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維
新
の
変
革
と
幕
臣
の
系
譜

改
革
派
勢
力
を
中
心
に

1

1
国
家
形
成
と
忠
誠
の
転
移
相
克
1
1
l

菊

〈

目

次

〉

は
じ
め
に
日
問
題
の
発
端
と
所
在

第
一
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
力
の
形
成

|
|
幕
藩
体
制
秩
序
と
忠
誠
、
そ
の
背
反
の
蔚

第
一
節
嘉
永
末
・
安
政
年
聞
に
お
け
る
幕
政
改
一
革
(
二
九
巻
三
・
四
号
)

第
二
節
改
革
派
勢
力
に
お
け
る
体
制
秩
序
と
中
山
誠
(
一
ニ

O
巻
四
号
・
一
一
一
一
巻
一
号
)

第
二
章
幕
府
に
お
け
る
改
革
派
勢
力
の
拡
大
と
そ
の
分
裂

l
l国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出
と
忠
誠
の
転
移
相
克

万
延
か
ら
慶
応
へ
、
そ
し
て
「
戊
辰
の
瓦
解
」
(
一
三
巻
二
号
)

改
革
派
勢
力
に
お
け
る
国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出
〈
以
上
本
号
)

第
一
節

第
二
節

地

(五)久
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説

第
三
章

明
治
国
家
の
形
成
と
幕
府
改
革
派
の
後
身
グ
ル
ー
プ

|
|
封
建
的
忠
誠
の
解
体
と
帰
て
そ
の
諸
相

さ'b.a岡

お

わ

り

に

第

節

改
革
派
勢
力
に
お
け
る
国
家
の
発
見
・
個
人
の
析
出

討
幕
派
勢
力
の
形
成
に
つ
い
て
は
既
に
こ
れ
を
一
瞥
し
た
が
、
尊
撰
運
動
の
広
が
り
に
発
す
る
そ
の
足
跡
は
、

ま
さ
し
く
思
想
領
域
に
お

け
る
決
定
的
な
転
換
i
l
i広
義
の
国
家
の
発
見
、

そ
れ
へ
の
忠
誠
の
内
面
化
と
共
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
「
一
姓
歴
々
」

っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
或
は
又
儒
教
的
な
「
天
道
」
理
念
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
た
「
神
州
闇
国
」
は
、
特
定
の
象
徴
的
人
格
と
は
勿
論

の
権
威
に
よ

の
こ
と
、
体
制
の
総
体
と
も
一
応
区
別
さ
れ
た
一
個
の
政
治
的
統
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
維
持
と
隆

盛
を
は
か
る
こ
と
が
、
個
々
に
お
い
て
挺
身
の
行
動
の
基
本
原
理
と
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
忠
誠
観
念
の
さ
ら
な
る
変
容
と
見
る
べ

き
こ
う
し
た
転
換
が
、
先
立
つ
観
念
変
化
と
並
行
し
て
の
思
想
展
開
、
政
治
主
体
と
し
て
の
自
己
把
握
か
ら
政
治
的
統
合
の
構
想
に
到
る
ま

で
の
そ
れ
を
、
引
き
続
き
伴
っ
て
い
た
こ
と
は
賛
言
す
る
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
討
幕
派
の
形
成
と
共
に
あ
っ
た
内
的
転
換
は
、
彼
ら
の
打
倒
目
標
と
な
っ
た
幕
府
権
力
、
こ
れ
を
改
革
を
以
て
支
え
よ
う
と

し
た
開
明
分
子
を
必
ず
し
も
事
の
例
外
と
し
た
訳
で
は
な
い
。
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
は
、
後
者
に
あ
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
進
行

を
見
せ
て
い
た
。
幕
府
に
あ
っ
て
確
実
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
彼
ら
が
、
そ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
分
裂
の

傾
向
を
示
し
た
こ
と
は
、
詰
る
所
、

か
t
A

る
転
換
が
あ
っ
て
そ
の
進
行
の
一
律
で
は
な
い
有
り
様
を
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
随
伴

の
思
想
展
開
に
つ
い
て
も
越
し
方
は
同
様
で
あ
る
。
殊
に
統
合
ビ
ジ
ョ
ン
の
形
成
と
い
う
点
で
は
、
必
ず
し
も
分
裂
の
左
右
を
問
わ
ず
、
全

体
と
し
て
そ
の
政
敵
に
数
歩
先
ん
ず
る
知
的
足
跡
を
残
し
て
い
た
。
〈
横
議
横
行
〉
が
全
般
の
趨
勢
と
な
っ
て
旧
秩
序
の
流
潰
が
進
む
中
、
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伝
統
的
な
忠
誠
心
の
空
洞
化
が
併
せ
現
像
し
た
が
、
個
人
の
析
出
と
見
倣
さ
る
べ
き
内
実
を
伴
っ
た
そ
う
し
た
動
き
を
も
含
め
て
、
幕
府
末

期
の
改
革
政
治
は
、
や
は
り
忠
誠
観
念
変
容
の
諸
相
と
共
に
そ
の
繰
り
返
し
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(5) 維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

尊
撰
派
を
形
成
し
た
諸
落
草
葬
の
「
有
志
」
者
、
殊
に
長
州
藩
の
松
陰
門
下
生
グ
ル
ー
プ
や
薩
摩
藩
の
旧
誠
忠
組
成
員
は
、
自
ら
担
っ
た

「
草
奔
堀
起
」
や
「
八
ム
武
一
和
」
の
運
動
の
破
綻
を
介
し
て
大
き
く
翻
身
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
も
は
や
ひ
た
す
ら
〈
安
叡
慮
〉
を
目
指
す
こ

と
は
な
く
、
〈
安
民
l
為
天
下
〉
を
よ
り
上
位
の
当
為
と
し
て
押
さ
え
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
命
題
が
そ
の
本
意
と
す
る
「
神
州
闇
国
」
の
安

寧
を
体
制
総
体
の
維
持
と
区
別
さ
れ
た
次
元
で
追
い
求
ぬ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
内
的
転
換
は
、
政
治
的
な

リ
ア
リ
ズ
ム
の
前
面
化
を
併
せ
伴
っ
て
お
り
、
目
前
の
流
動
的
な
状
況
へ
の
極
め
て
校
智
な
対
応
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
幕
府
と
の
武
力
対

決
に
向
か
う
中
、

か
L

る
翻
身
を
経
て
い
た
こ
と
が
そ
の
歩
み
を
実
効
的
た
ら
し
め
た
と
言
っ
て
良
い
。

「
国
体
」
「
神
州
」
観
念
と
結
び
つ
い
た
「
皇
統
」
の
権
威
の
価
値
的
な
上
昇
が
、

一
部
の
「
有
志
」
者
に
あ
っ
て
「
勤
王
の
忠
節
」
の

内
面
化
に
つ
な
が
り
、
既
成
秩
序
超
出
の
行
動
を
浮
上
せ
し
め
た
こ
と
、
既
に
「
洋
夷
」
の
輯
一
映
を
契
機
と
し
た
一
方
の
反
応
と
し
て
詳
し

く
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
文
久
年
間
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
尊
援
「
激
派
」
の
跳
梁
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
展
開
の
延
長
線
上
に
あ

北法32(1・153)153 



説

る
。
長
州
尊
擾
派
の
旗
頭
久
坂
玄
瑞
が
土
佐
勤
自
主
党
の
領
袖
武
市
半
平
太
に
書
き
送
っ
て
の
一
節
、
「
失
敬
な
が
ら
尊
藩
も
弊
藩
も
滅
亡
し

て
も
大
義
な
れ
ば
苦
し
か
ら
ず
、
両
藩
と
も
存
し
候
と
も
、
恐
多
も
皇
統
綿
々
万
乗
の
君
の
御
叡
慮
相
貫
申
さ
ず
で
は
、
神
州
に
衣
食
す
る

甲
斐
は
之
無
き
欺
」
に
窺
え
る
如
く
、
彼
ら
は
、
八
安
叡
慮
〉
を
目
指
す
に
も
は
や
帰
属
の
藩
の
滅
亡
を
厭
わ
ぬ
姿
勢
を
一
示
す
よ
う
に
な
っ

論

て
い
た
(
天
皇
へ
の
忠
誠
対
象
転
移
|
1
1
皇
臣
意
識
の
優
位
化
)
。
そ
し
て
、

一
方
で
朝
廷
工
作
を
推
し
進
め
な

が
ら
、
他
方
で
は
「
諸
侯
侍
む
に
足
ら
ず
、
公
卿
特
む
に
足
ら
ず
、
草
葬
志
士
糾
合
義
挙
の
外
に
は
迎
も
策
之
無
き
事
」
と
、
「
万
乗
の
君
」

と
の
聞
に
介
在
す
る
上
層
支
配
者
に
多
く
を
期
待
せ
ず
、
諸
藩
士
草
奔
部
分
の
提
携
と
そ
の
力
の
総
結
集
、
こ
れ
を
介
し
て
の
実
力
行
使
へ

と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
彼
ら
が
文
久
末
か
ら
元
治
に
か
け
て
相
次
ぐ
瑳
朕
を
経
験
し
て
い
っ
た
時
、
従
前
の
姿
勢

そ
う
し
た
姿
勢
を
以
て
、

は
、
到
底
そ
の
ま
L
保
持
さ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
朝
廷
か
ら
の
放
逐
・

「
朝
敵
」
と
し
て
の
糾
弾
等
を
く
X
り

「
暴
発
」
の
末
の
敗
走
・

抜
け
で
は
、
殊
に
「
勤
王
の
忠
節
」
i

ー
ー
ひ
た
す
ら
な
〈
安
叡
慮
〉
志
向
か
ら
の
離
脱
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
生
野
の
挙
兵
に
参
加
し
て
九
死

に
一
生
を
得
た
但
馬
の
志
士
北
垣
間
道
(
F
U
U

伝
六
ー
か
日
ト
六
)
は
、
慶
応
年
間
に
到
り
幕
府
が
再
度
の
長
州
征
伐
に
乗
り
出
し
て
朝
廷
か
ら
追
討

の
宣
旨
を
引
き
出
す
中
、
こ
れ
を
「
彼
鳳
詔
を
懐
に
入
れ
我
を
威
す
の
策
小
児
に
似
た
り
」
と
瑚
笑
い
、
長
州
藩
「
激
徒
再
発
」
後
の
枢
機

に
立
っ
た
木
戸
孝
允
に
対
し
て
、
「
世
之
形
勢
、
非
義
之
勅
に
て
列
藩
動
き
申
さ
ず
」
「
勅
書
再
御
取
房
と
申
訳
に
は
参
り
申
さ
ず
候
得
共
、

天
下
に
行
わ
れ
ず
候
へ
ば
御
取
房
一
し
も
同
様
之
事
也
」
と
書
き
送
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
窺
え
る
よ
う
に
、
「
一
姓
歴
々
」

の
権
威
を
盲
目
的

に
奉
ず
る
こ
と
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
と
儒
教
的
な
政
治
規
範
に
準
拠
す
る
こ
と
を
区
別
し
て
却
っ
て
後
者
に
自
ら
の
立
場
を
据

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
既
述
せ
る
如
く
、
か
つ
て
の
急
進
分
子
は
、
「
神
州
闇
国
」
の
維
持
に
帰
す
る
両
趣
意
、
〈
安
叡
慮

i

総
じ
て
八
安
叡
慮
〉
を
、
「
援
夷
」

の
実
行
に
見
て
即
〈
安

為
天
朝
〉
と
八
安
民
|
為
天
下
〉
と
を
意
識
的
に
弁
別
す
る
こ
と
が
少
な
く
、

(
4
)
 

民
〉
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
至
上
の
当
為
と
受
け
と
め
て
い
た
。
だ
が
、
「
暴
発
」
の
末
に
「
朝
敵
」
と
見
倣
さ
れ
る
に
到
つ
て
は
、
そ

の
聞
に
お
い
て
単
純
な
援
夷
論
を
脱
し
つ
与
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
か
与
る
〈
安
叡
慮
〉
至
上
の
姿
勢
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

北法32(1・154)154 



(5) 

あ
る
。
ち
な
み
に
、
急
進
分
子
が
瑳
扶
を
経
て
の
こ
う
し
た
有
り
様
は
、
諸
藩
の
開
明
分
子
に
早
く
か
ら
顕
在
化
し
て
い
日
一
ぞ
れ
で
あ
り
、

情
動
的
な
前
者
に
ま
で
事
が
及
ん
だ
時
点
で
は
、
多
少
な
り
と
も
現
実
感
覚
に
ま
さ
っ
た
尊
援
派
漸
進
の
部
分
を
そ
の
例
外
と
は
し
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
誠
忠
組
の
成
員
な
が
ら
薩
摩
藩
の
公
武
合
体
運
動
を
担
っ
て
き
た
大
久
保
利
通
は
、
朝
廷
に
長
州
再
征
へ
の
反
対
を
申
し
入

れ
て
「
至
当
之
筋
を
得
、
天
下
万
民
御
尤
と
存
じ
奉
り
候
て
こ
そ
勅
命
と
申
す
可
く
候
得
ば
、
義
に
非
ざ
る
勅
命
は
勅
命
に
有
ら
ず
候
故
奉

ず
可
か
ら
」
ず
と
極
言
す
る
な
ど
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

尊
嬢
派
の
系
譜
を
引
く
「
有
志
」
者
が
「
義
」
を
踏
む
べ
き
と
の
趣
意
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
あ
っ
て
「
国
家

天
下
の
為
め
大
忠
」
の
主
座
的
な
展
開
が
始
ま
っ
た
と
見
て
取
れ
る
。
だ
が
、
事
は
決
つ
し
て
そ
れ
だ
け
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
指
導
的

