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両
名
の
暗
殺
に
関
す
る
従
来
の
見
解
と
し
て
は
、
十
五
日
夜
九
時
す
ぎ
幕
府
見
廻
組
の
手
に
よ
り
暗
殺
さ
れ
、
龍
馬
は
即
死
で
あ
り
、

中
岡
は
二
日
後
の
十
七
日
に
絶
命
し
た
の
で
あ
る
が
、
暗
殺
者
は
、
見
廻
組
の
一
人
で
あ
る
今
井
信
郎
で
あ
り
、
そ
の
供
述
書
が
明
治
期

に
公
に
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
乎
尾
道
雄
『
龍
馬
の
す
べ
て
』
）
。
し
か
し
、
そ
の
供
述
書
に
お
い
て
も
、
誰
が
暗
殺
を
指

『
土
佐
史
談
』
に
の
せ
ら
れ
た
西
尾
秋
風
氏
の
「
淡
海
椀
堂
と
土
佐
稲
荷
の
謎
ー
坂
本
竜
馬
暗
殺
秘
帖
ー
」
と
い
う
注
目
す
べ

き
論
文
に
よ
れ
ば
、
龍
馬
が
暗
殺
さ
れ
た
近
江
屋
に
近
接
（
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
し
た
と
こ
ろ
に
士
佐
稲
荷
と
俗
称
さ
れ
た
岬
神
社
が
あ
り
、

こ
れ
は
土
佐
藩
邸
の
一
角
で
あ
る
が
、
土
佐
稲
荷
参
詣
者
の
た
め
に
通
行
を
許
可
し
て
い
た
と
い
う
。
西
尾
秋
風
氏
は
「
幕
府
役
人
も
手

「
一
般
町
民
が
自
由
に
出
入
で
き
る
場
所
が
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
は
、
全
く
意

外
な
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
に
暗
殺
集
団
が
集
結
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
を
示
唆

「
幕
府
役
人
も
手
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
れ
ば
、
暗
殺
集
団
（
見
廻
組
）
の
集
結
を
も
、
土
佐
稲
荷
の
参
詣
者
と
し

て
黙
認
す
る
と
い
う
土
佐
藩
そ
の
も
の
の
立
場
、
少
く
と
も
暗
殺
を
厳
戒
す
る
と
い
う
立
場
を
と
ら
な
か
っ
た
立
場
を
明
示
す
る
も
の
が

龍
馬
の
暗
殺
に
対
し
て
土
佐
藩
の
態
度
は
極
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
最
近
公
刊
さ
れ
た
『
山
内
家
史
料
』
に
「
然
二
此
者

両
人
と
も
近
頃
之
情
勢
二
付
寛
大
之
意
を
以
黙
許
せ
し
と
雖
と
も
元
御
国
脱
走
之
事
故
未
御
国
之
命
令
を
以
両
人
と
も
復
籍
の
事
二
も
相

成
ず
其
儘
二
致
し
有
之
故
表
向
不
関
係
侯
事
」
と
記
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
土
佐
藩
の
態
度
が
冷
淡
で
あ
る
と
い
う
こ

坂
本
龍
馬
の
死

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
る
。

を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
大
名
屋
敷
の
一
部
に
、

最
近
、

令
し
た
か
と
い
う
最
も
重
要
な
点
は
、
不
明
で
あ
る
。

一
、
慶
応
一
ー
一
年
十
一
月
十
五
日
、
坂
本
龍
馬
、
中
岡
慎
太
郎
の
暗
殺



一
六
日
）
に
は
、

尾
佐
竹
猛
氏
は
、

い
う
理
由
づ
け
と
し
て
、
脱
藩
の
士
と
い
う
こ
と
を
も
ち
だ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

い
う
破
格
の
抜
擢
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
岩
倉
公
実
記
』

こ
も
＇ 

と
に
つ
い
て
は
、
西
郷
隆
盛
が
す
で
に
批
判
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
脱
藩
の
士
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
龍
馬
は
す
で
に
勝
海
舟
の
尽
力

に
よ
り
脱
藩
の
罪
を
赦
免
す
る
指
示
を
山
内
容
堂
か
ら
得
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
年
す
な
わ
ち
慶
応
三
年
の
九
月
、
す
な
わ
ち
龍
馬
が
最

「
船
中
八
策
」
に
対
す
る
ア
イ
デ
ア
料
と
し
て
藩
主
よ
り
五
十
両
を
拝
領
し
て
お
り
、
海
援
隊
陸
援
隊
が
藩

の
軍
に
準
ず
る
軍
事
集
団
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
脱
藩
の
士
で
あ
る
と
い
う
き
め
つ
け
は
、
全
く
問

「
表
向
不
関
係
候
事
」
の
方
便
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
龍
馬
の
暗
殺
に
つ
い
て
土
佐
藩
と
し
て
は
関
係
し
た
く
な
い
と

し
か
も
、
暗
殺
の
直
前
の
十
一
月
十
三
日
に
は
、
後
に
の
べ
る
よ
う
に
、
龍
馬
の
「
船
中
八
策
」
を
換
骨
奪
胎
し
て
薩
土
盟
約
、
あ
る

い
は
政
権
返
上
の
建
白
書
に
利
用
し
た
後
藤
象
二
郎
が
、
容
堂
の
深
い
信
任
を
受
け
て
、
知
行
七
百
石
、
御
奉
行
加
役
に
任
命
さ
れ
る
と

龍
馬
の
死
を
最
も
惜
し
ん
だ
人
は
、
岩
倉
具
視
で
あ
る
。
岩
倉
具
視
は
大
久
保
利
通
へ
の
手
紙
に
お
い
て
「
坂
（
本
龍
馬
）
横
死
云
々

る
と
ま
で
「
極
言
」
し
て
い
る
、

題
と
な
ら
な
い
。

後
に
帰
郷
し
た
と
き
に
は
、

関
法
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六
巻
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四
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（
十
一
月
一
九
日
付
）
」

の
手
紙
に
は
「
実
二
自
減
（
幕
府
の
）
ヲ
招
之
表
カ
ト
被
＞
存
申
候
」
と
あ
る
。

と
の
べ
、
ま
た
、

臣
も
実
に
遺
憾
切
歯
之
至
り
、
何
卒
真
先
に
復
讐
し
度
も
の
に
候
。

「
具
視
曰
ク
憶
何
物
ノ
鬼
佐
ヵ
予
ノ
一
臀
ヲ
奪
フ
之
ヲ
哭
シ
テ
慟
ス
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
大
久
保
の
岩
倉
あ
て
の
手
紙
（
十
一
月

「
坂
本
中
岡
異
変
之
儀
二
付
早
々
御
示
論
被
二
為
下
一
実
不
丘
竺
遺
憾
1

次
第
奉
＞
存
候
」
と
あ
り
、
更
に
十
一
月
十
九
日

の
で
あ
る
。
自
減
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
暗
殺
者
を
幕
府
側
の
も
の
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
自
減
を
招
く
あ
ら
わ
れ
で
あ

と
さ
れ
る
（
『
明
治
維
新
』
下
巻
ノ
ニ
）
。
注
意
す
べ
き
は
、
幕
府
の
自
減
を
ま
ね
く
も
の
と
す
る
龍
馬

暗
殺
に
関
す
る
大
久
保
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
薩
摩
藩
側
か
ら
は
、
こ
の
時
期
、
土
佐
藩
を
含
め
て
龍
馬
自
身
を
幕
府
側
の
人
と
み
て
い
た

四
一
八

（
八
六
0
)



