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本
稿
は
︑
明
治
期
日
本
の
政
治
家
を
中
心
と
し
て
広
が
る
多
彩
な
属
性
の
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
可
視
化
す
る
方
法
を
考
案
し
︑
そ
れ
を
も
と
に
明
治
期
の

政
治
に
お
け
る
地
方
人
士
﹁
組
織
﹂
の
問
題
に
新
た
な
視
角
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
る
︒

　
そ
も
そ
も
こ
の
研
究
は
︑
政
治
指
導
者
の
地
方
人
士
﹁
組
織
﹂
と
い
う
局
面

に
対
す
る
根
源
的
関
心
に
発
し
て
い
る（

1
）

︒
明
治
政
治
史
に
お
い
て
︑
こ
の
問
題

は
政
党
の
発
達
と
い
う
文
脈
で
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
明
治
期
の
政
党
は
︑
地
方

の
利
害
を
吸
収
す
る
仕
組
み
は
未
発
達
で
は
あ
っ
た
も
の
の
︑﹁
地
方
利
益
﹂

を
通
じ
た
限
定
的
な
組
織
が
図
ら
れ
て
い
た（

2
）

︒
政
党
の
内
部
構
造（

3
）

や
選
挙
制
度

上
の
条
件（

4
）

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
こ
の
時
期
の
地
方
人
士
組
織
を
考
え
る
上
で

最
も
重
要
な
条
件
の
一
つ
は
︑
地
方
人
士
の
政
治
意
識
の
問
題
︑
と
り
わ
け
強

固
な
反
政
党
意
識
の
問
題
で
あ
る（

5
）

︒

　
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
時
期
特
有
の
困
難
さ
と
し
て
︑
各
政
治
勢
力
は
﹁
組
織

さ
れ
た
く
な
い
人
び
と
﹂
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
無
理
難
題
に

直
面
し
て
い
た
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
︒
同
時
に
︑
も
う
一
つ
の
問
題
と
し

て
︑
議
会
に
与
党
を
持
た
な
い
藩
閥
政
府
の
指
導
者
は
︑
自
ら
地
方
人
士
に
何

ら
か
の
形
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
藩

閥
指
導
者
た
ち
は
た
い
て
い
こ
の
﹁
組
織
さ
れ
た
く
な
い
人
び
と
﹂
に
期
待
し

て
い
た
（
あ
る
い
は
す
る
し
か
な
か
っ
た
）
と
い
う
困
難
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
な

明
治
期
日
本
に
お
け
る
政
治
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

︱
︱
品
川
弥
二
郎
・
京
都
尊
攘
堂
人
脈
の
分
析
か
ら

池
田
さ
な
え
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が
ら
︑
自
由
党
を
中
心
と
す
る
政
党
の
組
織
に
比
し
て
︑
藩
閥
指
導
者
に
よ
る

地
方
人
士
組
織
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
こ
の
問
題
意
識
は
︑
高
久
嶺
之
介
・
伊
藤
之
雄
・
小
林
丈
広
ら
が
指
摘
す
る（

6
）

︑

坂
野
潤
治
﹃
明
治
憲
法
体
制
の
確
立（

7
）

﹄
に
お
け
る
﹁
自
治
党
﹂
理
解
の
限
界
に

も
通
じ
る（

8
）

︒
藩
閥
政
府
の
指
導
者
に
関
す
る
研
究
は
中
央
政
局
中
心
の
視
点
に

偏
り
が
ち
で
あ
り
︑
地
方
人
士
の
組
織
と
い
う
局
面
が
十
分
把
捉
で
き
な
い
の

で
あ
る
︒
一
方
で
︑
高
久
ら
の
指
摘
は
組
織
へ
の
視
線
へ
と
昇
華
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
︑
あ
く
ま
で
個
別
地
方
政
治
史
的
な
指
摘
と
し
て
受
容
さ
れ
た
︒

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
明
治
期
︑
特
に
初
期
議
会
期
に
お
け
る

藩
閥
政
府
指
導
者
に
よ
る
地
方
人
士
組
織
の
問
題
を
考
え
た
い
︒
そ
の
た
め
に

は
︑
地
方
の
組
織
化
が
不
十
分
で
あ
っ
た
井
上
馨
の
自
治
党
の
み
な
ら
ず
︑
そ

の
後
の
政
治
団
体
に
結
実
し
た
事
例
も
含
め
て
︑
多
様
な
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒
こ
の
観
点
に
お
い
て
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
︑
政

社
︱
国
民
協
会
︑
団
体
︱
信
用
組
合
の
組
織
化
を
目
指
し
て
全
国
を
く
ま
な
く

め
ぐ
り
︑
自
ら
の
手
足
と
耳
目
で
組
織
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
政
治
家
・
品

川
弥
二
郎
で
あ
る
︒

　
た
だ
し
︑
こ
こ
で
は
国
政
に
関
す
る
団
体
で
あ
る
国
民
協
会
の
み
を
分
析
対

象
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
国
政
政
党
（
政

社
）
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
︑
品
川
が
把
握
し
よ
う
と
し
た
﹁
組
織
さ

れ
た
く
な
い
人
び
と
﹂
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

信
用
組
合
や
そ
の
他
の
結
合
な
ど
も
含
め
︑
品
川
が
関
わ
っ
た
全
て
の
結
合
・

人
間
関
係
を
可
能
な
限
り
析
出
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　
と
は
い
え
︑
一
人
の
政
治
家
の
広
範
に
わ
た
る
人
間
関
係
を
析
出
す
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
軸
足
が
必
要
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
品
川
の
地

方
人
士
組
織
の
拠
点
と
し
て
︑
品
川
の
京
都
別
荘
・
尊
攘
堂
に
注
目
す
る
︒
地

方
人
士
を
組
織
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
手
近
な
郷
里
や
別
荘
・
別
宅
の
所
在