部
分
は
、
さ
ら
に
「
国
家
(
藩
)
」
を
「
天
下
」
安
寧
|
|
「
神
州
開
国
」
維
持
の
手
段
と
見
て
そ
の
全
て
を
賭
す
る
姿
勢
を
示
し
、
多
少

字
面
に
こ
だ
わ
っ
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
「
国
家
天
下
の
為
め
大
忠
」
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
今
一
歩
進
ん
で
二
文
字
抜
き
の
「
天
下
の

為
め
大
忠
」
と
表
現
さ
る
べ
き
地
平
に
到
っ
て
い
た
。
木
戸
孝
允
・
大
久
保
利
通
等
、
元
治
・
慶
応
の
頃
か
ら
藩
の
実
権
を
掌
握
し
た
有
力

分
子
の
以
下
の
発
言
に
は
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
窺
え
よ
う
。
長
州
の
地
に
あ
っ
て
幕
府
の
再
征
動
向
を
注
視
し
て
い
た
木
戸
は
、
隣

藩
の
知
人
に
「
長
州
今
日
之
場
合
に
立
至
り
を
名
医
よ
り
し
て
う
か
父
わ
せ
候
は
ど
、
千
歳
一
時
之
機
会
に
も
之
有
る
可
き
敗
。
左
候
て
、
今

日
之
長
州
も
皇
国
之
病
を
治
し
候
に
は
良
き
道
具
と
存
申
侯
」
と
書
き
送
っ
て
い
た
。
又
、
薩
摩
藩
を
し
て
幕
府
へ
の
公
然
た
る
敵
対
に
導

い
た
大
久
保
は
、
兵
庫
開
港
・
長
州
処
分
の
両
問
題
に
つ
き
島
津
久
光
に
そ
の
対
応
方
針
を
建
言
し
た
際
、
彼
を
強
く
励
ま
し
て
「
上
、
朝

廷
の
衰
体
、
下
、
万
民
之
困
苦
、
御
傍
観
に
忍
び
為
さ
れ
難
く
、
国
家
を
抽
ち
御
尽
力
遊
さ
れ
候
御
忠
誠
、
遍
く
天
下
に
拡
充
仕
候
様
御
座

(
9
)
 

有
り
度
」
と
述
べ
て
い
た
。
彼
ら
が
程
な
く
相
結
ん
で
幕
府
へ
の
武
力
的
対
決
に
踏
み
出
し
た
根
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
地
国
家
〉
に
つ

北法32(1・155)155 

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

い
て
の
相
互
的
な
了
解
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
く
、
薩
・
長
・
芸
三
藩
の
出
兵
盟
約
が
「
朝
廷
の
為
国
家
を
描
ち
必
死
尽
力
仕
る
可
き
事
」

を
謡
っ
て
い
た
こ
と
は
、

そ
の
有
力
な
証
左
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
勤
王
の
忠
節
」
の
内
面
化
は
、

多
く
既
成
秩
序
か
ら
の
逸
脱
行



説

為
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
と
共
に
こ
れ
を
解
体
に
導
く
論
理
を
準
備
し
た
。
尊
嬢
派
系
列
の
有
力
分
子
に
お
け
る
八
描
国
家
〉
の
姿
勢
の
浮
上

は
、
盲
目
的
な
〈
安
叡
慮
〉
志
向
を
脱
し
て
後
、
な
お
こ
れ
に
付
随
し
た
体
制
に
フ
ェ
イ
タ
ル
な
論
理
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ

5命

ぅ
。
藩
の
実
権
掌
握
と
そ
れ
を
介
し
て
の
中
央
政
局
へ
の
働
き
か
け
は
、
藩
秩
序
超
出
の
直
接
行
動
に
出
た
時
と
同
じ
く
、
根
本
に
お
い

て
、
「
諸
侯
侍
む
に
足
ら
ず
、
公
卿
侍
む
に
足
ら
ず
」
の
気
組
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
尊
藩
も
弊
藩
も
滅
亡
し
て
も
大
義
な
れ
ば

苦
し
か
ら
ず
」
と
の
構
え
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
延
長
線
上
に
出
て
来
る

「
国
家
(
藩
)
」
二
文
字
抜
き
の

「
天
下
の
為
め
大
忠
」
で

あ
っ
た
。

か
L
る
「
天
下
の
為
め
大
忠
」
の
展
開
は
、
体
制
総
体
と
区
別
さ
れ
た
政
治
的
統
体
(
広
義
の
国
家
)

へ
の
忠
誠
、
そ
の
内
的
確
立
の
動

き
を
伝
え
て
い
る
。
多
分
に
肢
行
的
な
形
で
あ
る
に
し
て
も
、

で
あ
る
。
言
う
所
の
〈
体
制
総
体
と
区
別
さ
れ
た
政
治
的
統
体
〉
と
は
、

「
(
神
州
)
開
国
」
が
知
覚
さ
れ
る
実
在
と
し
て
の
既
成
秩
序
(
藩
社
会
と
そ
の
集
積
)
と
一
線
を
劃
す
る
、
い
わ
ば
統
一
体
の
純
粋
理
念

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
へ
の
〈
忠
誠
の
内
的
確
立
〉
と
は
、
儒
教
的
な
政
治
規
範
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ

つ
与
の
そ
う
し
た
統
一
体
イ
デ
ー
に
対
す
る
献
身
が
個
々
に
十
分
納
得
さ
れ
、
内
在
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
に
到
る
に
は
、

く
二
重
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
既
述
せ
る
如
く
、
「
閤
国
」
維
持
の
当
為
へ
と
転
化
し
た
儒
教
的
な
政
治
規
範
は
、

お
そ
ら

そ
れ
と

共
に
在
来
の
組
織
や
制
度
か
ら
弟
離
の
傾
向
を
示
し
、
具
体
的
に
は
、
内
に
統
一
を
目
指
し
て
の
体
制
秩
序
の
見
直
し
を
促
し
て
い
た
。

「
閤
国
」
が
体
制
の
総
体
と
区
別
さ
れ
た
統
体
と
し
て
了
解
さ
れ
る
為
に
は
、

か
t

ふ
る
飛
離
の
徹
底
と
し
て
、
そ
の
見
直
し
の
作
業
が
在
来

秩
序
全
般
の
解
体
を
日
程
に
昇
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
秩
序
解
体
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
L
統
体
へ
の
忠
誠
に
つ
な

が
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
結
論
は
、
西
洋
の
政
治
状
況
の
通
暁
や
日
本
の
制
度
的
現
実
の
考
察
等
、
総
じ
て
知
的
な
営
為
の
継
続
に
よ
っ
て

膏
さ
れ
得
る
が
、
当
の
結
論
に
殉
ず
る
姿
勢
、
統
体
の
為
に
体
制
の
破
壊
を
厭
わ
ぬ
気
組
は
、
既
成
秩
序
に
親
和
的
な
己
が
心
性
の
克
服
を

い
わ
ば
知
識
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
心
奥
の
葛
藤
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
統
体
へ
の
忠

通
し
て
、
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誠
は
、

一
方
に
お
け
る
伝
統
秩
序
見
直
し
の
知
的
作
業
、
他
方
に
お
け
る
従
来
の
価
値
意
識
と
の
訣
別
を
二
つ
な
が
ら
経
て
、
そ
の
確
立
に

到
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
尊
撰
派
系
列
の
有
力
部
分
に
見
る
「
天
下
の
為
め
大
忠
」
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
両
途
の
積
み
重
ね
と
し
て

発
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
伝
統
秩
序
の
見
直
し
は
新
た
な
制
度
構
想
の
提
起
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
が
、
か
t

ふ
る
知
的
営
為
は
、

後
に
見
る
よ
う
に
、
彼
ら
に
お
い
て
決
し
て
十
分
な
深
ま
り
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
は
言
え
、
彼
ら
は
既
に
〈
助
国
家
〉
を
説
き
、
藩

(5) 

を
手
段
と
し
て
「
閤
国
」
の
安
寧
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
藩
社
会
集
積
の
体
制
と
異
る
次
元
で
統
体
を
押
さ
え
る

こ
と
へ
の
か
な
り
大
幅
な
接
近
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の
〈
描
国
家
〉
の
論
理
は
、
既
成
秩
序
超
出
の
行
動
と
そ
の
正
当
化
を
経
て
浮
上

し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
身
分
や
帰
属
集
団
の
内
面
的
な
拘
束
性
か
ら
の
自
由
、
体
制
に
親
和
的
な
心
性
の
克
服
を
介
し
て
い
凶
町
制

度
見
直
し
の
レ
ベ
ル
で
の
不
徹
底
は
否
め
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
到
れ
ば
そ
れ
は
十
分
に
統
体
へ
の
忠
誠
、
広
義
の
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の

維新の変苧と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

名
に
値
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

統
体
へ
の
忠
誠
の
内
的
確
立
を
告
げ
る
「
天
下
の
為
め
大
忠
」
の
展
開
は
、
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
一
種
の
思
考
転
換
を

伴
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

一
途
な
「
勤
王
の
忠
節
」
を
脱
し
て
「
天
下
の
為
め
大
忠
」
に
到
る
過
程
は
、

ほ
父
そ
の
ま
L

政
治
的
リ
ア
リ

ズ
ム
前
面
化
の
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
尊
撰
「
激
派
」
が
〈
安
叡
慮
〉
を
目
指
し
て
直
接
の
実
力
行
使
に
向
か
っ
て
い
っ
た
時
、
朝
廷

へ
の
入
説
を
伴
っ
た
そ
の
「
暴
烈
」
の
行
動
の
背
後
に
は
、
自
己
の
「
勤
王
の
忠
節
」
を
他
に
そ
の
ま
L

投
影
し
て
の
期
待
思
考
(
主
ω
広
三

従
っ
て
又
「
錦
旗
一
た
び
動
か
ば
義
勇
の
徒
忠
憤
の
土
立
所
に
馳
参
ら
む
は
必
然
に
し
て
、

疑
う
べ
か
ら
ず
」
(
久
坂
玄
瑞
)
と
の
状
況
に
対
す
る
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
作
動
し
て
い
た
。

洞
何
賊
を
勤
し
黙
慮
を
械
せ
ん
事

同}回一口

r一
口
ぬ
)
、

a
y
n
-
‘
ザ
ミ
、

ふ
ム
，
刀

自
ら
の
蹟
き
を
経
て
ひ
た
す
ら
な

〈
安
叡
慮
〉
志
向
を
脱
し
て
い
っ
た
時
、
そ
う
し
た
傾
性
は
後
景
へ
と
退
き
、
状
況
の
冷
静
な
把
握
が
強
く
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
と
並
行
し
て
行
動
の
有
効
性
や
効
果
に
対
す
る
配
慮
が
先
行
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
藩
の
実

権
を
握
ろ
う
と
す
る
動
き
は
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
配
慮
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
も
は
や
藩
秩
序
超
出
の
実
力
行
使
で
は
な
く
、
逆
に
藩

北法32c1・157)157 



説

の
内
部
に
あ
っ
て
こ
れ
を
強
化
し
、
実
効
的
行
動
の
足
場
と
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
長
州
藩
に
あ
っ
て
「
激

派
」
没
落
の
後
に
そ
の
失
地
の
回
復
に
乗
り
出
し
た
高
杉
晋
作
、
彼
が
藩
権
力
の
掌
握
に
成
功
し
て
語
っ
た
以
下
の
発
言
に
は
、
こ
う
し
た

論

リ
ア
リ
ズ
ム
の
前
面
化
が
実
に
鮮
明
で
あ
る
。
「
兎
も
角
、
両
国
(
防
長
二
州
)

来
候
様
思
案
し
奉
り
候
。
好
名
だ
て
か
一
番
悪
し
く
御
座
候
。
繭
な
が
ら
、
天
下
の
形
勢
を
丸
で
見
ず
で
は
相
叶
わ
ず
候
。
隻
眼
四
足
両
国

中
に
在
候
て
、
し
り
自
に
て
天
下
の
形
勢
を
窺
ふ
位
に
て
丁
度
宜
敷
か
と
存
じ
奉
り
候
」
。
薩
摩
藩
・
尊
擾
派
漸
進
の
部
分
に
目
を
や
る
な

ら
、
彼
ら
に
お
い
て
も
事
は
変
り
な
い
。
む
し
ろ
、
当
初
か
ら
の
そ
れ
な
り
の
現
実
感
覚
が
、
彼
ら
を
し
て
「
激
派
」
と
は
一
線
を
劃
す
る

多
分
に
藩
権
力
に
密
着
し
た
歩
み
を
促
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
〈
安
叡
慮
〉
を
次
善
の
目
途
と
見
倣
し
て
〈
地
国
家
〉
を

打
ち
出
す
に
及
ん
で
は
、
そ
れ
と
と
も
に
以
前
に
も
増
し
た
状
況
適
応
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
浮
び
上
が
っ
て
い
た
。
「
天
下
之
大
法
と
言
え
る

を
五
大
州
中
第
一
の
強
富
国
に
す
れ
ば
、

随
分
勤
王
も
出

紀
綱
之
弛
張
に
於
て
其
罪
情
之
軽

は
」
と
し
て
大
久
保
刺
通
が
説
き
起
こ
し
た
法
運
用
の
原
則
論
、
「
時
世
之
寛
急
人
心
之
向
背
を
慮
り
、

重
を
取
捨
し
、
其
宜
と
適
候
社
当
然
之
訳
と
相
考
候
」
は
、
か
与
る
動
き
を
伝
え
て
余
り
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

政
治
的
統
体
を
体
制
総
体
と
区
別
し
て
押
さ
え
、
し
か
も
そ
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
す
る
に
状
況
の
適
確
な
把
握
、
状
況
へ
の
有
効
な
対