合
さ
れ
る
も
の
と
も
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
一
九

（
八
六
一
）

回
避
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
龍
馬
の
主
張
は
、

要
す
る
に
過
去
の
犯
罪
と
い
う
も
の
は
上
天
子
よ
り
下
庶
民
に
至
る
ま
で
一
切
問
わ
な
い
。
上
天
子
に
も
道
義
的
責
任
が
あ
り
、
そ
れ
を

理
由
と
し
て
、

「
天
下
一
新
策
密
奏
書
」
と
い
う
政
策
立
案
書
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

能
う
限
り
武
闘
を
の
り
こ
え
て
、
統
一
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
切
の

「
公
乎
論
」
に
も
と
づ
い
て
、
統
一
国
家
を
形
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
岩
倉
は
武
闘
に
よ
っ
て
後
年
の
い
わ
ゆ
る

（
明
治
八
年
の
岩
倉
の
「
聖
徳
二
関
ス
ル
上
書
」
に
は
「
其
英
雄
豪
傑
卜
申
候
ハ

坂
本
龍
馬
も
武
闘
を
回
避
す
る
、
武
闘
を
克
服
し
て
近
代
国
家
を
形
成
す
る
道
が
最
良
で
あ
る
ー
ー
＇
言
論
を
尽
く
し
て
の
国
家
形
成
の

方
法
が
最
良
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
で
は
、
岩
倉
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
坂
本
の
見
解
は
、
天
子
の
道
義
的
責
任
を
中
心

と
す
る
言
論
重
視
と
い
う
方
法
よ
り
も
、
む
し
ろ
民
衆
に
内
在
す
る
根
元
的
世
論
の
拍
頭
こ
そ
が
言
論
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
通
じ
て
統
一
国
家
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
能
う
限
り
武
闘
を
回
避
し
乗
り
こ
え
て
近
代
国
家

を
形
成
す
る
と
い
う
構
想
に
お
い
て
は
岩
倉
と
深
く
一
致
す
る
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
こ
そ
、
岩
倉
が
坂
本
の
暗
殺
を
「
予
ノ
一
臀
ヲ

奪
フ
」
も
の
と
し
て
痛
恨
し
た
理
由
な
の
で
あ
る
。

賠
殺
の
直
前
の
十
月
十
日
に
は
、
龍
馬
は
、
幕
閣
の
永
井
尚
志
に
会
っ
て
い
る
。
薩
摩
藩
の
討
幕
と
い
う
路
線
か
ら
す
れ
ば
、
武
闘
を

坂
本
龍
馬
の
死

（
龍
馬
自
身
将
軍
慶
喜
の
欺
職
的
政
権
返
上
に
眩
惑
さ
れ
て
い
る
が
）
後
藤
象
二
郎
が

薩
土
盟
約
に
お
い
て
提
起
し
た
と
こ
ろ
の
•
あ
く
ま
で
も
公
武
合
体
路
線
に
固
執
し
幕
府
の
延
命
を
は
か
る
と
い
う
土
佐
藩
の
立
場
に
統

（
た
だ
し
、
幕
府
ー
慶
喜
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
土
佐
藩
の
動
き
を
利
用
し
て
は
い
る

大
抵
盗
賊
ノ
巨
魁
二
御
座
候
」
と
あ
る
）
。
か
く
し
て
、
岩
倉
は
、

理
論
を
も
っ
て
争
い
、

す
ぐ
れ
た
理
論
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

藩
閥
の
生
じ
る
必
然
性
を
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

武
闘
を
克
服
し
、

「
今
日
迄
ノ
罰
罪
大
小
ナ
ク
一
切
不
問
大
小
公
平
論
事
」
、

す
な
わ
ち
今
日
ま
で
の
犯
罪
を
問
わ
な
い
。

岩
倉
の
考
え
方
は
、

「
全
国
合
同
策
」
あ
る
い
は
、



判
に
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
面
倒
な
こ
と
を
せ
ず
、
三
蔵
を
暗
殺
し
た
ら
よ
い
と
い
っ
た
人
物
が
農
商
務
省
大
臣
陸
奥
宗
光
と
逓
信
大
臣

し
か
し
後
年
（
明
治
二
十
四
年
）
、

馬
も
ま
た
幕
府
側
と
み
な
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

武
闘
に
よ
る
討
幕
論
で
そ
れ
は
「
時
勢
論
」

裁

は
、
勢
の
止
む
を
得
ざ
る
も
の
也
、

「
窺
に
古
今
宇
内
の
盛
衰
得
失
を
察
す
る
に
、

一
張
一
弛
は
、
治
国
の
要
務
也
、
非
常
の
難
を
釈
く
も
の
は
、
常
道
を
以
て
見
る
べ
か
ら
ず
、
抑
も

和
漢
古
今
、
及
西
洋
各
国
、
其
国
政
の
張
る
や
、
必
ず
大
英
断
を
施
し
、
大
危
難
を
経
、

る
べ
く
、
国
体
於
是
や
立
つ
、
未
だ
周
施
と
議
論
と
に
終
始
し
て
、
国
を
興
し
難
を
釈
く
も
の
を
聞
か
ざ
る
也
」
と
あ
る
こ
と
に
明
白
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
の
暗
殺
は
、
龍
馬
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
井
信
郎
の
供
述
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

長
州
藩
の
木
戸
孝
允
は
、
龍
馬
の
墓
碑
名
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
よ
り
し
て
、
龍
馬
の
死
に
最
も
冷
淡
で
あ
っ
た
の
は
幕
府

と
く
に
土
佐
藩
は
何
故
こ
の
よ
う
に
冷
淡
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
実
に
は
、
重
要
な
問
題
が
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
馬

の
「
船
中
八
策
」
は
、
言
論
主
義
で
は
あ
る
が
、
幕
府
の
延
命
を
は
か
る
も
の
で
は
な
い
。
武
闘
回
避
を
幕
府
延
命
の
時
間
か
せ
ぎ
と
み

な
す
「
薩
土
盟
約
」
に
あ
ら
わ
れ
た
後
藤
の
立
場
、
土
佐
藩
の
立
場
（
便
宣
的
言
論
主
義
）
と
著
し
く
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
土
佐
藩
の

冷
淡
な
立
場
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
藤
象
二
郎
が
暗
殺
と
無
関
係

の
人
柄
で
あ
る
こ
と
を
（
私
の
見
解
が
土
佐
藩
全
体
の
立
場
を
問
題
と
し
、
後
藤
を
暗
殺
の
指
導
者
と
す
る
が
如
き
短
絡
的
見
解
を
と
っ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
示
唆
し
て
私
の
見
解
を
誹
謗
す
る
説
が
存
す
る
が
、
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
。

大
津
事
件
の
際
に
ロ
シ
ア
の
皇
太
子
ニ
コ
ラ
ス
に
傷
を
負
わ
せ
た
巡
査
津
田
一
ー
一
蔵
に
対
し
て
、

と
土
佐
藩
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

中
岡
慎
太
郎
の
立
場
は
、

が
、
幕
府
の
政
治
路
線
へ
の
介
入
を
迷
惑
と
感
じ
、

に

一
朝
其
旧
弊
を
除
き
、
始
て
其
国
政
教
一
新
見

一
治
一
乱

お
節
介
と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
）
こ
の
点
に
、

薩
摩
藩
か
ら
後
藤
と
同
様
龍

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

四
二

0

（
八
六
二
）



後
藤
象
二
郎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
証
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
博
文
は
、

か
か
る
暗
殺
論
を
断
乎
と
し
て
し
り
ぞ
け
た
の
で
あ
る
。
田

畑
忍
氏
の
著
作
『
児
島
惟
謙
』
に
「
余
曰
く
、
是
れ
決
し
て
為
す
べ
き
事
に
非
ず
、
荀
も
国
家
主
権
の
存
す
る
、
登
か
く
の
如
き
無
法
の

