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夫

橋
本
左
内
が
、
わ
が
国
の
近
代
的
発
展
過
程
の

な
か
に
於
て
果
し
た
開
明
的
役
割
は
、
幾
多
の
幕

末
志
士
の
な
か
に
あ
っ
て
確
か
に
精
彩
を
放
っ
て

い
る
。か

の
ハ
リ
ス
の
単
身
来
日
に
は
、
「
外
国
人
な

が
ら
実
に
感
服
の
至
色
と
し
、
い
た
ず
ら
に
彼

を
夷
秋
視
す
る
も
の
乙
そ
、
「
迂
人
・
俗
客
」
の

た
ぐ
い
だ
と
、
当
時
の
外
国
人
夷
秋
視
の
一
般
的

風
潮
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

進
歩
性
に
富
ん
だ
近
代
的
意
識
は
、
一
面
彼
の
優

れ
た
洋
学
的
識
見
に
一
零
っ
ち
さ
れ
て
い
る
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
左
内
の
洋
学
勉
学
の
熱
意
の
ほ
ど

は
、
極
め
て
高

f
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
次

に
彼
が
洋
学
に
対
し
て
一
体
何
を
意
図
し
た
か
、

上
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ま
た
洋
学
の
振
興
に
よ
っ
て
ど
ん
な
成
果
存
期
待

し
た
か
に
つ
失
、
若
干
汚
察
し
た
い
。

左
内
の
洋
学
研
究
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
蘭
方

戻
学
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い
え
る
が
、
大
阪
の
緒

方
洪
庵
の
迫
々
斎
塾
に
お
け
る
二
年
余
り
の
勉
学

は
、
洪
賂
を
し
て
「
他
日
わ
が
塾
名
を
掲
げ
ん
。

池
中
の
岐
竜
で
あ
る
」
と
賞
讃
さ
せ
る
ほ
ど
に
成

果
を
収
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
真
剣

な
勉
学
に
対
し
て
は
、
官
一
矛
氷
二
年
(
一
八
四
九

年
)
藩
主
よ
り
遣
使
褒
賞
さ
れ
、
藩
手
当
金
ま
で

給
与
さ
れ
、
そ
の
俊
才
の
ほ
ど
は
、
よ
う
や
く
藩

首
脳
部
に
ま
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
安
政
元
年
(
一
八
五
四
年
)
に
は
江
戸
に

遊
学
、
坪
井
信
良
の
門
に
入
り
、
杉
田
成
卿
、
戸

塚
静
海
に
蘭
学
を
学
ぶ
が
、
乙
乙
に
於
て
蘭
方
医

学
の
み
な
ら
ず
、
物
理
、
化
学
、
兵
学
な
ど
の
分

野
、
さ
ら
に
は
日
米
和
親
条
約
締
結
直
後
の
緊
張

し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
外
交
問
題
な
ど
世
界
情
勢

へ
の
政
治
的
関
心
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

安
政
二
年
(
一
八
五
五
年
)
再
度
上
府
し
て
か

ら
は
、
一
段
と
蘭
学
の
広
汎
な
分
野
に
わ
た
り
研

績
を
す
〉
め
た
ほ
か
、
英
語
、
ド
イ
ツ
(
配
に
も
相

当
な
熱
意
を
示
し
た
も
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
安
政
三
年
(
一
入
五
六
年
)
七
月
十
七

日
明
道
館
講
究
師
に
補
せ
ら
れ
蘭
学
掛
を
兼
ね
、

翌
四
年
一
月
十
四
日
明
道
館
学
監
心
得
と
な
り
同

藩
校
を
担
っ
て
立
づ
に
い
た
っ
た
が
、
そ
の
業
績

と
し
て
極
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
同
四
年
(
一
八

五
七
年
)
四
月
十
二
日
学
制
改
革
の
一
環
と
し
て

館
中
に
洋
書
習
学
所
を
常
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
学
術
、
自
然
科
学
、

