎
夕
、
友
が
来
れ
ば
真
昼
間
か
ら
で
も
飲
む
、
折
々
は
伊
予
紋
あ
た

り
へ
押
し
出
す
。
其
交
友
の
主
な
面
々
は
劇
通
幸
堂
得
知
、
画
家
高
橋
応

真
、
高
橋
太
華
、
岡
倉
天
心
（
覚
三
）
、
画
家
川
崎
千
虎
、
森
田
思
軒
、

中
井
錦
城
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
、
文
壇
で
は
、
根
岸
党
と
呼
ん
で
、
飲
中

（
１
）

八
仙
に
擬
し
な
ぞ
し
た
」
と
記
し
、
「
国
民
新
聞
」
の
記
者
と
し
て
根
岸

に
出
入
り
し
て
い
た
内
田
魯
庵
は
根
岸
党
に
つ
い
て
「
昔
の
八
笑
人
、
七

数
々
の
作
品
を
発
表
し
、
一
般
に
名
家
・
大
家
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
、
根
岸
党
も
し
く
は
根
岸
派
が
、
当
時
隆
盛
を
極
め
て
い

た
尾
崎
紅
葉
ら
硯
友
社
と
並
び
称
さ
れ
る
、
文
壇
の
大
き
な
一
勢
力
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
顕
然
と
し
た
事
実
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
現
在
で
は
批
評
・
検
討
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
な
っ
た
根

岸
党
の
再
評
価
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
根
岸
党
の
出
現
か
ら
終
焉
に
至

る
ま
で
を
一
つ
の
文
化
現
象
と
し
て
扱
い
、
日
本
近
代
文
学
史
上
の
み
な

ら
ず
、
日
本
近
代
に
お
け
る
根
岸
党
の
位
置
づ
け
を
行
う
。
こ
こ
で
は
、

彼
ら
の
交
遊
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
り
根

岸
党
の
性
質
に
つ
い
て
論
じ
、
更
に
は
そ
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
に
ま

で
言
及
し
た
い
。

偏
人
の
生
活
だ
っ
た
ね
、
僕
が
思
軒
居
士
を
た
づ
ね
る
と
、
お
茶
の
代
り

に
酒
が
出
た
。
そ
れ
が
朝
ば
ら
な
ん
だ
。
何
ん
の
か
ん
の
と
い
っ
て
、
実

（
２
）

に
よ
く
飲
ん
だ
も
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
党
員
や
周
辺
人
物
が
記
し
た

著
作
を
始
め
と
し
て
、
彼
ら
の
酒
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
伝
え
る
資
料
は
数

多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
資
料
に
よ
り
、
根
岸
党
が
あ
る
時
期
定

期
的
に
開
催
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
代
表
的

の
み
ぬ
け
む
じ
ん

な
行
事
の
一
つ
と
も
一
一
一
一
口
え
る
の
は
「
飲
抜
無
尽
（
会
）
」
（
「
能
美
努
計
無

尽
」
と
も
書
く
）
で
あ
る
。

「
飲
み
抜
け
」
と
は
、
「
多
量
に
酒
を
の
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
を
の

の
し
っ
て
い
う
語
。
大
酒
の
み
」
Ｓ
広
辞
苑
」
第
五
版
）
の
意
。
「
無
尽
」

は
、
無
尽
講
（
頼
母
子
講
）
を
か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
党
員
た
ち
の
共

同
執
筆
に
よ
る
紀
行
「
草
鮭
記
程
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も

明
治
二
十
五
年
頃
に
は
月
一
回
の
頻
度
で
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。

幸
田
露
伴
は
後
に
根
岸
党
時
代
を
振
り
返
り
、
飲
抜
無
尽
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

そ
の
名
の
通
り
皆
で
会
費
を
持
寄
っ
て
痛
飲
す
る
の
が
目
的
だ
が
、

た
だ
す
こ
し
ば
か
り
仕
組
が
異
な
っ
て
ゐ
た
。
先
づ
一
同
の
中
か
ら
一

人
の
主
人
と
一
人
の
三
太
夫
と
を
選
ん
で
、
そ
れ
に
そ
の
日
の
主
人
公

を
任
せ
た
。
三
太
夫
は
無
論
番
頭
格
で
、
会
計
万
端
を
引
受
け
、
主
人

は
我
儘
な
御
前
、
そ
の
他
の
人
は
客
人
、
何
の
こ
と
は
無
い
、
一
種
の

大
名
遊
び
で
あ
る
。
御
前
は
我
儘
警
抜
な
る
を
以
て
貴
し
と
な
し
、
三

太
夫
は
そ
の
性
繊
密
な
る
を
よ
し
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
性
々
に
し
て
腕

の
凄
い
御
前
の
我
儘
は
三
太
夫
の
御
諌
言
に
も
耳
を
籍
き
ず
、
と
ん
で

1８
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根岸党の性質

同
文
に
お
い
て
露
伴
は
、
「
こ
の
無
尽
な
ど
は
、
是
非
今
の
世
の
中
に

も
復
興
さ
せ
て
見
た
い
気
が
す
る
」
と
言
い
、
ま
た
、
自
ら
の
著
作
「
珍

撰
会
」
は
、
「
こ
の
類
の
も
の
で
、
多
少
当
時
の
空
気
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ

る
筈
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
珍
饒
会
」
と
は
、
明
治
三
十
七
年
に
発
表

さ
れ
た
露
伴
の
小
説
で
、
そ
の
内
容
を
一
言
で
い
え
ば
、
食
通
を
自
認
す

る
人
々
が
「
珍
撰
」
を
持
ち
寄
っ
て
楽
し
む
会
を
催
す
も
、
「
珍
鱗
」
が

過
ぎ
て
皆
で
苦
し
む
と
い
う
も
の
だ
。
露
伴
と
の
江
ノ
島
、
鎌
倉
巡
り
の

模
様
を
描
い
た
篁
村
の
紀
行
「
女
旅
」
（
明
治
二
四
年
）
で
は
、
世
間
一

般
に
い
う
「
通
」
に
対
置
さ
せ
て
、
「
常
に
我
々
が
用
ふ
る
通
字
は
即
ち

や
り
そ
こ
な
ひ

（
４
）

失
策
多
き
事
に
て
不
通
と
い
ふ
べ
き
不
の
字
を
略
し
た
る
な
り
」
と
、

根
岸
党
に
お
け
る
「
通
」
が
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
通
を
気
取
り
、

得
意
顔
に
人
の
し
な
い
こ
と
を
し
て
見
せ
、
最
後
に
は
失
敗
に
終
わ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
根
岸
党
の
遊
び
を
作
品
化
し
た
も
の
に
お
け
る
典
型

的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
篁
村
・
露
伴
な
ど
が
後
に
根
岸
党
時
代
の
逸

も
な
い
処
へ
客
人
達
を
案
内
さ
せ
た
り
し
た
。
中
に
は
随
分
卑
し
い
殿

様
も
あ
っ
た
の
で
、
恐
し
く
汚
な
い
場
所
へ
連
れ
こ
ま
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

尤
も
大
名
遊
び
と
言
へ
ば
聞
え
は
大
変
よ
ろ
し
い
が
、
そ
の
実
質
に

至
っ
て
は
相
も
変
ら
ず
牛
飲
馬
食
を
本
領
と
し
た
。
そ
れ
で
も
三
十
円

も
あ
れ
ば
三
太
夫
の
腕
一
つ
で
、
十
人
位
の
人
数
な
ら
一
夜
の
豪
遊
を

購
い
得
た
も
の
で
、
そ
の
点
三
太
夫
は
大
に
見
せ
場
の
あ
る
役
柄
で
あ

っ
た
。
私
な
ど
が
三
太
夫
に
な
る
と
、
濫
費
が
甚
し
い
の
で
忽
ち
の
間

に
殿
様
を
破
産
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
場
合
、
三
太
夫
が
自
腹
を