処
置
を
許
さ
ん
や
、
人
に
語
る
も
愧
づ
べ
し
」
と
い
う
こ
と
が
『
伊
藤
日
記
』
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。

十
月
三
日
山
内
容
堂
は
、
大
政
奉
還
の
建
白
書
を
幕
府
に
提
出
し
て
い
る
。
実
は
幕
府
か
ら
強
要
さ
れ
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
幕
府
か
ら
督
促
さ
れ
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
尾
佐
竹
猛
氏
は
、

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
幕
府
と
し
て
は
、
自
ら
率
先
し
て
政
権
返
上
の
建
白
を
提
起
す
る
と
い
う
よ
り
も
親
藩
か
ら
の
建
白
を
待

っ
て
、
あ
る
い
は
諸
藩
の
合
同
の
意
志
表
示
を
代
弁
す
る
と
い
う
方
法
で
、

四 や
や
不
可
解
と
す
る
気
持
を
い
だ
い

い
わ
ば
責
任
を
分
散
す
る
方
式
で
、
幕
府
自
身
の
政
権
返
上

幕
府
自
身
の
政
権
返
上
に
は
、
様
々
の
策
略
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
は
後
に
証
明
す
る
が
如
く
で
あ
り
、

（
八
六
三
）

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

も
自
ら
率
先
し
て
政
権
返
上
と
い
う
こ
と
を
な
す
よ
り
も
、
諸
藩
か
ら
の
す
す
め
を
う
け
そ
れ
を
代
弁
す
る
と
い
う
方
式
で
な
す
と
い
う

行
動
の
方
が
、
軽
率
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
体
面
上
の
配
慮
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
論
ず
る
が
如
く
、
こ
の
時
の
政

権
返
上
は
、
特
軍
職
む
蜘
拾
い
か
知
距
か
恥
楡
送
上
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
の
統
帥
権
と
外
交
権
を
幕
府
が
保
持
し
た
ま
ま
の
政
権
返

上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
薩
長
と
対
決
す
る
た
め
の
時
間
か
せ
ぎ
を
目
的
と
す
る

龍
馬
は
、
土
佐
藩
が
幕
府
の
か
か
る
利
己
的
に
し
て
因
循
な
意
図
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

坂
本
龍
馬
の
死

返
上
と
い
う
よ
う
に
論
断
で
き
る
。

の
建
白
を
提
起
し
た
と
解
す
れ
ば
よ
い
。

二
、
十
月
十
四
日
の
大
政
奉
還
直
前
の
龍
馬
と
後
藤
と
の
対
立



政
権
返
上
の
当
日
に
お
い
て
も
、
龍
馬
と
後
藤
と
の
間
に
、
手
紙
が
と
り
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

切
政
刑
を
挙
て
朝
廷
二
帰
還
し
云
々
」
と
一
切
の
政
治
権
力
刑
罰
権
を
挙
て
朝
廷
に
返
還
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
詰
め
を
な

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
今
一
通
の
後
藤
に
対
す
る
手
紙
に
は
、
「
江
戸
の
銀
座
を
京
師
二
う
つ
し
候
事
」

が
肝
要
で
あ
る
、
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
幕
府
の
財
政
権
と
い
う
も
の
の
剣
奪
を
考
え
て
い
る
。
し
か
る
に
後
藤
象
二
郎
の
立
場
は
、
漠
然
た

る
政
権
返
上
論
こ
そ
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
龍
馬
と
の
政
権
返
上
に
関
す
る
見
解
の
対
立
は
、
決
定
的
と
な
る
。

龍
馬
は
、
政
権
返
上
が
欺
職
的
返
上
で
あ
り
、
真
実
の
返
上
で
な
い
な
ら
ば
、

「
先
生
（
後
藤
）
一
身
失
策
の
為
に
天
下
の
機
会
を
失
せ

バ
、
其
罪
天
下
二
容
る
べ
か
ら
ず
。
果
し
て
然
ら
バ
小
弟
亦
薩
長
二
藩
の
督
責
を
免
れ
ず
。

共
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
後
藤
に
と
っ
て
、
そ
し
て
土
佐
藩
に
と
っ
て
、
龍
馬
の
存
在
が
次
第
に
わ
ず
ら
わ
し
い

も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
龍
馬
は
孤
立
的
情
況
に
陥
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

後
藤
が
龍
馬
に
託
さ
れ
た
よ
う
な
こ
と
を
将
軍
に
対
し
て
何
も
い
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

公
（
慶
喜
）
、

四――――

登
徒
二
天
地
の
間
に
立
つ
べ
け
ん
や
。
」

「
諷
然
と
し
て
下
城
致
哉
も
不
被
計
候
得

示
を
し
た
以
上
直
ち
に
実
行
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
事
柄
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
は
薩
摩
藩
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、

土
佐
藩
と
薩
摩
藩
と
の
政
権
返
上
に
関
す
る
重
大
な
見
解
の
相
違
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
な
に
も
い
わ
な
か
っ
た
後
藤
は
、
下
城
し
て
か
ら
す
ぐ
に
龍
馬
に
欺
隔
的
な
手
紙
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
手
紙
の
中
に
は
、

「
大
樹
公
政
権
を
朝
廷
二
帰
ス
之
号
令
を
示
セ
り
。
此
事
を
明
日
奏
聞
、
明
後
日
参
内
勅
許
を
得
て
、
直
様
政
事
堂
を
仮
に
設
け
、
上
院

同
様
の
こ
と
を
何
か
言
っ
て
お
辞
儀
を
し
た
だ
け
だ
。
」

と
あ
る
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。

こ
の
時
に
将
軍
自
身
が
政
権
返
上
の
意
志
表

あ
る
。

「
後
藤
は
何
も
申
し
ま
せ
ん
か
。
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、

「
何
も
言
わ
な
い
。
た
だ
未
曽
有
の
御
英
断
で
有
難
い
、

い
う
悲
愴
感
あ
ふ
る
る
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
れ
に
対
す
る
後
藤
の
返
書
は
、

関
法
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『
昔
夢
会
筆
記
』
に
、
慶
喜
自
身
の
証
言
が

一
通
で
は
、
龍
馬
は
後
藤
に
対
し
て
「
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と
こ
ろ
が
、

（
八
六
五
）

「
船
中
八
策
」
と
い
う
も
の
は
、
後

下
院
を
創
業
ス
ル
事
二
運
べ
り
。
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
慶
喜
の
証
言
が
あ
る
よ
う
に
、
後
藤
は
な
に
も
い
わ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
直
ち
に
上
院
下
院
を
創
業
す
る
と
い
う
よ
う
な
後
藤
の
発
言
は
虚
言
に
す
ぎ
な
い
。
後
藤
は
、
龍
馬
の
追
及
を
か
わ
す
た

こ
こ
に
は
、
後
藤
と
龍
馬
と
の
決
定
的
な
対
立
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

慶
応
一
ー
一
年
一
月
十
二
日
、
土
佐
藩
参
政
後
藤
象
二
郎
は
龍
馬
と
会
っ
て
い
る
。
こ
の
時
に
後
藤
象
二
郎
と
い
う
人
物
に
深
い
感
銘
を
受

け
た
と
い
う
こ
と
を
龍
馬
は
、
手
紙
に
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
龍
馬
を
き
び
し
く
非
難
す
る
説
が
あ
る
。
会
津
藩
の
研
究
で