武
技
等
が
精
巧
を
極
め
、
到
底
わ
が
国
の
及
ぶ
と

こ
ろ
で
な
い
乙
と
を
卒
直
に
認
め
、
「
兵
法
、
器

械
術
、
物
産
、
水
利
、
耕
織
」
等
の
諸
技
術
を
積

極
的
に
導
入
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
洋
学

の
勉
学
が
先
決
だ
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
と
に
当

然
成
立
つ
わ
け
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
政
治
制
度
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
関
心
と
識

見
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
開
明
的
感
覚
は
明
ら
か

に
蘭
学
を
は
じ
め
と
す
る
洋
学
の
研
究
に
よ
り
導

き
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

ャつ。
左
内
が
安
政
一
一
・
一
二
年
ご
ろ
著
し
た
と
さ
れ
る

「
西
洋
事
情
書
」
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民

主
的
政
治
機
構
や
社
会
、
教
育
制
度
な
ど
に
つ
い

て
、
か
な
り
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
乙
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
最
近
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
「
専
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ら
政
教
を
修
め
、
人
民
を
撫
育
し
、
そ
の
法
度
紀

律
整
粛
懇
到
」
で
、
国
王
は
わ
ず
か
十
余
人
の
供

と
い
う
身
軽
な
恰
好
で
民
聞
を
巡
遊
す
る
が
、
そ

の
さ
い
特
別
に
行
在
所
は
設
け
ず
に
気
軽
に
民
家

に
止
宿
し
て
民
情
を
調
べ
る
。
租
税
も
二
十
分
の

一
を
と
る
く
ら
い
で
、
そ
の
負
担
は
甚
だ
軽
く
、

し
か
も
乙
れ
を
、
「
国
王
一
身
の
営
・
口
腹
居
所

の
た
め
に
は
費
や
さ
ず
、
主
に
救
荒
禦
災
之
手
当

に
致
し
、
国
王
居
所
な
ど
は
至
極
手
軽
な
る
趣
」

で
、
館
の
周
囲
は
お
よ
そ
二
町
ぐ
ら
い
の
も
の

で
、
詰
め
て
い
る
警
備
兵
も
二
十
名
足
ら
ず
と
の

由
、
ど
ζ

か
ら
面
会
を
求
め
て
き
て
も
直
ち
に
応

対
す
る
と
い
う
気
軽
き
で
あ
る
。

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
政
体
の
趣
意
が
、
天

帝
の
意
を
奉
ず
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
上
下
と
も
衆

情
に
も
と
づ
き
、
公
儀
に
そ
む
か
ぬ
こ
と
が
第
一

で
、
役
人
の
選
考
に
当
つ
て
は
、
第
一
に
国
内
の

衆
論
に
基
き
、
賢
明
才
学
の
者
を
挙
用
す
る
乙

と
〉
し
、
た
と
え
国
王
の
一
族
で
も
不
賢
な
る
も

の
は
政
治
に
参
与
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
国
王
と

で
ご
人
に
て
吾
意
に
任
せ
、
窓
に
大
事
を
作
す

乙
と
能
わ
ず
」
と
し
、
専
制
的
な
独
裁
政
治
が
許

さ
れ
ぬ
乙
と
を
強
調
し
て
い
る
。

一
方
、
天
文
・
地
理
・
測
量
・
算
術
・
究
理
・

分
析
・
医
科
・
交
易
な
ど
「
実
用
の
学
」
を
主
と

、I、

す
る
学
校
教
育
制
度
が
整
っ
て
お
り
、
ま
た
女
子

が
刺
繍
・
機
織
な
ど
か
ら
手
習
・
読
書
ま
で
学
べ

る
学
校
も
あ
る
位
で
、
学
校
教
育
が
殊
更
に
行
届

い
て
い
る
と
し
て
い
る
。

と
の
「
西
洋
事
情
書
」
は
、
た
し
か
に
彼
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
政
治
制
度
を
ど
の
程
度
理
解
し

