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〈
連
載
〉

俵
徳
堂
物
語
（
三
）

（三）

ー
幕
末
期
の
懐
徳
堂
ー
~

懐
徳
堂
は
享
保
九
年
（
一
七
―
酉
）
大
阪
の
町
人
有
志
に
よ
っ
て
設

立
さ
れ
た
学
校
で
す
。
同
十
一
年
（
一
七
―
―
六
）
、
幕
府
か
ら
土
地
を

与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
諸
税
免
除
の
扱
い
を
う
け
、
半
官
半
民
の

形
を
と
っ
て
、
明
治
二
年
（
一
公
元
）
ま
で
百
四
十
六
年
間
存
続
し

ま
し
た
。
ひ
と
口
に
百
四
十
六
年
間
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け

の
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
学
校
は
、
明
治
以
後
の
近
代
学
校

制
度
の
中
に
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
し
、
江
戸
時
代
に
お
い

て
も
、
ご
く
わ
ず
か
の
藩
学
を
の
ぞ
け
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
林
家
の
聖
堂
と
い
え
ど
も
一
時
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の

を
、
幕
府
直
営
の
昌
平
校
と
な
る
こ
と
で
存
続
し
え
た
の
で
す
。

ま
し
て
懐
徳
堂
は
民
間
有
志
の
経
営
に
よ
っ
て
存
続
し
た
も
の
で

す
。
そ
こ
に
は
運
営
者
た
ち
の
は
か
り
知
れ
な
い
苦
心
と
受
業
生

た
ち
の
熱
意
が
注
ぎ
こ
ま
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
懐
徳
堂
も
明
治
二
年
、
つ
い
に
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
立
ち

懐

徳

堂

物

語

五

至
り
ま
す
。
実
は
、
こ
の
連
載
の
第
一
回
目
、
加
地
先
生
は
廃
校

の
原
因
を
探
る
こ
と
か
ら
お
は
じ
め
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
そ

れ
を
う
け
て
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
幕
末
期
懐
徳
堂
の

問
題
点
に
つ
い
て
ふ
れ
な
が
ら
、
廃
校
の
経
緯
と
理
由
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
き
に
先
生
は
、
廃
校
の
原
因
を

H
洋
学
流
行
に
よ
っ
て
漠
学

塾
が
打
撃
を
う
け
、
生
徒
が
減
少
し
た
た
め
と
い
う
の
は
当
ら
な

い
こ
と
、

□多
く
の
寺
子
屋
・
私
塾
が
廃
減
す
る
の
は
明
治
五
年

の
学
制
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
懐
徳
堂
の
閉
鎖
は
明
治
二
年
で
あ

り
、
そ
れ
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。

私
も
そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
幕
末
の
大
阪
に
限
っ
て

も
、
篠
崎
小
竹
の
梅
花
社
、
藤
沢
東
咳
の
泊
園
書
院
、
広
瀬
旭
荘

(-) 

山

中

浩

之



の
九
桂
草
堂
な
ど
多
く
の
門
弟
を
擁
し
、
活
発
な
活
動
を
つ
づ
け

て
い
た
漠
学
塾
が
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
塾
は
必
ず
し

も
洋
学
塾
と
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
緒
方
洪
庵
の
適
塾
な
ど
と

は
盛
ん
に
門
弟
の
交
流
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
漠
学
塾
は
こ
の

当
時
、
洋
学
の
盛
行
と
そ
れ
ほ
ど
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し

ろ
相
補
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
懐
徳
堂
も

漠
学
中
心
の
学
校
だ
か
ら
と
い
っ
て
衰
え
る
理
由
は
少
し
も
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。

た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
、

ど
に
く
ら
べ
る
と
、

さ
き
の
梅
花
社
、
泊
園
、
旭
荘
塾
な

幕
末
期
に
お
け
る
懐
徳
堂
は
、
や
や
そ
れ
ら

の
影
に
隠
れ
て
、
そ
の
活
動
が
表
面
に
見
え
に
く
い
の
も
確
か
で

す
。
当
時
の
諸
家
の
文
章
や
記
録
に
、
そ
れ
以
前
と
く
ら
べ
る

と
、
懐
徳
堂
の
こ
と
が
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
な

ぜ
で
し
よ
う
か
。
懐
徳
堂
が
衰
退
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

竹
山
•
履
軒
時
代
の
懐
徳
堂
は
、
他
の
多
く
の
学
者
た
ち
と
の

交
流
研
鑽
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
学
問
思
想
の
展
開
を
行
な

い
、
そ
れ
が
ま
た
教
育
活
動
を
尊
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
後
を
う
け
て
懐
徳
堂
を
に
な
っ
た
の
は
中
井
碩
果
（
七
郎
）
で

し
た
。
碩
果
は
自
分
が
懐
徳
堂
を
に
な
う
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ

て
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
彼
に
は
蕉

園
と
い
う
非
常
な
才
能
あ
る
兄
が
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
蕉
園
は

俵
徳
堂
物
語
（
三
）

し
か
し
享
和
三
年
（
一
八
01
―
-
）
、
三
十
六
歳
で
な
く
な
り
ま
し
た
。

父
竹
山
も
そ
の
翌
年
に
な
く
な
り
ま
す
。
七
郎
に
と
っ
て
、
こ
の

二
人
の
相
つ
ぐ
死
は
思
い
が
け
な
い
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
七

郎
は
文
化
元
年
（
一
〈
0

四
）
か
ら
、
天
保
十
一
年
（
一
盆
0
)

歿
す
る

ま
で
、
四
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
懐
徳
堂
を
預
か
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
長
い
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
活
動