応
を
目
指
す
リ
ア
リ
ズ
ム
が
前
固
化
し
た
こ
と
は
、
新
た
な
制
度
構
想
へ
の
道
を
切
り
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
制
度
の
構
想
は
そ
れ

な
り
の
知
的
蓄
積
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
尊
援
派
i
討
幕
派
に
あ
っ
て
即
座
に
十
分
な
展
開
を
見
せ
た
訳
で
は

な
か
っ
た
。
薩
摩
藩
が
唱
え
た
「
共
和
政
治
」
|
雄
藩
連
合
政
体
論
に
し
ろ
、
必
ず
し
も
熟
慮
さ
れ
た
包
括
的
な
構
想
と
は
言
い
難
く
、
あ

く
ま
で
も
随
時
的
な
議
論
に
と
ど
ま
っ
た
。
既
述
の
内
的
な
転
換
が
結
果
し
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
従
っ
て
、
制
度
の
構
想
や
そ
の
追

求
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
流
動
的
な
状
況
を
前
に
し
て
の
臨
機
で
校
智
な
対
応
、
政
治
目
的
を
幕
府
の
支
配
権
剥
奪
や
武
力
的
打
倒
に
絞
っ

て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
「
其
期
に
至
り
、

々
一
も
彼
手
に
奪
わ
れ
侯
て
は
、

た
と

と其
か期
総に

乏先
管ん

1信号

謀長
とく
も 玉
T" 〆戸、

場天
之さ3
面を
方空
ゴゴ パ

ーL¥

荘抱
土き
之奉

ピ長
乱倒

れ筆
1す載
窟之

高大
と 事
相(に
成51
L 

「
た
と

自
然
万
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へ
干
支
に
及
ひ
候
が
上
策
に
も
せ
よ
、
元
来
干
支
を
以
て
す
る
は
止
む
を
得
ず
に
出
候
事
と
申
義
は
四
海
一
様
之
公
論
に
て
、
必
立
見
余
義
無

く
民
を
治
め
民
を
助
く
る
之
道
具
に
て
御
座
候
ゆ
え
、
子
支
を
以
て
す
る
事
は
始
終
止
む
を
得
ず
に
出
る
形
ち
海
内
は
申
す
に
及
ば
ず
、
海

外
ま
で
も
蛇
度
相
示
し
申
さ
ず
で
は
相
成
ら
ず
:
:
:
愉
快
に
乗
じ
怒
怨
に
過
ぐ
る
之
徒
、
其
中
を
得
ず
、
公
論
を
却
て
敵
に
与
へ
千
載
一
時

之
大
機
会
を
相
失
し
候
事
少
な
か
ら
ず
」
。
木
戸
孝
允
の
こ
う
し
た
発
言
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

友
敵
関
係
!
幕
府
に
対
す
る
敵
対
の
確
定

が
為
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
常
に
敵
者
に
先
ん
じ
て
状
況
を
領
導
す
ベ
く
あ
ら
ゆ
る
権
威
や
建
て
前
が
戦
術
的
利
用
の
対
象
と
さ
れ
て
い
っ

(5) 

た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
藩
権
力
の
連
合
に
よ
る
幕
府
へ
の
実
力
的
対
抗
を
基
本
戦
略
と
し
て
、
外
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
接
触
を
強
め
て
西
洋

諸
列
強
の
圧
力
を
利
用
し
、
内
に
は
「
仁
政
」
を
標
携
し
て
民
心
の
掌
握
に
務
め
な
が
ら
、
さ
ら
に
政
治
的
諸
勢
力
の
帰
向
を
制
す
べ
く

「
玉
(
天
皇
)
」
の
意
図
的
操
作
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
末
に
つ
い
て
は
萱
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

維新の変革と幕直の系譜:改革派勢力を中心に

広
義
の
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
は
、
尊
摸
派
1

討
幕
派
の
系
譜
に
お
い
て
顕
著
で
あ
れ
、
必
ず
し
も
彼
ら
だ
け
に
限
定
さ
れ
た

動
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
諸
藩
の
開
明
分
子
に
お
い
て
然
り
、
さ
ら
に
又
幕
府
を
支
え
た
改
革
派
グ
ル
ー
プ
を
も
決
っ
し
て
例
外
と
は
し

な
か
っ
た
。
た
だ
、
後
者
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
事
の
進
行
は
決
っ
し
て
一
律
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
内
部
的
な
分
裂
に
つ
な

一
部
が
容
易
に
統
体
へ
の
忠
誠
へ
と
到
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
幕
府
が
曲
り
な
り
に
も
「
天
下
」
統
治
の
主
体
で
あ
り
、
そ

が
っ
て
い
た
。

れ
へ
の
忠
誠
が
そ
の
ま
与
「
天
下
」
規
模
の
も
の
と
し
て
発
現
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

外
国
奉
行
所
配
下
に
あ
っ
て
水
野
忠
徳
の
知
遇
を
得
、
彼
を
一
員
と
す
る
改
革
派
の
主
流
に
近
い
立
場
に
在
っ
た
福
地
源
一
郎
は
、
後
に

維
新
当
時
の
主
戦
論
主
張
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
国
家
と
云
へ
る
観
念
も
国
体
と
云
へ
る
分
別
も
実
に
余
が
胸
中
に

は
無
か
り
し
な
り
。
其
頃
は
既
に
明
か
洋
書
も
読
み
て
平
生
は
万
国
公
法
が
ど
う
で
御
座
る
の
、
外
国
交
際
が
斯
様
で
御
座
る
の
、
国
家
は

云
々
、
独
立
は
斯
々
な
ど
与
読
噛
り
聴
噛
り
に
て
随
分
生
利
な
る
説
を
吐
て
人
を
驚
か
し
、

以
て
自
ら
喜
ぴ
た
り
し
も
、

今
や
己
れ
白
か
ら
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説

。
。
。
。
っ
。
。
。
。
。

身
を
其
境
界
に
置
に
際
し
て
は
全
く
無
学
無
識
と
成
り
て
、
後
患
が
如
何
で
あ
ら
う
が
将
来
が
何
と
成
ら
う
が
、
更
に
貧
着
す
る
に
連
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(

口
)

只
管
徳
川
氏
を
し
て
此
幕
府
を
失
は
し
む
る
が
残
念
な
り
と
云
ふ
の
一
点
に
心
を
奪
れ
た
り
」
(
傍
点
等
は
福
地
)
。
こ
こ
に
は
、

政
治
知
識

f:b. 
H冊

の
集
積
l
l
l
制
度
・
施
策
ビ
ジ
ョ
ン
の
形
成
が
必
ず
し
も
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
を
経
る
こ
と
な
く
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら

れ
て
お
り
、

改
革
派
一
方
の
系
譜
の
思
想
的
な
有
り
様
が
典
型
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
「
平
天
下
」

を
伝
統
秩
序
の
改
変
に
目
指
し
、

以
て
幕
府
支
配
の
継
続
を
は
か
ろ
う
と
す
る
改
革
派
の
「
忠
義
」
「
奉
公
」
は
、

諸
情
報
の
占
有
、

殊
に
海
外
知
識
の
半
独
占
的
状
況
を
背

景
と
し
て
制
度
構
想
の
き
わ
め
て
先
駆
的
な
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
知
的
足
跡
は
、
必
ず
し
も
即
座
に
「
平
天
下
」
と
幕

府
支
配
継
続
の
価
値
的
弁
別
|
|
体
制
に
親
和
的
な
心
性
の
克
服
に
跳
ね
返
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

国
際
社
会
へ
の
適
応
及
び
国
内
の
政
治
的
統
一
を
目
指
す
制
度
構
想
は
、
幕
府
改
革
派
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
最
、
私
進
ん
だ
展
開
を
示
し
た

と
言
っ
て
良
い
。
特
に
圏
内
的
統
一
の
構
想
に
関
し
て
は
そ
う
で
あ
り
、
事
は
水
野
忠
徳
や
小
栗
忠
順
・
栗
本
鰻
に
代
表
さ
れ
る
系
譜
に
あ

っ
て
き
わ
め
て
先
鋭
な
形
を
と
っ
て
い
た
。
福
地
源
一
郎
の
伝
え
る
所
に
よ
れ
ば
、
水
野
は
既
に
文
久
年
聞
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
プ
ラ
ン

を
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
ま
ず
以
て
幕
府
に
お
け
る
「
奥
向
の
政
」
と
「
表
方
の
政
務
」
の
徹
底
し
た
分
割
を
主
張
し
、
そ

「
表
方
」
に
つ
き
、
「
文
武
の
二
途
に
分
ち
有
為
の
人
材
と
あ
ら
ば
破
格
を
以
て
登
庸
し
、

の
上
で

諸
藩
士
と
雄
も
其
器
量
次
第
に
任
用
す

る
事
と
成
す
べ
し
。
是
を
行
ふ
数
年
の
後
に
は
諸
藩
を
し
て
此
方
法
に
倣
は
し
め
、
遂
に
は
日
本
全
国
の
兵
制
も
幕
府
と
諸
藩
を
合
一
な

し
、
又
政
治
向
の
事
も
江
戸
を
中
央
政
府
と
な
し
諸
藩
を
地
方
政
府
と
な
し
、
而
し
て
中
央
政
府
は
全
国
の
人
材
を
以
て
之
に
当
ら
し
む
べ

し
」
と
説
い
て
い
問
。
岩
瀬
忠
麗
に
代
表
さ
れ
る
安
政
期
の
改
革
派
が
、
権
力
構
成
の
修
正
に
よ
る
幕
府
の
中
央
政
府
的
改
組
を
志
向
し
て

い
た
こ
と
は
、
既
に
一
瞥
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
諸
藩
並
存
の
体
制
秩
序
を
前
提
に
そ
の
上
に
立
つ
幕
府
権
力
を
体
制
の
有
力
部

分
|
|
「
賢
侯
」
グ
ル
ー
プ
に
開
放
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
、
以
て
「
御
一
家
」
支
配
か
ら
の
離
脱
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
水
野
の
プ
ラ
ン

は
、
権
力
分
散
の
現
行
秩
序
を
一
応
容
認
、
幕
府
と
諸
藩
と
の
関
係
を
中
央
政
府
i
地
方
政
府
の
職
掌
関
係
に
お
い
て
捉
え
な
が
ら
中
央
政
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府
へ
の
ル
I
ト
を
藩
士
ク
ラ
ス
に
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
動
き
の
延
長
線
上
に
出
る
に
他
な
ら
な

ぃ
。
規
模
と
内
容
に
お
け
る
徹
底
と
言
っ
て
良
い
。

幕
府
を
し
て
挙
国
的
な
政
治
権
力
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
水
野
の
プ
ラ
ン
は
、

「
諸
藩
土
と
雄
も
其
器
量
次
第
に
任
用
」
す
る
こ
と
を
最

大
の
眼
目
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
幕
府
権
力
の
開
放
は
、
同
時
に
又
人
材
の
集
中
に
よ
る
権
力
強
化
を
合
意
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

改
革
派
に
よ
る
国
内
統
一
・
幕
府
改
組
の
構
想
は
、
水
野
に
連
る
系
譜
、
小
栗
忠
順
・
栗
本
鰻
・
山
口
直
毅
・
浅
野
氏
祐
等
に
お
い
て
さ
ら

(5) 

な
る
権
力
強
化
l
集
中
的
権
力
の
創
出
に
向
い
、
既
成
秩
序
の
解
体
を
考
慮
す
る
ま
で
に
到
る
。
文
久
の
幕
政
改
革
時
、
「
全
国
御
備
」
を

目
標
に
開
始
さ
れ
た
陸
海
軍
の
編
成
が
、
そ
の
立
案
の
段
階
で
諸
藩
の
個
別
権
力
が
並
存
す
る
「
本
邦
、
封
建
の
御
立
制
」
に
行
き
当
り
、

結
局
の
所
、
陸
軍
編
成
は
「
差
向
き
候
御
親
衛
の
御
備
向
」
に
目
標
を
修
正
、
又
か
L

る
修
正
が
困
難
で
あ
っ
た
海
軍
編
成
は
永
ら
く
立
案

の
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
既
に
概
略
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ
て
体
制
秩
序
の
制
約
性
が
広
く
認
識
さ
れ
る
に

維新の変革と幕庄の系譜:改革派勢力を中心に

到
っ
た
が
、
そ
の
問
、
西
洋
文
明
に
範
型
を
求
め
る
動
き
が
政
治
社
会
制
度
に
ま
で
及
ん
で
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
大
君
の
モ
ナ
ル
キ
」
論

が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
水
野
が
先
の
構
想
を
語
っ
て
い
た
時
期
、
栗
本
鰻
は
通
弁
官
カ
シ
ョ
ン
と
の
聞
に
か
わ
し
た

フ
ラ
ン
ス
社
会
を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
を
『
鉛
筆
紀
聞
』
と
題
す
る
小
冊
子
に
ま
と
め
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
「
貴
国
方
今
郡
県
の
治
体
は
如

何
」
「
民
を
分
つ
に
士
農
工
商
の
目
を
立
つ
や
」
「
士
官
の
家
世
禄
な
り
や
」
等
々
の
質
問
が
相
次
い
で
為
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
開
明
派
の
先

端
部
分
に
拡
大
し
つ
L
あ
っ
た
制
度
関
心
の
有
り
様
と
そ
れ
に
基
づ
く
範
型
模
索
の
動
き
を
最
も
典
型
的
な
形
で
伝
え
て
い
る
。
か
t

ふ
る
動

き
の
帰
結
が
大
名
諸
藩
「
削
小
」
の
「
郡
県
の
制
」
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
幕
府
が
第
二
次
征
長
に
乗
り
出
す
中
、
軍
艦
奉
行
再
勤
を
命
ぜ

