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一
、
旧
幕
知
性
の
思
考
と
実
践

　

明
治
維
新
と
文
明
開
化
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
江
戸
幕
府
体
制
か
ら
近
代
国
家
の
建
設
に
い
た
る
巨
大
な
改
革
・
刷
新
の
結
節
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
過
程
の
分
析
に
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
図
式
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
ず
、
無
数
の
研
究
成
果
の
出
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
な
お
最
終
的
な

図
柄
を
描
き
き
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
維
新
・
開
化
の
巨
大
な
動
き
の
な
か
で
、
き
わ
だ
っ
た
輝
き

を
み
せ
た
一
群
の
思
想
家
・
実
務
家
た
ち
の
行
動
事
跡
で
あ
る
。

　

さ
し
あ
た
り
、
三
人
の
同
時
代
人
を
対
象
と
す
る
が
、
そ
の
人
た
ち
は
み
な
何
ら
か
の
意
味
で
、
旧
幕
府
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
位

と
職
責
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
と
は
言
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
幕
政
の
一
端
を
に
な
っ
て
い
た
。
幕
府
崩
壊
に
際
し
て
は
そ
の
公
的
役
割
・
職
務
を
失
う

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
行
動
や
思
想
は
、
の
ち
の
近
代
社
会
・
文
化
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
貢
献
と
な
っ
た
。
た
ん
に
古
来
の
伝
統
の
保
守

と
い
っ
た
側
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
維
新
・
開
化
の
重
要
な
局
面
を
支
え
た
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
失
わ
れ
た
も
の
の
多
様
で
積
極
的
な
保

存
を
宣
明
し
た
り
す
る
な
ど
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
開
化
と
維
新
の
過
程
に
有
意
の
厚
み
と
深
み

を
与
え
た
。
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
遺
産
を
適
切
に
評
価
し
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
意
図
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
失
わ
れ
た
も
の
へ
の

哀
惜
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
歴
史
と
い
う
織
物
の
隠
さ
れ
た
紋
様
を
描
く
た
め
に
も
、
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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旧
幕
知
性
と
み
な
さ
れ
る
人
た
ち
に
あ
っ
て
、
共
通
の
思
考
と
実
践
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
共
有
項
を
指
標
と
し
て
、
そ

の
あ
り
か
た
を
整
理
し
て
み
た
い
。
そ
の
第
一
に
は
、
幕
末
・
維
新
の
年
月
の
あ
い
だ
に
、
西
洋
と
の
あ
い
だ
で
濃
厚
な
接
触
・
交
流
を
経
験
し

た
こ
と
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
と
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
加
速
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
開
発
さ
れ
た
洋
学
研

究
の
進
展
に
始
ま
り
、
や
が
て
開
国
後
に
は
欧
米
諸
国
か
ら
来
訪
す
る
人
び
と
と
の
直
接
の
接
触
が
つ
づ
い
て
い
た
。
ま
た
み
ず
か
ら
、
留
学
や

視
察
・
外
交
・
商
務
の
機
会
を
え
て
、
そ
れ
ら
の
国
ぐ
に
と
の
密
接
な
交
流
を
経
験
し
た
。
旧
幕
体
制
内
に
あ
っ
た
有
為
の
知
性
は
、
こ
れ
を
機

会
と
し
て
多
難
な
思
考
と
実
践
と
に
と
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
は
旧
幕
知
性
の
対
外
接
触
に
あ
っ
て
も
、
み
ず
か
ら
の
立
場
の
基
底
と
な
る
現
実
へ
の
執
着
も
、
軽
視
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
共

有
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
価
値
の
保
守
や
温
存
も
ま
た
避
け
が
た
い
課
題
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
西
洋
的
価
値
と
の
対
面
に
あ
っ
て
、
堅
持
す
べ

き
伝
統
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。
そ
れ
は
、
個
々
の
人
格
に
と
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
本
で
あ
り
、
ま
た
思
考
と
行
動
を
正
当
化
す
る
、
厳

粛
な
社
会
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
旧
幕
知
性
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
社
会
輿
論
や
同
行
者
を
説
得
す
る
重
要
な
標
識
と
も
な
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　