を
う
か
が
う
資
料
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
懐
徳
堂
の
歴
史
の

中
で
‘
―
つ
の
空
白
状
態
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。

竹
山
歿
後
、
尾
籐
二
洲
が
頼
家
に
あ
て
た
書
箇
の
中
で
「
七
郎

大
舞
台
、
庫
翌
マ
リ
申
す
べ
く
候
。
此
方
ヘ
ハ
絶
テ
便
モ
こ
れ
な

＜
候
」
と
い
い
、
頼
春
水
も
七
郎
に
対
し
「
足
下
御
文
通
御
好
み

成
さ
れ
ず
候
」
と
、
や
や
気
が
か
り
な
様
子
で
の
べ
て
い
ま
す
。

実
際
、
碩
果
に
は
他
の
学
者
と
の
交
流
を
避
け
る
か
の
よ
う
な
消

極
的
な
姿
勢
が
み
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
学
芸
界
の
中
に
彼
の

名
を
み
る
こ
と
も
ま
れ
で
す
。

た
だ
七
郎
の
妻
お
て
い
は
、
頼
山
陽
の
母
梅
題
と
従
妹
で
あ

り
、
頼
家
と
は
親
縁
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
七
郎
と
山

陽
と
の
間
に
は
交
友
関
係
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
八

年
、
頼
山
陽
は
備
後
神
辺
の
菅
茶
山
の
熱
を
出
奔
し
て
、
大
阪
へ

や
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
こ
で
頼
っ
た
の
は
篠
崎
小
竹
で
し
た
。
そ

＇ /‘ 



懐
徳
堂
物
語
（
三
）

の
と
き
は
中
井
履
軒
が
ま
だ
健
在
で
、
山
陽
の
行
跡
に
つ
い
て
厳

し
く
叱
責
し
て
い
た
の
で
、
懐
徳
堂
を
敬
遠
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
後
、
山
陽
が
京
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
も
、
懐
徳
堂
と
山
陽
と
の
交
渉
は
、
文
政
七
年
（
一
〈
―
―
四
）
九

月
、
母
梅
闊
に
同
行
し
て
懐
徳
堂
に
来
、
「
竹
山
先
生
遣
稿
」
を

み
た
と
、
『
梅
醍
日
記
』
に
記
す
以
外
、
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

最
も
親
し
い
と
み
ら
れ
る
頼
家
と
の
関
係
に
お
い
て
も
こ
う
な

の
で
す
。
碩
果
時
代
に
顕
著
な
の
は
、
交
友
の
狭
少
化
と
い
う
こ

と
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
懐
徳
堂
の
学
芸
界
に
お
け
る

表
面
的
な
活
動
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
こ
と

は
必
ず
し
も
懐
徳
堂
の
衰
退
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
は
碩
果
の
時
代
に
お
い
て
、
最
も
経
済
的
に
は
幾
か
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
（
『
懐
徳
堂
考
』
そ
の
他
）
。
そ
れ
は

ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
学
芸
界
で
は
な
ば
な
し
く
活
躍
す
る
学

者
た
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。

私
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
安
定
し
た
経
営
を

成
立
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
碩
果
が

ひ
き
つ
い
だ
懐
徳
堂
に
は
、
竹
山
、
履
軒
の
の
こ
し
た
遣
産
、

ー
懐
徳
堂
と
い
う
学
校
の
著
名
度
と
多
く
の
門
人
ー
が
あ
り
ま
し

た
。
碩
果
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
で

七

す
。
そ
う
し
て
そ
の
門
人
を
こ
と
さ
ら
拡
大
す
る
よ
う
な
活
動
は

せ
ず
、
そ
れ
ら
門
人
と
懐
徳
堂
と
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
親
密
に

し
、
か
れ
ら
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
徳

堂
の
安
定
維
持
を
図
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
外
へ
の

広
が
り
を
お
さ
え
て
、
懐
徳
堂
内
部
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
こ
と

が
、
碩
果
の
経
営
方
針
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ

れ
は
た
し
か
に
二
回
で
は
消
極
的
、
閉
鎖
的
な
形
で
あ
り
ま
し
た

が
、
ま
た
経
営
安
定
の
た
め
の
―
つ
の
選
択
で
も
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
内
で
の
親
密
さ
を
増
し
は
し
ま

し
た
が
、
反
面
、
教
育
面
で
の
厳
し
さ
を
薄
め
る
こ
と
に
も
な
っ

た
よ
う
で
す
。
『
懐
徳
堂
夜
話
』
と
い
う
碩
果
の
授
業
を
受
け
た

人
の
筆
記
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
み
ま
す
と
夜
講
の
あ

と
、
た
い
て
い
雑
談
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
雑
談
が
い
け
な
い
と

い
う
の
で
は
な
く
、
師
の
方
も
学
生
の
方
も
、
む
し
ろ
雑
談
が
主

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
書
生

た
ち
の
生
活
態
度
の
悪
さ
が
目
立
ち
ま
す
。
書
生
た
ち
が
、
煙

草
盆
や
行
灯
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
も
、
師
の
碩
果
が
叱
り
も
せ

ず
、
書
生
た
ち
が
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
の
を
見
過
ご
し
て
い
る

よ
う
な
様
子
で
、
師
の
放
任
と
書
生
の
乱
れ
に
、
こ
の
筆
記
者
自

身

で

さ

え

腹

を

立

て

て

い

る

ほ

ど

で

す

。

、

内
部
的
な
親
密
さ
を
強
め
て
、
外
か
ら
の
刺
激
を
薄
め
て
し
ま



碩
果
は
天
保
十
一
年
（
一
〈
四
0
)