地
か
ら
着
手
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
︒
実
際
品
川
は
︑

腹
心
の
平
田
東
助
と
と
も
に
信
用
組
合
の
日
本
で
の
普
及
を
進
め
る
際
に
︑
ま

ず
平
田
の
故
郷
で
あ
る
新
潟
・
米
沢
と
自
身
の
別
荘
地
で
あ
る
栃
木
・
那
須
か

ら
組
織
を
拡
大
し
て
い
る（

9
）

︒
尊
攘
堂
は
品
川
が
政
治
的
に
脂
の
乗
り
始
め
た

四
五
歳
の
時
に
購
入
し
︑
最
後
ま
で
所
有
し
て
い
た
重
要
な
別
荘
の
一
つ
で
あ

り
︑
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
と
す
る
︒

　
尊
攘
堂
は
︑
こ
れ
ま
で
政
治
家
の
邸
宅
・
別
荘
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
対

象
で
あ
っ
た
︒
明
治
政
治
史
に
お
い
て
︑
政
治
家
の
邸
宅
・
別
荘
研
究
は
決
し

て
主
流
と
は
い
え
な
い
が
︑
近
年
い
く
つ
か
重
要
な
研
究
が
現
れ
て
い
る
注
目

の
分
野
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
佐
々
木
隆
の
先
駆
的
研
究
は
︑
政
治
家

の
別
荘
利
用
を
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
読
み
解
い
た（

10
）

︒
佐
々
木

は
︑
政
治
家
に
と
っ
て
の
別
荘
を
︑
相
手
に
対
す
る
政
治
的
距
離
感
・
不
快

感
・
非
協
力
・
敵
対
な
ど
を
表
現
・
伝
達
す
る
た
め
の
場
︑
あ
る
い
は
政
界
の

第
一
線
を
離
れ
︑
当
面
政
局
に
直
接
・
間
接
に
関
与
し
な
い
こ
と
を
表
現
す
る

た
め
の
場
と
考
え
た
︒
そ
こ
に
は
︑
政
治
家
に
と
っ
て
別
荘
は
本
来
保
養
・
娯

楽
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
政
治
の
中
心
か
ら
﹁
籠
居
﹂﹁
退
去
﹂
す
る
も
の
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と
の
認
識
が
見
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
佐
々
木
の
別
荘
に
対
す
る
評
価
は
︑
常
に

中
央
政
界
を
主
軸
に
据
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴
と
い
え
る
︒

　
近
年
の
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
は
︑
佐
藤
信
の
﹃
近
代
日
本
の
統
治
と
空

間
︱
︱
私
邸
・
別
荘
・
庁
舎（

11
）

﹄
が
あ
る
︒
佐
藤
は
︑﹁
全
体
の
傾
向
を
理
解
す

る
と
同
時
に
個
々
の
統
治
エ
リ
ー
ト
の
空
間
利
用
を
仔
細
に
観
察
す
る
こ
と
で

各
人
の
人
物
の
指
向
と
能
力
を
推
し
量
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う（

12
）

﹂
と
い
う
立

場
に
立
ち
︑
明
治
～
昭
和
に
か
け
て
の
政
治
家
の
邸
宅
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
︒

そ
の
体
系
性
に
お
い
て
政
治
家
の
邸
宅
研
究
の
到
達
点
と
も
評
す
べ
き
大
著
で

あ
る
が
︑
特
に
京
阪（

13
）

別
荘
の
よ
う
な
東
京
か
ら
比
較
的
離
れ
た
別
荘
の
評
価
に

関
し
て
は
疑
問
が
残
る
︒
佐
藤
は
山
縣
有
朋
の
第
三
次
無
鄰
菴
分
析
か
ら
﹁
京

都
は
基
本
的
に
非
政
治
的
な
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
お
り
︑
京

都
に
滞
在
し
て
い
る
限
り
政
治
的
に
な
り
え
な
か
っ
た
﹂

（
14
）

︑﹁
こ
れ
ら
の
京
阪
別

荘
地
は
た
と
え
統
治
エ
リ
ー
ト
の
別
荘
が
置
か
れ
て
も
︑
そ
れ
が
国
家
統
治
の

文
脈
に
於
い
て
政
治
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
︙
︙
京
阪
別
荘
地
は
基
本
的

に
は
休
養
の
場
で
あ
っ
た
︒
︙
︙
中
央
政
界
の
喧
噪
か
ら
完
全
に
隠
れ
る
地
で

あ
っ
た（

15
）

﹂
と
論
じ
る
︒
こ
の
よ
う
に
佐
藤
も
ま
た
佐
々
木
同
様
あ
く
ま
で
中
央

政
局
を
主
軸
に
据
え
︑
全
国
に
広
が
る
政
治
家
の
邸
宅
を
あ
る
種
の
階
層
的
秩

序
に
お
い
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
︒

　
そ
も
そ
も
佐
藤
の
問
題
意
識
は
政
治
家
の
邸
宅
の
﹁
国
家
統
治
﹂
上
に
お
け

る
意
義
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
評
価
は
一
見
妥
当
で
も
あ
る
が
︑

国
家
統
治
の
た
め
の
地
方
統
治
・
地
方
政
治
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
︑
地

方
に
は
き
わ
め
て
政
治
的
な
姿
が
見
え
て
く
る（

16
）

︒
佐
藤
の
分
析
視
角
に
お
い
て

は
︑
地
方
統
治
が
﹁
国
家
統
治
﹂
で
な
い
か
の
よ
う
な
ミ
ス
リ
ー
ド
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る（

17
）

︒

　
佐
々
木
・
佐
藤
両
氏
の
議
論
に
共
通
し
て
導
き
出
さ
れ
る
地
域
像
は
︑﹁「
お

客
様
」
か
ら
見
た
別
荘
所
在
地
﹂
と
い
え
よ
う
︒
両
氏
に
お
い
て
別
荘
所
在
地

は
︑
中
央
＝
東
京
に
対
す
る
従
属
的
な
存
在
で
あ
り
︑﹁
統
治
エ
リ
ー
ト
﹂
た

ち
は
別
荘
所
在
地
の
政
治
・
社
会
・
文
化
に
は
深
く
コ
ミ
ッ
ト
せ
ず
︑
そ
の
空

間
の
一
部
に
﹁
間
借
り
﹂
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

18
）

︒
当
然
こ
の
視
角
か
ら
は
︑
別
荘
所
在
地
を
地
方
人
士
組

織
の
問
題
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
発
想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
︒

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
の
中
で
独
特
の
位
置
に
あ
る
の
は
︑
奈
良
岡
聰
智
に