旧
幕
知
性
た
ち
は
、
こ
う
し
た
条
件
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
き
わ
だ
っ
た
特
異
性
を
発
揮
す
る
場
を
発
見
し
た
。
知
識
人
や
門
閥
・
実

務
家
と
し
て
、
新
体
制
の
中
核
に
参
入
し
ょ
う
と
す
る
者
も
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
そ
の
専
門
的
技
能
や
知
見
を
も
と
に
斬
新
な
道
程
を

歩
む
も
の
も
あ
っ
た
。
以
下
で
扱
う
の
は
、
そ
う
し
た
営
為
に
よ
っ
て
近
代
日
本
に
斬
新
な
実
り
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
、
三
人
の
旧
幕
知
識

人
た
ち
で
あ
る
。
維
新
の
騒
乱
を
好
機
と
し
て
、
め
ざ
ま
し
い
権
力
や
財
富
を
手
中
に
し
な
い
ま
で
も
、
近
代
社
会
に
不
可
欠
な
装
置
や
機
構
を

準
備
し
た
人
び
と
。
旧
幕
の
体
制
内
に
と
ら
わ
れ
つ
つ
も
、
時
代
と
社
会
を
変
革
・
改
造
し
よ
う
と
す
る
多
様
な
発
想
や
企
図
が
登
場
し
た
。
対

外
の
認
識
と
接
触
や
、
伝
統
価
値
の
保
全
と
い
う
困
難
な
作
業
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
多
様
な
か
た
ち
を
と
っ
て
、
巨
大

な
革
新
力
を
湧
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三

二
、
本
木
昌
造　

―
―
長
崎
通
詞
か
ら
印
刷
・
造
船
の
起
業
へ

　

幕
末
の
長
崎
奉
行
所
の
阿
蘭
陀
（
オ
ラ
ン
ダ
）
通
詞
で
あ
る
本
木
昌
造
は
、
も
と
は
馬
田
家
も
し
く
は
北
島
家
の
出
身
で
あ
る
。
才
覚
を
み
こ

ま
れ
て
養
子
と
し
て
本
木
家
に
入
り
、
専
任
の
通
詞
と
し
て
勤
務
す
る
の
は
一
八
四
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
通
詞
は
日
常
的
な
接
触
を
と
お
し
て

西
洋
の
文
物
や
人
物
を
広
く
見
聞
し
、
体
験
し
た
で
あ
ろ
う
。
一
八
五
三
年
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
来
航
は
、
長
崎
を
経
由
せ
ず
に
、
直
接
、
三
浦
半

島
の
浦
賀
に
む
か
っ
た
た
め
、
通
詞
と
し
て
の
出
番
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
国
要
求
国
書
へ
の
返
答
を
求
め
た
翌
五
十
四
年
の
第
二
回
来
航

に
あ
っ
て
は
、
事
前
に
こ
れ
を
察
知
し
た
幕
府
は
、
本
木
を
抜
擢
し
て
長
崎
か
ら
召
喚
す
る
。
通
詞
は
開
国
交
渉
の
表
裏
に
わ
た
っ
て
、
直
接
の

任
務
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
ペ
リ
ー
艦
隊
に
つ
い
で
開
国
要
求
の
た
め
に
来
航
し
た
ロ
シ
ア
帝
国
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
艦
隊
に
つ
い
て
は
、
本
木
は

直
接
の
応
対
と
役
務
を
託
さ
れ
る
。
ペ
リ
ー
艦
隊
と
の
あ
い
だ
で
の
実
務
的
な
接
触
に
も
ま
し
て
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
あ
い
だ
で
は
、
オ
ラ
ン

ダ
語
・
ロ
シ
ア
語
を
介
し
た
実
り
あ
る
対
話
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
五
四
年
十
月
、
交
渉
待
機
中
の
ロ
シ
ア
艦
隊
を
安
政
伊
豆
地
震

が
襲
い
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
艦
隊
の
デ
ィ
ア
ナ
号
は
津
波
に
よ
っ
て
大
破
。
航
行
不
能
に
お
ち
い
る
。
廃
船
に
お
い
こ
ま
れ
た
デ
ィ
ア
ナ
号
の
代

船
と
し
て
、
西
伊
豆
の
戸
田
港
に
お
い
て
新
船
の
建
造
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
本
木
は
幕
府
側
の
責
任
者
で
あ
る
勘
定
奉