二
十
四
日
病
歿
し
ま
し
た

が
、
碩
果
に
は
男
子
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
を
う
け
て

教
授
と
な
っ
た
の
は
並
河
寒
泉
で
し
た
。
寒
泉
四
十
四
歳
の
と
き

で
す
。
寒
泉
は
森
小
路
に
塾
を
開
い
た
天
保
三
年
か
ら
明
治
十
二

年
歿
す
る
ま
で
、
四
十
七
年
間
に
わ
た
る
膨
大
な
日
記
を
書
き
の

こ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
居
諸
録
』
と
題
さ
れ
て
一
部
欠
落
が

あ
る
も
の
の
、
五
十
七
冊
が
現
在
、
天
理
図
書
館
に
貴
重
書
と
し

て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
反
古
紙
や
祝
儀
の

包
み
紙
な
ど
を
も
利
用
し
、
大
き
さ
も
不
揃
い
の
紙
を
用
い
て
綴

り
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
、
質
素
で
几
帳
面
な
寒
泉
の
人
柄
を
そ
の

ま
ま
み
る
よ
う
な
日
記
と
い
え
ま
す
。
そ
の
膨
大
な
日
記
の
一
部

し
か
見
る
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
少
し
寒
泉
時

代
の
懐
徳
堂
に
つ
い
て
の
べ
、
そ
の
廃
校
の
理
由
に
説
き
及
び
た

口

っ
た
碩
果
時
代
の
懐
徳
堂
で
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
態
度
の
放
任

と
授
業
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
結
果
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
保
守
化
す
る
こ
と
で
安
定
経
営
を
め
ざ
そ
う
と
し
な

が
ら
、
内
で
の
緊
密
度
を
弛
緩
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
は

碩
果
時
代
に
お
け
る
懐
徳
堂
の
変
質
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す。

懐
徳
堂
物
語
（
三
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い
と
思
い
ま
す
。

寒
泉
は
碩
果
死
後
、
一
時
途
絶
え
た
日
記
を
、
そ
の
翌
天
保
十

二
年
六
月
か
ら
あ
ら
た
め
て
書
き
出
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず

注
目
さ
れ
る
の
は
、
非
常
に
規
則
正
し
い
講
業
の
営
み
で
す
。
一

の
日
〔
升
堂
教
授
〕
二
の
日
〔
升
堂
教
授
・
夜
講
近
思
録
〕
三
の

日
〔
升
堂
教
授
、
夕
五
代
史
会
読
〕
四
の
日
〔
升
堂
教
授
・
タ
講

易
〕
五
の
日
〔
休
日
、
午
後
記
事
会
〕
六
の
日
〔
升
堂
教
授
〕
七

の
日
〔
升
堂
教
授
、
夕
講
近
思
録
〕
八
の
日
〔
升
堂
教
授
、
夕
五

代
史
会
読
〕
九
の
日
〔
升
堂
教
授
、
夜
諧
易
〕
十
の
日
〔
休
日
、

午
後
文
会
ま
た
は
詩
会
〕

ニ
・
七
•
四
・
九
の
夜
講
は
、
懐
徳
堂
設
立
以
来
の
伝
統
と
な

っ
て
い
る
公
開
講
義
で
す
が
、
そ
れ
が
規
則
正
し
く
寒
泉
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
夜
講
は
玄
関
か
ら
諧
堂
ま
で
襖
を

は
ず
し
て
三
室
ぶ
っ
と
お
し
に
し
、
諧
堂
に
は
燭
台
が
め
ぐ
ら
さ

れ
、
そ
の
あ
か
り
の
中
で
多
勢
が
聴
諧
す
る
さ
ま
は
、
一
種
壮
観

を
呈
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
夜
講
を
基
本
に
、
午
前
中
は
「
升

堂
教
授
」
す
な
わ
ち
講
堂
で
素
読
を
中
心
と
し
た
年
少
子
弟
へ
の

教
授
が
毎
日
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
三
の
日
と
八
の
日
の

タ
は
会
読
を
行
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
学
問
専
攻

の
寄
宿
生
と
通
学
書
生
と
を
対
象
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
五
と
十
の
日
は
休
日
で
す
が
、
そ
の
午
後
に
行
わ
れ
た
記

八
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事
会
・
文
会
・
詩
会
も
そ
の
人
々
の
た
め
に
行
わ
れ
た
詩
文
練
習

の
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
寒
泉
は
教
授
と
な
っ
て
か
ら
、
ま
ず
講
習
の
立
匝

し
に
つ
と
め
た
の
で
し
た
。
こ
の
講
習
は
連
日
た
ゆ
み
な
く
行
わ

れ
、
廃
校
に
至
る
ま
で
厳
格
に
変
わ
る
こ
と
な
く
持
続
さ
れ
て
い

ま
す
。
世
情
多
難
の
幕
末
に
あ
っ
て
、
た
と
え
世
間
に
何
が
あ
ろ

う
と
、
こ
の
講
習
日
だ
け
は
動
か
さ
れ
ま
い
と
い
う
意
地
に
も
似

た
堅
固
さ
で
、
孜
々
と
し
た
営
み
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
頑
固
さ
は
か
え
っ
て
人
の
心
を
う
つ
も
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
ゆ
み
の
な
い
講
業
に
よ
っ
て
こ
そ
、
懐
徳
堂
が
支
え

ら
れ
つ
づ
け
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

寒
泉
が
懐
徳
堂
の
基
盤
再
確
立
の
た
め
に
行
な
っ
た
こ
と
の
一

つ
は
、
こ
の
よ
う
な
諧
業
の
充
実
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
彼
が