よ
る
一
連
の
政
治
家
別
荘
研
究（

19
）

で
あ
る
︒
奈
良
岡
は
﹁
政
治
家
の
邸
宅
や
公
的

な
政
治
施
設
と
の
関
わ
り
方
に
は
︑
そ
の
人
物
の
個
性
や
政
治
構
想
が
端
的
に

表
れ
る（

20
）

﹂
と
し
て
︑
大
久
保
利
通
の
﹁
高
輪
別
荘
﹂
に
つ
い
て
は
︑
果
樹
園
や

茶
畑
︑
桑
畑
が
作
ら
れ
﹁
一
種
の
「
実
験
農
場
」
の
観
を
呈
し
﹂︑
殖
産
興
業

推
進
と
い
う
彼
の
理
念
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る（

21
）

︒
ま
た
西
郷

従
道
の
那
須
別
荘
に
つ
い
て
も
︑﹁
優
雅
に
狩
猟
を
楽
し
む
と
い
う
よ
り
は
︑

殖
産
興
業
政
策
の
先
頭
に
立
ち
つ
つ
︑「
失
わ
れ
た
故
郷
」
を
取
り
戻
す
た
め

の
場
で
も
あ
っ
た（

22
）

﹂
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
奈
良
岡
は
政
治
家
の
別
荘
に
つ

い
て
︑﹁
籠
居
﹂﹁
退
去
﹂
で
は
な
く
︑﹁
そ
の
地
﹂﹁
そ
の
場
所
﹂
に
置
か
れ
る

こ
と
そ
れ
自
体
の
国
策
的
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
︒
こ
の
視
点
は
き
わ
め
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て
重
要
で
あ
り
︑
本
稿
で
は
も
う
少
し
こ
の
問
題
を
深
め
て
い
き
た
い
︒

　
す
な
わ
ち
本
稿
で
は
︑
中
央
︱
地
方
の
階
層
的
関
係
を
前
提
と
す
る
政
治
家

別
荘
研
究
の
枠
組
み
を
い
っ
た
ん
解
体
し
︑
別
荘
お
よ
び
そ
の
所
在
地
を
一
つ

の
観
測
点
と
し
て
地
方
人
士
組
織
の
問
題
を
検
討
す
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
帰
納

的
に
政
治
家
別
荘
の
持
つ
政
治
史
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
た
め
に
︑
ま
ず
は
﹁
別
荘
﹂
を
核
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
把
握
が
必

要
で
あ
る
︒
前
掲
の
奈
良
岡
に
よ
る
政
治
家
の
別
荘
研
究
で
も
別
荘
を
中
心
と

し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
拾
遺
的
な
叙

述
に
な
り
が
ち
で
あ
り
︑
別
荘
を
軸
と
し
た
人
的
関
係
の
強
弱
・
濃
淡
や
︑

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
体
像
︑
そ
の
中
で
の
個
々
の
人
的
関
係
の
位
置
づ
け
が
見

え
に
く
く
︑
本
稿
の
課
題
に
対
し
て
は
十
分
有
効
な
方
法
と
は
い
い
が
た
い（

23
）

︒

こ
れ
は
政
治
史
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
叙
述
全
般
に
当
て
は
ま
る
問
題

で
あ
る
︒

　
そ
こ
で
︑﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
そ
の
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
が
次
に
注

目
さ
れ
る
︒
美
術
史
に
お
い
て
は
︑
芸
術
家
を
取
り
巻
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分

析
が
一
つ
の
重
要
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
︒
並
木
誠
士
ら
は
︑
京
都
帝
国
大
学

理
工
科
大
学
・
京
都
高
等
工
芸
学
校
（
現
・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）
に
て
教
鞭

を
と
っ
た
化
学
者
・
中
沢
岩
太
に
関
す
る
史
料
群
を
用
い
︑
近
代
京
都
に
お
け

る
美
術
工
芸
の
作
品
や
制
作
者
を
取
り
巻
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
相
関
図
で
可
視

化
し
た（

24
）

︒
並
木
ら
の
研
究
で
は
︑
一
人
の
人
物
の
史
料
群
を
ベ
ー
ス
と
し
た
大

量
史
料
処
理
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
人
的
関
係
の
面

的
な
広
が
り
は
相
関
図
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
の
︑
そ
の
強
弱
や
濃
淡
と

い
っ
た
観
点
も
踏
ま
え
た
把
握
が
依
然
と
し
て
難
し
い
︒
単
に
﹁
交
流
が
あ
っ

た
﹂
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
弱
や
濃
淡
を
捉
え
る
こ
と
は
︑

政
治
史
・
美
術
史
の
手
法
に
お
い
て
は
限
界
が
あ
る
︒

　
こ
の
点
に
お
い
て
︑
経
営
史
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
は
極
め
て
多
く

の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
︒
鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田
一
夫（

25
）

は
︑
戦
前

日
本
に
特
徴
的
な
﹁
共
同
出
資
の
会
社
﹂
の
広
が
り
に
着
目
し
︑
そ
の
会
社
グ

ル
ー
プ
の
地
域
的
広
が
り
・
人
的
広
が
り
の
み
な
ら
ず
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

強
弱
や
濃
淡
を
も
明
ら
か
に
し
た（

26
）

︒﹁
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
﹃
日
本
全

国
諸
会
社
役
員
録
﹄
を
用
い
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
彼
ら
の
手
法
は
非
常
に

実
践
的
で
︑
数
量
的
把
握
の
可
能
な
方
法
を
提
示
し
︑
反
証
可
能
性
を
持
っ
て

い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
方
法
は
実
業
家
の
経
済
活
動
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
分
析
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑
政
治
的
・
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う

な
︑
異
な
る
属
性
の
人
間
間
の
関
係
は
析
出
で
き
な
い
︒

　
こ
の
よ
う
な
中
︑
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
を
提
示
し
て
い
る
の
が
齋
藤

康
彦
の
﹁
近
代
数
寄
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
研
究
で
あ
る（

27
）

︒
齋
藤
は
︑
実
業
家
の

﹁
茶
会
記
﹂
を
大
量
に
デ
ー
タ
処
理
し
︑
政
界
・
官
界
・
実
業
界
を
横
断
す
る

巨
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
析
出
し
た
︒
齋
藤
は
︑
経
営
史
に
お
け
る
企
業
家