行
・
川
路
聖
謨
に
替
わ
っ
て
、
全
期
間
三
カ
月
を
と
お
し
て
、
通
訳
と
接
遇
を
担
当
し
た
。

　

戸
田
村
の
居
所
に
お
い
て
、
本
木
と
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
き
わ
め
て
濃
厚
な
交
流
を
共
有
し
、
船
舶
建
造
の
技
術
を
は
じ
め
と
し
て
、
膨
大
な
西

洋
情
報
を
学
び
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
貴
族
身
分
に
あ
る
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
、
新
生
の
ア
メ
リ
カ
海
軍
司
令
官
ペ
リ
ー
と
は

ち
が
っ
て
、
広
汎
な
知
識
と
教
養
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
本
木
に
と
っ
て
、
こ
の
三
か
月
の
待
機
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
学
習
す
る
ま
た
と
な
い

機
会
と
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
要
人
た
ち
は
新
造
の
ヘ
ダ
号
で
帰
国
し
、
や
が
て
幕
府
と
諸
国
と
の
あ
い
だ
の
交
渉
の
地
は
、
長
崎
か
ら
下
田
・
横

浜
へ
移
っ
た
。
長
崎
の
通
詞
の
枢
要
な
役
割
は
減
じ
て
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
本
木
が
受
け
と
っ
た
鮮
烈
な
体
験
や
知
識
は
、
旧
幕
知
性
と
し
て
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四

予
想
外
の
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

本
木
に
あ
っ
て
は
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
体
験
ば
か
り
か
、
長
崎
に
お
い
て
獲
得
し
た
知
識
や
情
報
が
、
さ
ら
に
広
汎
な
分
野
に
及
ん
で
い
た
よ
う

で
あ
る
。
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
だ
け
で
な
く
、
長
崎
市
街
で
は
外
国
由
来
の
多
様
な
文
化
や
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
が
伝
達

し
た
医
学
・
博
物
学
知
識
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
長
崎
に
蝟
集
し
た
清
朝
中
国
人
が
も
た
ら
し
た
東
洋
文
化
も
重
層
さ
れ
て
い
た
。
中
国
に
向
け

て
開
か
れ
た
長
崎
と
い
う
扉
は
、
中
国
語
通
訳
の
唐
通
辞
か
ら
唐
館
屋
敷
に
居
住
す
る
商
人
、
黄
檗
宗
僧
職
者
ま
で
、
裾
野
の
拡
が
り
を
受
け
入

れ
て
い
る
。
長
崎
土
着
の
本
木
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
土
地
の
伝
統
的
価
値
と
し
て
活
力
を
た
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
長
崎
の

街
は
、
鎖
国
時
代
に
あ
っ
て
も
、
西
洋
と
の
あ
い
だ
の
通
絡
路
を
ひ
ら
い
た
だ
け
で
な
く
、
東
洋
（
中
国
）
文
化
を
も
土
着
さ
せ
て
、
日
本
と
い

う
伝
統
価
値
を
大
幅
に
肥
育
す
る
媒
介
役
を
は
た
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
と
し
て
幕
府
職
務
の
末
端
に
あ
っ
た
本
木
は
、
明
治
新
政
府
の
成
立
と
と
も
に
失
職
す
る
が
、
そ
こ
で
習
い
覚
え
て
き

た
業
務
知
識
を
も
と
に
し
て
、
め
ざ
ま
し
い
起
業
に
ふ
る
い
た
っ
た
。
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
か
ら
受
け
取
っ
た
船
舶
な
ど
の
機
械
技
術
は
、
長
崎
に
お

け
る
洋
風
造
船
業
務
の
樹
立
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
も
関
わ
り
の
あ
る
大
型
の
金
属
材
料
技
術
は
、
港
湾
や
架
橋
と
い
っ
た
土
木
事
業
の

新
興
に
結
び
つ
く
。
の
ち
に
長
崎
造
船
所
に
ま
で
展
開
す
る
な
ど
、
港
湾
産
業
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　

本
木
に
と
っ
て
よ
り
重
要
性
が
高
い
技
術
革
新
は
、
じ
つ
は
合
金
技
術
を
仲
介
と
す
る
活
字
製
造
で
あ
っ
た
。
中
国
（
マ
カ
オ
）
を
仲
立
ち
と