有
名
な
作
家
早
乙
女
氏
の
説
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
海
援
隊
を
維
持
す
る
資
金
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
後
藤
と
の
結
託
に
ふ
み
き

っ
た
と
い
う
事
実
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
、

る
と
い
う
が
如
き
き
び
し
い
論
難
を
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

周
知
の
ご
と
く
、

と
さ
れ
る
。
龍
馬
の
人
物
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
現
実
的
に
な
っ
て
お
り
矮
小
化
し
て
い

「
船
中
八
策
」
は
、
慶
応
一
ー
一
年
六
月
九
日
土
佐
藩
船
夕
顔
で
長
崎
出
航
、
十
二
日
に
兵
庫
に
入
港
す
る
ま
で
に
、
龍

馬
の
発
案
に
よ
り
、
長
岡
が
こ
れ
を
筆
記
し
て
な
っ
た
も
の
で
、
後
藤
は
こ
れ
に
深
く
感
銘
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
高
知
県
史
』
の
「
近
世
編
」
に
引
用
せ
る
後
藤
の
手
記
『
石
室
秘
稿
』
に
よ
れ
ば
、

藤
自
身
が
「
福
沢
諭
吉
著
西
洋
事
情
・
清
訳
聯
邦
政
略
・
英
国
議
院
論
等
ノ
書
物
ヲ
読
ミ
テ
粗
ボ
西
洋
ノ
事
情
ヲ
察
シ
、

坂
本
龍
馬
の
死

四ニ―――

又
天
下
ノ
大
勢

ヲ
考
案
ス
ル
ニ
至
リ
テ
始
メ
テ
徳
川
ノ
政
権
ヲ
取
リ
テ
更
二
政
府
ヲ
説
ク
ル
ノ
可
ナ
ル
ニ
若
カ
ス
ト
思
ヘ
リ
。
而
シ
テ
官
吏
ノ
如
キ
モ
徳

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
少
し
龍
馬
の
人
柄
の
愚
直
さ
を
考
慮
す
る
必

ヽ

「
船
中
八
策
」
と
「
薩
土
盟
約
」
と
の
根
本
的
相
違

め
に
こ
の
よ
う
な
虚
言
を
吐
い
た
の
で
あ
る
。



れ
る
べ
き
こ
と
に
主
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
立
法
権
、

「
万
機
宜
シ
ク
公
議
二
決
ス
」
と
い
う
強
大
な
立
法
権
は
、
上
下
議

が
あ
る
点
に
は
注
目
す
る
を
要
す
る
。

盟
約
」
、

川
譜
代
ノ
家
臣
二
限
リ
採
用
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
広
ク
全
国
ノ
人
物
ヲ
挙
用
ス
ル
ニ
若
カ
ス
。
又
徳
川
二
代
リ
将
軍
家
ヲ
立
ル
モ
到
底
為
ベ
カ

ラ
ス
。
又
公
武
合
体
ノ
説
モ
結
局
纏
ノ
付
ク
ペ
キ
筈
ナ
シ
。
最
早
徳
川
ノ
政
権
去
リ
テ
更
＿
―
-
新
セ
サ
レ
ハ
国
家
ノ
治
平
望
ム
ベ
カ
ラ
ス

に
は
重
大
な
脱
漏
が
あ
る
。
実
は
彼
は
長
崎
滞
在
中
に
亀
山
社
中
と
称
し
貿
易
と
尊
攘
に
志
士
を
糾
合
し
て
い
た
坂
本
龍
馬
と
会
談
し
、

漏
さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
政
権
返
上
を
め
ぐ
る
既
述
し
た
よ
う
な
両
者
の
対
立
よ
り
し
て
、

「
後
藤
の
以
上
の
追
憶

山
内
容
堂
の
大
政
奉
還
建
白
書
を
つ
く
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
後
藤
の
心
情
が
、

う
な
「
重
大
な
脱
漏
」
の
原
因
を
な
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

「
船
中
八
策
」
は
、
周
知
の
如
く
「
一
、
天
下
ノ
政
権
ヲ
朝
廷
二
奉
還
セ
シ
メ
、
政
令
宜
シ
ク
朝
廷
ョ
リ
出
ヅ
ベ
キ
事
。

政
局
ヲ
設
ケ
、
議
員
ヲ
置
キ
テ
万
機
ヲ
参
賛
セ
シ
メ
、
万
機
宜
シ
ク
公
議
二
決
ス
ベ
キ
事
。

一
、
有
材
ノ
公
卿
諸
侯
及
ビ
天
下
ノ
人
材
ヲ

顧
問
二
備
へ
官
爵
ヲ
賜
ヒ
、
宜
シ
ク
従
来
有
名
無
実
ノ
官
ヲ
除
ク
ベ
キ
事
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
第
五
条
に
、

朝
廷
の
政
権
は
、
天
下
の
政
権
を
統
合
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

一
、
上
下
議

「
一
、
古
来
ノ
律
令
ヲ
折

衷
シ
、
新
二
無
窮
ノ
大
典
ヲ
撰
定
ス
ペ
キ
事
。
」
、
す
な
わ
ち
永
遠
の
正
し
い
法
、
正
し
い
法
を
志
向
す
る
法
典
を
編
纂
す
る
と
い
う
こ
と

し
か
し
朝
廷
の
政
権
は
政
令
が
朝
廷
か
ら
公
布
、
施
行
さ

政
局
に
属
す
る
と
い
う
点
で
は
、
統
一
的
な
国
家
主
権
あ
る
い
は
、
天
皇
主
権
と
い
う
体
制
で
あ
り
な
が
ら
も
立
法
府
の
権
力
と
い
う
も

の
が
著
し
く
強
大
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
必
然
的
関
係
に
お
い
て
上
下
議
政
局
の
公
議
は
、
永
遠
の
正
し
い
法
を
志
向
す
る
法
典
編
纂
を
な

こ
の
よ

「
船
中
八
策
」
は
、

「
薩
土

以
上
の
決
意
を
固
め
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
問
題
は
、

何
故
、
龍
馬
の
発
案
と
い
う
重
大
な
一
点
を
脱

ト
ハ
決
心
セ
リ
。
」

と
し
て
、

後
藤
象
二
郎
自
身
の
発
案
に
な
る
も
の
、

と
し
て
い
る
。

『
高
知
県
史
』
に
は
、

関
法
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三
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そ
れ
故
、

四
二
五
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む
し
ろ
上
下
議
政
局
の
立
法
権
に
対
抗
し
て
行
政
権
を
中
心
と
し

土
盟
約
」
の
第
一
条
に
は
、

従
来
は
「
薩
土
盟
約
」
に
つ
い
て
、

て
い
る
。

な
わ
ち
、
政
権
返
上
は
、
政
権
返
上
後
の
国
家
体
制
の
あ
り
方
、

て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
『
維
新
前
後
の
立
憲
思
想
』
）
。
し
か
し
、

政
権
返
上
そ
の
こ
と
は
、

「薩

す
と
い
う
任
務
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
言
論
を
尽
す
こ
と
、
公
議
を
尽
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
近
代
国
家
の
構
想
で
あ
る
。

―
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
権
返
上
と
議
会
制
と
は
な
ぜ
関
連
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す

と
く
に
議
会
制
の
あ
り
方
と
の
関
連
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う

に
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
尾
佐
竹
猛
氏
は
、
議
会
制
を
と
る
な
ら
ば
政
権
返
上
を
す
る
と
い
う
取
引
き
の
関
係
が
政
権
返
上
に
つ
い