（
３
）

切
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

話
を
語
っ
た
回
想
に
も
多
々
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
完
全
な
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
実
際
の
彼
ら
の
遊
び
の
場
で
度
々
み

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

飲
抜
無
尽
と
並
び
、
根
岸
党
に
お
け
る
二
大
行
事
の
一
つ
と
な
っ
た
の

が
「
二
日
旅
行
（
会
）
」
で
あ
る
。
党
員
数
名
に
よ
る
旅
行
は
明
治
二
十

年
前
後
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
明
治
二
十
五
年
に
な
る
と
、

彼
ら
は
二
日
旅
行
と
呼
ば
れ
る
比
較
的
大
規
模
な
旅
行
会
を
催
す
よ
う
に

な
る
。
前
掲
の
「
草
鮭
記
程
』
に
よ
り
、
こ
ち
ら
も
少
な
く
と
も
当
初
は

月
一
回
の
割
合
で
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

一
一
日
旅
行
は
、
名
前
の
通
り
一
泊
二
日
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
後
に
記
す

月
ヶ
瀬
旅
行
の
よ
う
に
往
復
一
週
間
を
要
し
た
も
の
な
ど
、
日
数
、
行
き

先
な
ど
は
様
々
で
あ
る
。
ま
た
、
前
も
っ
て
何
か
し
ら
趣
向
が
決
め
ら
れ

て
い
た
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば
、
明
治
二
十
五
年
五
月
に
行
わ
れ
た
第
一

回
目
の
二
日
旅
行
の
趣
向
は
、
「
昔
の
旅
」
で
あ
っ
た
。
旅
の
行
程
は
、

現
在
の
京
成
電
鉄
の
沿
線
で
あ
る
市
川
の
真
間
・
国
府
台
か
ら
八
幡
・
中

山
を
経
て
船
橋
で
一
泊
す
る
と
い
う
コ
ー
ス
で
、
参
加
者
は
篁
村
の
他
に
、

幸
堂
得
知
・
須
藤
南
翠
・
森
田
思
軒
・
関
根
只
好
・
高
橋
太
華
、
そ
れ
に

久
保
田
米
倦
が
加
わ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
が
不
参
と
な
り
、
岡
倉
天
心
が

愛
馬
に
乗
り
あ
と
か
ら
馳
せ
つ
け
る
。

当
日
の
朝
、
篁
村
宅
に
集
ま
っ
た
の
は
「
さ
な
が
ら
武
者
修
行
が
山
賊

妖
怪
を
退
治
す
る
と
い
ふ
意
気
込
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
や
身
形
も
山
神
の
祠
に

昼
寝
し
荒
野
に
野
宿
せ
ん
ば
か
り
に
勇
ま
し
」
い
面
々
・
旅
の
趣
向
に
合

わ
せ
、
「
二
日
の
路
用
各
々
金
一
円
を
会
計
係
へ
差
出
し
、
其
他
決
し
て

一
銭
た
り
と
も
隠
し
持
べ
か
ら
ざ
る
事
」
「
時
計
並
に
金
指
輪
す
べ
て
め

か
し
飾
り
か
た
く
禁
制
。
入
歯
と
い
へ
ど
金
は
相
成
ら
ず
候
事
」
「
車
に
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乗
る
べ
か
ら
ず
、
馬
籠
と
も
無
用
の
こ
と
」
と
い
う
「
三
章
の
法
」
が
定

め
ら
れ
、
会
計
係
り
に
は
只
好
、
そ
の
「
助
役
」
と
し
て
太
華
が
選
ば
れ

た
。後
に
根
岸
党
で
通
行
す
る
「
テ
レ
コ
献
立
」
（
「
テ
レ
コ
説
え
」
と
も
い

う
）
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
旅
で
あ
る
。
篁
村
は
こ
の
旅
の

紀
行
「
二
日
の
旅
」
に
柴
又
の
帝
釈
天
門
前
で
と
っ
た
昼
食
に
つ
い
て
、

「
実
を
明
か
せ
ば
会
計
両
氏
の
発
明
に
て
テ
レ
コ
献
立
と
い
ふ
も
の
に
し

た
る
な
り
。
（
略
）
テ
レ
コ
と
は
芝
居
道
の
通
言
に
て
こ
の
狂
一
言
を
操
込

す

に
演
る
事
に
て
、
即
ち
此
に
て
六
人
の
中
へ
甘
煮
と
鍋
を
一
二
人
前
づ
つ
し

か
取
ら
ず
、
そ
れ
を
六
人
で
両
方
へ
箸
を
入
れ
る
に
て
是
を
名
づ
け
て
テ

レ
コ
説
へ
と
い
ふ
な
り
と
苦
し
い
発
明
も
あ
っ
た
も
の
な
り
」
と
記
し
、

そ
れ
が
こ
の
旅
の
経
費
節
減
の
た
め
、
会
計
係
の
太
華
と
只
好
に
よ
り
考

え
出
さ
れ
た
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
飲
食
店
に
お
け
る
こ

の
よ
う
な
注
文
の
仕
方
は
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
珍
し
い
方
法
で
は
な
い

が
、
当
時
に
お
い
て
は
状
況
が
違
っ
て
い
た
の
か
、
篁
村
は
「
始
聞
た
る

時
に
は
情
な
く
思
ひ
し
が
後
に
て
思
へ
ば
名
案
な
り
。
着
客
諸
君
三
四
人

以
上
の
連
に
て
其
場
合
に
よ
り
て
は
此
法
を
用
ひ
試
み
玉
へ
」
と
読
者
に

（
５
）

「
テ
レ
コ
献
立
」
を
推
奨
し
て
い
る
。

「
徹
頭
徹
尾
世
の
中
を
酒
落
の
め
し
て
、
四
角
四
面
な
こ
と
は
大
嫌
ひ
、

飽
く
ま
で
江
戸
シ
子
流
に
、
人
を
ア
シ
と
一
百
は
せ
て
面
白
が
る
底
の
い
た

づ
ら
気
を
持
ち
合
わ
せ
て
」
お
り
、
「
何
処
ま
で
も
酒
落
れ
て
ゐ
よ
う
と

言
っ
た
や
う
な
調
子
、
物
を
苦
に
し
な
い
調
子
は
、
決
し
て
尋
常
の
人
に

｜’

（
６
）

出
来
る
芸
レ
ヨ
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
饗
庭
篁
村
は
、
多
く
の
著
作

に
お
い
て
そ
の
酒
落
っ
気
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
実
の
交
遊
の
場
に
お
け
る
彼
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
坪
内
道
遥
は
篁
村
に
つ
い
て
、
「
君
の
滑
稽
の
才
は
全
く
天
成
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
寧
ろ
其
不
用
意
な
際
に
於
て
、
却
っ
て
最
も

巧
妙
に
発
揮
せ
ら
れ
た
。
今
に
な
っ
て
思
ふ
と
、
君
が
酔
時
の
秀
句
や
戯

（
７
）

諺
や
調
刺
や
冷
罵
の
幾
分
か
を
速
記
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
が
惜
し
い
」

と
振
り
返
り
、
ま
た
、
篁
村
・
道
遥
と
同
席
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
嵯
峨

の
屋
お
む
ろ
は
「
篁
村
は
如
何
に
も
品
格
の
有
る
、
大
店
の
日
一
那
ら
し
い

風
采
の
人
で
有
っ
た
。
如
何
に
も
者
静
か
な
、
が
ら
が
ら
と
は
し
ゃ
が
な

い
富
人
の
江
戸
っ
子
と
い
ふ
風
の
人
で
有
っ
た
。
酔
っ
て
も
騒
が
な
い
、

唯
酔
へ
ぱ
酒
落
を
い
ふ
、
其
が
奇
麗
な
滑
稽
を
含
む
秀
句
と
な
っ
て
現
は

れ
る
。
其
だ
か
ら
笑
は
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
然
し
奇
麗
で
軽
妙
だ
か
ら
、