た
か
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の

わ
が
国
の
封
建
的
な
幕
藩
政
権
の
実
態
と
の
明
確

な
相
違
点
を
は
っ
き
り
意
識
し
た
う
え
で
の
記
述

で
あ
る
と
も
思
考
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
如

パ
イ
オ
ニ
ア

何
に
も
幕
末
に
お
け
る
近
代
思
想
の
開
拓
者
ら
し

い
一
面
を
持
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
外
国
貿
易
が
藩
財
政
に
大
き
な

利
益
を
与
え
る
も
の
と
考
え
、
「
当
今
外
国
貿
易

盛
に
相
関
候
折
柄
に
於
て
は
、
国
家
御
大
政
中
の

最
も
御
専
務
と
相
成
候
御
事
と
」
(
安
政
四
年
五

月
頃
制
産
に
関
す
る
建
議
手
書
)
し
、
そ
の
た

め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
「
制
産
」
(
生
産
)
を
大

い
に
振
興
し
、
し
か
も
製
品
を
「
程
能
く
売
捌
候

事
、
肝
要
之
義
」
(
安
政
三
、
四
年
頃
、
外
国
貿

易
説
)
と
強
調
、
さ
ら
に
「
右
諸
品
物
を
以
て
外

国
と
取
引
相
始
候
事
、
誠
に
国
家
に
於
て
大
な
る

御
利
益
」
(
同
説
)
が
あ
る
と
論
じ
、
商
館
に
つ

い
て
も
、
長
崎
、
箱
館
な
ど
、

S
ら
に
は
広
東
、

ワ
シ
ン
ト
ン
〔
話
聖
東
府
〕
に
ま
で
設
け
る
の
が

得
策
だ
と
訴
え
て
い
る
。

ま
た
外
国
商
人
の
風
儀
は
、
「
本
朝
商
人
の
妓

弄
脂
猪
」
な
の
と
異
り
、
「
商
法
専
ら
信
義
に
基

き
礼
律
を
守
候
事
」
故
、
乙
れ
を
よ
く
見
習
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
し
、
遠
く
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
ォ

ラ
ン
、
ダ
な
ど
に
も
人
を
遣
し
、
そ
の
実
情
を
調
べ

る。
な
お
か
か
る
航
海
に
つ
い
て
、
諸
大
名
が
願
出

れ
ば
、
な
る
べ
く
許
可
を
与
え
る
よ
う
に
と
建
策

し
て
い
る
。
(
安
政
四
年
十
二
月
二
十
七
日
、
幕

府
諮
問
に
対
す
る
松
平
慶
永
答
申
)

左
内
の
積
極
的
な
貿
易
論
の
展
聞
に
は
、
云
う

ま
で
も
な
く
彼
の
優
れ
た
洋
学
的
見
識
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

が
大
い
に
学
術
技
芸
に
す
ぐ
れ
「
兵
学
を
始
め
、

器
械
を
製
し
、
物
産
を
聞
く
の
術
、
及
度
学
・
算

術
等
迄
、
頗
る
実
験
を
究
め
、
且
禁
精
巧
な
る
事

」
は
、
わ
が
国
の
到
底
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
と

卒
直
に
認
め
、
し
か
も
「
そ
の
学
術
、
技
芸
を
講

究
候
事
、
最
急
務
な
る
べ
き
儀
に
付
、
:
:
:
・
:
」

と
論
じ
て
い
る
。
(
明
道
館
に
関
す
る
諸
布
令
)

た
し
か
に
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
文
明
を
高
く

評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
と
と
に

そ
の
思
考
の
封
建
的
限
界
が
厳
然
と
存
在
す
る
の

を
見
遁
す
と
と
は
で
き
な
い
。
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つ
ま
り
洋
学
を
現
実
に
受
容
す
る
に
当
り
、
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
、
倫
理
思
想
に
つ
い
て