も
う
一
っ
積
極
的
に
行
な
っ
た
も
の
に
出
諧
が
あ
り
ま
し
た
。
す

な
わ
ち
人
の
依
頼
を
う
け
て
、
懐
徳
堂
か
ら
出
張
し
て
行
な
う
諧

義
で
す
。
そ
の
出
講
先
で
当
初
か
ら
最
も
恒
常
的
で
重
要
な
位
置

を
占
め
る
の
は
、
乎
瀬
家
で
す
。
平
瀬
家
と
は
梶
木
町
で
両
替
商

を
営
む
千
草
屋
の
こ
と
で
、
当
時
の
長
者
番
付
の
上
位
に
名
を
列

ね
る
ほ
ど
の
富
商
で
し
た
。
こ
の
千
草
屋
こ
そ
、
幕
末
期
に
お
い

九

て
最
も
懐
徳
堂
を
経
済
的
に
支
え
た
商
家
で
あ
っ
た
の
で
す
。
明

治
期
に
お
い
て
大
阪
財
界
の
文
人
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
平
瀬
露

香
必
羽
は
、
も
と
亀
之
輔
と
い
い
、
当
時
の
懐
徳
堂
の
門
下
生
で
し

こ。t
 商

家
へ
の
出
講
は
こ
の
平
瀬
家
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
他

の
主
な
出
講
先
は
ど
こ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
町
奉
行
や

蔵
屋
敷
関
係
な
ど
の
武
士
役
人
層
で
す
。
た
と
え
ば
大
阪
東
町
奉

行
役
人
、
朝
岡
氏
・
田
中
氏
や
、
柳
川
藩
邸
が
早
く
か
ら
み
ら

れ
、
そ
の
後
、
代
官
竹
垣
三
右
衛
門
、
京
橋
口
定
番
米
倉
丹
後

守
、
高
崎
藩
留
守
居
新
家
氏
、
代
官
設
楽
八
三
郎
、
玉
造
口
定
番

酒
井
右
京
亮
、
東
町
奉
行
佐
々
木
駿
河
守
等
々
が
、
み
ら
れ
ま

す
。
そ
う
い
う
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
一
人
は
、
天
保
十
二
年

（
一
公
一
）
八
月
八
日
に
寒
泉
に
講
業
を
依
頼
し
た
内
山
彦
次
郎
で

し
ょ
う
。
内
山
彦
次
郎
は
西
町
奉
行
配
下
の
与
力
で
、
天
保
八
年

の
大
塩
の
乱
の
さ
い
、
一
た
ん
隠
れ
た
大
塩
を
探
知
し
て
捕
縛
に

向
い
、
自
減
に
追
い
こ
ん
だ
と
い
う
事
績
を
も
つ
人
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
諸
物
価
引
下
げ
の
す
ぐ
れ

た
経
済
政
策
を
立
案
し
、
幕
府
の
天
保
改
革
に
も
影
響
を
与
え
た

ほ
ど
の
有
能
な
実
務
家
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
西
町
奉
行

は
何
度
も
交
代
し
ま
し
た
が
、
つ
ね
に
そ
の
下
に
い
て
実
務
を
取

り
し
き
っ
た
の
は
こ
の
人
で
あ
り
、
内
山
あ
っ
て
の
西
町
奉
行
と



い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
実
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の

人
が
、
天
保
十
二
年
八
月
八
日
、
寒
泉
に
孟
子
の
出
張
講
義
を
頼

ん
だ
の
で
す
。
そ
の
後
、
阿
部
遠
江
守
や
永
井
能
登
守
、
久
須
美

佐
渡
守
な
ど
の
代
々
の
西
町
奉
行
就
任
者
た
ち
が
懐
徳
堂
へ
つ
ぎ

つ
ぎ
と
出
講
を
依
頼
し
て
く
る
の
も
こ
の
内
山
の
周
旋
に
よ
っ
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
安
政
一
一
一
年
の
久
須
美
氏
の
恢
徳
堂
来

駕
も
こ
の
内
山
彦
次
郎
の
周
旋
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
内
山
自
身

も
ず
っ
と
寒
泉
の
出
講
を
迎
え
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
内
山
と
並
ん
で
も
う
一
人
、
注
意
す
べ
き
人
物
が
懐
徳
堂

と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
と
は
、
坂
本
絃
之
助
で

す
。
こ
の
人
も
内
山
と
同
じ
く
大
塩
の
乱
に
お
い
て
名
を
あ
げ
た

人
で
、
大
塩
側
の
大
砲
方
梅
田
源
左
衛
門
を
狙
撃
し
、
乱
勢
を
壊

滅
さ
せ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
功
に
よ
っ
て

玉
造
口
定
番
与
力
と
し
て
桃
谷
に
邸
を
与
え
ら
れ
、
砲
術
を
教
授

し
ま
し
た
。
彼
は
も
と
も
と
荻
野
流
砲
術
の
大
家
、
坂
本
天
山
の

子
で
、
与
力
と
し
て
大
塩
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
り
、
そ
の
人
柄

を
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
書
き
の
こ
し
た
大
塩
の
乱
の

記
録
『
咬
莱
秘
記
』
は
、
乱
の
実
況
を
最
も
正
確
に
伝
え
る
も
の

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
吉
田
松
陰
が
嘉
永

六
年
、
大
阪
へ
き
た
と
き
、
最
初
に
訪
ね
て
、
歓
談
し
た
の
も
こ

の
絃
之
助
で
し
た
。

恢
徳
堂
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こ
の
坂
本
絃
之
助
と
は
、
碩
果
が
大
塩
の
乱
の
さ
い
の
功
績
を