羽
目
を
外
し
て
は
笑
へ
な
い
。
其
滑
稽
は
軽
快
栖
脱
の
妙
を
極
め
た
も
の

（
８
）

で
有
っ
た
」
と
記
す
な
ど
－
」
て
い
る
。
そ
ん
な
篁
村
を
筆
頭
に
、
根
岸
覚

（
９
）

に
は
「
一
ダ
ー
ス
一
一
ダ
ー
ス
と
酒
落
を
吐
き
玉
ふ
」
者
た
ち
が
勢
ぞ
ろ
い

し
て
い
た
。

「
彼
等
を
一
党
一
派
と
団
結
さ
せ
た
の
は
、
文
学
上
の
主
張
で
も
主
義

（
⑩
）

で
Ｊ
ｂ
な
い
、
む
し
ろ
酒
で
あ
っ
た
。
詩
酒
徴
逐
の
遊
楽
で
あ
っ
た
」
と
も

言
わ
れ
る
根
岸
党
だ
が
、
酒
と
並
ん
で
彼
ら
の
交
遊
を
彩
っ
た
の
は
酒
落

や
譜
譲
で
あ
る
。
根
岸
党
の
交
遊
が
い
か
に
酒
落
っ
気
に
満
ち
て
い
た
か

は
、
党
員
間
で
交
さ
れ
た
書
簡
は
も
ち
ろ
ん
、
紀
行
文
や
歌
舞
伎
の
合
評

な
ど
の
著
作
に
も
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
ら
の
間
で

通
行
し
て
い
た
表
徳
を
例
と
し
て
み
て
ゆ
く
。

根
岸
党
で
は
、
一
人
称
を
「
三
太
夫
」
、
そ
の
他
を
「
御
前
」
と
し
、

2０
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根岸党の`性質

あ
る
い
は
、
党
内
つ
け
た
表
徳
を
名
乗
り
、
互
い
に
そ
れ
で
呼
び
合
っ
て

い
た
。
表
徳
は
幾
通
り
も
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
縮
め
て
呼
び
合
う
も
の
が

あ
る
。
篁
村
の
「
一
一
三
の
思
ひ
出
」
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
起
っ
た
の
は
明

治
一
一
十
三
年
前
後
、
根
岸
党
内
で
詰
言
葉
が
流
行
し
た
時
で
、
「
此
の
急

速
な
世
の
中
に
、
の
ん
べ
ん
ぐ
ら
り
と
互
の
呼
称
な
ど
を
長
く
云
ひ
合
っ

て
居
る
の
は
愚
だ
」
と
い
う
「
誰
や
ら
の
発
明
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。
こ
の
方
法
に
従
え
ば
、
饗
庭
篁
村
は
「
ア
バ
コ
ソ
」
、
森
田
思

軒
は
「
モ
シ
タ
ヶ
」
、
幸
田
露
伴
は
「
コ
ダ
ロ
ハ
」
に
な
る
。
塩
谷
賛
氏

の
「
幸
田
露
伴
』
に
は
、
あ
る
者
が
中
西
梅
花
の
号
で
あ
る
「
梅
花
道
人
」

を
縮
め
て
「
バ
カ
ド
ジ
」
と
呼
ん
で
皆
を
笑
わ
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
れ
に
反
旗
を
翻
し
た
の
が
党
員
た
ち
と

も
親
し
か
っ
た
福
地
桜
痴
で
、
思
軒
を
「
タ
ゴ
コ
ロ
の
ク
ル
マ
ポ
シ
先
生
」
、

（
、
）

春
鴬
亭
を
「
ウ
グ
イ
ス
の
ハ
ル
の
ヤ
ド
リ
」
と
い
う
よ
う
に
呼
び
、
「
皆

の
気
を
焦
せ
」
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
は
、
次
の
よ
う
な
続
き
が
あ
る
。
天
心
は
「
畢
寛
言
語
と
い
ふ
も
の

を
用
ふ
る
か
ら
、
長
短
論
も
起
る
の
だ
、
言
語
は
末
な
り
、
人
間
直
ち
に

香
世
界
に
住
し
て
、
無
言
に
て
意
味
の
通
ず
る
様
に
す
べ
し
」
と
、
篁
村

と
「
無
言
応
酬
の
稽
古
」
に
取
り
掛
か
っ
た
。
天
心
の
妻
や
、
ち
ょ
う
ど

あ
ご

天
心
宅
を
訪
れ
た
川
崎
千
虎
も
ま
じ
え
て
修
練
し
た
結
果
「
腺
を
う
ご
か

す
だ
け
で
、
す
べ
て
が
弁
じ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
ら
は
、
「
先
づ
他
流

仕
合
を
し
て
そ
の
実
果
を
試
み
ん
」
と
し
て
、
箱
根
の
馴
染
み
の
宿
を
訪

れ
る
。
宿
で
は
「
す
べ
て
無
言
で
、
腿
つ
き
だ
け
で
命
じ
」
た
が
、
「
女

中
達
も
心
得
た
り
と
気
を
揃
え
て
、
調
子
よ
く
何
で
も
弁
じ
た
の
で
」
一

同
は
「
大
満
足
」
。
翌
朝
、
篁
村
が
酒
と
と
も
に
松
魚
の
塩
辛
を
「
顔
色

で
命
じ
」
た
と
こ
ろ
、
黙
っ
て
う
な
づ
い
た
女
中
が
持
っ
て
帰
っ
て
来
た

の
は
何
故
か
「
洋
杖
を
一
抱
へ
」
。
一
同
は
「
禁
を
破
っ
て
絶
倒
し
」
た
。

話
に
は
更
に
落
ち
が
あ
り
、
天
心
は
そ
の
杖
に
漆
を
か
け
て
「
我
党
の
杖

に
し
て
世
を
驚
か
さ
う
」
と
買
っ
て
帰
っ
た
と
こ
ろ
が
、
漆
か
ぶ
れ
の
た

め
に
四
、
五
日
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
篁
村
は
「
天
心
先
生

に
此
の
類
の
話
し
は
尽
き
ぬ
ほ
ど
有
る
が
、
皆
僕
が
一
味
に
加
は
る
と
、

（
廻
）

い
づ
れ
も
失
策
ば
か
り
な
り
」
と
こ
の
文
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
も
飲
抜
無
尽
の
く
だ
り
で
紹
介
し
た
根
岸
党
の
「
失
策
」
の
パ
タ
ー

ン
が
現
れ
て
い
る
。

話
を
表
徳
に
戻
す
。
明
治
二
十
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
伊
勢
か
ら
月
ヶ

瀬
へ
の
旅
で
は
互
い
に
「
愚
名
」
を
付
け
合
っ
て
い
る
。
新
橋
か
ら
汽
車

に
乗
っ
た
一
行
は
、
夕
方
興
津
に
着
き
、
同
地
で
一
泊
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
晩
宿
で
酒
事
を
し
て
い
る
時
の
こ
と
で
あ
る
。
篁
村
の
紀
行
文

（
週
）

、
、
、
き
ざ
と
も

「
月
ヶ
瀬
旅
行
」
に
よ
れ
ば
、
「
此
行
は
日
々
新
聞
に
も
日
本
一
の
気
障
共

危
は
む
れ

が
と
称
へ
ら
れ
し
程
な
れ
ば
、
親
の
付
け
た
る
名
を
戯
に
呼
ぶ
は
無
漸
」

で
あ
る
か
ら
旅
行
に
参
加
し
た
党
員
八
名
の
「
得
意
の
表
徳
」
を
選
ぼ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
同
は
、
「
舜
の
八
元
か
、
周
の
人
士
か
、
乃