し
て
展
開
し
た
印
刷
術
の
核
心
は
、
合
金
術
に
も
と
づ
く
活
字
製
造
で
あ
っ
た
。
導
入
さ
れ
た
金
属
活
字
製
造
法
は
、
通
詞
と
し
て
親
し
ん
で
き

た
書
籍
出
版
に
つ
な
が
る
。
伝
統
的
な
木
版
整
版
法
に
も
と
づ
く
印
刷
出
版
事
業
に
、
活
字
活
版
法
を
適
用
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
幕
末
の
各

地
で
挑
戦
さ
れ
て
い
た
。
本
木
は
、
金
属
加
工
と
し
て
、
活
字
製
造
に
電
鋳
（
電
胎
）
法
を
導
入
し
て
、
従
来
の
印
刷
工
程
を
根
底
か
ら
変
革
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
の
決
定
的
転
換
点
は
、
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
ガ
ン
ブ
ル
と
そ
の
事
業
所
・
美
華
書
館
に
よ
る
教
示
で
あ
っ
た
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
通
詞
か
ら
事
業
へ
の
転
進
に
あ
っ
て
特
段
の
構
想
力
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。「
近
代
日
本
印
刷
術
の
創
出
者
」
は
、
こ
う
し
て

一
介
の
旧
幕
知
性
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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五

三
、
西
周　

―
―
藩
儒
か
ら
新
時
代
の
啓
蒙
思
想
家
へ

　

西
周
（
一
八
二
九
―
九
七
）
は
、
石
見
の
小
藩
・
津
和
野
の
藩
医
の
家
に
う
ま
れ
、
儒
者
で
も
あ
っ
た
。
医
官
と
し
て
勤
務
す
る
西
周
に
と
っ

て
、
十
四
歳
の
年
に
起
き
た
ペ
リ
ー
艦
隊
の
来
航
は
、
決
定
的
な
屈
曲
点
と
な
っ
た
。
儒
者
と
し
て
の
将
来
を
捨
て
て
脱
藩
。
大
坂
で
洋
学
研
鑚

に
す
す
む
。
こ
こ
で
目
覚
ま
し
い
成
長
を
と
げ
た
西
周
は
江
戸
に
向
か
い
、
幕
府
の
蛮
書
調
所
に
所
属
し
、
若
手
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
役
務
を
託

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
蘭
学
か
ら
英
学
へ
と
転
換
す
る
幕
末
洋
学
の
中
核
に
参
画
す
る
。

　

一
八
六
三
年
、
幕
府
は
本
格
的
な
専
門
留
学
生
の
派
遣
に
ふ
み
き
る
。
薩
摩
・
長
州
な
ど
の
雄
藩
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
そ
か
に
派
遣
を
す
す
め
る

な
か
、
幕
府
は
十
名
の
正
式
の
国
費
留
学
生
を
オ
ラ
ン
ダ
に
送
り
だ
し
た
。
西
周
は
そ
の
一
員
と
し
て
選
抜
さ
れ
、
榎
本
武
揚
、
津
田
真
道
な
ど

の
ち
に
明
治
の
日
本
を
牽
引
す
る
は
ず
の
知
識
人
・
官
僚
た
ち
と
と
も
に
旅
立
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
お
い
て
、
三
年
間
の
研
修

を
お
え
て
帰
国
。
ラ
イ
デ
ン
で
学
び
と
っ
た
十
九
世
紀
中
葉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
・
社
会
科
学
の
最
前
線
を
、
直
接
に
外
国
語
か
ら
日
本
語
に

翻
訳
し
、
日
本
近
代
学
術
の
基
礎
を
き
ず
き
あ
げ
た
。
か
ね
て
の
よ
う
に
、
出
版
物
の
転
訳
の
読
解
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
肉
声
を

と
お
し
て
西
洋
学
術
の
粋
を
学
び
と
っ
た
結
果
で
あ
る
。「
哲
学
」「
帰
納
」「
演
繹
」
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
用
の
訳
語
は
、
の
ち
に
そ
こ
か
ら

編
み
出
さ
れ
た
。『
百
一
新
論
』
や
「
百
学
連
環
」
な
ど
の
著
作
や
講
義
は
、
西
洋
起
源
の
学
術
を
日
本
に
根
付
か
せ
る
た
め
に
標
準
を
提
供
し