は
、
厳
し
い
警
戒
的
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
事

実
、
洋
幸
一
日
習
学
所
に
お
け
る
学
科
と
し
て
は
、
究

理
科
、
分
析
科
、
製
械
科
、
聞
物
科
、
暦
算
測
量

科
、
天
文
科
、
地
学
科
な
ど
実
用
、
技
術
の
学
に

こ
と
よ

限
定
し
、
「
万
一
洋
学
に
言
寄
せ
、
新
異
を
好
み

正
理
を
寵
ひ
、
衆
人
を
惑
し
候
様
の
義
こ
れ
あ
る

き
つ
と

に
於
て
は
、
御
吟
味
之
上
、
急
度
御
沙
汰
に
及
ぶ

可
」
き
ζ

と
を
求
め
て
い
る
。
(
館
務
私
記
、
安

政
四
年
四
月
)

ま
た
洋
学
は
「
筋
合
正
し
く
」
'
つ
け
入
れ
ら
れ

る
と
大
い
に
利
益
が
あ
る
が
「
寓
一
杜
撰
に
相
成

候
時
は
、
英
害
亦
言
う
べ
か
ら
ず
」
と
し
、
(
安

政
四
年
四
月
十
二
日
、
学
問
所
事
件
に
付
い
て
の

布
令
原
案
)
さ
ら
に
は
、
彼
を
し
て
「
仁
義
之
道

・
忠
孝
之
教
は
吾
よ
り
聞
き
、
器
技
之
工
、
芸
術

之
精
は
、
彼
よ
り
取
り
侯
様
」
(
安
政
四
年
十
月

二
十
一
日
、
村
田
氏
寿
あ
て
書
翰
)
に
と
云
わ
し

め
て
い
る
。

こ
の
さ
い
、
あ
く
ま
で
我
が
国
の
倫
理
的
徳
目

と
し
て
、
「
吾
君
臣
相
敬
相
愛
之
風
、
国
体
尊
厳

至
重
之
徳
」
と
さ
れ
る
仁
義
之
道
を
賞
掲
し
て
い

る
の
に
注
目
し
た
い
。

一
彼
が
洋
学
所
を
設
け
る
に
当
り
「
畢
寛
実
功
実

益
を
志
し
候
よ
り
之
事
に
て
決
し
て
事
を
好
み
名

を
求
む
る
之
為
に
は
候
は
ず
」
(
明
道
館
に
関
す

る
諸
布
令
)
と
し
て
、
学
聞
に
対
す
る
実
学
主
義

を
打
ち
出
す
と
と
必
に
、
そ
の
倫
理
思
想
的
態
度

は
、
あ
く
ま
で
、
「
人
之
人
た
る
道
を
修
る
之
外

は
之
無
き
事
に
候
得
ば
、
第
一
忠
孝
を
旨
と
し

て
、
高
事
其
筋
道
を
研
究
致
し
・
:
:
・
」
(
同
諸
布

令
)
と
す
る
も
の
で
、
と
乙
に
彼
の
思
考
の
封
建

的
限
界
が
は
っ
き
り
う
か
が
わ
れ
る
。

左
内
の
「
何
分
義
理
之
学
明
に
し
て
而
後
経
済

有
用
の
学
起
る
べ
く
、
経
世
有
用
の
学
起
り
而
後

義
理
之
学
始
て
世
に
行
ふ
べ
し
」
(
安
政
四
年
九

月
十
二
日
村
田
氏
寿
あ
て
誓
翰
)
と
の
論
理

ゃ
、
「
聖
人
之
道
と
申
す
も
、
暴
寛
人
倫
日
用
の

外
に
は
之
無
く
候
へ
ば
、
物
外
之
道
に
て
は
な

し
。
物
外
の
道
な
ら
ね
ば
、
事
を
離
れ
候
事
は
之