至
は
飲
中
の
人
仙
か
宋
の
八
君
子
か
い
づ
れ
に
依
る
べ
き
。
但
し
は
坂
東

の
八
平
氏
、
熊
野
八
庄
司
に
よ
そ
へ
つ
く
き
か
、
八
犬
士
か
八
笑
人
か
八

大
龍
王
か
八
天
狗
か
と
働
ら
き
を
見
せ
合
し
す
ゑ
、
先
づ
兎
も
角
も
馬
鹿

阿
房
の
意
味
あ
る
字
を
残
ら
ず
集
め
て
、
其
中
よ
り
適
当
な
る
を
選
取
る

事
に
す
べ
し
」
と
話
が
決
ま
る
。
思
軒
・
太
華
・
露
伴
は
「
内
典
外
典
東

さ
ぐ

西
各
国
あ
る
と
あ
ら
ゆ
る
馬
鹿
の
字
を
捜
り
出
し
た
る
」
が
、
「
愚
」
や

「
味
」
の
よ
う
に
一
宇
で
は
呼
び
に
く
い
。
「
他
人
が
聞
て
も
い
か
に
も
其

に
つ
ぼ
ん
で
き

人
の
名
の
如
く
思
は
る
る
日
本
製
の
名
」
を
付
け
よ
う
と
、
「
ま
た
ま
た

ち
ゑ
ぷ
く
ろ

智
嚢
を
絞
り
直
」
し
漸
く
そ
の
名
が
決
定
、
「
命
名
式
」
が
執
り
行
わ
れ
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こ
う
し
て
彼
ら
の
表
徳
の
付
け
方
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
酒
落
っ
気
に

み
ち
た
根
岸
党
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
根

岸
党
に
み
ら
れ
る
著
し
い
遊
戯
性
は
、
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
根
岸
党
の
持
つ
そ
う
し
た
性
質
は
、
単
に
党
員
個
々
人
の
性
情

に
よ
る
も
の
と
し
て
片
付
け
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
出

口
智
之
氏
は
根
岸
党
に
つ
い
て
、
「
彼
ら
の
文
学
は
、
日
常
か
ら
解
放
ざ

た
。
こ
の
旅
の
二
日
目
以
降
、
紀
行
「
月
ヶ
瀬
旅
行
」
は
す
べ
て
「
愚
名
」

で
記
述
さ
れ
て
い
く
。
篁
村
が
「
涙
な
が
ら
に
與
太
郎
を
頂
戴
」
し
た
こ

と
以
外
に
、
ど
の
表
徳
が
誰
を
指
す
か
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ

し
、
よ
く
読
む
と
そ
れ
が
分
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
読
者
は
推
理

を
楽
し
み
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
「
月
ヶ
瀬
旅
行
」
に
記
さ
れ
る
「
太
郎
作
」
は
得
知
、
「
抜
作
」

は
思
軒
、
「
兵
六
」
は
太
華
、
「
一
一
一
太
郎
」
は
露
伴
、
「
甚
六
」
は
海
運
、
「
猿

松
」
は
只
好
、
「
鈍
太
郎
」
は
永
洗
を
指
す
。
当
時
大
阪
朝
日
新
聞
社
に

勤
務
し
て
い
た
須
藤
南
翠
は
、
一
一
一
日
目
に
古
市
で
合
流
し
、
「
直
に
一
行

よ
り
東
四
郎
」
の
名
を
贈
ら
れ
た
。
こ
の
旅
行
が
行
わ
れ
た
時
期
、
久
保

田
米
遷
は
、
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
見
学
の
た
め
渡
米
中
で
あ
っ
た
が
、
米

遷
が
帰
国
し
た
翌
年
の
三
月
に
は
、
旅
行
不
参
加
に
よ
り
「
愚
名
」
の
列

に
洩
れ
た
彼
の
た
め
に
「
命
名
式
」
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
、
遺
さ
れ
た

会
誌
か
ら
分
か
っ
て
い
る
。
同
会
で
は
、
「
三
太
郎
」
と
「
兵
六
」
が
「
第

一
幹
事
」
と
な
り
、
米
倦
の
名
は
名
付
親
「
與
太
郎
」
に
よ
り
「
頓
八
」

（
川
）

と
命
名
さ
れ
、
「
証
書
を
認
め
て
与
」
え
ら
れ
た
。

｜｜’

れ
た
遊
び
の
空
間
に
成
立
し
た
が
故
に
、
苦
悩
や
煩
悶
と
は
切
り
離
さ
れ

た
、
純
粋
に
お
も
し
ろ
い
作
品
を
完
成
ざ
せ
え
た
。
そ
の
ユ
ー
モ
ア
は
今

日
的
に
見
て
も
十
分
評
価
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
文
学
を
生
み

出
し
た
根
岸
党
と
、
新
聞
に
陸
続
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
彼
ら
の
文
学
を
支

持
し
た
明
治
二
十
年
代
と
い
う
時
代
の
性
格
は
、
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ

〈
脂
）

る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
根
岸
党
の
遊
戯
性
が
有
す
る

社
会
的
・
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
出
口
氏
が
提
起
す

る
「
明
治
二
十
年
代
と
い
う
時
代
の
性
格
」
の
「
見
直
」
し
と
い
う
課
題

に
向
き
合
う
と
き
、
有
効
な
手
段
の
一
つ
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
、

そ
れ
を
考
え
る
上
で
材
料
と
な
り
得
る
事
象
を
二
つ
挙
げ
る
。
両
者
は
と

も
に
、
党
員
の
何
名
か
が
参
加
し
て
い
る
も
の
の
、
党
外
の
者
が
主
催
し

た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。

一
つ
目
は
、
明
治
二
十
三
年
二
月
に
根
岸
で
開
か
れ
た
「
大
福
引
」
で

あ
る
。
こ
の
会
に
つ
い
て
は
、
招
待
客
の
一
人
で
あ
っ
た
篁
村
が
「
東
京

朝
日
新
聞
」
で
そ
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
会
の
参

加
者
に
は
篁
村
の
他
に
、
根
岸
党
員
の
川
崎
千
虎
と
幸
堂
得
知
と
が
い
た
。

会
場
と
な
っ
た
の
は
篁
村
の
「
下
屋
敷
の
真
向
」
に
あ
っ
た
「
無
音
社
」

で
、
そ
の
庭
に
は
「
出
場
の
天
麩
羅
店
」
が
あ
り
、
「
大
福
餅
屋
の
屋
台

を
借
り
し
と
見
え
両
障
子
は
大
福
の
二
字
筆
太
に
看
板
書
が
見
知
ら
せ
あ

る
を
何
人
か
外
道
智
を
運
ら
し
大
の
字
の
上
へ
炭
を
結
い
付
け
天
の
字
と

ご
ま
か
し
」
て
あ
っ
た
。
篁
村
が
「
大
福
引
の
催
し
に
大
福
の
屋
台
と
は

取
合
面
白
き
に
と
は
思
ひ
し
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
単

な
る
間
に
合
わ
せ
に
借
り
て
き
た
屋
台
で
は
な
く
、
「
大
福
引
」
に
「
大

福
」
を
か
け
る
と
い
う
酒
落
を
効
か
せ
た
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

「
大
福
引
」
と
言
っ
て
も
、
現
在
一
般
に
み
ら
れ
る
福
引
と
は
異
な
る

2２
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も
の
で
、
こ
の
会
の
参
加
者
に
は
前
も
っ
て
六
種
の
兼
題
が
与
え
ら
れ
、

彼
ら
は
そ
れ
に
そ
っ
て
何
か
物
を
用
い
た
酒
落
を
考
え
て
来
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
当
日
は
読
み
上
げ
役
が
皆
の
前
で
各
人
の
作
を
発
表
、
酒