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
手
法
を
援
用
し
な
が
ら
も
︑
異
な
る
属
性
間
の
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
解
析
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
こ
の
研
究
は
︑
単
な
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
紹
介
で
は
な
く
︑
史
料
を
デ
ー
タ
と
し
て
大
量
処
理
に
か
け
る
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こ
と
で
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
よ
り
包
括
的
・
視
覚
的
に
把
握
可
能
に
し
た
点

に
お
い
て
︑
本
稿
が
最
も
学
ぶ
べ
き
先
行
研
究
で
あ
る
と
考
え
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
こ
の
齋
藤
康
彦
の
﹁
近
代
数
寄
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
研
究
に

倣
っ
て
︑
京
都
尊
攘
堂
に
集
っ
た
人
び
と
に
つ
い
て
複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

構
築
し
︑
こ
れ
を
も
と
に
更
に
複
数
の
図
表
を
作
成
す
る
︒
単
純
・
機
械
的
処

理
を
積
み
重
ね
︑
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
︑
補
足

的
に
特
筆
す
べ
き
個
別
事
例
に
関
し
て
叙
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
︒
以

上
の
方
法
に
よ
り
︑
一
人
の
人
物
・
特
定
の
地
域
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
︑
よ
り
視
覚
的
・
立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
︒

　
以
下
︑
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
句
読
点

を
補
っ
た
︒
頻
出
す
る
史
料
に
は
︑
以
下
の
略
称
を
用
い
る
︒
尚
友
倶
楽
部
品

川
弥
二
郎
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
﹄
第
一
～
八
巻

（
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
・
一
九
九
四
年
・
一
九
九
五
年
・
一
九
九
八
年
・

一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
三
年
・
二
〇
〇
九
年
・
二
〇
一
七
年
）
↓
﹃
品
川
文
書
﹄

巻
数
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹁
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の

1
）
書
簡
の
部
﹂﹁
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の
1
）　
書
類
の
部
﹂﹁
品
川
弥

二
郎
関
係
文
書
（
そ
の
2
）　
書
簡
の
部
﹂﹁
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
（
そ
の

2
）　
書
類
の
部
﹂
↓
﹁
品
川
文
書
1

　
書
簡
﹂﹁
品
川
文
書
1

　
書
類
﹂﹁
品

川
文
書
2

　
書
簡
﹂﹁
品
川
文
書
2

　
書
類
﹂
と
し
︑
資
料
番
号
を
続
け
た
︒

註
に
関
し
て
は
︑
原
則
と
し
て
一
次
史
料
の
作
成
年
は
元
号
で
︑
研
究
書
・
論

文
は
西
暦
で
表
記
し
た
︒
書
簡
の
年
代
は
︑
収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
集
お
よ
び

筆
者
の
推
定
に
基
づ
く
も
の
に
は
丸
括
弧
を
付
し
た
︒﹁
ヵ
﹂
は
著
者
に
よ
る

補
注
で
あ
る
︒

第
一
章
　
京
都
尊
攘
堂（

28
）
の
概
要
︱
︱
創
設
か
ら
売
却
・
移
管
ま
で

　
ま
ず
︑
議
論
の
前
提
と
し
て
京
都
尊
攘
堂
の
概
要
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き

た
い
︒
尊
攘
堂
は
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
三
月
に
品
川
弥
二
郎
が
京
都
高

倉
錦
小
路
に
あ
っ
た
建
物
お
よ
び
敷
地
を
購
入
し
て
創
設
し
た
︑
幕
末
維
新
期

の
﹁
勤
王
﹂
殉
難
志
士
の
遺
墨
・
遺
品
等
を
保
存
・
展
示
し
︑
祭
祀
・
慰
霊
・

顕
彰
を
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
る（

29
）

︒
京
都
に
﹁
尊
攘
堂
﹂
を
設
け
︑
学
派
や
身

分
を
超
え
た
教
育
機
関
と
す
る
と
い
う
吉
田
松
陰
の
遺
志
を
継
い
だ
も
の
と
さ

れ
る
︒
尊
攘
堂
で
は
創
設
以
降
︑
禁
門
の
変
で
久
坂
玄
瑞
を
は
じ
め
と
す
る
品

川
の
同
志
た
ち
が
戦
没
し
た
旧
暦
七
月
一
九
日
に
あ
た
る
新
暦
八
月
二
〇
日
頃

に
ほ
ぼ
毎
年
彼
ら
殉
難
志
士
の
祭
典
が
︑﹁
頼
政
祭（

30
）

﹂
が
毎
年
六
月
二
六
日
に

行
わ
れ
︑
同
時
に
堂
内
に
志
士
の
遺
品
や
遺
墨
を
展
示
し
︑
参
拝
者
に
自
由
に

縦
覧
さ
せ
た
︒
し
か
し
︑
一
日
に
数
百
か
ら
数
千
人
の
縦
覧
者
が
訪
れ（

31
）

︑
尊
攘

堂
の
敷
地
で
は
狭
隘
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
か
︑
一
八
九
三
年
に
は
祭

場
を
東
山
霊
山
招
魂
社
に
︑
九
六
年
か
ら
は
天
龍
寺
に
移
し
て
執
行
さ
れ
た
︒

　
一
日
の
祭
典
に
数
千
人
が
訪
れ
る
と
い
う
の
は
︑
一
八
七
六
年
以
来
霊
山
招

魂
社
で
行
わ
れ
て
い
た
養
正
社
を
主
体
と
す
る
︑
よ
り
行
政
的
色
彩
の
強
い
殉

難
者
招
魂
祭（

32
）

と
比
べ
て
も
︑
遜
色
な
い
ば
か
り
か
こ
れ
に
勝
る
規
模
で
も
あ
っ
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た
︒
養
正
社
主
体
の
招
魂
祭
は
毎
年
一
〇
月
一
四
日
～
一
五
︑ 

六
日
に
営
ま
れ

た
︒
尊
攘
堂
祭
典
と
は
時
期
も
慰
霊
対
象
も
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
と
は
い
え
︑