国
家

の
公
的
権
力
、
あ
る
い
は
、
主
権
の
確
立
と
い
う
こ
と
と
む
し
ろ
理
論
的
に
は
必
然
的
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
議
会
制
と
の
関
係
は
、
政
権
返
上
そ
の
こ
と
と
、
必
ず
し
も
理
論
的
関
係
を
有
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
時
間

的
な
経
過
、
政
権
返
上
後
の
新
た
な
る
構
想
と
い
う
意
味
の
時
間
的
関
連
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
政
権
返
上
そ
の
こ
と
は
、
国
家
的
公
権
、

す
な
わ
ち
主
権
の
掌
握
者
は
だ
れ
か
と
い
う
主
権
論
と
理
論
的
に
は
必
然
的
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ

六
月
二
十
二
日
、
土
佐
藩
は
薩
摩
藩
の
了
解
を
得
る
べ
く
「
薩
土
盟
約
」
を
締
結
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
、
土
佐
藩
後
藤
象
二
郎
寺
村

左
膳
福
岡
藤
次
真
辺
栄
一
―
一
郎
坂
本
龍
馬
中
岡
慎
太
郎
等
が
薩
摩
藩
小
松
帯
刀
西
郷
吉
之
助
大
久
保
一
蔵
等
と
会
い
、
締
結
し
た
と
い
わ
れ

リ
出
ヲ
要
ス
。
」
と
あ
っ
て
、

を
統
括
す
る
。

坂
本
龍
馬
の
死

「
一
天
下
之
大
政
ヲ
議
定
ス
ル
全
権
ハ
朝
廷
二
在
リ
、
我
皇
国
之
制
度
法
則
一
切
之
万
機
京
師
之
議
事
堂
ョ

立
法
権
を
託
さ
れ
た
京
師
之
議
事
堂
に
対
し
て
、
天
下
の
大
政
を
議
定
す
る
全
権
を
有
す
る
朝
廷
が
こ
れ

政
令
を
朝
廷
よ
り
統
一
的
に
施
行
す
る
、

と
は
後
に
論
じ
る
。

た
だ
し
問
題
は
、

「
船
中
八
策
」
の
発
展
し
た
も
の
が
「
薩
土
盟
約
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、



を
は
か
っ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
も
包
括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
薩
土
盟
約
」
に
あ
る
と
い
う
こ

存
続
し
う
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、

と
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
薩
土
盟
約
」
は
、

て
い
る
の
で
あ
る
。

点
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
立
法
権
は
、

て
朝
廷
の
権
力
を
考
察
し
た
「
船
中
八
策
」
に
対
し
、
主
権
統
括
の
権
限
を
朝
廷
に
与
え
、
そ
れ
に
分
属
す
る
も
の
と
し
て
立
法
権
を
有

「
薩
土
盟
約
」
の
構
想
で
あ
る
。

統
括
下
に
立
法
権
を
分
属
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
永
遠
の
正
法
を
志
向
す
る
法
典
を
編
纂
す
る
と
い
う
ご
と
き
任
務
は
、

「
船
中
八
策
」
の
「
万
機
宜
シ
ク
公
議
二
決
ス
」
る
と
い
う
そ
の
「
公
議
」
と
い
う
概
念
が
「
薩
土
盟
約
」
に
欠
落
し
て
い
る
と
い
う

「
薩
土
盟
約
」
に
お
い
て
「
船
中
八
策
」
に
お
け
る
よ
り
も
、

は
る
か
に
弱
体
化
さ
れ

「
船
中
八
策
」
に
お
い
て
立
法
権
は
、
強
固
で
あ
り
、
朝
廷
の
権
力
の
中
心
は
行
政
権
に
あ
り
そ
れ
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
両
者
の
重
大
な
相
違
が
あ
る
。
し
か
も
、
他
方
に
、

「
薩
土
盟
約
」
の
付
則
と
し
て
徳
川
家
が
一
大
名
と
な
る
と
い
う
こ

一
方
に
お
い
て
は
天
皇
主
権
を
主
張
し
、
他
方
に
お
い
て
は
徳
川
家
を
一
大
名
と

し
て
存
続
せ
し
め
る
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
徳
川
家
は
、
た
と
え
一
大
名
と
な
っ
て
も
、
大
名
中
も
っ
と
も
有
力
な
大
名
と
し
て

「
薩
土
盟
約
」
は
、
公
武
合
体
路
線
の
延
長
上
に
あ
り
、
幕
府
の
延
命

「
薩
土
盟
約
」
は
、
こ
の
よ
う
に
矛
盾
に
み
ち
た
盟
約
に
す
ぎ
な
い
。

薩
摩
藩
が
こ
の
盟
約
を
本
気
で
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

は
な
は
だ
疑
問
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
土
佐
藩
の
た
ち

ま
わ
り
を
傍
観
し
よ
う
と
い
う
程
度
に
し
か
配
慮
し
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
土
佐
藩
の
態
度
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
日
和
見
主

義
で
あ
り
、
根
本
的
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
も
な
お
か
つ
幕
府
の
延
命
を
は
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
、

と
が
、
容
堂
に
認
め
ら
れ
、
公
武
合
体
の
新
た
な
る
形
式
（
そ
の
実
質
は
極
め
て
欺
腑
的
な
も
の
で
あ
る
）
と
し
て
そ
の
復
活
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
、
容
堂
は
こ
の
盟
約
を
深
く
肯
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
、
後
藤
象
二
郎
が
土
佐
藩
の
代
表
的
立

議
事
堂
に
託
さ
れ
て
い
な
い
。

す
る
議
事
堂
を
限
定
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、

「
薩
土
盟
約
」
の
構
想
は
、
天
皇
主
権
、
天
皇
大
権
の
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う
よ
う
に
話
し
た
、

と
い
っ
て
い
る
。

J

の
こ
と
は
、

理
想
主
義
の
特
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

場
に
立
ち
、
前
例
な
き
奉
行
職
加
役
と
い
っ
た
抜
擢
を
う
け
る
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
、
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

と
い
う
構
想
で
あ
り
、

と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
言
論
主
義
の
結
晶
た
る
永
遠
の
正
法
に
対
し
て
は
、

四
二
七

（
八
六
九
）

（
八
月
三

0
日
付
）
と
あ
る
。

の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
種
々

龍
馬
は
「
船
中
八
策
」
に
明
白
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
議
会
中
心
主
義
の
構
想
の
貫
徹
を
考
え
て
い
た
。
た
だ
し
、

議
会
中
心
主
義
と
い
う
も
の
と
政
権
返
上
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
理
解
を
し
て

と
に
か
く
民
衆
の
根
底
か
ら
の
世
論
の
噴
出
に
よ
っ
て
、
幕
府
を
し
て

政
権
を
返
上
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
彼
の
立
場
は
一
貫
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
議
会
主
義
|
|
＇
言
論
主
義
の
立
場
を
貫
徹
す
る

至
尊
も
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
「
藩
論
」
）

政
権
返
上
そ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
（
と
く
に
幕
府
の
細
工
）
と
い
う
も
の
を
深
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
は
、
現
状
の
政
治

認
識
の
あ
ま
さ
が
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
議
会
主
義
＇
~
言
論
主
義
、
そ
の
結
晶
た
る
法
治
主
義
を
貫
徹
す
る
と
い
う
点
に
、
龍
馬
の

佐
々
木
高
行
の
日
記
「
保
右
飛
呂
比
」

談
話
ノ
末
才
谷
曰
ク
、
此
度
ノ
事
若
シ
不
＞
成
バ
、
耶
蘇
教
ヲ
以
テ
人
心
ヲ
煽
動
シ
、
幕
府
ヲ
倒
サ
ン
。
」