落
の
作
者
は
そ
の
出
来
ば
え
に
見
合
っ
た
景
品
を
渡
さ
れ
る
と
い
う
趣
向

で
あ
る
。
こ
の
会
の
「
読
上
げ
の
役
」
を
任
さ
れ
た
の
は
得
知
で
、
彼
は

「
弁
に
ま
か
せ
思
ひ
付
を
加
へ
い
と
面
白
く
披
露
し
」
、
「
読
方
よ
き
た
め

じ
ゃ
う
ざ
ね

上
の
ぶ
実
に
入
る
も
あ
り
、
無
理
は
無
理
ほ
ど
可
笑
く
コ
ヂ
ッ
ケ
は
附
く
声

だ
け
輿
あ
り
て
一
品
ご
と
に
ド
ッ
ト
の
賑
ひ
」
で
あ
っ
た
。
出
品
さ
れ
た

も
の
に
は
、
「
弁
慶
と
い
ふ
題
に
今
は
や
ら
ぬ
盆
を
出
し
昔
し
盆
（
武
蔵

坊
）
」
と
い
う
「
苦
し
き
」
も
の
や
、
「
浅
草
観
音
と
い
ふ
に
金
龍
山
（
浅

草
寺
の
山
号
１
１
引
用
者
註
）
と
い
ふ
銘
の
茶
を
無
理
に
栫
へ
さ
せ
て
是

に
帯
を
添
へ
観
音
様
の
お
茶
と
帯
（
御
茶
湯
日
こ
と
い
う
も
の
、
「
小
説

家
と
い
ふ
に
壷
の
中
へ
郵
便
葉
書
を
入
れ
坪
内
郵
送
」
と
い
う
も
の
も

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
中
に
は
、
「
博
士
と
い
ふ
に
鶯
餅
は
羽
風
に
散
ら

す
縁
語
を
引
き
」
、
「
吉
原
と
い
ふ
に
純
金
の
磁
石
は
北
へ
吸
寄
せ
る

謎
々
」
と
い
っ
た
難
解
な
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
其
外
数
百
の
名
趣

向
」
に
「
皆
々
笑
ひ
草
臥
し
頃
」
「
此
の
中
の
騒
ぎ
愈
々
盛
ん
と
な
り
」
、

千
虎
は
「
七
福
神
の
狂
言
」
を
、
得
知
は
「
芸
尽
し
」
、
ま
た
「
御
前
方

（
応
）

が
鼻
消
の
一
曲
芝
居
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
り
」
、
〈
君
は
大
盛
況
の
う
ち
に

終
っ
た
。

こ
の
会
の
主
催
者
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
会
場
と
な
っ
た
「
無
音

社
」
と
は
如
何
な
る
組
織
な
の
か
、
ま
た
根
岸
党
員
以
外
に
は
誰
が
参
加

し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
篁
村
が
紙
上
に
記
し

た
以
外
に
も
「
数
百
の
名
趣
向
」
が
発
表
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
多
数
の

参
加
者
が
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
う
し
た
「
福
引
」
は
、
少
な
く

と
も
明
治
中
期
に
は
通
行
し
た
催
し
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
鶯
亭
金
升
の

明
治
三
十
三
年
一
月
四
日
の
日
記
に
、
「
株
式
取
引
所
よ
り
招
待
を
受
け

同
所
へ
出
張
し
、
夫
よ
り
浜
町
岡
田
の
株
式
新
年
会
へ
出
席
。
席
上
に
て

鼠
づ
く
し
の
福
引
を
選
む
。
（
総
数
百
余
）
」
と
あ
り
、
続
け
て
「
一
等

ま
す
お
と
し
（
増
も
お
年
・
枡
落
し
）
寿
杯
一
個
」
「
二
等
鼠
ご
つ
こ

（
手
袋
を
四
つ
か
さ
ね
る
）
」
「
三
等
鼠
な
き
、
う
れ
し
い
便
り
（
書
翰

菱
上
以
下
二
十
等
ま
で
の
当
選
作
が
挙
げ
ら
れ
、
「
右
二
十
等
迄
へ
反
物
、

〈
Ⅳ
）

時
計
等
の
商
ロ
叩
を
贈
ら
れ
た
り
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
ち
な
み

に
、
金
升
は
根
岸
に
住
み
、
根
岸
党
員
た
ち
と
も
親
し
く
し
て
い
た
。

根
岸
党
の
活
動
期
に
行
わ
れ
た
遊
戯
性
に
満
ち
た
も
う
一
つ
の
催
し
は
、

明
治
二
十
六
年
十
一
月
に
入
谷
で
行
わ
れ
た
そ
の
名
も
「
し
ゃ
れ
会
」
で

あ
る
。
こ
の
会
に
つ
い
て
は
「
東
京
朝
日
新
聞
』
が
そ
の
開
催
を
以
下
の

よ
う
に
予
告
し
て
い
る
。

右
の
記
事
に
よ
り
、
こ
の
「
し
ゃ
れ
会
」
も
ま
た
、
前
述
の
「
大
福
引
」

伊
東
専
三
氏
会
主
と
な
り
来
月
十
二
日
午
後
一
時
よ
り
お
そ
れ
入
谷

の
鬼
子
母
神
即
ち
真
源
寺
本
堂
に
於
て
「
し
ゃ
れ
会
」
と
い
ふ
を
催
す
。

其
の
兼
題
は
（
恐
れ
入
谷
の
鬼
子
母
神
）
（
ど
う
で
有
馬
の
水
天
宮
）

（
し
ゃ
れ
の
内
の
お
祖
師
さ
ま
）
に
て
、
当
日
直
々
に
被
講
秀
逸
の
部

ハ
額
面
に
記
載
し
鬼
子
母
神
の
宝
前
に
掲
げ
て
尽
未
来
ま
で
の
記
念
に

す
る
と
い
ふ
。
判
者
ハ
幸
堂
得
知
、
落
合
芳
幾
、
南
新
二
・
又
当
日
席

上
の
余
興
ハ
、
当
世
酒
落
娘
（
柳
家
枝
太
郎
）
舶
来
酒
落
手
品
（
春
天

斎
柳
一
）
三
題
酒
落
語
（
柳
亭
燕
枝
）
会
費
ハ
｜
名
金
五
十
銭
に
て
酒

（
肥
）

飯
を
馳
走
す
る
よ
し
兎
に
角
酒
落
た
催
し
な
り
。
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と
同
様
に
、
予
め
参
加
者
に
兼
題
が
与
え
ら
れ
、
当
日
は
そ
の
兼
題
に
沿
っ

て
各
々
が
持
寄
っ
た
酒
落
を
競
い
合
う
と
い
う
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
ち
な
み
に
、
会
主
の
伊
東
専
三
は
、
も
と
浅
草
の
菓
子
店
船
橋
屋

の
主
人
で
、
大
蔵
省
に
も
勤
務
し
た
が
、
後
に
仮
名
垣
魯
文
に
入
門
し
、

「
仮
名
読
新
聞
』
・
『
有
喜
世
新
聞
」
・
「
絵
入
自
由
新
聞
』
な
ど
を
転
々
と

し
た
人
物
。
「
判
者
」
に
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
、
根
岸
党
員
の
得
知
の

他
に
落
合
芳
幾
と
南
新
こ
の
全
三
名
。
芳
幾
は
歌
川
国
芳
門
下
の
浮
絵
師

で
一
恵
斎
芳
機
・
歌
川
芳
機
と
も
号
し
、
明
治
五
年
創
立
の
『
東
京
日
日
」

の
幹
部
で
八
年
に
は
『
東
京
絵
入
新
聞
」
を
創
刊
、
「
歌
舞
伎
新
報
」
も

主
宰
し
た
人
物
。
南
新
二
は
、
も
と
幕
府
の
御
数
寄
屋
坊
主
で
明
治
期
に

な
っ
て
「
東
京
絵
入
新
聞
」
・
『
東
京
日
日
新
聞
」
・
「
や
ま
と
新
聞
」
な
ど

の
記
者
に
な
り
、
得
知
と
並
ぶ
滑
稽
小
説
の
名
手
で
も
あ
る
。
「
席
上
余

興
」
を
す
る
と
い
う
柳
家
枝
太
郎
は
こ
の
後
す
ぐ
に
柳
亭
左
楽
を
襲
名
、

柳
亭
燕
枝
は
談
洲
楼
燕
枝
。
さ
ら
に
、
こ
の
新
聞
記
事
に
名
前
は
出
て
い

な
い
が
、
先
に
述
べ
た
鴬
亭
金
升
の
日
記
に
こ
の
「
し
ゃ
れ
会
」
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
り
、
彼
も
ま
た
そ
の
参
加
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
金
升
は
、
同
会
で
「
点
の
入
っ
た
」
作
と
し
て
、
「
酒
落
の
内
の