一
八
八
七
年
以
来
京
都
市
内
で
は
類
似
の
祭
典
が
年
に
よ
っ
て
は
二
度
も
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
九
三
年
の
招
魂
祭
は
︑
お
そ
ら
く
尊
攘
堂
が
母
体
と

な
っ
て
開
催
さ
れ
た
︑
養
正
社
に
よ
る
招
魂
祭
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

ろ
う（

33
）

︒
開
催
日
が
九
月
五
日
で
あ
る
こ
と
も
右
の
推
察
を
裏
付
け
る
︒
こ
の
こ

と
は
︑
養
正
社
と
は
設
立
経
緯
を
異
に
し
︑
全
く
一
個
人
の
関
心
か
ら
設
立
さ

れ
た
尊
攘
堂
が
次
第
に
認
知
さ
れ
︑
既
に
存
在
し
た
養
正
社
主
体
の
招
魂
祭
を

呑
み
込
む
ほ
ど
に
ま
で
規
模
・
動
員
力
・
注
目
度
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
を
意
味

す
る
︒

　
一
八
九
六
年
三
月
︑
京
都
在
住
の
有
志
二
〇
名
が
﹁
尊
攘
堂
保
存
委
員
﹂

（
四
一
頁
・
表
1
★
印
）
を
結
成
し
︑﹁
尊
攘
堂
保
存
ノ
旨
趣
﹂
を
発
表
し
︑
賛

同
者
の
募
集
が
始
ま
っ
た（

34
）

︒
一
九
〇
〇
年
二
月
二
六
日
に
品
川
弥
二
郎
が
歿
し

て
後
︑
同
年
一
〇
月
尊
攘
堂
保
存
委
員
は
尊
攘
堂
の
京
都
帝
国
大
学
へ
の
移
管

を
文
部
省
に
申
請
し
︑
同
月
三
〇
日
に
土
地
建
物
は
田
中
源
太
郎
に
売
却（

35
）

さ
れ

る
（
そ
の
後
京
都
銀
行
集
会
所
の
施
設
と
な
る

（
36
）

）︒

　
そ
の
後
︑
一
九
〇
一
年
六
月
に
は
野
村
靖
・
松
本
鼎
・
島
地
黙
雷
及
び
品
川

家
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
山
縣
伊
三
郎
・
山
根
正
次
・
中
村
精
男
・
平
田
東
助
の

ほ
か
︑﹁
尊
攘
堂
委
員
﹂
三
一
名
が
連
署
し
︑
京
都
帝
国
大
学
に
対
し
︑
以
後

毎
年
一
〇
月
二
七
日
の
松
陰
忌
と
二
月
二
六
日
の
品
川
忌
の
両
日
に
祭
典
を
営

み
︑
同
時
に
収
蔵
品
の
展
覧
を
行
う
こ
と
の
許
可
を
求
め
︑
認
め
ら
れ
た（

37
）

︒
こ

の
時
の
﹁
尊
攘
堂
委
員
﹂
は
前
述
の
﹁
尊
攘
堂
保
存
委
員
﹂
メ
ン
バ
ー
と
は
若

干
の
異
同
が
あ
る
（
表
1
☆
印
）︒

第
二
章
　
尊
攘
堂
関
係
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
概
観

　
以
上
で
確
認
し
た
京
都
尊
攘
堂
に
お
い
て
︑
品
川
を
中
心
と
し
て
い
か
な
る

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
築
か
れ
て
い
た
の
か
︒
本
章
で
は
こ
の
問
題
に
迫
る
べ

く
︑
こ
れ
ま
で
明
治
政
治
史
に
お
い
て
主
に
用
い
ら
れ
て
き
た
書
簡
の
み
な
ら

ず
︑
多
様
な
史
料
を
組
み
合
わ
せ
て
三
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
た
︒

　
政
治
家
書
簡
は
明
治
政
治
史
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
情
報
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
政
治
史
は
大
き
く
前
進
し
て
き
た
︒

し
か
し
︑
書
簡
か
ら
見
え
る
事
実
が
そ
の
人
物
を
取
り
巻
く
現
実
で
あ
る
と
錯

覚
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
明
治
期
を
扱
う
政
治
史
家
が
陥
り
や
す
い
陥
穽
で
あ

る
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
書
か
れ
た
文
章
に
よ
る
頻
繁
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

な
く
と
も
深
く
つ
な
が
っ
た
人
間
関
係
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
︒
逆
に
︑
書
か
れ

た
文
章
を
通
じ
た
や
り
取
り
が
頻
繁
で
あ
る
こ
と
は
︑
そ
の
関
係
が
よ
り
ビ
ジ

ネ
ス
ラ
イ
ク
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
場
合
も
あ
る
︒
一
つ
の
問
題
に
つ
い

て
よ
り
多
く
の
書
簡
の
や
り
取
り
が
あ
る
の
は
︑
そ
れ
が
業
務
上
間
違
い
を
許

さ
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
︑
そ
の
双
方
が
特
段
親
し
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
場
合
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
事
柄
を
わ
れ
わ
れ
は
日
常

的
に
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
︑
明
治
の
政
治
家
に
つ
い
て
叙
述
す
る
際
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に
は
︑﹁
○
○
と
△
△
は
︑
書
簡
の
や
り
取
り
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら

親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
﹂
な
ど
と
説
明
︑
ま
た
は
解
釈
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

る
︒

　
こ
う
し
た
問
題
を
理
解
し
た
上
で
︑
可
能
な
限
り
品
川
を
中
心
と
し
た
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
体
像
に
近
づ
く
た
め
に
は
︑
書
簡
の
や
り
取
り
だ
け
で
は

な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
な
あ
り
方
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
︒
品
川
︱
尊
攘
堂
に
お
い
て
は
書
簡
の
や
り
取
り
の
ほ
か
︑
大
き
く
分
け
て

金
員
寄
付
・
物
品
寄
付
・
参
拝
あ
る
い
は
対
面
で
の
接
触
と
い
う
局
面
が
あ
っ

た
︒
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
対
応
し
た
史
料
を
駆
使
し
︑
併
せ
て
限
ら
れ
た

時
期
で
は
あ
る
が
残
存
す
る
品
川
の
日
記
も
加
え
︑
以
下
の
三
つ
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
︒