た
。
旧
幕
知
性
が
幕
末
と
明
治
初
年
に
あ
っ
て
残
し
た
、
偉
大
な
遺
産
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

く
わ
え
て
西
周
の
思
考
テ
ク
ス
ト
に
は
、
儒
者
の
伝
統
を
受
け
て
、
き
わ
め
て
多
く
の
日
本
固
有
の
思
考
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
、
重
要
な
注
意
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
。
西
洋
哲
学
理
解
へ
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、
じ
つ
は
日
本
や
中
国
の

思
想
用
語
、
と
り
わ
け
近
世
儒
教
と
し
て
の
宋
儒
と
荻
生
徂
徠
の
そ
れ
で
あ
る
。
西
周
は
こ
れ
ら
を
批
評
・
評
価
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

思
潮
と
の
交
錯
に
、
綿
密
な
配
慮
を
お
こ
な
う
。
そ
の
精
度
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
、
つ
ね
に
払
わ
れ
る
比
較
思
想
的
配
慮
は
、
そ

の
種
の
も
の
と
し
て
は
も
っ
と
も
早
期
の
試
み
で
あ
る
。
西
周
に
と
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
の
諸
思
想
と
の
対
比
の
な
か
で
こ
そ
、
西
洋
思
想
に
独
特
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の
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

西
周
は
帰
国
後
、
維
新
に
あ
っ
て
は
旧
幕
の
高
等
教
育
の
継
承
を
め
ざ
し
て
沼
津
兵
学
校
を
設
立
・
主
宰
し
た
の
ち
、
新
政
府
の
制
度
創
設
に

あ
っ
て
、
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
六
年
の
明
六
社
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
中
核
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
さ
ら
に
は
憲
法
発

布
に
ま
で
い
た
る
明
治
国
家
体
制
の
守
護
役
と
し
て
働
い
た
。
明
治
の
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
、
社
会
的
合
理
性
の
実
現
に
十
全
の
貢
献
を
な
し
と

げ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
西
欧
で
学
び
と
っ
た
近
代
社
会
原
理
の
粋
を
、
日
本
の
現
実
の
う
ち
に
移
植
す
る
長
大
な
営
み
で
あ
っ
た
。
旧
幕

知
性
の
揺
る
ぎ
な
い
道
程
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

四
、
渋
沢
栄
一　

―
―
慶
喜
側
近
か
ら
明
治
実
業
家
へ
の
飛
躍

　

渋
沢
栄
一
（
一
八
四
〇
―
一
九
三
一
）
は
、
旧
幕
知
性
と
し
て
、
最
後
の
世
代
に
属
す
る
。
あ
る
い
は
、「
旧
幕
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
抵
抗
も
受

け
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
し
か
に
渋
沢
は
退
場
す
る
徳
川
慶
喜
将
軍
の
最
後
の
側
近
と
し
て
、
西
周
と
と
も
に
静
岡
に
待
避
し
た
旧
幕
府

要
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
の
ち
に
も
、
隠
居
後
の
旧
将
軍
を
一
九
一
三
年
の
最
期
ま
で
見
守
り
、
葬
儀
委
員
長
を
務
め
た
。
文
字
ど
お

り
の
旧
幕
人
で
あ
っ
て
、
名
著
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
は
、
渋
沢
が
そ
の
全
体
に
わ
た
っ
て
配
慮
を
い
き
わ
た
ら
せ
た
渾
身
の
作
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
渋
沢
は
新
政
府
か
ら
の
招
請
に
応
じ
て
、
明
治
の
初
年
に
は
「
大
蔵
省
」
の
組
織
整
備
に
か
か
わ
り
、
新
国
家
の
建

設
に
献
身
し
た
。
し
か
し
、
明
治
六
年
と
い
う
ご
く
初
発
に
あ
っ
て
、
官
界
の
大
勢
と
見
解
を
異
に
し
て
退
官
の
道
を
と
っ
た
。
そ
の
の
ち
半
世

紀
に
も
わ
た
っ
て
、
仕
官
の
道
を
拒
絶
し
、
在
野
の
事
業
家
と
し
て
新
生
の
日
本
経
済
社
会
の
育
成
に
尽
力
し
つ
づ
け
た
。
生
涯
を
と
お
し
て
設