理
解
さ
れ
る
。

「
耶
蘇
教
ヲ
以
テ
人
心
ヲ
煽
動
」
す
る
と
い
う
「
煽
動
」
と
い
う
概
念
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
当
時
の
耶
蘇
教
徒
と
い
う
の
は
、
転
び
キ

リ
シ
タ
ソ
で
あ
り
、
非
人
で
あ
る
。
賤
民
で
あ
る
。
民
衆
の
根
底
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
賤
民
中
か
ら
も
噴
出
す
る
世
論
を
基
本
と
し
て
国

家
の
変
革
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
々
木
高
行
は
、
神
道
の
立
場
に
立
っ
て
、
人
民
を
教
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い

神
道
と
耶
蘇
教
。
こ
の
ち
が
い
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
耶
蘇
教
徒
、
す
な
わ
ち
幕
藩
体
制
に
お
け
る
賤
民
層
の
世
論
を
喚
起
す
る

坂
本
龍
馬
の
死



皇
威
外
国
二
致
ー
ー
光
輝

l

可
＞
申
卜
奉
＞
存
候
。

ニ
開
下
二
相
会
諸
侯
僅
二
五
六
名
而
巳
ニ
テ
、
御
告
文
列
侯
会
盟
ノ
主
ノ
御
本
意
未
ク
全
ク
被
＞
行
不
＞
申
、
且
外
国
応
接
ハ
是
迄
幕
府
へ

御
委
任
二
付
其
取
扱
ノ
次
第
モ
可
＞
有
＞
之
。
然
二
只
今
此
儘
ニ
テ
俄
二
御
布
告
二
相
成
候
テ
ハ
、
御
文
体
卜
此
事
実
卜
致
ー
ー
麒
甑
＿
却
テ
外

国
二
於
テ
モ
疑
惑
ヲ
生
シ
可
＞
申
、
依
テ
申
迄
モ
無
＞
之
候
得
共
徳
川
内
府
モ
向
後
ハ
列
侯
ノ
地
位
二
被
＞
閣
候
上
ハ
帰
京
有
＞
之
、
廷
議
ニ

相
参
シ
召
ノ
諸
侯
モ
未
＞
致
ー
ー
到
着
1

者
迅
速
致
二
上
京
ー
候
様
被
＞
命
、
内
府
ハ
勿
論
天
下
諸
侯
ノ
衆
議
朝
廷
ニ
テ
御
参
考
、
御
国
体
至
当
ノ

公
議
二
御
審
決
後
日
峯
髪
ノ
遺
憾
無
＞
之
様
被
＞
遊
、
其
上
ニ
テ
早
々
御
布
告
二
相
成
候
ハ
、
誠
以
テ
列
侯
会
盟
ノ
主
ノ
御
事
実
被
ー
ー
相
行
―

先
其
迄
ハ
幕
府
ヲ
朝
廷
二
奉
＞
還
候
一
々
徳
川
内
ョ
リ
一
応
外
国
へ
演
舌
置
候
様
被
＞
命
可
＞

わ
ら
ず
、

「
只
今
ノ
形
ニ
テ
ハ
未
夕
御
政
体
維
新
ノ
鴻
基
夫
々
御
順
序
相
立
不
申
、
殊

と
い
う
こ
と
は
、
異
端
的
な
思
想
の
持
主
の
世
論
も
す
べ
て
こ
れ
を
噴
出
せ
し
め
て
、
世
論
の
指
導
者
に
新
た
な
る
国
家
形
成
の
使
命
を

信
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
も
し
佐
々
木
高
行
の
ご
と
き
神
道
主
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
皇
制
、
身
分
秩
序
に
序
列
づ
け

ら
れ
た
人
民
の
分
際
に
限
定
さ
れ
た
世
論
の
喚
起
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
本
来
議
会
制
と
い
う
思
想
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
龍
馬
の
立
場
は
一
貫
し
て
お
り
あ
く
ま
で
も
言
論
貫
徹
の
筋
を
通
し
て
武
闘
に
よ
る
犠
牲
を
最
小
限
度

に
く
い
と
め
、
新
な
る
国
家
の
形
成
と
幕
藩
体
制
の
変
革
を
な
そ
う
と
す
る
構
想
で
あ
り
、
武
闘
に
よ
る
犠
牲
を
最
少
限
度
に
と
ど
め
藩

閥
の
拾
頭
を
回
避
す
る
と
い
う
点
で
は
、
岩
倉
の
構
想
と
深
く
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
土
佐
藩
の
政
権
返
上
の
建
白
書
は
「
薩
土
盟
約
」
の
系
譜
に
あ
る
。
『
昔
夢
会
筆
記
』
に
は
こ
の
点
に
関
し
幕
府
の
考
え

方
と
は
ち
が
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
土
佐
藩
独
自
の
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
論
断
を
、
慶
喜
は
下
し
て
い
る
が
、
実
は
幕
府
か
ら
の

督
促
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
、
慶
喜
は
、
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
内
容
堂
は
、
最
後
ま
で
公
武
合
体
路
線
（
実
質
的

に
は
日
和
見
主
義
に
転
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
）
を
固
執
し
た
の
で
あ
り
、
十
二
月
九
日
王
政
復
古
の
大
号
令
が
発
布
さ
れ
た
に
も
か
か

『
土
佐
藩
政
録
』
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

関
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あ
る
。

四
二
九

（
八
七
一
）

然
鍛
卜
考
慮
仕
候
。
」
と
あ
り
、
列
侯
会
盟
の
実
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
幕
府
が
外
交
権
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
土
佐
藩
の
日
和
見
主
義
の
路
線
と
い
う
も
の
が
、
究
極
的
に
は
、
龍
馬
の
暗
殺
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
（
土
佐
藩
の
日
和
見
主

義
が
薩
長
同
盟
に
指
導
的
役
割
を
果
し
た
龍
馬
を
決
定
的
に
孤
立
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で

四
、
伝
統
的
政
権
委
任
と
命
令
的
政
権
委
任

先
ほ
ど
の
べ
た
よ
う
に
、
政
権
返
上
、

坂
本
龍
馬
の
死

大
政
奉
還
と
い
う
そ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。

立
す
る
。
和
的
な
幕
蕃
衛
椰
か
櫛
か
佐
縛
む
廃
約
い
で
‘

、
、
、
、
、

公
的
な
国
家
、

こ
れ
は
、

•
‘
、
、
、
、

国
家
の
公
権
力
と
い
う
も
の
を
確

合
理
的
な
国
家
を
形
成
す
る
。
そ
の
意
味
の
天
皇
主
権
の
体
制

を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
と
理
論
上
は
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
議
会
制
の
問
題
は
、
そ
の
後
の
近
代
国
家
が
官
僚

主
義
を
基
本
と
す
る
か
議
会
主
義
を
基
本
と
す
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
政
権
返
上
と
い
う
こ
と
は
理
論
的
に

は
、
国
家
的
公
権
、
国
家
主
権
が
だ
れ
に
帰
属
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

伝
統
的
委
任
と
い
う
も
の
は
、
私
的
な
家
政
を
中
心
と
し
て
国
政
を
考
え
る
幕
藩
体
制
を
基
本
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

、

、

、

、

、

、

、

い
っ
た
ん
政
権
を
天
皇
に
返
上
し
て
も
、
そ
れ
が
私
的
委
任
で
あ
っ
た
経
過
よ
り
す
れ
ば
再
委
任
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
上

十
分
に
可
能
で
あ
る
。

家
茂
や
慶
喜
は
、
し
ば
し
ば
政
権
委
任
の
確
認
を
朝
廷
に
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
公
的
委
任
、
命
令
的
委
任
の
立
場
に
立