　
一
つ
目
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
D
B
1
）
は
︑
尊
攘
堂
に
お
け
る
品
川
と
様
々

な
人
び
と
と
の
関
わ
り
方
と
し
て
︑
金
員
寄
付
・
物
品
寄
付
・
参
拝
と
い
う
三

つ
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
D
B
1
は
こ
の
三
つ
の
関

わ
り
方
に
即
し
て
︑
以
下
の
三
つ
の
表
に
分
割
さ
れ
る
︒
尊
攘
堂
へ
の
寄
付
者

を
寄
付
年
月
日
順
に
並
べ
︑
経
歴
・
肩
書
を
他
史
料
・
研
究
か
ら
補
っ
た
表
1
︑

物
品
の
寄
付
者
を
一
覧
化
し
︑
表
1
と
同
様
に
経
歴
・
肩
書
を
補
っ
た
表
2
︑

尊
攘
堂
へ
の
参
拝
者
抄
録
に
新
聞
等
か
ら
情
報
を
補
い
一
覧
化
し
た
表
3
で
あ

る
︒
図
表
は
全
て
文
末
（
四
一
～
七
三
頁
）
に
ま
と
め
て
い
る
︒

　
二
つ
目
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
D
B
2
）
は
︑﹃
品
川
文
書
﹄
等
の
政
治
家
関

係
文
書
所
収
の
書
簡
︑
日
記
︑
及
び
各
種
新
聞
か
ら（

38
）

︑
品
川
が
京
都
に
滞
在
し

た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
︑
京
都
か
ら
来
客
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
︑
京

都
滞
在
中
に
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
︑
品
川
が
京
都
以
外
に
在
る
時
に
寄
せ
ら
れ
た

京
都
に
関
す
る
内
容
の
書
簡
に
つ
い
て
全
て
書
き
出
し
て
日
表
化
し
た
も
の
で

あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
D
B
1
と
は
ま
た
異
な
る
形
の
︑
尊
攘
堂
で
の
品
川
と

人
び
と
と
の
関
わ
り
が
析
出
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
D
B
2
が
示
す
の
は
︑
品
川

と
祭
典
・
参
拝
以
外
の
局
面
で
対
面
・
書
通
に
よ
り
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
人
物
で
あ
る
︒
こ
れ
を
一
覧
化
し
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
︒
ま
た
︑
表
1

～
4
を
も
と
に
︑
尊
攘
堂
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
図
示
し
た
も
の
が

図
1
︑
D
B
2
を
も
と
に
品
川
の
京
都
（
尊
攘
堂
）
滞
在
日
を
図
示
し
た
も
の

が
図
2
で
あ
る
︒

　
三
つ
目
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
D
B
3
）
は
︑
品
川
が
京
都
以
外
に
在
る
時
期

の
京
都
居
住
者
と
の
往
復
書
簡
点
数
︑
京
都
府
外
在
住
者
と
の
京
都
に
関
す
る

内
容
が
含
ま
れ
た
往
復
書
簡
点
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
図
示
し

た
も
の
が
図
3
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
は
︑
こ
れ
ま
で
政
治
史
で
専
ら
使
わ
れ
て
き

た
書
簡
分
析
で
見
え
て
く
る
人
的
関
係
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
世
界
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
表
ご
と
の
特
徴
も
あ
る
︒
以
下
で
は
こ

う
し
た
点
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
て
い
く
︒

　
な
お
︑
史
料
上
に
登
場
す
る
人
物
間
関
係
を
分
析
す
る
手
法
と
し
て
は
︑
社

会
学
等
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
︑
人
名
リ
ポ
ジ
ト
リ
や

L
D
A
等
を
用
い
た
デ
ジ
タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
の
手
法
が
あ
る（

39
）

が
︑
こ
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れ
ら
は
書
簡
や
日
記
等
の
ま
と
ま
っ
た
テ
キ
ス
ト
史
料
の
分
析
に
は
適
し
て
い

る
が
︑
そ
れ
ら
に
登
場
し
な
い
重
要
な
人
間
関
係
も
含
め
た
質
的
・
量
的
に
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
分
析
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
適
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

今
回
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
認
識
し
た
う
え
で
︑
可
能
な
限
り
複
数
の
多
様
な

形
態
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
人
び
と
の
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
様
々
な
関
わ
り

方
に
光
を
当
て
︑
一
つ
の
平
面
上
で
複
合
的
な
人
物
間
関
係
を
把
握
す
る
方
法

を
考
案
し
た
︒
後
日
書
簡
や
日
記
の
フ
ル
テ
キ
ス
ト
化
が
完
成
す
れ
ば
︑

D
B
2
に
つ
い
て
は
よ
り
精
緻
な
分
析
が
可
能
に
な
る
こ
と
は
付
け
加
え
て
お

き
た
い
︒

第
三
章
　 

尊
攘
堂
を
支
え
た
人
び
と 

︱
︱
尊
攘
堂
へ
の
寄
付
者
・
参
拝
者
・
そ
の
他
関
係
者
概
観

　
以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
用
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
︑

次
に
こ
れ
ら
の
分
析
に
移
り
た
い
︒
本
章
で
は
︑
D
B
1
か
ら
作
成
し
た
表
1

～
3
︑
お
よ
び
D
B
2
か
ら
作
成
し
た
表
4
を
概
観
す
る
︒
な
お
︑
各
表
の
人

名
に
付
し
た
記
号
に
つ
い
て
は
︑
★
は
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
尊
攘
堂

保
存
委
員
と
な
る
者
︑
☆
は
尊
攘
堂
の
京
都
帝
大
移
管
後
に
尊
攘
堂
委
員
と
な

る
者
︑
◎
は
﹃
品
川
文
書
﹄﹁
品
川
文
書
1

　
書
簡
﹂﹁
品
川
文
書
1

　
書
類
﹂

﹁
品
川
文
書
2

　
書
簡
﹂﹁
品
川
文
書
2

　
書
類
﹂
に
来
翰
の
あ
る
者
を
示
す
︒

　
ま
ず
︑
尊
攘
堂
へ
の
金
員
寄
付
者
を
一
覧
化
し
た
表
1
を
検
討
し
た
い
︒
尊

攘
堂
へ
の
金
員
寄
付
者
に
関
し
て
は
別
稿
で
詳
細
に
検
討
し
て
い
る（

40
）

の
で
︑
こ

こ
で
は
そ
の
結
論
の
み
を
要
約
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑
①
人
数
・
寄
付
額
の
両
面