立
・
運
営
に
た
ず
さ
わ
っ
た
実
業
体
は
、
じ
つ
に
五
〇
〇
を
数
え
る
。
ま
た
、
福
祉
・
教
育
な
ど
各
種
の
公
益
事
業
も
ほ
ぼ
同
じ
数
に
の
ぼ
る
と

さ
れ
、
近
代
日
本
社
会
の
基
盤
形
成
に
貢
献
し
た
。
そ
の
構
想
力
と
行
動
力
と
は
、
ほ
か
に
例
を
み
な
い
。「
日
本
近
代
経
済
の
父
」
と
評
さ
れ

る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
こ
れ
以
上
の
詳
論
に
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
渋
沢
の
活
動
の
あ
り
か
た
を
見
る
と
き
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
独
特
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
注
目
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ

は
、
渋
沢
の
社
会
事
業
の
初
発
に
あ
っ
て
顕
著
に
機
能
し
た
在
外
体
験
で
あ
る
。
渋
沢
は
偶
然
の
い
き
さ
つ
か
ら
、
幕
末
の
一
八
六
七
年
、
パ
リ

万
国
博
覧
会
に
、
幕
府
の
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
徳
川
昭
武
の
随
員
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
。
将
軍
慶
喜
の
末
弟
で
あ
る
昭
武
は
、
渋
沢

を
実
務
上
の
側
近
と
み
な
し
、
財
務
や
総
務
の
大
半
を
ゆ
だ
ね
た
。
渋
沢
は
ま
っ
た
く
の
初
体
験
な
が
ら
、
み
ご
と
な
実
務
能
力
を
発
揮
し
、
フ

ラ
ン
ス
経
済
の
慣
習
に
習
熟
す
る
に
い
た
っ
た
。
お
り
か
ら
成
熟
に
む
か
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
社
会
に
身
を
託
し
、
産
業
資
本
主
義
の
仕
組
を

理
解
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
経
験
は
近
代
日
本
に
お
い
て
空
前
絶
後
で
あ
り
、
滞
在
時
の
み
な
ら
ず
帰
国
後
の
日
本
に
あ
っ
て
も
、
驚
く
べ
き
成

果
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
を
席
捲
し
て
い
た
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
や
産
業
資
本
主
義
の
奥
義
が
、
実
際
の
場
に
お
い
て

習
得
さ
れ
た
。
「
合
本
主
義
」
な
ど
の
ち
の
渋
沢
独
自
の
主
張
は
、
こ
こ
に
立
脚
し
た
。
こ
う
し
て
、
経
済
思
潮
に
お
け
る
異
文
化
接
触
は
、
渋

沢
に
あ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
予
想
外
の
速
さ
で
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

い
ま
ひ
と
つ
、
渋
沢
の
社
会
行
動
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
一
面
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
当
人
が
述
懐
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
渋
沢
は
若
年
の

頃
よ
り
、『
論
語
』
の
テ
ク
ス
ト
を
つ
ね
に
懐
中
に
し
、
そ
れ
の
章
句
を
導
き
と
し
て
き
た
と
い
う
。
七
十
七
歳
に
し
て
す
べ
て
の
公
職
を
引
退

す
る
に
あ
た
っ
て
、
渋
沢
は
『
論
語
と
算
盤
』
を
刊
行
し
て
、
そ
の
経
緯
を
公
に
し
た
。
い
ま
で
は
渋
沢
の
真
髄
を
語
る
も
の
と
し
て
、
広
く
講

読
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
義
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
『
論
語
』
と
い
う
古
典
テ
ク
ス
ト
は
、
す
く
な
く
と
も
江
戸
時
代
の
中
期
ま
で
は
、
閉
じ
ら
れ
た
身
分
社
会
の
内
部
、
閉
鎖
的
な

サ
ー
ク
ル
内
で
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
江
戸
後
期
と
も
な
る
と
、
儒
教
一
般
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
と
な
り
、『
論
語
』
へ
の
親
和
感
が
急

速
に
向
上
し
て
き
た
。
整
版
テ
ク
ス
ト
の
広
い
普
及
が
あ
ら
わ
と
な
り
、
儒
学
は
階
級
・
身
分
・
職
業
上
の
占
有
事
項
で
は
な
く
な
っ
た
。
渋
沢