ら
れ
た
勝
義
邦
は
、
勘
定
奉
行
の
小
栗
忠
順
か
ら
「
政
府
、

フ
ラ
ン
ス
に
金
幣
幾
ば
く
、
軍
艦
七
隻
を
求
む
。
到
着
次
第
、

一
時
に
長
を
追

討
す
べ
く
、
薩
も
ま
た
時
宜
に
よ
り
て
こ
れ
を
討
ぜ
ん
。
し
か
し
て
後
、
邦
内
、

ロ
を
容
る
与
の
大
諸
侯
な
し
、
更
に
そ
の
勢
に
乗
じ
悉
く

削
小
し
て
郡
県
の
制
を
定
め
ん
と
す
。
こ
れ
も
っ
と
も
秘
密
の
議
、
既
に
お
お
よ
そ
決
定
せ
り
、
君
定
め
て
同
意
な
ら
ん
」
と
打
ち
明
け
ら
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説

(幻〉

れ
て
い
た
と
言
う
。

~^ 

言偏

水
野
忠
徳
や
小
栗
忠
順
に
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
「
平
天
下
」
と
し
て
「
(
神
州
)
闇
国
」
の
維
持
を
目
指
し
た
こ
と
は
、
勿
論
で
あ

出
V

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
す
る
伝
統
秩
序
の
見
直
し
が
藩
並
存
の
体
制
の
解
体
ま
で
考
慮
す
る
に
到
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
あ
っ
て
「
闇

国
」
が
体
制
総
体
と
区
別
さ
れ
た
政
治
的
統
体
と
し
て
了
知
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
そ
の
了
知
は
、
必
ず
し
も
即
座
に
国

家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
幕
府
が
「
天
下
」
統
治
の
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
こ

に
到
っ
て
な
お
幕
府
に
対
す
る
伝
統
的
な
忠
誠
心
は
そ
の
ま
与
に
保
持
さ
れ
、
「
園
田
」
維
持
と
幕
府
支
配
継
続
の
ゴ

l
ル
は
そ
の
価
値
的

な
序
列
を
闇
明
さ
れ
な
い
ま
与
に
と
X
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
は
又
、
幕
府
衰
退
の
現
実
が
却
っ
て
伝
統
的
な
忠
誠
心
を
煽
り
|
|
そ

れ
は
覚
醒
分
子
に
あ
っ
て
多
く
一
種
の
諦
観
を
伴
っ
て
い
凶
が

l
i、
こ
れ
又
同
様
の
結
果
を
費
し
て
い
た
。
水
野
忠
徳
は
先
の
プ
ラ
ン
を

「
斯
く
の
如
く
な
れ
ば
:
:
・
:
:
日
本
は
始
め
て
外
国
に
対
し
て
独
立
の
体
面
を
全
く
す
る
を
得
ぺ
き
な
り
」
と
の
立
場
か
ら
提
示
し
て
い
た

が
、
同
じ
頃
に
開
国
国
是
の
確
定
を
目
指
し
て
「
浮
浪
掃
援
廷
議
一
変
」
を
打
ち
出
し
て
は
、
こ
れ
を
以
て
「
幕
府
の
運
命
を
維
持
す
る
の

道
」
と
見
倣
し
て
い
た
。
彼
に
お
け
る
発
想
根
本
の
両
義
性
は
、
そ
の
党
与
に
ほ
交
通
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
自
ら
の
構
想
の
実
現

に
務
め
る
中
で
フ
ラ
ン
ス
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
借
款
を
為
す
に
蝦
夷
地
の
開
発
権
を
抵
当
に
付
そ
う
と
す
る
等
、
次
第
に
買
弁
的
な
色

合
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
根
本
の
両
義
性
、
換
言
す
れ
ば
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
未
確
立
に
由
来
す
る
。

対
外
依
存
に
つ
な
が
る
内
面
の
プ
ル

1
ラ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
粟
本
館
の
幾
つ
か
の
言
辞
に
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
出

来
る
0

フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
と
語
り
合
っ
た
折
、
栗
本
は
彼
に
向
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
窮
迫
し
た
現
状
」
が
外
国
軍
隊
の
進
駐
を
不
可

避
と
さ
せ
て
い
る
旨
告
げ
、
そ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
ま
で
、
下
関
戦
争
の
結
末
こ
の
か
た
ほ
ど
、

大
君
政
府
が
英
・
仏
艦
隊
の
出
現
か
ら
受
け
た
力
を
理
解
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
長
州
へ
の
強
烈
な
報
復
攻
撃
が
、
外
国
の
被
害
と
と
も

に
わ
れ
ら
の
被
害
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
て
、
も
し
ま
た
外
国
へ
敵
意
を
あ
え
て
一
万
す
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
な
懲
罰
を
受
け
る
こ
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一
大
名
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
い
ま
の
告
白
が
、
国
を
愛
す
る
日
本
人
に
と
っ
て
い
か
に
苦
し
い
も
の
で
あ
っ

て
も
、
わ
が
君
主
の
権
威
が
完
全
に
固
ま
る
そ
の
日
ま
で
、
わ
れ
ら
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
軍
隊
の
出
現
を
忍
ぶ
ば
か
り
で
な
く
、
そ

の
駐
屯
の
継
続
を
希
望

1
F。
栗
本
が
統
体
の
維
持
と
独
立
を
念
願
し
て
い
た
こ
と
は
、

と
を
恐
れ
る
の
は
、

確
か
で
あ
ろ
う
。
外
国
軍
隊
駐
留
の
希
望
を
語

る
こ
と
を
「
国
を
愛
す
る
日
本
人
」
に
と
っ
て
不
本
意
と
す
る
一
節
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
文
、
そ
の
統
体
維
持
の
立
場
か
ら
し
て
、

西
洋
諸
列
強
に
対
す
る
警
戒
心
も
応
分
に
備
え
て
い
た
o

殊
に
英
国
の
領
土
侵
略
に
対
す
る
危
慎
は
大
き
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
「
己
れ

の
為
め
に
徳
付
丈
け
為
せ
ば
、
其
余
は
決
っ
し
て
為
さ
ぬ
算
勘
高
き
外
国
人
の
仕
打
は
、
是
迄
幾
度
と
な
く
民
心
」
き
た
栗
本
が
、
相
応
の

(5) 

見
返
り
を
準
備
し
つ
L
敢
え
て
フ
ラ
ン
ス
へ
の
依
存
に
向
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
危
倶
を
踏
ま
え
て
「
情
勢
を
均
衡
さ
せ
る
の
に
必
要
な
分

飾
〕
を
求
め
た
為
で
あ
っ
た
。
が
、
以
上
は
、
栗
本
に
あ
っ
て
あ
く
ま
で
も
半
面
の
思
慮
に
と
ど
ま
る
o

そ
の
フ
ラ
ン
ス
依
存
は
、
統
体
維

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

持
を
目
指
し
て
の
外
交
戦
略
と
し
て
だ
け
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

よ
り
以
上
に
、
幕
府
支
配
の
継
続
を
は
か
ろ
う
と
す
る
立
場
か

ら
の
選
択
を
意
味
し
た
。
外
国
軍
隊
駐
留
の
解
除
条
件
を
「
わ
が
君
主
の
権
威
が
寄
全
に
固
ま
る
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
で

象
徴
的
で
あ
る
。
「
国
を
愛
す
る
」
思
い
と
並
ん
で
、
将
軍
や
幕
府
に
対
す
る
伝
統
的
な
忠
誠
心
が
彼
を
震
き
支
え
て
い
た
。
横
浜
鎖
港
の

談
判
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
、
鎖
港
の
無
意
味
さ
を
知
悉
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
敢
え
て
こ
れ
を
受
け
た
の
は
、
「
今
其
難
易
を
試
み
ず
し
て
之

を
辞
す
る
こ
と
、
臣
子
の
分
を
警
A

」
ざ
る
な
り
」
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
っ
迎
。
そ
の
他
、
目
付
へ
の
起
用
を
「
無
上
の
栄
」
と
受
け
と

明
将
軍
家
茂
の
信
任
に
「
骨
身
に
渉
み
て
感
じ
覚
え
り
」
と
心
動
か
さ
れ
初
等
、
伝
統
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
依
然
根
強
く
、
「
洪
思
万

分
之
一
も
報
じ
奉
り
候
事
」
が
志
向
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
幕
府
に
対
す
る
「
報
恩
」

の
倫
理
は
、
「
国
を
愛
す
る
」
当
為
と
そ
の
位
相

の
違
い
|
|
規
範
的
優
劣
の
弁
別
を
経
る
こ
と
な
く
、
二
つ
な
が
ら
混
然
相
倹
っ
て
そ
の
行
動
の
動
因
を
織
り
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蝦

夷
地
開
発
権
を
抵
当
と
す
る
対
仏
借
款
は
、

幕
府
崩
壊
の
間
際
に
彼
が
渡
仏
し
て
そ
の
交
渉
に
当
っ
た
が
、
「
算
勘
高
き
外
国
人
」

に
対
し

て
そ
こ
ま
で
踏
み
出
す
危
険
を
冒
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、

や
は
り
こ
う
し
た
思
想
的
な
脆
弱
さ
ー
ー
ー
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
未
確
立
の
故
で
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説

あ
っ
た
。

論

幕
府
権
力
の
強
化
に
向
っ
た
改
革
派
主
流
の
有
司
達
は
、
政
治
的
統
一
の
構
想
に
お
い
て
他
に
先
ん
じ
た
足
跡
を
示
し
な
が
ら
、

し
か
し

伝
統
的
な
忠
誠
心
を
容
易
に
克
服
し
得
ず
、
却
っ
て
そ
れ
に
強
く
引
き
づ
ら
れ
て
い
っ
た
。
尊
撰
派
1

討
幕
派
の
有
力
分
子
が
、
ビ
ジ
ョ
ン

の
形
成
に
お
い
て
こ
そ
未
成
熟
で
あ
れ
、
八
描
国
家
〉
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
統
体
に
対
す
る
忠
誠
へ
の
飛
躍
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
振
り

返
る
な
ら
、
有
り
様
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
幕
府
の
改
革
派
有
司
全
体
に
目
を
や
る
な
ら
、
そ
の
総
て
が
伝
統
的
な
忠
誠

心
に
引
き
づ
ら
れ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
他
勢
力
に
対
抗
し
て
の
統
一
で
は
な
く
、
融
和
的
な
方
向
で
の
そ
れ
を
目
指
す

も
う
一
方
の
動
き
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ
っ
て
は
幕
府
従
来
の
威
権
に
対
す
る
意
識
的
な
断
念
が
生
れ
て
い
た
。

幕
末
に
お
け
る
統
一
の
制
度
構
想
は
、
八
公
議
輿
論
〉
の
思
潮
に
支
え
ら
れ
た
八
公
議
政
体
〉
案
が
全
般
の
主
潮
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良

ぃ
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
は
、
幕
府
の
開
明
分
子
を
も
大
き
く
巻
き
込
ん
で
い
た
。
西
洋
の
議
会
制
度
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
と
と
も
に

次
第
に
形
を
整
え
て
い
っ
た
同
構
想
は
、
む
し
ろ
彼
ら
に
よ
る
阻
鳴
と
紹
介
を
介
し
た
面
が
少
く
な
い
。
蕃
書
調
所
に
奉
職
中
の
加
藤
弘
之

が
『
隣
草
』
を
著
し
、
「
仁
政
の
施
し
易
く
、
亦
人
和
の
得
易
き
一
術
ふ
刊
」
と
し
て
欧
米
流
の
立
憲
制
導
入
を
暗
に
主
張
し
た
こ
と
は
、

既
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
八
公
論
〉
を
八
衆
議
〉
に
決
す
べ
し
と
し
て

「
諸
侯
会
同
」
「
共
和
一
致
」

の
随
時
的
な
構
想
が
語
ら
れ
る

中
、
西
洋
議
会
制
の
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
よ
り
恒
久
的
な
形
で
の
〈
公
議
政
体
〉
案
が
、
幕
府
膝
下
の
洋
学
者
の
一
部
か
ら
持
ち
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
的
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
体
系
立
っ
た
制
度
案
は
、
彼
ら
を
庇
護
し
た
幕
府
改
革
派
も
う
一
方
の
系
譜
、

大
久
保
忠
郎
)
・
勝
義
邦
等
に
よ
っ
て
改
め
て
諸
勢
力
確
執
の
場
に
投
じ
ら
れ
で
も
い
た
。
薩
摩
一
脅
か
「
共
和
政
治
」
|
|
雄
藩
連
合
政
一
体
を

目
指
し
て
幕
府
へ
の
敵
対
姿
勢
を
顕
に
さ
せ
つ
L
あ
っ
た
時
期
、
松
平
春
獄
雌
慢
の
中
根
雪
江
は
同
審
実
力
者
の
小
松
帯
万
に
大
久
保
忠
寛

の
以
下
の
如
き
「
公
議
会
」
論
を
披
揮
し
て
い
た
。
「
公
議
会
は
大
公
議
会
・
小
公
議
会
の
二
種
に
分
ち
、
大
公
議
会
は
全
国
に
関
す
る
事
件
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を
議
し
、
小
公
議
会
は
一
地
方
に
止
ま
る
事
件
を
議
す
る
所
と
す
べ
し
。
議
場
は
大
公
議
所
を
京
都
或
は
大
阪
に
設
け
、
小
公
会
議
所
を
江

戸
其
外
各
都
会
の
地
に
設
く
べ
し
。
又
、
犬
公
議
会
の
議
員
は
諸
侯
を
以
て
こ
れ
に
宛
、
此
内
五
名
を
選
て
常
議
員
と
し
、
其
他
の
議
員
は