に
お
い
て
維
新
志
士
経
験
者
や
遺
族
た
ち
は
中
心
的
な
寄
付
者
で
は
な
か
っ
た

こ
と
︑
②
こ
れ
に
対
し
︑
尊
攘
堂
の
活
動
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
は
実
業
家
の

出
資
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
︑
③
特
に
阪
神
間
の
実
業
家
に
よ
る

貢
献
が
大
き
く
︑
そ
の
大
半
は
住
友
家
・
光
村
家
な
ど
の
数
人
の
大
資
産
家
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
④
京
都
に
お
い
て
は
︑
比
較
的
富
裕
で
維
新

後
海
外
貿
易
や
外
国
人
相
手
の
商
売
を
積
極
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
商
工
業

者
・
芸
術
家
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
⑤
彼
ら
の
中
に
は
特
に

朝
廷
と
関
係
の
深
い
特
権
商
人
と
し
て
の
由
緒
を
持
ち
︑
幕
末
に
は
﹁
勤
王
﹂

経
験
も
共
有
す
る
商
工
業
者
や
芸
術
家
た
ち
が
目
立
つ
こ
と
︑
⑥
彼
ら
京
都
の

商
工
業
者
は
︑
商
業
会
議
所
や
市
会
に
お
い
て
中
心
的
勢
力
を
占
め
た
内
貴
甚

三
郎
・
浜
岡
光
哲
・
田
中
源
太
郎
ら
の
グ
ル
ー
プ
と
は
企
業
活
動
に
お
い
て
全

く
異
な
る
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
こ
と
︑
⑦
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ

個
別
に
尊
攘
堂
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
品
川
を
介
し
て
︑
あ
る
い

は
共
通
の
関
心
か
ら
相
互
に
結
び
つ
き
︑
縦
横
無
尽
の
全
国
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
し
て
い
た
こ
と
︑
⑧
品
川
は
︑
幕
末
に
実
際
﹁
勤
王
﹂
家
と
し
て
活
動

し
て
い
た
者
も
そ
う
で
な
い
者
も
︑
ま
た
幕
末
の
﹁
勤
王
﹂
経
験
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
れ
︑
と
も
に
参
画
で
き
る
懐
の
広
い
概
念
と
し
て
﹁
勤
王
﹂
を
読

み
替
え
︑
そ
の
新
し
い
﹁
勤
王
﹂
概
念
が
経
歴
や
階
層
な
ど
の
属
性
の
異
な
る

多
く
の
人
び
と
を
尊
攘
堂
に
結
集
さ
せ
た
核
で
あ
っ
た
こ
と
︑
を
指
摘
し
た
︒
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こ
れ
に
対
し
︑
表
2
や
表
3
に
見
え
る
人
物
は
表
1
に
見
え
る
人
物
と
は
や

や
毛
色
が
異
な
る
︒
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
︑
京
都
画
壇
の
人
び
と
で
あ
る
︒
尊

攘
堂
へ
の
金
員
寄
付
者
一
覧
に
も
富
岡
鉄
斎
の
名
は
見
え
る
が
︑
表
2
に
は
森

寛
斎
や
久
保
田
米
僊
の
名
も
見
え
る
︒
寄
付
者
で
は
な
い
が
尊
攘
堂
に
は
神
坂

雪
佳
の
絵
も
残
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
神
坂
が
若
き
日
に
品
川
の
恩
顧
を
受
け
て

実
際
に
尊
攘
堂
に
寄
寓
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う（

41
）

︒
森
寛
斎
と
品
川
の
交
流
は

特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
品
川
は
京
都
の
書
肆
・
文
求
堂
主
人
の
田
中
治
兵
衛（

42
）

を

通
じ
て
森
家
の
家
政
を
一
時
的
に
管
理
し
て
い
た
ほ
か
︑
寛
斎
が
品
川
か
ら
借

金
を
し
た
り
︑
品
川
留
守
中
の
尊
攘
堂
及
び
品
川
の
息
子
・
弥
一
の
様
子
を
見

守
っ
た
り
し
て
い
る
様
子
が
書
簡
で
頻
繁
に
報
告
さ
れ
て
い
る（

43
）

︒
品
川
の
明
治

二
七
年
七
月
七
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
の
滞
京
（
図
2
参
照
）
は
︑
同
年
六
月
に

亡
く
な
っ
た
寛
斎
の
墓
参
と
森
家
の
家
督
相
続
の
会
議
に
出
席
す
る
た
め
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
︑
品
川
は
森
家
の
家
政
に
ま
で
深
く
関
与
す
る
立
場
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
品
川
は
︑
富
岡
鉄
斎
と
も
﹁
勤
王
﹂
経
験（

44
）

の
共
有
か

ら
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
品
川
は
こ
の
辺
り
か
ら

京
都
画
壇
の
人
物
と
も
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
金
員
寄
付
者
で
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
維
新
志
士
経
験
者

や
遺
族
も
︑
物
品
寄
付
に
お
い
て
は
注
目
さ
れ
る
︒
特
に
田
中
光
顕
と
は
︑
御

料
地
運
営
方
針
で
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た（

45
）

が
︑
幕
末
は
む
し
ろ
品
川
の
最

も
近
く
で
交
流
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
り（

46
）

︑
維
新
の
顕
彰
活
動
で
は
密
接

な
つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
は
興
味
深
い
︒
こ
の
ほ

か
︑
古
書
店
主
や
好
古
家
と
い
っ
た
人
び
と
が
目
立
つ
︒

　
以
上
を
要
す
る
に
︑
物
品
寄
付
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
尊
攘
堂
所
蔵
史
料
の
仕

入
れ
先
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
古
美
術
に
関
す
る
情
報
を
保
有
す
る
と
思
わ
れ

る
人
び
と
や
維
新
経
験
者
や
遺
族
が
主
な
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
︒