無
き
筈
に
て
、
所
詮
、
道
は
却
て
技
よ
り
し
て
進

み
入
り
候
者
と
愚
考
仕
候
。
然
る
に
己
の
不
能
拙

劣
を
掩
ふ
為
、
徒
に
空
理
之
談
を
宣
口
び
、
著
実
の

技
芸
を
嫌
い
候
は
、
可
笑
の
至
に
御
座
候

0

・

:
:
:
:
聖
賢
と
申
す
は
多
能
に
し
て
、
能
を
頼
ま

ず
、
能
に
伐
ら
ず
、
技
芸
を
修
め
て
、
技
芸
に
局

せ
ず
、
技
芸
の
中
に
於
て
妙
理
の
存
す
る
所
を
知

り
、
衆
芸
の
要
一
致
に
湊
会
す
る
処
に
覚
へ
乙
れ

3 
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あ
る
人
を
考
へ
ら
れ
申
し
候
。
」
(
学
制
に
関
す

る
意
見
筋
子
)
と
す
る
主
張
に
み
ら
れ
る
「
実
学

思
想
」
は
、
左
内
の
意
図
す
る
と
乙
ろ
を
は
っ
き

り
物
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
が
極
め
て
現
実
主
義
的
な
思
考
態
度

を
と
っ
た
乙
と
は
、
例
え
ば
笠
原
良
策
か
ら
「
リ

ユ
ジ
メ
ン
タ
」
(
和
蘭
語
学
原
始
)
出
版
に
つ
き

参
考
人
と
な
る
よ
う
要
望
さ
れ
た
と
乙
ろ
「
凡
ソ

物
ヲ
為
ス
ニ
ハ
時
勢
・
人
情
ト
申
者
ヲ
翻
酌
致
サ

ズ
候
ワ
デ
ハ
、
百
事
成
就
致
し
申
さ
ず
・
:
:

わ

さ

ま

ふ

ん

:
:
:
何
事
も
先
後
緩
急
ヲ
弁
へ
ズ
候
て
は
徒
に
紛

の

み

竿
ヲ
悲
き
出
し
候
而
己
ニ
テ
逮
ニ
成
功
な
し
。
良

策
之
処
置
ハ
徐
リ
行
過
ニ
相
成
侯
故
、
却
て
洋
学

之
開
聞
ヲ
妨
候
。
」
(
安
政
三
年
四
月
九
日
中
根

あ
て
左
内
書
翰
)
と
い
い
、
当
時
わ
が
国
に
お
け

る
蘭
学
の
発
展
の
事
情
か
ら
み
て
、
あ
ま
り
に
時

期
尚
早
で
あ
っ
て
蘭
学
の
普
及
発
展
ど
こ
ろ
か
、

か
え
っ
て
そ
の
展
開
の
妨
害
に
な
る
と
判
断
し
て

笠
原
良
策
の
要
請
を
拒
ん
で
い
る
が
、
と
う
し
た

彼
の
現
実
主
義
的
な
時
勢
尊
重
論
は
学
問
ば
か
り

で
は
な
く
、
政
治
や
社
会
機
構
に
対
し
て
も
あ
て

は
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

中
国
の
国
勢
の
変
遷
に
つ
い
て
、
「
支
那
の
井

田
廃
し
て
肝
陪
と
為
り
、
肝
陪
之
後
均
国
と
為

り
、
封
建
廃
し
て
郡
県
と
為
り
、
郡
県
変
じ
て
節
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鎮
と
為
り
、
復
た
遂
に
郡
県
ニ
相
成
る
。
本
朝
之