お
祖
師
様
を
酒
落
た
「
暴
れ
の
後
の
お
星
さ
ま
」
何
う
で
有
馬
の
水
天
宮

を
地
口
っ
た
「
京
で
秋
な
ら
通
天
橋
』
」
の
二
つ
を
挙
げ
、
さ
ら
に
は
「
幸

い
に
そ
れ
は
二
つ
と
も
僕
の
作
で
あ
っ
た
の
で
、
青
二
才
の
鴬
亭
ニ
コ
ニ

（
四
）

コ
し
て
帰
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
根
岸
党
の
活
動
期
に
は
、
ま
る
で
歌
会
や
句
会
の
如
く
、

言
わ
ば
「
酒
落
会
」
と
い
う
べ
き
、
あ
る
意
味
戯
け
た
催
し
が
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
大
福
引
」
や
「
し
ゃ
れ
会
」
の
存
在
し
た

こ
と
、
そ
し
て
、
中
新
聞
と
し
て
確
乎
た
る
地
位
を
築
い
て
い
た
「
東
京

朝
日
新
聞
」
が
そ
う
し
た
会
の
予
告
記
事
を
載
せ
る
な
ど
し
て
い
る
と
い

う
事
実
は
、
根
岸
党
が
持
つ
著
し
い
遊
戯
性
が
、
彼
ら
固
有
の
も
の
で
は

な
く
、
当
時
の
社
会
一
般
が
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ

と
を
示
す
一
つ
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
当
時
の
紙
面
を
調
査
し

て
み
る
と
、
明
治
十
年
代
の
終
り
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
酒
落
を
こ

ら
し
た
趣
向
を
競
う
催
し
を
報
じ
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
「
読
売
新
聞
』

か
ら
例
を
挙
げ
る
と
、
「
団
々
珍
聞
の
投
書
家
諸
子
が
発
起
」
し
た
「
酒

落
の
大
会
」
で
あ
る
「
滑
稽
珍
睦
会
」
（
明
治
一
八
年
五
月
二
四
日
開
催
）
、

「
呑
気
会
員
」
に
よ
る
「
忠
臣
蔵
見
立
」
の
「
遊
食
会
」
（
明
治
二
六
年
二

月
二
四
日
開
催
）
、
「
東
京
名
所
の
課
題
に
因
み
趣
向
せ
し
品
を
」
持
ち
寄

る
「
遊
食
一
品
会
」
（
明
治
一
一
一
六
年
三
月
一
六
日
開
催
）
、
「
梅
幸
百
種
」

を
兼
題
に
し
た
「
浅
草
新
福
富
町
の
竺
仙
事
橋
本
仙
之
助
が
企
て
た
る
一

世
一
代
名
残
の
遊
食
会
」
（
明
治
一
一
一
八
年
一
一
月
一
三
日
開
催
）
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
当
代
に
お
い
て
は
、
「
酒
落
哲
学
」
・
「
風
流
酒

落
酒
茶
戦
場
」
・
『
滑
稽
酒
落
演
舌
会
」
・
「
風
流
三
昧
酒
落
道
場
お
も
し
ろ

し
」
な
ど
、
「
酒
落
」
や
「
滑
稽
」
を
そ
の
名
に
冠
し
た
書
籍
が
多
数
出

版
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

明
治
へ
江
戸
の
匂
い
を
伝
え
て
い
た
も
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
「
酒

落
シ
気
』
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
（
略
）
そ
う
し
た
の
ん
き
さ
が
『
酒

落
シ
気
』
と
い
っ
て
、
江
戸
の
文
化
文
政
度
か
ら
明
治
の
初
年
に
伝
わ

り
文
明
開
化
の
欧
米
風
に
反
抗
し
た
も
の
で
し
た
。
反
抗
し
た
と
い
う

と
、
大
袈
裟
で
す
が
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
チ
ョ
ン
篭
あ
た
ま
に
、
上
下

で
も
つ
け
て
、
こ
う
し
た
の
ん
き
な
旧
幕
の
風
俗
を
、
形
式
に
も
精
神

に
も
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
私
ど
も
は
ハ
ッ
キ
リ
と
眼
に
残
っ
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右
に
引
用
し
た
の
は
大
正
六
年
刊
行
の
篠
田
鉱
造
の
聞
書
集
「
明
治
百

話
」
の
一
部
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
同
書
で
は
、
話
者
の
氏
名
お
よ
び
聴

取
年
月
日
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
な
ど
も
根
岸
党
活

動
期
に
お
け
る
社
会
が
持
つ
遊
戯
的
な
雰
囲
気
の
文
化
的
背
景
を
考
察
す

る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
「
相
当
学
問
あ
り
、
智
識
階
級

て
い
ま
す
。

そ
の
『
酒
落
シ
気
』
が
残
し
た
文
献
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
こ

う
し
た
人
々
は
寄
る
と
障
る
と
、
酒
落
文
学
に
な
っ
て
、
三
、
四
人
集

ま
る
と
、
口
上
茶
番
だ
と
か
、
即
席
三
題
噺
だ
と
か
、
ソ
レ
は
酒
落
ノ

メ
し
た
も
の
で
す
。
江
戸
伝
来
の
型
が
あ
っ
て
、
酒
落
で
あ
っ
て
真
剣

な
も
の
で
し
た
。
『
酒
落
が
一
つ
解
ら
ね
エ
玉
』
と
い
っ
て
。
相
当
学

問
あ
り
、
智
識
階
級
の
人
物
で
あ
っ
て
、
酒
落
が
解
ら
な
い
と
、
糞
味

噌
に
あ
び
せ
か
け
て
馬
鹿
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
か
わ
り
こ
の
仲
間

に
入
っ
た
ら
、
三
馬
一
九
の
酒
落
本
の
暗
調
ぐ
ら
い
し
て
い
な
い
と
、

飛
ん
だ
恥
を
掻
い
て
し
ま
い
ま
す
。
な
か
な
か
高
級
の
酒
落
が
あ
っ
て
、

解
釈
に
骨
が
折
れ
ま
し
た
。
和
漢
の
文
学
、
滑
稽
、
逸
話
珍
話
に
通
暁

し
て
い
な
い
と
、
お
相
手
が
出
来
な
い
。
酒
落
シ
気
も
ま
た
哲
学
の
一

つ
で
、
そ
う
馬
鹿
に
し
た
も
の
で
も
な
い
ん
で
す
。
『
口
上
茶
番
」
が

随
分
流
行
り
ま
し
て
、
十
人
寄
れ
ば
「
サ
ア
ロ
上
茶
番
だ
お
作
ん
な
せ

い
」
と
い
わ
れ
、
苦
労
し
た
も
の
で
す
。
余
興
に
は
い
つ
も
下
が
か
っ

た
連
句
と
か
、
狂
句
と
か
、
落
語
と
か
、
酒
落
と
か
実
際
奇
才
天
才
が

な
く
っ
て
は
、
こ
の
仲
間
に
入
っ
て
ら
ん
な
い
ン
で
す
。

マ
ア
あ
の
時
代
（
明
治
三
十
年
頃
ま
で
）
は
、
酒
落
シ
気
の
世
の
中

（
印
）

で
し
た
よ
。

の
人
物
」
で
あ
っ
て
も
、
「
栖
落
が
解
ら
な
い
と
、
糞
味
噌
に
あ
び
せ
か

け
て
馬
鹿
に
し
た
」
と
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
知
識
人
の
中
に
も
酒
落