つ
な
ら
ば
、
政
権
返
上
ー
大
政
奉
還
と
は
当
然
に
私
的
委
任
を
廃
絶
し
、
あ
る
い
は
一
般
的
委
任
そ
の
も
の
を
廃
止
し
、
幕
府
政
権
を



剣
奪
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
大
政
奉
還
は
、
国
家
公
権
、
主
権
を
確
立
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

伝
統
的
委
任
を
命
令
的
委
任
へ
と
解
釈
が
え
す
る
こ
と
（
そ
れ
は
当
然
に
天
皇
主
権
の
体
制
の
確
立
と
必
然
的
関
係
に
あ
る
）
に
も
っ

と
も
は
や
く
気
づ
い
て
い
た
人
は
、
岩
倉
具
視
で
あ
っ
て
、
幕
府
が
政
権
返
上
し
た
際
に
た
だ
ち
に
将
軍
職
の
辞
任
を
督
促
す
べ
き
で
あ

る
と
建
白
し
て
い
る
の
は
、
大
政
奉
還
が
政
権
の
一
般
的
委
任
の
廃
止
を
意
味
し
、

し
た
が
っ
て
幕
府
よ
り
政
権
を
剥
奪
し
た
天
皇
主
権

岩
倉
の
右
の
見
解
は
、
す
で
に
は
や
く
万
延
元
年
六
月
の
和
宮
降
嫁
に
関
す
る
上
申
書
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
大
政
御
委
任
の
名
義

は
な
お
ま
だ
関
東
に
存
在
し
な
が
ら
そ
の
実
権
は
朝
廷
に
回
収
す
る
方
法
と
し
て
和
宮
を
降
嫁
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
政
権

返
上
の
形
式
と
実
質
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
考
え
て
お
り
、
こ
の
実
質
的
な
政
権
返
上
が
、
命
令
的
委
任
ー
公
的
国
家
権
力
確
立
の
理

論
的
系
譜
を
示
す
も
の
、

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て
ま
た
、
薩
摩
藩
の
大
久
保
利
通
も
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
慶
応

元
年
九
月
二
十
三
日
の
西
郷
吉
之
助
へ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
朝
廷
に
お
い
て
は
非
議
勅
命
が
横
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇

自
身
が
知
ら
な
い
よ
う
な
不
正
不
当
の
勅
命
は
、
勅
命
た
る
意
味
を
喪
失
し
て
い
る
と
す
る
。
真
実
の
勅
命
を
非
議
勅
命
よ
り
峻
別
す
る
。

真
実
の
勅
命
と
い
う
も
の
は
、

天
下
万
人
の
納
得
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
天
下
万
人
の
納
得
し
う
る
体
制
と
い
う
の
は
私
的

国
家
で
は
な
く
し
て
公
的
国
家
で
あ
り
、
国
家
公
権
の
確
立
が
急
務
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
面
か
ら
、
す
な
わ
ち
非
議

勅
命
の
乱
発
を
粛
清
す
る
と
い
う
方
面
か
ら
伝
統
的
委
任
の
見
解
に
対
す
る
乱
弾
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
よ
う
な
国
家
公
権
の
確
立
に
対
応
す
る
よ
う
な
意
味
の
議
会
論
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）

四――
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そ
れ
に
対
し
て
、
慶
喜
の
態
度
は
、
要
す
る
に
、
再
委
任
を
期
待
し
た
政
権
返
上
に
す
ぎ
な
い
。
彼
が
将
軍
職
を
保
持
し
た
ま
ま
、
す

な
わ
ち
、
軍
の
統
帥
権
と
外
交
権
を
保
持
し
た
ま
ま
政
権
を
返
上
し
た
の
は
な
に
よ
り
も
明
白
に
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
。
政
権
返
上
後
、

の
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
察
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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で
あ
る
。

（八七――-）

十
月
二
四
日
将
軍
職
の
辞
表
を
一
応
提
出
し
て
い
る
が
、
二
五
日
に
は
朝
鮮
に
使
節
を
派
遣
す
る
と
い
う
奏
請
を
し
て
い
る
。
し
か
し
て

二
五
日
の
朝
鮮
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
上
申
書
と
い
う
の
は
、
朝
鮮
に
お
い
て
外
国
人
宜
教
師
を
殺
害
す
る
と
い
う
事

件
が
お
こ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
幕
府
が
使
節
を
派
遣
し
よ
う
と
い
う
行
動
を
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
慶
喜
は
こ
の
点
に
つ
い

て
覚
え
が
な
い
と
の
ぺ
て
い
る
。
な
に
し
ろ
政
権
返
上
の
一
条
で
大
混
乱
で
あ
っ
た
か
ら
よ
く
覚
え
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
慶
喜
自

身
が
署
名
し
た
朝
鮮
遣
使
奏
請
の
文
書
が
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
大
混
乱
の
最
中
に
、
朝
鮮
に
使
節
を
派
遣
す
る
が
ご
と
き
奏
請
を
な
し

た
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
『
昔
夢
会
筆
記
』
の
座
談
に
参
加
し
た
元
幕
閣
の
人
々
は
、
実
は

こ
れ
は
遠
大
な
外
交
政
策
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
圧
に
悩
ん
で
い
る
朝
鮮
に
使
節
を
派
遣
し
て
恩
を
お
し
う
り
し
、
さ
ら
に
、

そ
の
お
し
う
り
を
中
国
に
ま
で
及
す
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
勝
手
な
侵
略
的
構
想
を
、
遠
大
な
計
画
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
『
昔
夢
会
筆
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
内
で
う
る
さ
い
長
州
藩
を
侵
略
の
手
先
と
し
て
使
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
制
変

革
の
意
志
が
拾
頭
す
る
際
に
、

そ
れ
に
対
す
る
弾
圧
の
手
段
と
し
て
、
侵
略
的
状
況
を
つ
く
る
こ
と
は
、
頗
廃
的
権
力
の
行
動
の
原
則
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
使
節
要
請
の
行
動
は
、
外
交
問
題
処
理
能
力
に
全
く
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
朝
廷
に
こ
の
難
問
を
ぶ

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

坂
本
龍
馬
の
死

い
っ
た
ん
朝
廷
に
提
出
し
た
将
軍
職
の
辞
意
を
却
下
さ
せ
る
と
い
う
矮
小
な
試
み
に
つ
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の

す
な
わ
ち
、
将
軍
職
を
保
持
し
た
ま
ま
の
政
権
返
上
に
対
す
る
不
評
を
さ
け
る
た
め
形
式
的
に
将
軍
職
を
辞
退
す
る
と
し
な
が
ら
、
実

し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、

朝
鮮
に
派
遣
す
る
軍
と
し
て
、

「
内
が
や
か
ま
し
い
も
の
で
す
か
ら
、

こ
の
事
実
は
な
に
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

二
六
日
に
将
軍
職
の
辞
表
の
却
下
を
朝
廷
よ
り
受
け
て
い
る
。

四
三
一

長
州
は
じ
め
を
先
方
へ
向
け
て
、
」



「
天
皇
」
と
い
う
名
義
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。

家
構
想
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

四＝三

質
的
に
は
そ
れ
を
保
持
し
う
る
方
法
と
し
て
考
え
た
矮
小
に
し
て
陰
湿
な
方
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

幕
府
の
考
え
方
は
、
当
時
の
慶
喜
の
理
論
的
プ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
西
周
の
「
議
題
草
案
」
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
議
題
草
案
」
は
、
要
す
る
に
三
権
の
分
立
を
皇
室
の
権
力
と
幕
府
の
権
力
と
諸
大
名
の
権
力
と
い
う
当
時
の
政
治
的
情
勢
の
体
制
に