讃
え
て
詩
を
贈
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
以
前
か
ら
交
際
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
天
保
十
三
年
正
月
、
こ
の
絃
之
助
が
関
東
か
ら
大
坂

の
警
備
に
き
た
武
士
た
ち
九
人
を
懐
徳
堂
に
入
門
さ
せ
、
竹
山
の

『
逸
史
』
の
出
講
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
絃
之
助
自
身
は
関
東
の

士
た
ち
が
帰
っ
て
か
ら
も
、
恢
徳
堂
に
は
し
ば
し
ば
来
て
お
り
、

と
く
に
履
軒
の
『
弊
掃
』
を
読
ん
で
い
る
記
事
が
散
見
し
ま
す
。

元
治
元
年
、
彼
が
歿
し
た
と
き
、
そ
の
篠
碑
は
寒
泉
が
撰
書
し
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ほ
ど
に
交
友
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
二
人
は
と
も
に
大
塩
の
乱
鎮
圧
に
功
を
立
て
た
人
で
、
判
官

贔
贋
の
強
い
人
々
の
間
で
は
悪
役
扱
い
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
善
者

悪
者
の
人
間
観
で
は
歴
史
は
貧
困
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
か
れ

ら
は
た
と
え
ば
、
器
府
の
開
明
派
官
僚
川
路
聖
設
に
頬
し
た
実

務
家
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
こ
う
い
う
当

時
、
著
名
な
、
し
か
も
武
士
層
に
影
響
力
あ
る
二
人
と
関
係
を
も

っ
た
こ
と
は
、
懐
徳
堂
に
と
っ
て
大
き
な
強
み
と
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

寒
泉
時
代
の
懐
徳
堂
は
、
こ
の
よ
う
な
町
奉
行
役
人
層
や
定
番

勤
務
の
武
士
た
ち
を
門
下
知
友
の
大
き
な
支
え
と
し
て
い
っ
た
の

で
す
。
碩
果
時
代
の
内
部
的
つ
な
が
り
に
頼
る
門
人
層
の
維
持
で

は
先
細
り
弱
体
化
は
目
に
み
え
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
門
人
層

1
0
 



懐
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の
基
盤
を
新
た
に
確
立
し
な
お
す
こ
と
は
寒
泉
に
と
っ
て
の
課
題

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
武
士
層
と
の
交
流
確
保

へ
と
方
向
づ
け
た
の
は
寒
泉
に
お
け
る
―
つ
の
選
択
で
あ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
が
当
時
に
お
い
て
最
も
現
実
的
で
安
定
し
た
方
向
と

考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
幕
府
の
力
を
背
景
に
も
つ
こ
と
は
、
幕

末
と
い
え
ど
も
、
ま
だ
や
は
り
最
も
現
実
的
な
強
み
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

寒
泉
は
道
徳
家
・
教
育
家
で
あ
り
、
文
人
と
の
交
わ
り
を
嫌
っ

た
た
め
、
当
時
の
学
芸
界
で
の
活
躍
は
目
立
ち
ま
せ
ん
が
、
懐
徳

堂
の
教
育
活
動
は
相
当
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
、
仙
台
藩
の
岡
鹿
門
（
松
本
奎

堂
ら
と
雙
松
岡
と
い
う
褪
を
作
り
、
大
阪
で
尊
攘
運
動
を
画
策
し

た
人
）
が
懐
徳
堂
を
訪
れ
た
と
き
の
記
事
に
「
学
舎
、
生
徒
充

溢
、
日
夕
晰
噸
竹
山
・
股
軒
の
盛
時
を
想
見
す
」
（
『
在
臆
話

記
』
第
三
集
巻
五
）
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
慶
応
二
年
は
最
も
激

動
の
年
で
し
た
が
、
そ
の
年
で
さ
え
十
七
人
の
入
門
者
を
数
え
、

そ
の
内
十
人
以
上
は
武
士
で
、
ま
た
そ
の
内
少
く
と
も
五
人
は
各

藩
の
蔵
屋
敷
役
人
で
あ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
町
人
と

み
ら
れ
る
の
は
四
人
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
武

士
を
主
力
と
し
た
門
人
構
成
を
こ
こ
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
全
体
を
み
た
上
で
な
け
れ
ば
、
は
っ
き
り
い
う
こ
と
は
で
き

そ
れ
で
は
寒
泉
を
中
心
と
し
た
こ
の
運
営
に
よ
っ
て
懐
徳
堂
は

ま
せ
ん
が
、

と
し
て
も
、

国 た
と
え
町
人
が
入
門
者
と
し
て
多
数
を
占
め
て
い
た

武
士
の
門
弟
が
主
軸
で
あ
っ
た
と
い
う
性
格
は
変
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
奉
行
役
人
や
蔵
屋
敷

役
人
ら
が
多
く
入
門
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
般
の
人
々
に

と
っ
て
も
現
実
的
で
安
定
し
た
印
象
を
も
た
せ
た
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
武
士
役
人
層
た
ち
と
一
定
の
つ
な
が
り
を
も
ち
う

る
機
会
と
も
な
り
え
た
わ
け
で
、
そ
の
音
心
味
で
武
士
層
が
主
軸
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
す
。