諸
侯
自
ら
議
場
に
出
る
も
管
内
の
臣
民
を
選
て
出
場
せ
し
む
る
も
妨
な
き
事
と
す
べ
し
。
其
会
期
は
五
年
に
一
回
こ
れ
を
開
ら
き
、
臨
時
議

小
公
議
会
の
議
員
及
会
期
は
、
こ
れ
に
準
じ
て
適
宜
の
制
を
立
ベ
民
。
小
松
を
し
て
「
其

す
べ
き
事
件
あ
れ
ば
臨
時
に
も
開
ら
く
べ
し
。

論
の
行
は
る
え
ふ
と
行
は
れ
ざ
る
と
は
治
乱
の
分
る
L
所
な
り
」
と
言
わ
し
め
た
こ
の
構
想
は
、
既
成
の
(
行
政
)
権
力
の
上
位
に
あ
っ
て
こ

れ
を
拘
束
す
る
新
た
な
議
決
機
関
の
設
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
「
天
下
と
与
も
に
天
下
を
治
む
べ
し
」
と
す
る
犬
久
保
従
来
の
立
場
を

最
も
直
裁
に
反
映
し
た
制
度
案
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

犬
政
奉
還
の
前
後
に
頻
出
し
た

「
議
事
院
」
「
評
議
所
」
設
立
案
の
露
払
い
的
な
位

(5) 

置
を
占
め
て
い
る
。

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

幕
府
に
あ
っ
て
守
旧
的
な
気
分
が
再
度
の
広
が
り
を
見
せ
た
元
治
の
頃
、
勝
義
邦
が
西
郷
隆
盛
に
対
し
て
「
明
賢
の
諸
候
四
五
人
」
の

「
御
会
盟
」
に
よ
る
差
し
当
っ
て
の
対
外
問
題
処
理
、
後
々
の
「
天
下
の
大
政
」
確
定
を
示
唆
し
、
こ
の
こ
と
が
、
西
郷
を
し
て
「
い
つ
迄

も
共
和
政
治
を
や
り
通
申
さ
ず
候
て
は
相
済
申
間
敷
」
と
言
わ
し
(
仰
ぐ
薩
摩
藩
が
雄
一
潜
連
合
政
体
を
目
指
す
引
き
金
と
な
っ
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
の
勝
の
議
論
に
し
ろ
、
大
久
保
忠
寛
の
先
の
「
公
議
会
」
論
に
し
ろ
、
改
革
派
も
う
一
方
の

有
司
が
提
示
し
た
構
想
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
幕
府
従
来
の
威
権
に
対
す
る
断
念
を
介
し
て
い
た
。
「
真
に
幕
府
を
憂
候
者
は
従
来
一
邦

之
御
威
光
に
穆
泥
仕
間
敷
」
駒
山
「
天
下
の
人
心
其
挙
に
服
せ
ざ
る
の
今
日
な
れ
ば
、
い
か
に
御
威
光
を
立
て
ん
と
せ
ら
れ
て
も
決
し
て
御

威
光
は
立
か
る
べ
し
」
(
大
久
惨
等
々
o

の
み
な
ら
ず
、

そ
の
断
念
は
、

幕
府
支
配
の
継
続
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
さ
え
敢
え
て
拘
ら
ぬ
態

度
に
つ
な
事
か
っ
て
い
た
。
文
久
の
幕
政
改
革
時
、
大
久
保
が
対
外
措
置
を
め
ぐ
る
朝
幕
聞
の
胤
牒
の
中
に
あ
っ
て
大
政
の
奉
還
ま
で
考
慮
す

と
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
一
瞥
し
た
通
り
で
あ
る
。

「
徳
川
家
は
:
・
:
:
:
一
諸
侯
の
列
に
降
ら
る
ベ
し
」

幕
府
支
配
の

る
に
到
り
、

継
続
は
、
そ
の
こ
と
と
徳
川
家
の
命
脈
保
持
と
が
区
別
さ
れ
て
も
は
や
副
次
的
な
目
標
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
は
、
函
同
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説

国
」
の
維
持
が
至
上
の
ゴ

l
ル
と
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
勝
が
小
栗
忠
順
か
ら
「
郡
県
の
制
」
断
行
の
企
て
を
知
ら
さ
れ
て
示
し
た
反

~A 
日間

応
は
、
こ
の
こ
と
を
告
げ
て
余
す
所
が
な
い
。
小
栗
に
意
中
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
勝
は
、
黙
し
た
ま
も
ふ
将
軍
が
滞
陣
す
る
大
阪
に
到
り
、
老

中
の
板
倉
勝
静
に
以
下
の
如
く
談
じ
込
ん
で
い
た
。
「
郡
県
の
議
は
万
国
交
際
起
る
に
当
っ
て
当
然
の
議
な
る
べ
し
。
今
や
我
が
徳
川
氏
、

邦
家
万
世
の
た
め
に
諸
侯
を
削
小
し
、
自
ら
政
権
を
持
し
て
天
下
に
号
令
せ
ん
と
す
る
は
大
い
に
不
可
な
る
べ
し
。
真
に
邦
家
の
お
た
め
を

も
っ
て
こ
の
大
事
業
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
ず
自
ら
倒
れ
、
自
ら
削
小
し
て
顧
み
ず
、
賢
を
選
み
、
能
を
挙
げ
、
誠
心
誠
意
天
下
に
恥
じ

な
き
位
置
に
立
ち
、
し
か
る
後
成
す
べ
き
に
円
」

o

諸
藩
並
存
の
秩
序
を
一
変
せ
し
め
る
「
郡
県
」
論
を
「
当
然
の
議
な
る
べ
し
」
と
承
認

し
た
こ
と
は
、

「
(
神
州
)
閤
国
」
、
文
中
に
言
う
「
邦
家
」
が
体
制
の
総
体
と
は
区
別
さ
れ
た
政
治
的
統
体
と
し
て
了
知
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
勝
は
、
そ
の
「
邦
家
」
の
維
持
を
第
一
義
と
し
て
幕
府
自
ら
の
解
体
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
か
1

ふ
る
有
り
様
は
、
一
吉

う
ま
で
も
な
く
、
既
成
秩
序
に
親
和
的
な
心
性
の
克
服
を
告
げ
て
お
り
、
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
を
示
し
て
い
る
。

「
平
天
下
」

1

1
統
体
維
持
に
務
め
て
「
国
脈
」
|
|
幕
府
支
配
の
継
続
を
目
指
す
改
革
派
こ
れ
迄
の
「
忠
義
」

「
奉
公
」
は
、
も
う
一
方
の
系
譜
に
お

い
て
そ
の
ゴ

l
ル
の
連
鎖
を
解
か
れ
、

は
っ
き
り
と
し
た
序
列
づ
け
が
為
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
言

国
家
に
対
す
る
忠
誠
の
内
的
確
立
は
、
大
久
保
や
勝
に
あ
っ
て
そ
れ
に
対
応
す
る
行
動
様
式
を
伴
い
、

っ
て
良
い
。
改
革
派
勢
力
の
形
成
と
と
も
に
従
来
の
機
構
的
な
枠
組
を
超
え
る
政
治
行
動
が
浮
上
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
こ
れ
を
見
た
。

要
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
政
治
目
的
の
追
求
に
お
け
る
「
有
志
固
結
」
|
|
同
志
的
提
携
の
動
き
で
あ
っ
た
が
、

か
L

る
動
き
は
後
続
の
改

革
派
有
司
に
も
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
と
は
言
え
、
そ
の
継
承
は
、
決
っ
し
て
一
律
で
は
な
く
、
後
続
有
司
の
分
化
に
照
応
し
た

展
開
を
示
し
て
い
た
。
「
平
天
下
」
と
「
国
脈
」
継
続
の
両
全
を
期
し
て
幕
府
権
力
の
強
化
に
向
っ
た
グ
ル
ー
プ
、
水
野
忠
徳
や
小
栗
忠
順
・

栗
本
鰻
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
方
向
性
の
然
ら
し
む
る
所
と
し
て
、
却
っ
て
目
指
す
同
志
的
な
提
携
が
幕
府
権
力
の
大
枠
に
後
戻
り
を
見
せ

て
い
た
。
彼
ら
の
漸
次
的
な
実
権
掌
握
は
、
「
雷
同
し
て
党
あ
り
」
の
そ
う
し
た
内
部
的
結
束
を
介
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
大
久
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保
忠
寛
・
勝
義
邦
等
、
「
平
天
下
」
を
第
一
義
と
し
て
「
国
脈
」
継
続
を
副
次
的
な
目
標
と
見
倣
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
と
は
っ
き
り
異

な
る
。
特
に
勝
に
お
い
て
顕
著
な
こ
と
で
あ
る
が
、
従
来
有
力
大
名
や
そ
の
惟
握
に
限
ら
れ
て
い
た
同
志
的
な
提
携
や
交
流
は
、
「
国
家
の

危
急
存
亡
:
諸
生
に
対
し
、
上
下
の
分
を
分
た
ず
、
礼
節
を
破
り
、
甘
苦
を
共
に
せ
ん
と
す
る
は
予
が
素
志
な
四
と
の
信
念
を
背
景

に
諸
藩
士
草
葬
に
ま
で
及
ぶ
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
勝
の
交
流
圏
に
佐
久
間
象
山
・
横
井
小
楠
や
坂
本
龍
馬
、
或
は
木
戸
孝

允
・
西
郷
隆
盛
・
大
久
保
利
通
等
討
幕
派
の
指
導
分
子
ま
で
が
名
を
連
ね
て
い
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
国
家
に
対
す
る
忠
誠
の

内
的
確
立
は
、
幕
臣
、
幕
府
有
司
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
し
た
属
性
に
ほ
と
ん
ど
規
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
行
動
様
式
を
前
面
化
さ
せ
て
い
た

の
で
あ
る
。

(5) 

大
久
保
や
勝
が
「
平
天
下
」
|
|
統
体
維
持
を
第
一
義
と
し
て
藩
や
身
分
の
別
を
越
え
た
同
志
的
な
交
流
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と

維新の変革と幕臣の系譜:改草派勢力を中心に

は
、
幕
府
の
内
部
に
あ
っ
て
一
線
を
劃
す
る
改
革
派
グ
ル
ー
プ
、
水
野
や
小
栗
・
栗
本
等
に
対
す
る
そ
れ
な
り
の
牽
制
行
動
に
つ
な
が
っ
て

「
郡
県
の
議
」
に
接
し
た
勝
が
老
中
の
板
倉
勝
静
に
反
対
意
見
を
談
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
雄
藩
勢
力
、

、
--o

t
v
J
iド

わ
け
で
も
穏
健
派
と
言
う
べ
き
越
前
藩
l
l
l
松
平
春
巌
の
周
旋
努
力
に
自
己
の
所
信
の
実
現
を
期
待
し
、
そ
の
提
携
の
中
で
小
栗
ら
「
御
威

光
論
」
主
張
の
面
々
の
動
静
を
報
知
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
幕
府
の
有
司
の
一
員
と
し
て
そ
の
内
情
を
知
悉
し
、

し
か
も
諸
藩
の
「
有
志
」

者
と
幅
広
い
交
流
を
持
っ
て
「
天
下
の
大
勢
」
に
通
暁
し
得
た
大
久
保
や
勝
は
、
幕
府
の
実
力
行
使
を
以
て
す
る
「
郡
県
の
制
」
の
施
行
を

「
成
る
べ
か
ら
ず
の
空
議
」
と
受
け
と
め
て
お
り
、
そ
れ
を
目
指
す
小
栗
ら
は
「
見
る
所
、
規
模
狭
小
に
し
て
、
天
下
の
大
勢
を
深
察
せ

ず
」
の
存
在
と
し
か
見
倣
し
得
な
か
っ
た
。
殊
に
小
栗
ら
が
フ
ラ
ン
ス
へ
の
依
存
を
強
め
て
は
、
そ
の
統
体
維
持
の
立
場
か
ら
し
て
こ
れ
を

「
押
邪
の
小
人
」
と
糾
弾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
久
保
や
勝
は
、
必
ず
し
も
幕
臣
の

「
国
家
の
互
解
」
を
費
す
「
大
邪
」

立
場
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
統
体
維
持
の
立
場
か
ら
し
て
、
討
幕
派
の
一
統
に
対
し
て
も
決
っ
し
て
無
批
判
で
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
特
に
勝
に
目
立
つ
点
で
あ
る
が
、
彼
は
薩
摩
藩
や
長
州
落
の
実
権
を
握
っ
た
尊
嬢
派
系
列
の
有
力
分
子
に
逸
速
く
新
た
な
政
治
主
体
の
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説

誕
生
を
察
知
し
て
い
た
。
「
(
神
州
〉
閤
国
」
の
維
持
を
目
指
す
「
大
忠
至
為
」
の
標
閥
、
「
富
国
強
兵
、
興
国
を
約
し
、
民
衆
を
得
る
に
臨

み
て
其
期
を
失
は
ず
」
の
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
顕
在
似
ド
そ
し
て
こ
う
し
た
動
き
の
根
本
に
あ
る
「
知
覚
大
い
に
勝
れ
、
殆
ど
事
議
を
解

す
る
に
破
竹
の
勢
な
り
」
の
他
に
比
を
見
な
い
聡
明
開
。
幕
府
崩
壊
の
間
際
に
上
書
し
て
の
言
、

論

「
後
来
、
天
下
の
大
権
は
、
門
望
と
名
分

(
中
略
)
侯
伯
叛
き
て
、
不
思
酬
を
謀
る
は
、
決
っ
し
て

そ
の
志
を
達
す
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
:
・
若
し
夫
れ
後
来
、
侯
伯
を
剥
小
す
る
者
は
、
草
葬
空
挙
徒
中
に
輿
ら
ん
」
は
、
明
ら
か
に
か
与
る
認
識