即
応
し
て
解
釈
し
、
幕
府
が
行
政
権
を
掌
握
す
る
。
幕
府
が
政
府
と
し
て
行
政
権
を
掌
握
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
の
体
制
を

合
理
的
官
僚
制
の
構
想
の
も
と
に
粛
清
す
る
と
い
う
改
革
の
構
想
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。
幕
府
は
そ
の
ま
ま
行
政
府
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
幕
藩
体
制
の
連
続
的
路
線
に
お
い
て
統
一
国
家
を
考
え
る
と
い
う
幕
藩
体
制
中
心
の
擬
制
的
近
代
的
国

朝
廷
に
は
わ
ず
か
に
法
令
を
裁
可
す
る
権
利
、
そ
の
他
神
仏
両
道
の
長
た
る
権
等
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
令
を
裁
可
す
る
と
い
っ

て
も
、
朝
廷
か
ら
裁
可
を
拒
否
す
る
こ
と
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
政
府
の
長
た
る
大
君
I

将
軍
は
、
同
時
に
上
院
の
議
長
も
か
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
行
政
権
の
掌
握
者
で
あ
る
大
君
は
、
立
法
権
を
も
掌
握
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
一
国
の
君
主
の
称
号
は
い
た
ず
ら
に
誇
大
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

「
大
君
」
と
い
う
名
義
も
十
分
に
君
主
の
名
義
た
り
う
る
と
し
て
、
天
皇
と
大
君

と
並
立
し
て
二
君
主
に
よ
る
国
家
の
共
同
統
治
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
議
会
制
に
関
し
て
は
民
衆
を
全
く
排
除
し
て
い
る
。
彼

の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
文
盲
の
民
衆
に
は
大
政
を
議
す
る
資
格
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
上
院
は
万
石
以
上
の
大
名
、
下
院
は
各
藩
士

一
名
づ
つ
の
選
抜
を
も
っ
て
編
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
き
わ
め
て
伝
統
主
義
的
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

よ
う
な
現
状
維
持
な
い
し
は
伝
統
的
な
解
釈
、
あ
る
い
は
討
幕
の
ム
ー
ド
を
か
わ
す
一
時
的
な
手
段
と
し
て
議
会
制
が
考
察
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
議
会
制
の
歴
史
に
重
大
な
禍
恨
を
の
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
あ
る
。

（
八
七
五
）

五
十
両
の
ア
イ
デ
ア
料

慶
応
三
年
九
月
二
四
日
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
容
堂
自
身
が
龍
馬
の
労
を
大
い
に
ね
ぎ
ら
い
そ
の
功
を
表
彰
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
船
中
八
策
」
は
公
武
合
体
路
線
の
延
命
と
し
て
す
り
か
え
ら
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
の
政

策
の
発
案
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

五
十
両
の
ア
イ
デ
ア
料
で
は
な
く
し
て
龍
馬
に
対
す
る
藩
と
し
て
処
遇
（
藩
の
新
た
な
る
任
務
を

委
託
す
る
）
が
、
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
重
大
な
政
策
の
発
案
者
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
あ
る

い
は
身
分
制
が
政
策
の
発
案
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
絶
対
的
に
優
先
す
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、

五
十
両
と
い
う
金
を
も
つ
て
労
に
報

い
る
と
い
う
卑
俗
な
発
想
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
土
佐
藩
に
と
っ
て
、
龍
馬
の
存
在
は
、
す
で
に
そ
の

土
佐
藩
が
、
龍
馬
の
暗
殺
に
関
し
て
、
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
理
由
も
、
こ
の
へ
ん
に
真
の
理
由
が
あ
る
、

と
思
わ
れ

る
。
龍
馬
が
ア
イ
デ
ア
料
五
十
両
こ
れ
を
姉
乙
女
に
全
部
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
藩
の
卑
俗
な
発
想
に
対
す
る
当
然
の
報
復
措
置

龍
馬
は
こ
の
後
、
福
井
藩
の
由
利
公
正
に
会
い
財
政
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
が
ご
と
く
死
の
直
前
に
い
た
る
ま
で
多
忙
の
日
々
を
送
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
得
意
と
す
る
財
政
論
の
分
野
か
ら
政
権
の
剣
奪
と
い
う
こ
と
を
武
闘
回
避
の
筋
を
通
し
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
し

坂
本
龍
馬
の
死

必
要
が
な
く
使
い
捨
て
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

「
薩
土
盟
約
」
の
す
り
か
え
の
可
能
な
政
策
発
案
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
）
、

四三一――

五
十
両
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
『
真
覚
寺
日
記
』
に
登
載
さ

五、

龍
馬
が
最
後
に
土
佐
へ
帰
っ
た
時
、
容
堂
は
龍
馬
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、

（
す
な
わ
ち
「
船
中
八
策
」
か
ら



た
と
思
わ
れ
、

は
遣
っ
た
が
是
か
ら
后
は
如
何
す
る
乎
』
と
私
に
突
付
て
云
ふ
。
私
は
『
君
等
は
ど
う
す
る
』
と
云
と
『
是
迄
は
遣
っ
た
が
是
か
ら
先
き

は
仕
方
が
な
い
』
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
、
私
は
『
戦
争
の
用
意
を
し
た
乎
』
と
云
ふ
と
彼
戦
争
は
せ
ぬ
積
り
だ
と
云
ふ
」
と
い
っ
た
と

い
う
。
龍
馬
の
態
度
が
沈
鬱
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
十
分
に
推
測
さ
れ
る
発
言
で
あ
る
。

慶
応
一
ー
一
年
十
一
月
十
日
、
弟
子
の
林
謙
一
二
あ
て
の
龍
馬
の
手
紙
は
、

よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
彼
ら
し
い
ュ
ー
モ
ラ
ス
な
文
章
が
見
ら
れ
る
が
、

唯
君
を
よ
ろ
こ
び
、
君
又
天
下
に
海
軍
を
以
て
ち
か
ら
を
の
べ
た
ま
ふ
所
へ
御
出
も
、

の
方
面
に
向
う
の
も
全
く
自
由
で
あ
る
と
い
う
愛
情
あ
ふ
れ
る
、
龍
馬
ら
し
い
遺
書
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
文
も
全
体
と
し
て
は
沈
鬱
の
色
を
濃
く
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
進
が
い
ず
れ
の
方
面
で
行
動
し
よ
う
と
も
そ
れ
は
全
く
自
由
で

あ
る
と
い
う
一
片
の
私
心
な
き
解
放
的
態
度
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
年
の
西
郷
隆
盛
が
西
南
戦
争
に
お
い
て
多
く
の
青
年
を

道
づ
れ
に
し
た
こ
と
と
頗
る
異
な
る
も
の
が
あ
る
、

「
由
利
公
正
談
話
明
治
一
＿
一
十
年
」
、

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
よ
れ
ば
、

慶
応
一
―
一
年
十
月
の
末
日
、

し
か
し
な
が
ら
、

四
三
四

「
彼
云
、

後
進
が
い
ず
れ

『
先
づ
こ
4

迄

お
そ
ら
く
こ
れ
は
龍
馬
の
弟
子
た
ち
に
対
す
る
遺
書
と
し
て
み
て

「
そ
れ
と
も
幕
へ
で
も
、
薩
へ
で
も
、

又
御
同
意
二
候
、
」
と
し
る
し
、

暗
殺
の
直
前
に
、

関
法
第
三
六
巻
第
三
•
四
•
五
号

（
八
七
六
）