ま
た
そ
の
過
程
で
、
周
辺
農
村
に
も
門
人
を
獲
得
し
て
い
っ
た

こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
河
内
久
宝
寺
の
稲
垣
菊
堂
や
、

菱
江
村
の
藤
戸
寛
斉
な
ど
は
そ
の
代
表
で
し
ょ
う
。
ま
た
河
内
国

分
村
で
は
柘
植
中
務
や
東
野
哲
二
郎
と
い
う
人
々
が
門
下
に
み
え

ま
す
が
、
実
は
か
れ
ら
は
そ
の
地
域
に
郷
学
立
教
館
を
つ
く
っ
た

中
心
の
人
々
で
、
地
域
住
民
の
生
活
と
一
体
化
し
た
教
育
施
設
を

営
ん
で
い
た
の
で
し
た
。
そ
こ
に
は
恢
徳
堂
の
影
菩
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
そ
の
立
教
館
の
運
営
に
援
助
を
行
な
っ

た
の
が
、
や
は
り
寒
泉
の
出
諧
を
う
け
た
代
官
設
楽
八
三
郎
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
懐
徳
堂
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
ま
す
。



安
定
し
た
経
営
を
保
ち
え
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
否
で
す
。
安

定
化
し
た
よ
う
に
み
ら
れ
ま
す
が
、
堂
の
経
済
状
態
は
決
し
て
十

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
入
門
料
や
授
業
料
は
、
寒
泉
に
学

ぶ
者
は
寒
泉
に
、
桐
園
に
学
ぶ
者
は
桐
園
に
納
め
、
学
校
預
り
人

で
あ
る
桐
園
が
堂
運
営
費
と
二
家
の
生
活
費
を
負
担
し
た
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
（
「
安
政
以
後
の
大
阪
学
校
」
懐
徳
九
号
）
。
お
そ

ら
く
こ
れ
で
は
つ
ね
に
窮
迫
状
態
を
強
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
授
業
料
の
額
は
伝
統
的
に
自
由
な
も
の
で
し
た
が
、

大
体
金
二
朱
（
一
両
の
八
分
の
一
）
と
か
、
金
百
疋
（
一
疋
は
銭

十
文
）
ま
れ
に
二
百
疋
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
年
に
新
年
と
中
元
、
お
よ
び
三
五
九
月
の
節
句
に
納
め
ら

れ
た
と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
寒
泉
の
日
記
で
は
、
入
門
時
以
外

は
、
慢
頭
と
か
餅
と
か
半
紙
と
か
の
物
品
に
よ
る
謝
礼
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。
か
り
に
一
人
の
生
徒
が
お
金
で
一
年
間
納
め
た
と
し

て
、
せ
い
ぜ
い
一
両
弱
、
多
い
者
で
も
一
両
半
程
度
だ
っ
た
で

し
ょ
う
（
安
政
年
間
の
大
阪
貨
幣
相
場
で
銭
一
貫
文
1
1
約
銀
一
〇

匁
、
金
一
両
1
1
約
銀
六

0
匁
）
。
ま
た
仮
り
に
生
徒
総
数
百
人
と

す
る
な
ら
（
明
治
二
年
七
月
十
五
日
の
日
記
に
百
二
生
徒
と
み
え

る
）
、
総
額
で
も
百
両
程
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

篠
崎
小
竹
の
梅
花
社
で
は
、
毎
年
約
四
十
ー
五
十
人
の
入
門
者

を
数
え
、
ま
た
小
竹
自
身
が
潤
筆
料
を
稼
ぐ
な
ど
し
て
嘉
永
頃

恢
徳
堂
物
語
（
三
）

で
年
五
百
両
ほ
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
（
木
崎
好
尚

『
篠
崎
小
竹
』
）
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
懐
徳
堂
の
収
入
は
は
る
か
に

す
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
し
て
公
開
講
義
の
夜
講
が
無
料

に
近
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
負
担
は
よ
り
一
層
大

き
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
幕
末
期
の
諸
物
価
腑
貴
が
さ
ら
に

追
い
打
ち
を
か
け
て
い
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
懐
徳
堂
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
経
営
を
助
成
し
参
画
す

る
人
と
し
て
同
志
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
幕
末
に
お
い
て

も
原
則
と
し
て
毎
月
二
十
五
日
に
同
志
会
が
開
か
れ
て
お
り
、
大

体
十
数
名
の
出
席
が
み
ら
れ
、
『
逸
史
』
な
ど
を
講
読
し
あ
っ
た

の
ち
、
小
宴
を
開
い
て
い
る
様
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
そ
れ
に
は
重
代
の
懐
徳
堂
門
下
で
あ
る
学
者
た
ち
が
約
半
数
を

占
め
、
ほ
か
に
は
平
瀬
氏
、
山
片
氏
な
ど
を
の
ぞ
い
て
あ
ま
り
富

裕
な
商
家
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
一
定
の
助
成
は
な

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
経
営
を
十
分
な
も
の
と
す
る
に
は
程

遠
い
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
几
帳
面
な
寒
泉
の
日
記
に
、

そ
の
種
の
記
載
が
み
ら
れ
な
い
の
も
気
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
預
り
人
の
桐
園
に
任
せ
て
、
自
身
関
知
し
な
か
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
記
載
さ
れ
な
い
の
は
不
審
で
す
。

あ
る
い
は
記
す
ほ
ど
の
助
成
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

天
保
―
―
一
年
（
一
盆
―
-
）
碩
果
時
代
に
六
十
九
名
か
ら
な
る
大
規
模
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な
助
成
義
金
が
募
ら
れ
て
以
後
、
寒
泉
、
桐
園
時
代
に
な
っ
て
確

認
で
き
る
助
成
は
、
安
政
六
年
（
一
盆
も
の
白
山
彦
五
郎
と
平
瀬

宗
十
郎
と
か
ら
の
義
金
貸
付
で
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
白
山
家
銀