に
帰
せ
ず
し
て
、
必
ず
正
に
帰
せ
ん
。
私
に
帰
せ
ず
し
て
公
に
帰
す
る
や
必
せ
り
。

を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
ら
が
状
況
へ
の
校
智
な
対
応
の
一
つ
と
し
て
英
国
へ
の
接
近
に
向
か
っ
て

は
、
小
栗
ら
を
指
弾
し
た
と
同
様
に
彼
ら
を
も
強
く
批
判
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、

「
今
や
内
属
相
喰
み
て
、
餓
虎
娼
狼
の
遺
肉
を
余
す
。
そ
も
そ

も
何
の
識
ぞ
。
ま
た
何
等
の
拙
策
ぞ
」
と
そ
の
憤
怒
を
叩
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
討
幕
派
の
軍
事
攻
勢
に

直
面
し
て
は
、
同
じ
く
「
内
属
相
喰
」
む
を
思
避
す
る
姿
勢
を
以
て
彼
ら
を
「
口
に
勤
王
を
唱
え
て
大
私
を
狭
み
、
皇
国
土
崩
、
万
民
塗
炭

に
陥
る
を
察
せ
ず
」
と
ま
で
痛
罵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
府
崩
壊
の
折
、
勝
や
大
久
保
が
恭
順
論
主
唱
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
内
乱
回

避
に
必
死
に
奔
走
し
た
こ
と
は
ま
さ
に
か
L
る
立
場
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
っ
た
。
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忠
誠
観
念
の
変
容
を
国
家
へ
の
忠
誠
に
到
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
追
っ
て
き
た
が
、
事
は
そ
う
し
た
展
開
の
み
を
辿
っ
た
訳
で
は
な
い
。
社

会
的
な
モ
ピ
リ
テ
ィ
の
高
ま
り
が
、
そ
の
変
動
の
い
わ
ば
成
行
と
し
て
格
別
の
内
的
営
為
を
介
す
る
こ
と
な
く
伝
統
的
な
忠
誠
心
を
空
洞
化

せ
し
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
空
洞
化
は
、
赤
裸
々
な
個
別
利
益
の
追
求
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
た
。
旧
秩
序
か
ら
の
個
人
の
析
出
と
も

見
る
べ
き
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
討
幕
へ
と
向
う
尊
王
壌
夷
の
運
動
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
の
膝
下
に
お
い
て
も
文
然
り
、

特
に
改
革
派
の
底
辺
拡
大
の
動
き
と
結
び
つ
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。

(5) 維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

伝
統
的
な
忠
誠
心
の
空
洞
化
、
そ
れ
と
裏
腹
な
個
別
利
益
の
追
求
は
、
尊
壌
運
動
が
高
揚
に
向
う
過
程
に
お
い
て
最
も
は
っ
き
り
し
た
形

を
と
っ
て
い
た
。
外
向
的
な
青
年
達
の
多
く
が
旧
秩
序
の
鶴
砕
を
脱
し
て
か
の
運
動
を
担
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
L

る
内
面
動
向
と
共

に
あ
っ
た
。
無
論
、
八
横
議
横
行
〉
の
青
年
達
が
、
総
て
尊
援
派
に
廻
っ
た
訳
で
は
な
い
。
一
部
は
、
純
然
た
る
佐
幕
派
と
し
て
も
幾
っ
か

の
修
羅
場
に
踏
み
出
し
て
い
た
。
だ
が
、
彼
ら
に
し
て
も
有
り
様
に
さ
ほ
ど
大
き
な
隔
り
は
な
か
っ
た
。

『
英
将
秘
訣
』
と
題
す
る
小
冊
子
が
あ
る
。

同
著
は
国
学
平
田
派
門
流
の
手
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
八
横
議
横
行
〉
の

風
潮
の
中
に
身
を
置
い
て
尊
撰
運
動
の
裾
野
を
形
作
っ
た
部
分
に
お
け
る
秩
序
解
体
期
の
思
考
が
極
め
て
鮮
烈
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

「
本
朝
の
国
風
、
天
子
を
除
く
の
外
、
主
君
と
云
ふ
者
は
其
世
の
名
目
也
。
独
夫
な
れ
ば
、

や
が
て
予
主
人
と
為
る
は
唐
の
例
也
。
聖
人
の

教
也
。
猶
ほ
物
の
数
と
も
為
す
事
な
か
れ
」

に
叶
は
ね
ば
、

「
俸
禄
な
ど
い
ふ
は
鳥
に
与
ふ
る
餌
の
如
き
も
の
也
。
天
道
量
無
禄
の
人
を
生
ぜ
ん
。
予
が
心

や
ぶ
れ
た
る
わ
ら
じ
を
す
つ
る
が
如
く
せ
よ
」
。
「
主
君
」
や
「
主
家
」
に
対
す
る
忠
誠
は
も
は
や
少
し
も
顧
慮
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、
「
恩
」
と
し
て
「
奉
公
」
を
促
す
筈
の
「
俸
禄
」
も
飼
い
馴
し
の
手
段
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
o

例
外
と
さ
れ
る
「
天
子
」
す
ら
、
必
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説

ず
し
も
献
身
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
天
子
を
以
て
タ
L

キ
て
、
是
を
矢
玉
に
さ
へ
使
は
ミ
:
:
:
:
・
吾
天
下
を
自
在
に

(
M
)
 

す
べ
し
と
い
ふ
事
を
知
」
っ
て
い
た
徳
川
家
康
が
理
想
で
あ
り
、
「
口
に
は
忠
を
云
て
、
身
に
は
自
在
を
行
」
う
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
た
。

さよ込
長田

「
忠
義
」
「
奉
公
」
と
い
っ
た
観
念
そ
れ
自
体
が
葬
り
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
背
中
合
せ
に
強
調
さ
れ
る
の
が
、
個
別
利
益

の
赤
裸
々
な
追
求
で
あ
っ
た
。
万
人
の
平
等
が
説
か
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
欲
望
追
求
を
正
当
化
す
る
為
の
踏
み
台
に
過
ぎ
な
い
。

「
世
に
活
物
た
る
も
の
皆
衆
生
な
れ
ば
、
何
れ
を
上
下
と
も
定
め
難
し
。
今
世
の
活
物
に
て
は
唯
我
を
以
て
最
上
と
す
べ
し
。
さ
れ
ば
天
皇

を
志
す
ベ
し
」
「
予
が
身
寿
命
を
天
地
と
共
に
し
、

け
れ
。
何
ぞ
人
の
下
座
に
居
ら
れ
ん
や
」
0

人
の
死
生
を
檀
に
し
、
世
を
自
由
自
在
に
扱
ふ
こ
そ
産
れ
甲
斐
は
有
り

歓
楽
を
極
め
、

以
上
の
議
論
は
、
国
学
的
な
反
規
範
主
義
の
伝
統
を
背
景
に
、
尊
撰
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
滴
浸
し
て
い
っ
た
一
つ
の
気
分
を
代
弁
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
下
士
、
郷
土
身
分
の
若
者
達
が
多
く
帰
属
の
小
社
会
を
飛
び
出
し
て
尊
撰
運
動
の
騨
尾
に
連
な
り
、
以
て
そ
の
運
動

の
高
揚
を
費
し
て
い
っ
た
が
、

こ
う
し
た
中
、

帰
属
小
社
会
の
倫
理
た
る
「
忠
義
」
「
奉
公
」
の
観
念
が
急
激
に
そ
の
拘
束
力
を
失
っ
て
い

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
表
裏
一
体
の
形
で
、
偲
別
利
益
追
求
の
姿
勢
が
顕
在
化
し
て
い
た
。
山
域
の
郷
土
の
家
に
生
れ
た
尾
崎
三
良

£均一一一
t
翫

3
が
、
「
何
と
か
し
て
世
に
で
る
工
夫
も
が
な
と
日
夜
憂
慮
を
思
ご
し
、
や
が
て
「
激
派
」
に
か
つ
が
れ
て
羽
振
り
の

良
か
っ
た
三
条
実
美
に
目
を
つ
け
行
を
共
に
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
多
々
あ
る
中
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
尊
壌
運
動
は
、
た
父
単
に
「
勤
王

の
忠
節
」
の
内
面
化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
以
上
に
「
こ
れ
を
口
実
と
し
て
圏
内
の
動
揺
を
促
し
、
風
雲

の
会
に
乗
ぜ
ん
と
す
」
(
木
戸
孝
允
の
「
激
徒
」
評
)
る
野
心
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
保
守
的
な
気
質
を
持
っ
た
島

津
久
光
は
、
「
匹
夫
の
論
」
に
つ
き
、
こ
れ
を
「
激
烈
ニ
過
ギ
」
と
論
難
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
己
ガ
名
利
ノ
為
ニ
ス
ル
事
多

グ
」
と
不
信
を
顕
に
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
も
、
決
っ
し
て
故
な
し
と
し
な
い
。

さ
ら
に

佐
官
林
派
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
〈
横
議
横
行
〉
の
青
年
達
に
お
い
て
も
、
事
は
基
本
的
に
変
り
な
い
。
彼
ら
の
典
型
と
も
見
る
べ
き
新
選
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組
の
近
藤
勇
(
子
、
船
一
一
四
l
聞
広
言
一
)
は
、

さ
ず
し
て
禰
縫
す
る
こ
そ
忠
義
な
れ
」
と
伝
統
的
な
忠
誠
の
議
論
を
振
り
か
ざ
し
て
い
た
。
だ
が
、
一
二
多
摩
郷
土
出
身
の
彼
自
身
に
つ
い
て

例
え
ば
越
前
藩
の
去
就
を
論
難
し
た
際
に
は
、

「
仮
令
幕
府
は
妄
挙
な
る
に
も
せ
よ
、
其
罪
を
顕
は

そ
の
知
友
が
後
に
回
顧
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
あ
の
通
り
の
働
き
を
し
ま
し
た
の
も
、

(ω) 

い

う

の

で

は

な

」

口

で

は

立

派

な

こ

と

を

言

っ

て

い

る

が

陰

で

は

ひ

ど

い

こ

と

ば

か

り

し

(
臼
)

て
い
る
」

言
え
ば
、

本
当
は
幕
府
へ
忠
義
を
尽
し
た
と

、4

つ
こ
0

・刀

T

「
勤
王
勤
王
と
騒
ぎ
立
て
る
人
々
が
、

一
面
の
現
実
に
接
し
て
、
こ
れ
へ
の
反
発
か
ら
尊
援
派
の
浪
士
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と
は
言
え
、
根
本
に
お
い
て
は
彼
ら
と

さ
ほ
ど
の
隔
り
は
な
く
、
そ
の
行
動
は
少
な
か
ら
ず
「
風
雲
の
会
に
乗
ぜ
ん
と
す
」
る
野
心
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戊
辰
の
内
乱

(5) 

時
、
甲
陽
鎮
撫
隊
を
組
織
し
た
彼
や
そ
の
僚
友
が
、
故
郷
を
通
る
に
錦
を
飾
る
が
如
き
派
手
な
行
軍
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
野
心

(
結
城
無
二
一
二
)
と
い

を
戯
画
的
な
形
で
示
し
て
い
る
。
佐
幕
派
浪
士
の
多
く
も
又
、

「
機
当
に
乗
ず
可
し
、
日
旬
ん
ぞ
遅
疑
す
可
け
ん
や
」

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

う
気
分
を
以
て
帰
属
の
小
社
会
を
脱
し
、
政
争
の
地
を
目
指
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。

幕
末
に
お
け
る
青
年
層
の
八
横
議
横
行
〉
に
も
大
き
く
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
尊
援
派
に
代
表
さ
れ
る
動
き
、
あ
く

ま
で
も
政
争
の
地
を
目
指
す
そ
れ
を
政
治
短
絡
型
と
類
型
化
す
る
な
ら
、
こ
れ
と
裁
然
と
区
別
し
得
る
訳
で
は
な
い
に
し
ろ
、
他
方
に
は
知

識
志
向
・
実
務
志
向
型
の
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
八
横
行
〉
は
、
多
く
長
崎
・
箱
館
・
横
浜
等
の
開
港
地
を
経
巡
っ
て
江
戸
へ
と
向
う
軌
跡

を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
幕
府
膝
下
へ
の
収
飲
は
、
小
藩
・
軽
輩
身
分
出
身
者
を
中
心
に
幕
府
雇
用
と
幕
臣
化
に
つ
な
が
り
、
既
述

せ
る
如
く
、
改
革
推
進
勢
力
の
底
辺
拡
大
を
費
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
忠
誠
心
の
空
洞
化
、
そ
れ
と
裏
腹
な
個
別
利
益
の
追
求

は
、
こ
う
し
た
動
き
の
中
に
あ
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
政
治
短
絡
型
の
動
き
と
思
想
的
に
相
通
ず
る
面
が
少
く
な
か
っ

た。
政
争
の
地
を
目
指
し
て
流
動
し
た
部
分
は
、
政
治
過
程
の
混
乱
を
前
提
に
そ
こ
で
の
実
力
行
使
を
以
て
個
別
利
益
を
追
い
求
め
た
と
見
る
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説

こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら
の
〈
横
行
〉
を
政
治
短
絡
型
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
対
す
る
に
、
開
港
地
を
巡
っ
て
海
外
渡
航
の
機
会
が
あ
れ
ば
こ

れ
に
乗
ず
る
に
杏
で
な
か
っ
た
部
分
は
、
多
く
新
た
な
知
識
や
技
術
の
先
取
り
に
よ
る
制
度
的
上
昇
を
志
向
し
て
い
た
。
後
者
の
個
別
利
益