も
そ
の
少
年
時
代
を
送
っ
た
幕
末
に
、
そ
の
故
郷
・
武
州
血
洗
島
に
あ
っ
て
、
義
兄
の
尾
高
惇
忠
か
ら
そ
れ
ら
古
典
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
て
い

た
。
尾
高
は
、
ま
さ
し
く
農
民
世
界
の
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
漢
学
、
儒
学
、
文
学
な
ど
の
リ
テ
ラ
シ
ー

が
急
伸
し
、
士
分
ば
か
り
か
市
井
、
民
間
の
ご
意
見
番
が
テ
ク
ス
ト
を
自
由
に
読
解
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。『
論
語
』
は
、
一
方
で
は
宋
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儒
以
来
の
形
而
上
学
や
、
社
会
階
層
論
の
骨
格
と
な
る
名
分
論
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
が
、
他
方
で
は
開
明
的
な
読
解
・
解
釈
を
も

許
容
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
「
論
語
の
時
代
」
が
、
幕
末
か
ら
維
新
の
時
代
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

『
論
語
』
は
公
教
育
か
ら
読
書
訓
話
な
ど
の
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
国
民
的
教
養
の
基
体
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
た
し
か
に
、
明
治
時
代
に
は

一
面
で
は
洋
学
伸
長
と
漢
学
衰
微
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
が
み
ら
れ
て
は
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
れ
と
競
う
か
の
よ
う
に
、
湯
島
聖
堂
か

ら
三
島
中
洲
に
い
た
る
広
い
ウ
イ
ン
グ
の
な
か
で
、
儒
教
や
『
論
語
』
と
い
う
市
井
・
民
間
に
お
け
る
常
識
領
域
も
、
確
実
に
定
着
を
み
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
渋
沢
に
と
っ
て
『
論
語
』
は
、
時
代
に
向
き
合
う
と
き
に
座
標
軸
を
提
供
す
る
公
認
の
伝
統
価
値
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
。『
論

語
』
は
、
こ
こ
で
は
古
く
て
か
つ
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
渋
沢
は
、
こ
う
し
て
西
洋
で
の
実
務
体
験
を
基
底
と
し
、
ま
た
東
洋
ア
ジ
ア
の

常
識
と
し
て
の
『
論
語
』
と
儒
教
と
を
、
常
識
的
価
値
観
の
導
き
に
位
置
づ
け
た
。
そ
の
精
神
的
な
基
盤
の
上
に
立
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代

経
済
の
事
業
構
築
を
志
向
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
渋
沢
栄
一
と
福
沢
諭
吉
の
あ
い
だ

　

旧
幕
知
性
と
し
て
の
渋
沢
栄
一
を
論
じ
た
の
だ
が
、
最
後
に
こ
れ
と
き
わ
ど
い
対
比
関
係
に
あ
る
、
い
ま
ひ
と
り
の
知
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
さ
ま
ざ
ま
の
側
面
か
ら
渋
沢
と
の
比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
人
物
、
つ
ま
り
福
沢
諭
吉
で
あ
る
。

　

福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
―
一
九
〇
一
）
は
、
渋
沢
の
五
歳
年
上
。
と
も
に
維
新
・
開
化
の
激
動
と
明
治
年
間
の
転
変
を
、
ほ
ぼ
同
一
の
環
境
の

な
か
で
生
き
ぬ
き
、
日
本
近
代
社
会
の
推
進
力
、
も
し
く
は
指
導
者
と
し
て
活
動
し
た
。
ふ
た
り
は
、
お
な
じ
く
幕
末
の
遣
外
使
節
の
一
員
と
し

て
、
外
国
体
験
を
つ
ん
だ
。
福
沢
は
短
期
間
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
ふ
く
め
て
じ
つ
に
三
度
の
海
外
視
察
団
に
加
わ
っ
た
。
旺
盛
な
探

究
心
か
ら
は
、
『
西
洋
事
情
』
な
ど
の
著
作
が
う
ま
れ
た
。
は
じ
め
蘭
学
か
ら
と
り
つ
い
た
外
国
研
究
は
、
や
が
て
英
学
に
転
じ
、
お
り
か
ら