郡
県
変
じ
て
封
建
と
為
り
、
兵
農
分
れ
て
両
ト
な

り
候
類
、
実
ニ
今
よ
り
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る

之
勢
ニ
御
座
候
と
同
様
の
事
ニ
御
座
候
。
」
(
安
政

三
年
四
月
二
十
六
日
、
中
根
雪
江
あ
て
左
内
書

翰
)
と
強
調
、
「
世
代
の
推
移
、
時
勢
之
沿
革
」

は
「
知
ら
ず
覚
へ
ず
右
之
如
く
推
移
リ
候
者
ニ

て
、
既
ニ
推
移
リ
候
上
ニ
て
ハ
聖
人
も
如
何
ん
ト

も
成
さ
れ
難
き
御
事
に
候
」
と
訴
え
、
政
治
は
あ

く
ま
で
時
勢
の
流
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
前

代
の
も
の
を
急
激
に
改
め
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可

能
で
、
た

Y
前
代
の
弊
害
を
改
め
る
乙
と
が
精
一

杯
だ
と
し
た
。

ザ
ペ
の
点
、
巾
州
咽
《
ョ

l
ロ
ツ

J
p
t違
い
、
「

革
命
と
申
す
乱
習
悪
風
之
無
き
事
故
」
と
す
る
明

確
な
革
命
否
定
論
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
よ

切っ。
か
く
て
洋
学
の
な
か
の
近
代
政
治
思
想
が
幕
藩

政
権
を
否
定
す
る
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
意
識
し
た
か
ら
乙
そ
、
洋
学
の
倫

理
的
、
政
治
的
思
想
の
分
野
に
は
厳
し
い
警
戒
的

態
度
を
と
り
、
む
し
ろ
儒
教
精
神
の
強
固
な
裏
付

け
に
よ
っ
て
、
か
な
り
揺
い
で
き
た
封
建
機
構
の

現
支
配
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
こ
そ
、
洋
学
の

な
か
の
技
術
学
の
積
極
的
導
入
に
真
剣
な
熱
意
を

み
せ
よ
う
と
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
左
内
と
藩
主
松
平
慶
永
と
の
緊
密
な
連

り
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
と
し
て
は
む
し
ろ

藩
主
の
権
威
を
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

政
治
的
、
学
問
的
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。彼

が
そ
の
優
れ
た
洋
学
的
識
見
に
よ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
政
治
や
思
想
に
つ
い
て
少
か
ら
ず
理

解
し
、
そ
の
開
明
的
、
進
歩
的
な
意
義
を
認
め
な

が
ら
も
、
封
建
権
力
や
封
建
社
会
に
対
す
る
真
の

批
判
者
と
は
な
り
得
ず
し
て
、
む
し
ろ
現
実
の
幕

府
政
治
U
集
権
的
封
建
国
家
リ
の
擁
護
者
と
し
て

の
道
を
歩
む
結
果
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
左
内
の
開
明
的
進
歩
性
を
余
り
に
過

大
評
価
す
る
乙
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
彼
の
高
度

の
洋
学
的
識
見
と
い
え
ど
も
、
あ
く
ま
で
儒
教
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
を
基
盤
と
し

て
い
た
事
を
見
遁
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

何
と
し
て
も
彼
が
福
井
藩
士
と
い
う
士
分
階
級

に
属
し
、
し
か
も
ず
そ
の
政
治
生
活
が
同
蓉
最
上
層

の
な
か
に
営
ま
れ
、
藩
主
慶
永
の
絶
大
な
一
信
頼
を

う
け
、
手
厚
い
保
護
の
も
と
に
封
建
身
分
が
保
証

さ
れ
て
い
た
以
上
、
封
建
機
構
の
ワ
ク
内
で
の
開

明
性
と
い
う
限
界
か
ら
脱
却
す
る
乙
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
だ
と
も
い
え
る
。