に
精
通
し
、
「
口
上
茶
番
」
や
「
即
席
三
題
噺
」
な
ど
に
参
加
し
た
人
々

が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
の
時
代
に
は

そ
の
点
に
一
一
一
一
口
い
及
ぶ
も
の
は
い
な
く
な
っ
た
が
、
根
岸
党
も
ま
た
知
識
人

の
集
団
と
し
て
の
一
面
を
有
し
た
。
例
え
ば
、
党
員
の
高
橋
健
三
は
、
教

育
・
文
学
・
美
術
・
演
劇
等
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
く
、
専
修
学
校
・
東

京
法
学
院
・
東
京
文
学
院
・
東
京
英
語
学
校
・
東
京
商
業
学
校
等
の
設
立

に
尽
力
し
た
ば
か
り
か
、
自
ら
も
そ
こ
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
当
時
に
お

け
る
第
一
級
の
知
識
人
で
あ
る
。
彼
は
明
治
二
十
二
年
に
官
報
局
長
に
就

任
す
る
が
、
当
時
の
官
報
局
は
、
官
界
の
中
で
最
も
自
由
な
気
風
が
み
な

ぎ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
局
長
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
言

わ
れ
る
。
多
く
の
人
々
が
伝
え
る
回
想
か
ら
、
性
剛
毅
に
し
て
清
廉
潔
白
、

謹
厳
実
直
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
高
橋
健
三
だ
が
、
そ
ん
な
彼
で
さ

え
、
明
治
二
十
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
先
か
ら
留
守
宅
に
「
藤
田
、
岡

倉
両
氏
も
不
相
変
健
康
と
は
存
候
得
共
、
酒
量
は
追
々
節
減
致
候
様
、
是

も
時
々
御
忠
告
被
成
度
候
。
駄
酒
落
は
別
に
健
康
に
害
な
き
の
み
な
ら
ず
、

却
て
摂
生
に
相
成
可
申
、
勉
強
可
致
、
船
中
に
も
追
々
名
酒
落
有
之
候
得

（
皿
）

共
、
聴
人
無
之
、
往
々
犬
死
致
候
は
残
念
千
万
な
り
と
御
伝
言
可
被
下
候
」

と
書
き
送
る
な
ど
し
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
知
識
人
た
ち
の
交
遊
の
性

質
も
時
期
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
酒
落
シ
気
の

世
の
中
」
に
お
け
る
知
識
人
と
、
後
に
夏
目
漱
石
が
小
説
「
こ
こ
ろ
」
や

「
行
人
」
に
描
く
、
孤
独
で
陰
篭
な
近
代
の
知
識
人
像
と
は
大
き
な
差
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
根
岸
党
に
見
ら
れ
る
著
し
い
遊

戯
性
が
、
党
員
個
々
人
の
性
情
に
よ
る
も
の
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
こ
と
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根
岸
党
は
明
治
三
十
年
代
を
通
し
て
緩
や
か
に
終
焉
す
る
に
至
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
「
酒
落
っ
気
」
は
「
不
真
面
目
」
な
も
の
と
し
て
文
壇
か

ら
排
除
さ
れ
て
ゆ
く
。
日
本
近
代
文
学
の
確
立
は
、
明
治
四
十
年
前
後
、

日
本
自
然
主
義
文
学
に
よ
る
と
い
う
の
が
文
学
史
の
定
説
で
あ
る
が
、
そ

の
自
然
主
義
文
学
が
如
何
に
「
厳
粛
」
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
あ
ら

た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
頃
に
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
た

「
日
本
近
代
文
学
史
」
に
お
い
て
も
ま
た
、
文
学
に
お
け
る
遊
戯
性
は
軽

視
さ
れ
た
。

現
在
通
行
す
る
文
学
史
に
お
い
て
、
根
岸
党
乃
至
は
根
岸
派
の
名
称
は

も
ち
ろ
ん
、
露
伴
以
外
の
根
岸
党
文
士
の
名
前
を
ｌ
明
治
文
学
の
一
時

（
配
）

代
を
築
い
た
饗
庭
篁
村
の
名
前
で
す
ら
Ｉ
目
に
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

だ
ろ
う
。
根
岸
党
の
興
亡
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
り
見
え
て
く
る
の
は
、
日

本
の
文
学
が
近
代
化
の
中
で
か
か
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
ゆ
が
み
」
で

あ
り
、
「
江
戸
」
が
「
東
京
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
過
程
で
も
あ
る
。
根

岸
党
と
彼
ら
を
と
り
ま
く
文
壇
及
び
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

は
、
江
戸
と
明
治
と
の
連
続
性
を
捉
え
る
上
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
ば
か

り
で
な
く
、
日
本
近
代
化
の
新
た
な
る
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
根
岸
党
の
活
躍
期
で

あ
る
明
治
中
期
に
お
い
て
、
「
酒
落
っ
気
」
は
一
つ
の
哲
学
と
も
言
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
「
明
治
へ
江
戸
の
匂
い
を
伝
え
て
い
た
も
の
」
と
い
う
、

社
会
的
・
文
化
的
背
景
を
有
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

註（
１
）
坪
内
遁
遥
「
柿
の
薄
」
、
「
芸
術
殿
」
第
三
巻
第
一
号
（
昭
和
八
年
一
月
）

一
五
頁
。

（
２
）
白
石
実
三
「
根
岸
派
の
人
々
」
、
「
日
本
文
学
講
座
』
第
一
一
巻
（
昭
和

九
年
、
改
造
社
）
中
（
二
一
一
一
一
一
頁
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
白
石
氏
が
魯

庵
か
ら
直
接
開
い
た
言
葉
。

（
３
）
幸
田
露
伴
談
「
遅
日
雑
話
」
、
「
文
章
倶
楽
部
』
昭
和
三
年
三
月
号
。
テ

ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
『
露
伴
全
集
」
第
三
○
巻
（
昭
和
五

四
年
、
岩
波
書
店
）
一
一
二
一
一
一
頁
。
根
岸
党
が
催
し
た
行
事
や
、
交
遊
の

場
で
行
わ
れ
た
彼
ら
の
遊
び
の
手
法
に
は
、
本
文
に
挙
げ
た
飲
抜
無
尽
、

テ
レ
コ
献
立
の
よ
う
に
党
内
で
編
み
出
さ
れ
た
独
特
の
呼
称
が
あ
っ
た
。

露
伴
は
同
文
に
お
い
て
、
根
岸
党
の
酒
宴
の
二
次
会
な
ど
で
た
び
た
び

行
わ
れ
た
「
チ
ャ
ロ
ク
鍋
」
に
つ
い
て
「
川
崎
千
虎
の
茶
六
大
人
（
千

虎
の
別
号
１
１
引
用
者
註
）
の
発
明
に
か
か
る
。
調
理
法
は
至
極
簡
単
、

杯
盤
狼
籍
の
あ
と
掃
除
で
、
残
っ
た
代
物
を
何
で
も
彼
で
も
鍋
へ
投
げ

こ
む
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
。
「
チ
ャ
ロ
ナ
で
も
う
一
杯
行
か
う
」
な
ど

さ
か
な

と
云
っ
た
も
の
で
、
一
一
次
会
の
下
物
は
こ
れ
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
ャ
ロ
ナ
は
蓋
し
茶
六
鍋
の
略
で
あ
っ
た
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

（
４
）
饗
庭
篁
村
「
女
旅
」
第
二
回
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
四
年
一
一
一
月

八
日
、
第
二
面
。

（
５
）
以
上
、
す
べ
て
饗
庭
篁
村
「
二
日
の
旅
」
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
治
二