二
0
貫
目
、
平
瀬
家
銀
四
五
貫
目
を
借
り
う
け
、
そ
れ
を
ま
た
両

家
に
貸
付
け
て
、
そ
の
利
息
を
受
け
取
る
と
い
う
形
の
も
の
で
、

一
定
の
補
助
に
は
な
り
え
て
も
、
こ
れ
で
急
に
経
営
が
好
転
す
る

と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
年
限
五
年
の
契

約
で
し
た
が
、
五
年
後
の
文
久
三
年
に
な
っ
て
、
今
度
は
平
瀬
家

に
対
し
て
の
み
、
さ
ら
に
も
う
五
年
の
期
限
延
長
を
願
い
出
て
承

諾
を
う
け
て
い
ま
す
。

聯
府
か
ら
は
何
の
手
当
も
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
料
に
依
存
し
て

運
営
し
て
い
く
こ
と
は
、
懐
徳
堂
設
立
以
来
の
主
旨
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
値
上
げ
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
す
。
貧

書
生
で
も
学
べ
る
よ
う
な
配
慮
と
施
設
を
維
持
し
つ
づ
け
る
に

は
、
同
志
の
義
金
に
侯
つ
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
富
裕
な
同

志
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
先
行
き
の
み
え
な
い
世
情
の
中
で
義

金
は
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

懐
徳
堂
は
、
多
く
の
門
人
を
も
ち
え
て
も
、
そ
れ
が
経
営
の
安
定

と
必
し
も
直
接
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
性
格
を
当
初
以
来
も
っ
て

い
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。
そ
こ
に
懐
徳
堂
経
営
の
大
き
な
問
題

点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
時
点
で
と
く
に
あ
ら
わ
に
な

疫
応
一
（
一
〈
六
六
）
正
月
十
七
日
、
寒
泉
の
古
希
の
宴
が
恢
徳

堂
で
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
四
日
後
、
二
十
一
日
は
薩
長
同
盟
が

成
立
し
た
と
き
で
、
揺
府
倒
壊
が
目
前
に
追
り
つ
つ
あ
る
と
き
で

し
た
。
選
ば
れ
た
新
旧
の
恢
徳
堂
関
係
者
合
わ
せ
て
四
十
八
名
の

出
席
を
得
、
竹
山
・
股
軒
等
の
苫
両
を
か
け
並
べ
、
盛
ん
な
宴

が
は
ら
れ
て
、
深
夜
ま
で
興
を
つ
く
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
こ
れ
は
恢
徳
堂
に
と
っ
て
最
後
の
感
興
の
集
い
で
あ

っ
た
の
で
す
。

こ
の
後
、
懐
徳
常
で
は
も
は
や
同
志
の
助
成
金
に
頼
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
恢
徳
堂
で
は
、
こ
の
激
動
の
時
期
に
お
い

て
、
な
ん
と
か
永
続
の
方
策
を
見
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
慶
応
ニ

年
（
一
八
六
六
）
十
二
月
、
か
つ
て
の
寒
泉
の
門
弟
で
、
当
時
、
京
都

か
た
も
り

守
渡
職
の
会
津
藩
主
松
平
容
保
に
従
っ
て
き
て
い
た
医
師
高
橋
順

（
中
川
宮
）

甫
と
い
う
人
か
ら
、
朝
彦
親
王
が
恢
徳
堂
を
再
典
し
た
い
思
召
を

も
た
れ
、
会
津
喘
に
内
命
が
な
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
、
寒
泉
・

桐
園
に
伝
え
ま
し
た
。
寒
泉
は
そ
れ
に
接
し
て
「
是
れ
吾
痒
斯
文

興
起
の
秋
至
る
な
り
、
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
日
品
に
記
し
て

い
ま
す
。
寒
泉
は
す
ぐ
さ
ま
上
京
し
て
協
議
し
ま
し
た
が
、

箇

っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の



と
き
思
い
が
け
な
く
孝
明
天
皇
の
崩
御
と
い
う
事
態
に
当
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
可
能
性
が
あ
っ
た
も
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
企
図
も
そ
の
た
め
立
消
え
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

慶
応
三
年
正
月
、
今
度
は
、
直
接
、
大
坂
町
奉
行
所
に
、
貧
書

生
の
勉
学
を
な
ん
と
か
持
続
さ
せ
る
た
め
の
援
助
を
願
い
出
ま
し

た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
時
期
に
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
る
筈
は

な
か
っ
た
の
で
す
。
取
り
つ
く
し
ま
も
な
く
一
蹴
さ
れ
て
、
桐
園

は
「
憮
然
と
し
て
退
く
」
よ
り
外
な
か
っ
た
の
で
す
。

時
こ
こ
に
至
っ
て
、
な
お
幕
府
に
願
い
出
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
、
懐
徳
堂
の
存
在
そ
の
も
の
が
抱
え
こ
ん
で
し
ま
っ
て

い
た
矛
盾
悲
劇
が
あ
り
ま
し
た
。
懐
徳
堂
は
、
諸
役
免
許
と
い
う

だ
け
で
、
当
時
な
ん
の
援
助
も
う
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
こ
と
自
体
が
懐
徳
堂
の
存
在
を
位
置
づ
け
て
い
た
以
上
、
幕

府
倒
壊
を
目
前
に
し
な
が
ら
も
幕
府
と
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と

は
懐
徳
堂
に
は
で
き
ず
、
こ
こ
に
至
っ
て
な
お
頼
る
と
こ
ろ
は
幕

府
し
か
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は
懐
徳
堂
が
官
許
と
な
っ
た

と
き
以
来
、
ひ
そ
か
に
抱
え
こ
ん
で
い
た
最
大
の
デ
ィ
レ
ン
マ
で

あ
っ
た
の
で
す
。
幕
末
期
に
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
よ
り
深
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
と