註

(
1
)
安
政
四
年
十
月
二
十
一
日
村
田
氏
寿
あ
て
左

内
書
翰

(
2
)
大
阪
遊
学
中
に
笠
原
良
策
と
書
信
の
往
復
を

し
き
り
に
行
っ
た
が
、
そ
の
書
簡
の
な
か
に
一

原
書
(
蘭
書
)
の
読
解
力
進
歩
に
対
す
る
称
讃

の
辞
は
敢
て
当
ら
ず
」
と
し
「
漸
く
先
日
よ
り

コ
ン
ス

文
法
書
を
終
業
致
し
、
こ
の
頃
昆
斯
(
病
理

論
)
相
始
め
候
。
独
見
に
て
腹
稿
致
し
候
上
に

げ
ん
ろ
ん

で
講
釈
を
相
頼
み
候
。
誠
に
舷
震
に
堪
え
ず

候
。
御
一
笑
下
さ
る
可
く
候
」
(
嘉
永
四
年
七

月
八
日
笠
原
良
策
あ
て
左
内
書
翰
)
と
洋
学
勉

学
に
対
す
る
熱
意
と
謙
虚
な
態
度
が
み
ら
れ

司
令
。

(
5
)
左
内
の
俊
才
の
ほ
ど
は
、
半
井
仲
庵
を
し
て

も
「
実
に
英
才
目
を
拭
ひ
驚
く
べ
き
後
進
の
領

1
ゅ
う袖

」
(
安
政
元
年
三
月
十
五
円
笠
原
良
策
あ
て

半
井
書
翰
)
と
絶
讃
さ
せ
て
い
る
。

い
つ
与
C

(
4
)
宏
政
三
年
二
月
十
九
日
市
川
斎
宮
あ
て
杉
田

成
卿
書
翰
に
は
、
「
同
人
(
左
内
)
よ
り
借
り

周
り
候
英
辞
書
:
・
:
:
:
」
と
あ
り
、
ま
た
安
政

四
年
十
二
月
二
十
六
日
宍
内
あ
て
本
多
修
理
室
田

翰
に
は
、
宍
内
が
十
中
学
に
対
し
て
真
剣
な
鮪
学

熱
を
み
せ
た
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。

ま
た
安
政
五
年
十
二
月
二
十
五
日
中
根
雪
江

あ
て
書
翰
に
は
、
京
内
が
ド
イ
ツ
語
を
才
ラ
ン

ダ
諸
問
風
に
音
読
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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(
5
)
安
政
四
年
四
月
十
二
日
学
問
所
事
件
に
つ

い
て
の
布
令
原
案
(
第
一
則
)

(
6
)
右
記
布
令
原
案
に
は
「
彼
の
長
ず
る
所
を
知

り
候
に
は
、
其
学
芸
・
伎
術
を
講
究
候
事
最
も

急
紡
た
る
べ
く
義
に
付
、

j
i
-
-
-
」
と
し
洋
学

習
学
所
設
立
の
趣
旨
を
明
記
し
て
い
る
。

(
7
)
左
内
の
「
西
洋
事
情
書
」
の
内
容
は
、
西

周
、
津
田
真
道
、
加
藤
弘
之
、
神
田
孝
平
な
ど

洋
学
者
の
思
組
的
、
政
治
的
分
野
に
お
け
る
啓

蒙
的
役
割
に
も
比
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

(
8
)
安
政
四
年
五
月
頃
制
産
花
関
す
る
建
議
手

書

(
?
)
安
政
四
年
十
二
月
二
十
七
円
米
国
と
の
外

交
一
件
に
つ
き
幕
府
の
諮
問
に
対
す
る
松
平
慶

永
の
答
申
書

(
叩
)
洋
学
に
対
し
て
も
熱
意
を
み
せ
た
佐
久
間
象

山
も
「
東
洋
道
徳
西
洋
芸
」
と
説
き
封
建
道
徳

の
根
幹
た
る
儒
教
精
神
を
賞
揚
し
て
い
る
が
、

左
内
の
場
合
と
相
舟
守
す
る
も
の
が
あ
る
。

(
刊
)
安
政
三
年
四
月
二
十
六
日
中
根
雪
江
あ
て

左
内
書
翰
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