=ム
員同

の
追
求
は
、
前
者
と
そ
の
手
段
に
お
い
て
異
る
。
の
み
な
ら
ず
、
手
段
、
が
知
識
や
技
術
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
利
用
価
値
と
し
た
上
で

実
際
の
活
用
を
為
し
得
る
、
多
少
な
り
と
も
安
定
し
た
権
力
や
社
会
を
前
提
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
で
も
、
「
風
雪
E
l
i
-既
存
の
権
力
の

激
し
い
動
揺
や
社
会
全
般
の
混
迷
を
前
提
と
す
る
前
者
と
は
、
か
な
り
の
隔
り
が
あ
る
。
後
者
の
多
く
が
流
動
を
続
け
る
の
で
は
な
く
、

却
っ
て
一
担
の
「
横
行
」
を
経
て
幕
府
雇
・
幕
臣
化
の
コ

l
ス
を
辿
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
隔
り
に
由
来
し
て
い

た
。
個
別
利
益
の
追
求
を
、
先
に
〈
制
度
的
上
昇
を
志
向
〉
と
言
い
換
え
た
所
以
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
両

者
は
根
本
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
方
向
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
社
会
的
な
流
動
化
の
高
ま
り
の
中
に
身
を
置
い
た
青
年
達
、
彼
ら
に
通

有
の
傾
向
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

文
久
の
遺
欧
使
節
に
随
員
と
し
て
加
わ
っ
た
福
地
源
一
郎
は
、

「
帰
路
の
船
中
よ
り
し
て
種
々
の
想
念
を
懐
き
」
、
「
御
老
中
方
、
若
年
寄

衆
に
至
り
で
は
親
し
く
御
面
会
あ
っ
て
西
洋
の
事
情
を
尋
ね
ら
れ
る
べ
き
欺
」
、
そ
う
す
れ
ば
「
其
実
況
真
情
に
至
り
で
は
通
弁
翻
訳
の
任
を

承
は
っ
た
る
我
等
な
ら
で
は
外
に
陳
述
し
得
る
人
は
有
る
べ
か
ら
ず
、
是
ぞ
我
等
が
一
躍
登
庸
せ
ら
る
与
の
好
機
な
ら
ん
」
と
強
い
期
待
に

胸
を
膨
ら
ま
せ
て
い
品
。
そ
こ
に
は
、
新
た
な
知
識
や
技
術
の
先
取
り
に
よ
る
制
度
的
上
昇
の
志
向
性
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
出

来
る
。
か
与
る
志
向
性
は
、
洋
学
の
素
養
を
以
て
幕
府
雇
も
し
く
は
幕
臣
と
な
っ
た
小
藩
・
軽
輩
身
分
出
身
者
に
ほ
父
共
通
の
傾
向
で
あ

り
、
の
み
な
ら
ず
、
幕
政
改
革
の
進
行
と
と
も
に
幕
臣
軽
輩
層
の
多
く
を
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
当
今
之
時
勢
、
何
事
も

人
よ
り
先
じ
候
は
ね
ば
利
益
之
無
く
」
と
は
、
榎
本
武
揚
が
維
新
の
内
乱
を
経
て
程
な
く
の
発
言
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
姿
勢
は
、

縁
故
を
頼
っ
て
長
崎
の
海
軍
伝
習
に
参
加
し
、
以
降
オ
ラ
ン
ダ
留
学
を
経
て
幕
府
海
軍
の
枢
機
に
昇
、
た
従
前
の
歩
み
を
一
貫
し
て
特
徴
づ

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
洋
学
修
得
の
陪
臣
出
の
者
に
話
を
戻
す
な
ら
、
多
く
「
通
弁
翻
訳
」
に
従
事
し
た
彼
ら
は
、

一
種
の
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「
職
人
」
(
福
沢
諭
吉
)
と
し
て
便
利
使
い
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
身
分
格
式
が
幅
を
効
か
す
幕
府
の
内
部
に
あ
っ
て
は
そ
の
立
身
は
決
し

て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
「
通
弁
翻
訳
」
の
「
職
人
」
を
脱
し
、
さ
ら
な
る
栄
達
を
目
指
す
動
き
が
、
こ
こ
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。

開
成
所
の
教
授
職
ま
で
昇
っ
た
に
も
拘
ら
ず
自
ら
望
ん
で
陸
軍
に
転
じ
た
大
鳥
圭
介
は
、
後
に
以
下
の
如
く
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら

仏
蘭
西
の
本
も
読
め
た
、

は
事
の
一
端
、
が
窺
え
よ
う
。
「
私
も
熟
ら
考
え
て
見
る
に
、
英
古
口
利
、
和
蘭
は
勿
論
翻
訳
も
出
来
、
大
概
の
こ
と

は
人
に
負
け
ぬ
積
り
だ
が
、
之
は
本
読
み
は
い
け
ぬ
、
本
読
み
を
専
門
に
す
る
の
は
出
世
が
遅
い
、
実
際
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
、
何
時

で
も
調
べ
で
は
外
の
者
が
や
っ
て
、
此
方
は
陰
の
仕
事
を
し
て
居
る
様
な
具
合
だ
か
ら
、
調
練
を
自
分
で
や
る
様
に
し
た
い
と
云
ふ
考
を
起

し
回
。
立
身
を
望
み
、

(5) 

し
か
し
強
い
挫
折
感
を
味
わ
さ
れ
た
陪
臣
出
の
洋
学
者
は
決

そ
う
し
た
挫
折
感
を
昇
華
し
て
眼
を
権
力
か
ら
社
会
に
転
じ
て
い
っ
た
者
は
、

獲
得
し
た
知
識
や
技
術
の
活
用
を
期
待
し
な
が
ら
、

し
て
少
く
な
い
。

(
切
)

た。

hv同

-
3
v
ミ

、

ゃ
れ
カ

福
沢
諭
吉
等
ご
く
少
数
で
あ
っ

維新の変革と幕臣の系譜:改革派勢力を中心に

制
度
的
上
昇
の
志
向
性
が
幕
府
内
で
の
一
応
の
立
身
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
幕
府
に
対
す
る
「
忠
義
」

れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
討
幕
軍
の
江
戸
進
行
を
前
に
し
て
、
大
鳥
圭
介
は
郷
里
の
実
弟
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
た
。

義
は
近
来
追
々
非
常
之
抜
擦
を
蒙
り
昨
冬
己
来
、
三
度
転
役
歩
兵
頭
並
よ
り
歩
兵
頭
に
相
成
、
歩
兵
頭
よ
り
歩
兵
奉
行
に
此
間
仰
付
ら
れ
、

誠
に
有
難
き
義
故
一
命
を
以
て
幕
府
へ
忠
節
を
童
し
候
覚
悟
に
御
座
候
」
o

又、

「
奉
公
」
が
語
ら

一寸

子

「
只
管
徳
川
氏
を
し
て
此
幕

府
を
失
は
し
む
る
が
残
念
な
り
」
と
の
心
情
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
と
は
言
え
、

同
じ
時
期
に
福
地
源
一
郎
が

「
忠
節
」
を
標
梼

す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
与
忠
誠
心
の
泊
養
を
意
味
し
た
訳
で
は
な
い
。
脱
走
抗
戦
に
踏
み
出
し
た
大
鳥
が
事
破
れ
て
獄
中
に
繋
が
れ
た
時
、

そ
の
胸
中
を
織
り
成
し
た
も
の
は
、
「
蟹
行
文
裏
の
春
を
識
ら
」
な
い
「
世
儒
」
を
難
ず
る
よ
う
な
新
た
な
社
会
へ
の
ひ
そ
か
な
自
負
で
あ

り
、
こ
れ
を
強
い
て
押
さ
え
て
「
今
功
名
事
を
一
擬
す
る
如
く
」
あ
ろ
う
と
す
る
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
葛
藤
の
中
か
ら
早
く

も
「
洋
々
な
り
名
教
、
国
将
に
輿
ら
ん
と
す
。
誰
ぞ
丹
忠
を
以
て
万
乗
を
輔
く
る
や
(
我
々
新
知
識
の
持
主
以
外
に
は
な
い
|
|
筆
者
註
)
」
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説

(
原
漢
文
)
と
の
部
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
「
一
命
を
以
て
幕
府
へ
忠
節
」
は
、
「
蟹
行
文
裏
の
春
」
を
知
悉
す
る
者
と
し
て

の
自
負
、
こ
れ
を
以
て
す
る
「
功
名
事
」
の
希
求
の
前
に
容
易
く
「
万
乗
」
へ
の
「
丹
忠
」
に
席
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
福
地
は
、
戊
辰
の

E命

内
乱
に
際
し
て
一
江
湖
新
聞
』
を
発
行
し
、
佐
幕
主
義
|
|
脱
走
抗
戦
寧
擁
護
の
論
障
を
張
っ
た
が
、
新
政
府
の
捕
縛
を
受
け
て
は
「
重
々

恐
入
奉
衡
ピ
と
の
一
札
を
入
れ
て
一
時
の
額
廃
に
身
を
委
ね
、
程
な
く
し
て
「
御
用
新
聞
」
を
主
宰
す
る
に
到
る
o

鳥
谷
部
春
汀
の
言
う

「
才
芸
学
術
を
以
て
草
奔
の
間
よ
り
登
庸
」
の
「
閏
系
」
幕
臣
に
と
っ
て
、
幕
府
へ
の
忠
誠
と
は
か
L

る
有
り
様
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得

な
か
っ
た
。
個
別
利
益
の
追
求
は
、

や
は
り
伝
統
的
な
忠
誠
心
の
空
洞
化
と
背
中
合
せ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
に
お
け
る
国
家
へ
の
忠
誠
の
内
的
確
立
、
他
方
に
お
け
る
伝
統
的
な
忠
誠
心
の
空
洞
化
、
か
L

る
変
容
は
、
幕
府
の
改
革
派
勢
力
に

お
い
て
も
や
は
り
そ
れ
な
り
の
展
開
を
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
無
論
、
そ
の
展
開
は
一
律
で
は
な
く
、
パ
ラ
っ
き
は
特
に
国
家
へ
の
忠
誠

に
向
っ
て
著
し
い
。
と
こ
ろ
で
、

「
戊
辰
の
互
解
」
を
経
て
後
は
、
改
革
派
後
身
の
人
々
は
、
官
民
へ
の
両
極
分
化
を
示
し
つ
つ
比
較
的
活

発
な
社
会
進
出
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
先
立
つ
展
開
と
如
何
に
関
連
し
、
又
ど
の
よ
う
な
態
度
形
成
を
伴
っ
て
い
た
の

か
。
次
に
、
明
治
政
府
の
国
民
統
合
の
問
題
と
絡
め
な
が
ら
、
こ
れ
を
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
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(5) 

ハ
1
〉
(
2
〉
(
文
久
二
年
一
月
〉
日
本
史
籍
協
会
『
坂
本
龍
馬
関
係
文
書
』
(
大
正
一
五
年
)
第
一
巻
五
八
J
五
九
頁
。

(

3

)

(

慶
応
元
年
一

O
月

)

悶

前

一

五

七

頁

。

(

4

)

『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
一
一
一
巻
第
一
号
一
一
一
一
八
頁
。

(
5
〉
大
久
保
利
通
が
同
藩
の
英
国
留
学
統
轄
者
に
宛
て
た
書
翰
に
は
、
そ
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
長
州
戦
争
(
欧
米
四
ヶ
国
艦
隊
の
下
関
攻
撃
)
以
往
、
所
謂
暴
論
過
激
之
徒
大
抵
眼
を
務
関
し
壌
夷
の
成
る
可
か
ら
ざ
る
を
弁
別
、
大
に
闘
を
開
く
事

を
唱
侯
人
心
に
相
成
侯
」
(
慶
応
元
年
八
月
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
一
巻
二
九
八
頁
〉
。

ハ
6
〉
『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
三
巻
第
一
号
一
一
一
一
八
J
一
四

O
頁。

ハ
7
)
西
郷
隆
盛
宛
書
翰
(
慶
応
元
年
九
月
)
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
一
巻
一
一
一
一
一
頁
。

(

8

)

大
島
友
之
允
宛
書
翰
(
慶
応
元
年
七
月
)
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
二
巻
九

0
1九
一
一
貝
。

(

9

)

(

慶
応
三
年
四
月
)
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
一
巻
四
六
九
頁
。

(

m

)

日
本
史
籍
協
会
『
大
久
保
利
通
日
記
』
(
昭
和
二
年
〉
上
巻
コ
一
九
八
頁
。

(
日
)
幾
分
繰
り
返
し
気
味
に
な
る
が
、
斯
く
の
如
き
有
り
様
は
、
多
く
「
勤
王
の
忠
節
」
の
内
面
化
を
挺
子
と
し
た
既
成
秩
序
か
ら
の
逸
脱
と
そ
の
正
当

化
を
介
し
て
賛
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
回
路
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
天
下
国
家
の
為
め
大
忠
」
の
主
底
的
展
開

に
付
き
従
う
在
来
秩
序
見
直
し
の
知
的
作
業
、
そ
の
不
徹
底
と
の
組
み
合
せ
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
も
拘
ら
ず
、
体
制
に
親
和

的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
既
に
克
服
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
体
制
破
壊
を
合
意
と
す
る
知
的
構
想
を
さ
し
た
る
抵
抗
も
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
維
新
官
僚
へ
の
翻
身
で
あ
る
。

ハ
ロ
)
「
解
腕
痴
言
」
(
文
久
二
年
間
八
月
)
福
本
義
亮
『
松
下
村
塾
之
偉
人
久
坂
玄
瑞
』
(
誠
文
堂
、
昭
和
九
年
〉
四
コ
一
六
頁
。