き
そ
れ
が
は
じ
め
て
鋭
く
意
識
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ

徳
堂
物
語
(
-
―
-
)

は
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
ま
し
た
。

幕
府
倒
壊
を
経
て
、
新
政
府
と
な
っ
た
疫
応
四
年
三
月
、
大
阪

の
管
朝
局
で
あ
っ
た
大
阪
裁
判
所
よ
り
寒
泉
・
桐
園
宛
に
出
頭
の

命
が
あ
り
ま
し
た
。
不
安
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
は
意
外
に
も
学
校
の
こ

と
は
「
ま
さ
に
旧
典
に
従
う
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で

す
。
廃
校
を
言
い
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
は
当
然

あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
寒
泉
た
ち
は
、
存
続
の
望
み
が

あ
り
う
る
こ
と
を
喜
ん
だ
の
で
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
束
の
間
の

望
み
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
政
府
の
方
針
が
ま
だ
そ
の
と
き

は
未
決
定
で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
翌
明
治
二
年
一
月
に
至
り
、
次
の
よ
う
な
新
政
府
の
布

令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
「
旧
幕
府
ョ
リ
苗
字
帯
刀
差
免
シ
、
或
者

．．．． 

扶
持
遣
シ
、
諸
役
免
除
等
申
附
候
儀
、
一
切
廃
止
被
仰
出
候
事
」

（
傍
点
筆
者
、
『
大
阪
府
令
集
』
一
）
。
そ
し
て
同
年
九
月
五
日
、

再
び
裁
判
所
か
ら
懐
徳
堂
へ
召
喚
状
が
き
ま
し
た
。
桐
園
が
出
頭

し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
書
堂
、
除
税

を
以
て
年
を
経
、
以
て
今
に
至
る
。
自
今
ま
さ
に
出
税
す
べ
し
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
す
な
わ
ち
旧
幕
府
が
許
し
た
除
地
諸
役
免

許
と
い
う
特
権
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
直
接
に
廃
校
を
意
味
し
ま
せ
ん
が
、
懐
徳
堂
の
経
営
状
態
に

一四



懐
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と
っ
て
そ
れ
は
廃
校
の
申
し
渡
し
と
同
じ
意
味
を
も
ち
ま
し
た
。

税
を
負
担
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
堂
を
売
却
す
る
し
か
な
い
こ
と
を

意
味
し
た
か
ら
で
す
。
寒
泉
は
こ
の
報
に
接
し
て
「
翁
こ
れ
を
聞

き
、
覚
え
ず
涙
下
る
、
須
奥
、
言
を
出
だ
す
こ
と
能
は
ず
」
と
記

し
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
懐
徳
堂
は
、
門
人
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
で
も
な

く
、
ま
た
旧
制
度
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
な
く
、
ま
さ

に
旧
幕
府
か
ら
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
一
施
設
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
形
に
お
い

て
廃
絶
に
立
ち
至
っ
た
の
で
す
。
懐
徳
堂
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ

た
の
に
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
武
士
層
と
の
接
近
関
係
が
一
定
の

影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

寒
泉
に
よ
る
武
士
役
人
層
を
中
心
と
し
た
門
人
層
再
確
立
は
、

皮
肉
に
も
、
か
え
っ
て
明
治
新
政
下
に
お
け
る
廃
校
を
速
か
な
ら

し
め
た
と
い
え
ま
す
。

九
月
二
十
日
、
裁
判
所
か
ら
も
う
一
度
よ
び
出
し
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
氏
を
廃
し
、
屋
号
を
名
の
る
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
屈
屏
的
な
命
令
も
や
む
を
え
ず
の
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
懐
徳
堂
の
あ
る
尼
ケ
崎
町
壱
丁
目
水
帳
に
は
貼
紙
が
さ

れ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
学
文
所
御
廃
止
自
今
如
此
二
成

一五

中
井
屋

修
二
⑱

明
治
二
巳
年
九
月
廿
八
日
」

す
な
わ
ち
明
治
二
年
九
月
二
十
八
日
、
懐
徳
堂
は
学
問
所
と
し

て
は
閉
鎖
さ
れ
た
の
で
し
た
。
十
月
に
は
本
荘
村
に
新
た
な
舎
屋

を
買
い
、
懐
徳
堂
は
油
掛
町
に
住
む
天
満
屋
（
安
田
）
広
介
な
る

人
に
売
却
さ
れ
ま
し
た
。
寒
泉
た
ち
が
堂
舎
を
去
っ
た
の
は
冬
も

十
二
月
、
「
百
余
り
四
十
路
四
と
せ
の
ふ
み
の
宿
け
ふ
を
限
り
と

見
か
へ
り
て
出
づ
」
の
歌
を
門
に
貼
り
つ
け
て
立
去
っ
た
の
で
し

こ。t
 し

か
し
懐
徳
堂
は
、
明
治
の
末
に
再
び
興
り
、
そ
し
て
今
ま
た

三
た
び
興
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
必
ず
こ
の
廃
校
の

事
情
を
一
つ
の
教
訓
と
し
て
、
大
阪
に
生
活
す
る
人
々
と
と
も
に

歩
む
新
た
な
道
を
開
き
つ
つ
あ
る
と
確
信
し
ま
す
。

（
付
記
、
本
稿
は
昭
和
五
十
九
年
三
月
二
十
五
日
、
誓
願
寺
に
お
け

る
第
一
回
懐
徳
忌
に
お
い
て
お
話
し
た
こ
と
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の

で
す
）

（
大
谷
女
子
大
学
講
師
）