隆
盛
に
む
か
う
イ
ギ
リ
ス
流
の
世
界
認
識
の
方
式
を
身
に
つ
け
る
。
そ
の
足
ど
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
実
務
体
験
か
ら
学
ん
だ
渋
沢
栄
一
と
類
比



講
演
記
録
　
旧
幕
知
性
の
水
脈
　
―
―
本
木
昌
造
・
西
周
・
渋
沢
栄
一

九

し
、
ま
た
微
妙
な
違
い
を
も
映
し
だ
す
こ
と
に
な
る
。

　

九
州
・
中
津
藩
の
出
身
で
あ
っ
て
も
、
旧
幕
家
臣
と
い
う
体
験
を
も
た
ぬ
福
沢
は
、
当
初
か
ら
洋
学
系
統
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
、
儒
教

教
養
や
伝
統
知
識
体
系
に
は
、
ほ
と
ん
ど
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
か
な
い
。
渋
沢
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
思
考
風
土
を
呼
吸
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
明
治
初
年
の
政
治
権
力
の
構
築
を
見
聞
し
た
福
沢
は
、
そ
の
見
識
に
注
目
す
る
新
政
府
か
ら
の
出
仕
要
請
に
、
断
固
と
し
て
拒
絶

の
態
度
を
つ
づ
け
る
。
明
治
六
年
に
結
成
さ
れ
た
、
啓
蒙
主
義
の
論
客
に
よ
る
明
六
社
に
あ
っ
て
も
、
福
沢
は
突
出
し
た
非
政
府
論
客
と
し
て
、

立
場
を
守
り
ぬ
い
た
。
明
治
五
年
に
、
明
治
政
府
の
高
官
の
地
位
を
放
擲
し
た
渋
沢
と
、
ま
っ
た
く
共
通
の
行
動
を
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

両
者
は
確
実
に
同
道
を
歩
ん
で
い
た
。
一
方
に
は
、
啓
蒙
主
義
思
想
家
と
し
て
、
ま
た
慶
応
義
塾
の
総
帥
と
し
て
言
論
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
福

沢
。
他
方
に
は
、
経
済
と
い
う
実
業
に
あ
っ
て
、
産
業
と
公
益
の
実
現
に
献
身
す
る
渋
沢
。
現
実
の
世
界
に
お
け
る
対
照
的
な
行
動
様
式
は
、
両

者
を
大
き
く
二
分
す
る
と
し
て
も
、
維
新
・
開
化
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
の
ち
の
二
人
は
、
根
底
に
お
い
て
は
通
絡
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
明
治
日
本
に
濃
厚
な
影
を
う
つ
す
福
沢
と
渋
沢
と
は
、
き
わ
め
て
昵
懇
の
間
柄
と
は
い
え
な
い
。
相
互
に
は
敬
意
を

交
換
し
て
い
た
と
し
て
も
、
と
も
に
盟
友
と
し
て
認
め
あ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
啓
蒙
の
思
想
家
と
民
間
の
実
業
家
と
の
あ
い

だ
に
は
、
共
有
す
べ
き
理
想
が
成
り
立
ち
に
く
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
政
治
・
社
会
的
合
理
性
の
貫
徹
と
、
現
場
の
実

利
・
実
業
の
追
求
と
い
う
こ
と
な
っ
た
関
心
が
、
つ
い
に
は
密
接
な
交
流
・
協
働
を
許
さ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両

巨
人
の
あ
い
だ
の
関
係
如
何
は
、
維
新
・
開
化
の
近
代
日
本
の
形
成
に
お
け
る
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
論
ず
べ
き
設
問
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
で
は
、
二
〇
二
四
年
に
日
本
の
最
高
額
紙
幣
の
肖
像
と
し
て
、
交
替
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
か
ら
渋
沢
へ

の
移
行
は
、
た
ん
に
一
万
円
札
の
デ
ザ
イ
ン
上
の
変
更
に
と
ど
ま
る
も
の
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
の
好
奇
心
を
も
誘
う
主
題
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
八
日
に
二
松
学
舎
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
学
会
第
十
三
回
年
次
大
会
・
二
松
学
舎

大
学
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
演
の
テ
ク
ス
ト
に
語
句
等
の
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。