(
臼
)
某
宛
書
翰
(
慶
応
元
年
)
東
行
先
生
五
十
年
祭
記
念
会
『
東
行
先
生
遺
文
』
(
民
友
社
、
大
正
五
年
書
翰
編
一
六
二
頁
)
。

(
日
比
)
岸
良
七
之
丞
宛
霊
園
翰
(
慶
応
元
年
一
一
月
〉
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
一
巻
三
四
四
頁
。

(
日
)
品
川
弥
二
郎
宛
書
翰
(
慶
応
三
年
一
一
月
)
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
二
巻
三
三
八
頁
。

(
日
目
〉
伊
藤
博
文
宛
書
翰
(
慶
応
三
年
一
二
月
)
同
前
三
五
二
具
。

(
げ
〉
「
懐
往
事
談
」
前
掲
書
三
二
二
頁
。

(
叩
凶
〉
同
前
二
九
四
頁
。
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説

(
凹
)
『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
二
一
巻
第
一
号
一
六
九
頁
。

(
却
)
同
巻
第
二
号
一
六
五
頁
。

〈
幻
)
『
弛
庵
遺
稿
』
一

J
一一一頁。

(
泣
)
「
解
難
録
」
『
勝
海
舟
全
集
』
第
一
一
巻
二
七
七
頁
。

(
幻
)
水
野
忠
徳
に
つ
い
て
は
既
に
こ
れ
を
見
た
〈
『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
一
一
一
巻
第
一
号
一
五
九
頁
)
。
小
栗
忠
順
と
そ
の
周
辺
の
諸
有
司
に
関
し
て
は
、

彼
ら
が
幕
府
の
援
夷
断
行
期
限
確
定
に
異
議
を
唱
え
て
建
白
し
た
文
中
の
一
節
、
「
徳
川
家
の
御
盛
衰
浮
沈
に
の
み
之
無
く
、
天
下
万
民
永
世
之
処
を
御

深
慮
遊
さ
れ
、
世
界
万
国
に
対
し
為
さ
れ
、
無
謀
不
義
の
汚
名
を
御
取
遊
さ
れ
ず
、
日
本
の
回
収
還
御
残
し
之
無
き
様
に
存
じ
奉
り
侯
」
(
回
辺
太
一
『
幕

末
外
交
談
』
二
二
九
頁
)
に
窺
え
る
通
り
で
あ
る
。

(
斜
)
例
え
ば
、
小
栗
忠
順
は
、
横
須
賀
造
船
所
の
建
設
に
つ
き
、
「
愈
々
出
来
の
上
は
旗
号
に
挺
斗
を
染
出
す
も
、
猶
ほ
土
蔵
附
売
家
の
栄
誉
を
残
す
可

し
」
ハ
栗
本
鋤
雲
「
横
須
賀
造
船
所
経
営
の
事
」
『
砲
庵
遺
稿
』
一

O
四
頁
)
と
語
っ
て
い
た
。
又
、
老
中
と
な
っ
て
小
栗
ら
の
要
路
再
進
出
を
可
能
な
ら

し
め
た
旗
本
出
身
の
譜
代
大
名
阿
部
正
外
は
、
兵
庫
開
港
問
題
で
幕
府
の
専
権
処
理
を
主
張
し
た
際
に
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
た
。
「
天
下
の
大
勢
を
察

す
る
に
、
幕
府
は
到
底
永
く
維
持
す
る
を
得
ざ
る
べ
し
。
き
れ
ば
、
決
定
す
べ
き
事
を
決
定
し
、
夫
が
為
め
倒
る
与
は
却
っ
て
本
懐
な
る
べ
し
。
尤
し
か

決
心
し
て
倒
れ
ん
と
す
る
場
合
に
至
ら
ば
、
又
こ
れ
を
助
け
起
て
ん
と
す
る
者
あ
る
べ
し
」
(
『
続
再
夢
紀
事
』
第
三
巻
一
一
二
八
頁
)
。

(
お
)
「
懐
往
事
談
」
前
掲
書
二
九
四

i
二
九
五
頁
。

(
お
)
(
お
)
石
井
孝
『
改
訂
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』
六
一
八
頁
。

(
幻
)
「
下
ノ
関
償
金
の
顛
末
」
『
抱
庵
遺
稿
』
一
一
一
一
四
頁
。

(
却
)
「
栗
本
翁
の
自
伝
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
四
号
八

O
頁。

(
却
)
(
汎
)
「
下
ノ
関
償
金
の
顛
末
」
前
掲
書
一
二
五
頁
、
一
一
一
一
八
頁
。

(
担
)
山
口
直
毅
等
宛
栗
本
線
香
翰
(
明
治
元
年
二
月
)
『
川
勝
家
文
書
』
九
五
頁
。

ハ
泊
〉
明
治
文
化
研
究
会
吋
明
治
文
化
全
集
』
第
三
巻
五
頁
。

(
川
社
)
最
も
本
格
的
な
立
論
は
、
津
田
真
道
や
西
周
が
大
政
奉
還
の
前
後
に
上
書
し
た
「
日
本
国
総
制
度
」
〈
慶
応
三
年
九
月
〉
「
議
題
草
案
」
(
同
年
一
一

月
)
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
三
権
分
立
を
国
家
体
制
の
基
本
と
し
て
、
「
大
頭
領
」
「
元
首
」
を
項
点
と
す
る
行
政
府
、
二
院
制
の
立
法
府
設
立
を
提
言
し
て

い
る
ハ
但
し
、
二
つ
の
立
論
内
容
は
決
っ
し
て
同
一
で
は
な
く
、
「
議
題
草
案
」
の
方
が
詳
細
で
、
将
軍
を
「
元
首
」
と
予
定
す
る
等
幕
府
権
力
へ
の
密
着

;:t. 
面開
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度
が
強
い
。
な
お
「
日
本
国
総
制
度
」
は
津
田
道
治
『
津
田
真
道
』
〔
東
京
閣
、
昭
和
一
五
年
〕
一
一
八

1
一
二
三
頁
に
、
「
議
題
草
案
」
は
大
久
保
利
謙

『
西
周
全
集
』
〔
宗
高
書
一
一
房
、
昭
和
三
五
J
三
六
年
〕
第
二
巻
一
六
七
J
一
八
三
頁
に
各
々
所
収
〉
。

(
お
)
加
藤
弘
之
・
津
田
真
道
・
西
周
等
は
い
づ
れ
も
大
久
保
忠
寛
と
交
流
を
持
ち
、
大
久
保
は
大
久
保
で
彼
ら
を
「
開
成
所
に
て
も
三
人
の
人
物
」
(
『
続

再
夢
紀
事
』
第
六
巻
四
一

J
四
二
頁
)
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。

(
叫
山
)
ハ
幻
)
『
続
再
夢
紀
事
』
第
五
巻
五
六
頁
。

(
お
)
(
ぬ
)
大
久
保
利
通
宛
西
郷
隆
盛
書
翰
(
元
治
一
克
年
九
月
)
大
西
郷
全
集
刊
行
会
『
大
西
郷
全
集
』
(
平
九
社
、
大
正
一
五

t
昭
和
二
年
)
第
一
巻
四

九
七

t
四
九
九
頁
。

(
川
切
〉
松
平
春
出
獄
宛
書
翰
(
慶
応
一
万
年
一
二
月
〉
『
続
再
夢
紀
事
』
第
四
巻
三
九
七
頁
。

(
但
)
『
続
再
夢
紀
事
』
第
五
巻
二
ハ

t
一
七
頁
。

(

m

M

)

『
北
大
法
学
論
集
』
第
一
一
一
一
巻
第
二
号
一
六
六
J
一
六
七
頁
。

(
必
)
(
必
)
「
解
難
禄
」
前
掲
書
三
二
八
頁
。

(
H
H
)

木
村
芥
舟
「
笑
鴎
棲
筆
談
」
『
旧
幕
府
』
第
一
巻
第
九
号
一
八
頁
。

(
必
)
勝
海
舟
「
日
記
」
『
全
集
』
第
一
八
巻
三
四
二
頁
。

(
門
出
〉
(
必
〉
幕
府
宛
意
見
書
(
慶
応
二
年
七
月
〉
『
続
再
夢
紀
事
』
第
五
巻
二
七
五
J
二
七
六
頁
。

(
却
)
「
日
記
」
前
掲
書
三
六
八
頁
。

(
印
)
「
憤
言
一
書
」
(
慶
応
三
年
二
一
月
)
同
前
四
四
八
J
四
五

O
頁。

(
日
)
同
前
三
五

O
頁。

〈
臼
)
朝
廷
参
与
宛
建
言
(
明
治
元
年
一
月
)
『
全
集
』
第
一
四
巻
四
三
一
頁
。

(
臼
)
(
出
)
『
〈
日
本
の
思
想
〉
二

O

幕
末
思
想
集
』
三

O
四
頁
。

(
担
)
同
前
三

O
九
頁
。

(
閃
〕
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
(
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
一

J
五
二
年
)
上
巻
四

O
頁。

(
町
)
勝
海
舟
「
日
記
」
『
全
集
』
第
一
八
巻
九
八
頁
。

(
臼
)
近
衛
忠
一
房
一
宛
意
見
書
(
文
久
二
年
閏
八
月
)
岩
崎
宰
『
島
津
久
光
公
実
紀
』
(
明
治
四
三
年
)
第
二
冊
五
一
了
。
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説

(
回
)
『
続
再
夢
紀
事
』
第
六
巻
三
五
三
J
三
五
回
頁
。

(
印
〉
(
日
)
結
城
礼
一
郎
『
旧
幕
新
選
組
の
結
城
無
一
一
一
一
一
』
(
中
央
公
論
社
・
中
公
文
庫
、
昭
和
五
一
年
)
三
一
頁
。

(
臼
〉
同
前
二
二
員
。

(
臼
)
「
懐
往
事
談
」
前
掲
書
二
九
三
頁
。

(
臼
)
実
姉
宛
書
翰
(
明
治
三
年
一

O
月
)
加
茂
儀
一
『
資
料
榎
本
武
揚
』
〈
新
人
物
往
来
社
、
昭
和
四
四
年
〉
二
七
七
頁
。

(
臼
)
『
福
翁
自
伝
』
一
七
四
頁
。

(
印
)
『
大
鳥
圭
介
伝
』
四
五
四
頁
。

(
訂
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
に
詳
述
す
る
。

(
回
)
(
明
治
一
苅
年
三
月
)
『
大
鳥
圭
介
伝
』
三
九
頁
。

(
印
)
(
九
)
大
鳥
圭
介
「
獄
中
日
記
」
『
旧
幕
府
』
第
二
巻
第
二
号
四
五
頁
。

(
初
)
同
『
旧
幕
府
』
第
三
巻
第
七
号
一
四
頁
。

(

η

)

し
ま
ね
き
よ
し
『
転
向

l
i明
治
維
新
と
幕
臣
』
一
一
一
一
一
一
頁
。
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Reformist Tokugawa Officials during the Bakumatsu 

to Mid-Meiji Era : Some Problems of Nation-building 

and Loyalty Shifts (5) 

Hisashi KIKUCHI. 

lntroduction 

The Genesis of Reform Movement in the Bakufu Government 

Cin Vo1. XXIX No. 3・4，Vo1. XXX No. 4， Vo1. XXXI No. 1) 

II Development of Reform Movement in the Bakufu Government 

and Differentiation of Factions within it: Emergence of an Idea 

of “NationぺIndividuationand Loyalty Shifts 

1. Reforms in the Bakufu Government 1861-1862， 1865-1867 

Cin VoI. XXXI No. 2) 

2. Emergence of an Idea of “Nation" and Individuation among 

the Bakufu Reformists 

JII The Remnant of the Bakufu Reformists vis-a-vis Nation-building 

under the Meiji Oligarchy 

Conclusion 

In this article， the author treats the Bakufu reformists and the 

remnant of them in late nineteenth century and trys to analyze their 

thought and behaviour. from the viewpoint of loyalty shifts. 

ln the latter half of Bakumatsu， bushi's loyalty changed more 

than before. 

As aforesaid， bushi's loyalty which had had plural meanings 

had begun to change in the face of Western powers. At the crisis of 

“Shinshu・KokokuCthe holy and whole countries)ヘtheidea of Con-

fucianism “Tenkaiko・JinseianminC the administration for the people 
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as the responsibility to Heaven)" which had limited bushi's personal 

devotion to his lord had turned to the principle of the whole coun. 

tries maintenance and gotten out of traditional political order. In 

addition to this shift， the traditional authority “Tenno(the emperor)" 

to whom bushi's loyalty had been linked ideologically had arisen as 

the personal symbol of the holy countries and drawn the loyalty 

from lord to himself. 

These shifts， of course， had shaken the Tokugawa regime from 

inside. In the latter half of Bakumatsu， the Tokugawa feudal system 

was going to its fall for the sake of troubles at home and abroad. 

At that time， the loyalty shifts got their steps. By the intel-

lectual pursuit to set the i凶de伺aof 

will of “Tenno" and investigate the existing political order from such 

stand，“Sinshu・Kokoku"was perceived as the po1itical unity that was 

drawn a line between its personal symbol and distinguished from 

the Tokugawa regime as a whole. And to devote to the unity was 

intended as“Daichu (the great loyalty)". Together with this change， 

the idea of loyalty itself lost its binding force in the state of 

disorder. Not self-devotion but search for self-interest spread out. It 

could be said that bushi's loyalty， which meant basical1y personal 

devotion to his lord， changed in quality at these steps. 

In the present part (11-2)， the author describes these changes 

through analyzing “Sonjo-Tobaku (anti-Bakufu)" group and affirms 

that Bakufu reformist group shared with these changes too. 
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