五
年
五
月
二
日
～
一
七
日
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
篁

村
の
紀
行
を
集
め
た
『
旅
硯
」
（
明
治
三
四
年
、
博
文
館
）
。

（
６
）
幸
田
露
伴
談
「
明
治
文
壇
雑
話
」
、
『
日
本
文
学
講
座
」
第
一
五
巻
、
昭

2６
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根岸党の性質

和
三
年
、
新
潮
社
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
前
掲
の
「
露

伴
全
集
」
第
三
○
巻
三
○
○
頁
。

（
７
）
坪
内
道
遥
「
饗
庭
篁
村
君
の
追
憶
」
、
『
演
芸
画
報
』
第
九
巻
第
八
号
（
大

正
二
年
八
月
）
二
四
頁
。

（
８
）
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
「
春
廼
屋
主
人
の
周
囲
」
、
『
早
稲
田
文
学
」
第
二
一
一
一

二
号
（
大
正
一
四
年
六
月
）
二
一
頁
。

（
９
）
幸
田
露
伴
「
乗
興
記
」
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
明
治
二
一
一
一
年
五
月
一
八
日

～
六
月
五
日
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は
前
掲
の
『
露
伴
全
集
」

第
一
四
巻
七
七
頁
。

（
、
）
柳
田
泉
『
幸
田
露
伴
」
（
昭
和
一
七
年
、
中
央
公
論
社
）
一
七
三
頁
。

（
Ⅱ
）
中
根
岸
の
音
無
川
畔
に
あ
っ
た
料
理
店
で
、
根
岸
党
の
「
牙
城
」
の
一

つ
。
天
ぷ
ら
の
一
種
で
衣
に
鶏
卵
の
黄
身
を
使
っ
た
「
金
ぶ
ら
」
が
名

物
で
、
日
暮
里
と
の
境
の
高
台
に
あ
っ
た
た
め
、
晴
れ
た
日
に
は
そ
の

座
敷
か
ら
、
根
岸
、
三
河
島
村
一
円
の
田
圃
を
通
し
て
筑
波
山
が
眺
め

ら
れ
た
と
い
う
。

（
、
）
以
上
、
す
べ
て
饗
庭
篁
村
「
二
三
の
思
ひ
出
」
、
『
天
心
先
生
欧
文
著
書

抄
訳
」
（
大
正
一
二
年
、
日
本
美
術
院
）
。

（
型
以
下
、
す
べ
て
饗
庭
篁
村
「
月
ヶ
瀬
旅
行
」
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治

二
六
年
四
月
五
日
～
五
月
一
○
日
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
の
は

前
掲
の
「
旅
硯
」
。

（
Ⅲ
）
以
上
、
す
べ
て
「
明
治
二
十
七
年
一
一
一
月
十
六
日
会
誌
」
。
テ
ク
ス
ト
と

し
て
使
用
し
た
の
は
、
前
掲
の
『
露
伴
全
集
」
附
録
八
○
頁
。
ち
な
み

に
、
明
治
三
一
一
一
年
に
『
新
小
説
」
に
連
載
さ
れ
た
露
伴
の
「
当
流
人
名

辞
書
」
に
は
、
愚
人
を
指
す
名
前
と
し
て
「
ぬ
け
作
」
、
「
兵
六
」
、
「
三

太
郎
」
、
「
甚
六
」
、
「
鈍
太
郎
」
が
、
「
何
事
を
も
能
く
は
会
せ
ぬ
に
、

お
の
れ
は
何
事
を
も
心
得
顔
に
振
舞
ひ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
人
の
笑
を

惹
く
も
の
を
い
ふ
」
名
前
と
し
て
「
猿
松
」
が
、
「
虚
言
家
」
を
指
す

名
前
と
し
て
「
與
太
郎
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
の
「
露
伴
全
集
」

第
四
○
巻
）
。

（
咀
）
出
口
智
之
「
根
岸
党
の
文
学
空
間
」
、
『
国
語
国
文
』
第
七
五
巻
第
六
号

（
平
成
一
八
年
六
月
）
四
五
頁
～
四
六
頁
。

（
肥
）
以
上
、
す
べ
て
饗
庭
篁
村
「
大
福
引
」
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
明
治
一
一
三

年
二
月
二
日
、
第
二
面
。

（
Ⅳ
）
『
鴬
亭
金
升
日
記
」
（
昭
和
三
六
年
、
演
劇
出
版
社
）
五
七
頁
～
五
八
頁
。

（
旧
）
「
し
ゃ
れ
会
」
、
「
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
二
六
年
一
○
月
二
六
日
、
第

三
面
。

（
四
）
前
掲
の
『
篤
亭
金
升
日
記
」
三
二
五
頁
。

（
別
）
篠
田
鉱
造
『
明
治
百
話
］
大
正
六
年
、
四
條
書
房
。
テ
ク
ス
ト
と
し

て
使
用
し
た
の
は
、
岩
波
書
店
版
（
平
成
八
年
）
二
五
七
頁
～
二
六
一

頁
。

（
Ⅲ
）
高
橋
健
一
一
一
明
治
二
一
一
一
年
二
月
二
一
一
日
付
書
簡
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用

し
た
の
は
宮
川
寅
雄
「
岡
倉
覚
一
一
一
と
高
橋
健
三
」
、
『
国
華
」
第
八
一
一
一
五

号
（
昭
和
一
一
一
六
年
一
○
月
）
四
三
八
頁
。

（
空
明
治
七
年
、
文
選
工
と
し
て
『
読
売
新
聞
」
に
入
社
し
た
篁
村
は
、
校

正
係
、
記
者
へ
と
出
世
、
新
聞
界
の
転
換
期
に
あ
た
る
明
治
二
○
年
前

後
に
は
、
「
読
売
新
聞
」
の
「
事
実
上
の
編
集
総
務
と
し
て
巧
み
に
か

じ
を
と
り
」
、
社
務
の
か
た
わ
ら
に
自
身
の
小
説
を
次
々
に
連
載
、
ま

た
劇
評
、
書
評
も
書
く
と
い
う
社
の
「
大
黒
柱
的
存
在
」
（
『
読
売
新
聞

百
年
史
』
、
昭
和
五
一
年
、
読
売
新
聞
社
）
と
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ

る
。
明
治
二
二
年
一
一
月
に
は
「
国
民
之
友
」
「
時
事
」
欄
に
「
篁
村
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※
本
稿
で
扱
う
人
物
は
、
複
数
の
号
を
持
つ
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、

現
在
最
も
代
表
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
単
一
の
号
で
表
記
し
た
。

※
本
稿
に
お
け
る
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
や
句
読
点
、

踊
り
字
を
現
在
通
行
す
る
字
体
に
改
め
た
。
総
振
り
仮
名
ま
た
は
そ
れ
に
近

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
判
断
に
よ
り
適
宜
割
愛
し
、
句
読
点
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
判
断
に
よ
り
必
要
に
応
じ
て
補
っ
た
。

（
た
か
は
し
す
み
こ
・
二
○
○
八
年
度
国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ

ュ
ー
ト
博
士
課
程
修
了
）

宗
」
と
題
し
て
「
言
文
一
致
の
流
行
梢
煩
ん
で
、
篁
村
宗
将
に
弘
布
せ

ら
れ
ん
と
す
、
篁
村
宗
と
は
何
ぞ
や
、
饗
庭
篁
村
先
生
の
文
脈
是
な
り
」

と
い
う
短
評
が
載
り
、
更
に
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
は
二
○
巻
に
も

及
ぶ
著
作
集
『
む
ら
竹
」
（
春
陽
堂
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
日
本
の
出
版
史
上
に
お
け
る
こ
う
し
た
大
規
模
な
個
人
の
著
作
集

は
前
代
未
聞
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
だ
け
で
も
、

当
時
に
お
け
る
篁
村
の
人
気
の
高
さ
は
窺
え
る
だ
ろ
う
。
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