　﹁
勤
王
﹂
の
画
家
・
森
寛
斎
や
富
岡
鉄
斎
な
ど
を
中
心
と
し
て
尊
攘
堂
に

集
っ
た
京
都
画
壇
の
画
家
た
ち
に
関
し
て
は
︑
品
川
と
の
個
人
的
関
係
か
ら
の

説
明
の
み
な
ら
ず
︑
尊
攘
堂
を
﹁「
勤
王
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
集
め
ら
れ
た
古

美
術
陳
列
場
﹂
と
見
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
︒
尊
攘
堂
に
収
蔵
さ
れ
て

い
た
志
士
た
ち
の
遺
墨
や
遺
品
は
︑
今
日
で
は
古
美
術
品
と
し
て
の
値
打
ち
が

高
い
も
の
で
も
あ
る
が
︑
当
時
に
お
い
て
も
﹁
勤
王
﹂
と
い
う
付
加
価
値
の
付

い
た
﹁
近
代
芸
術
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
近
世
以
来
文
人
世
界
で
は
︑

書
画
会
や
漢
詩
文
集
・
書
画
譜
の
刊
行
︑
古
器
物
の
鑑
賞
・
陳
列
を
通
じ
た
幅

広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
歴
史
が
あ
り（

47
）

︑
そ
の
文
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
に
は
︑
歴
史
的
な
出
来
事
へ
の
幅
広
い
知
的
好
奇
心
を
原
動
力
と
す
る

サ
ー
ク
ル
も
あ
っ
た（

48
）

︒
特
に
京
都
で
は
︑﹁
文
化
サ
ロ
ン
﹂
を
形
成
し
た
有
力

商
人
ら
が
漢
詩
・
書
画
・
史
論
を
楽
し
み
な
が
ら
物
心
両
面
で
﹁
勤
王
の
志

士
﹂
た
ち
を
援
助
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

49
）

︒
寛
斎
や
鉄
斎
の
よ
う
な

﹁
文
人
画
家
﹂
と
呼
ば
れ
る
芸
術
家
た
ち
は
そ
う
し
た
文
人
文
化
の
中
心
に
い

た
し
︑
品
川
な
ど
明
治
中
後
期
に
活
躍
し
た
政
治
家
も
ま
た
こ
の
文
化
の
中
で

成
長
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
︒
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
︑
尊
攘
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堂
は
近
世
以
来
の
文
人
サ
ー
ク
ル
の
交
流
の
場
と
し
て
既
に
定
式
化
し
つ
つ

あ
っ
た
も
の
の
特
徴
の
い
く
つ
か
を
継
承
し
て
お
り
︑
一
部
の
文
人
的
な
文
化

の
中
に
生
き
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
︑
尊
攘
堂
は
こ
の
近
世
以
来
の
文
人

サ
ー
ク
ル
の
系
譜
上
に
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る（

50
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
品
川
と
の
個
人
的
な
縁
故
の
ほ
か
︑
品
川

自
ら
が
古
書
店
等
に
出
向
い
て
遺
墨
等
を
探
し
求
め
た
り（

51
）

︑
尊
攘
堂
で
の
祭
典

を
き
っ
か
け
と
し
て
一
般
参
観
者
の
中
か
ら
寄
付
の
申
出
が
な
さ
れ
た
り（

52
）

す
る

中
で
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
表
3
は
︑
尊
攘
堂
へ
の
参
拝
者
の
う
ち
史
料
か
ら
判
明
す
る
者
を
一
覧
化
し

た
も
の
で
あ
る
︒
寄
付
者
は
基
本
的
に
来
堂
の
上
寄
付
を
行
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
（
送
金
等
に
よ
り
行
う
場
合
も
あ
り

（
53
）

）︑
表
3
の
参
拝
者
は
特
に
新
聞
や

公
式
記
録
に
残
っ
て
い
る
場
合
の
み
摘
出
し
て
い
る
︒
表
3
に
見
え
る
参
拝
者

は
︑
表
1
に
見
え
る
金
員
寄
付
者
︑
表
2
に
見
え
る
物
品
寄
付
者
と
の
重
複
も

あ
る
が
︑
ど
の
表
に
も
名
前
の
な
い
政
府
や
府
県
の
高
官
や
在
野
の
人
び
と
の

名
も
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
品
川
と
の
政
治
的
立
場
が
比
較
的
遠
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
岡
崎
邦
輔
の
よ
う
な
人
物
も
見
え
る
︒

　
注
目
す
べ
き
は
︑
山
本
復
一
・
高
木
文
平
・
山
本
章
夫
と
い
っ
た
本
草
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
︒
彼
ら
は
い
ず
れ
も
尊
攘
堂
祭
典
日
に
参
列
者
と
し
て

新
聞
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
彼
ら
は
︑
江
戸
時
代
に
お
い
て
本
草
会
に

集
っ
た
博
物
学
者
で
あ
り（

54
）

︑
本
草
会
は
先
に
見
た
書
画
会
等
を
通
じ
た
文
人

サ
ー
ク
ル
と
並
ん
で
近
代
に
お
け
る
博
覧
会
受
容
の
前
提
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
︑
尊
攘
堂
祭
典
は
︑
珍
し
い
物
品
を
陳
列
す
る
と

い
う
意
味
に
お
け
る
博
覧
会
と
の
相
同
性
か
ら
︑
彼
ら
の
好
奇
心
を
か
き
た
て

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
表
3
に
見
え

る
人
物
の
多
く
は
祭
典
や
参
拝
日
以
外
の
日
常
の
中
で
の
尊
攘
堂
や
そ
の
主

人
・
品
川
と
の
関
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
尊
攘
堂
に
参
拝
と
い
う
形
で
の
み
関
わ
る
人
び
と
は
︑
総
じ
て
品
川
︱
尊
攘

堂
に
対
し
て
比
較
的
ラ
イ
ト
な
関
わ
り
を
有
す
る
人
び
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
そ
れ
で
も
参
拝
す
ら
し
て
い
な
い
人
び
と
に
比
べ
る
と
︑
品
川
︱
尊
攘

堂
と
は
何
ら
か
の
接
点
や
共
通
項
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
最
後
に
︑
表
4
を
検
討
す
る
︒
表
4
は
︑
D
B
2
に
登
場
す
る
人
物
︑
す
な

わ
ち
品
川
と
の
発
受
信
書
簡
や
品
川
の
日
記
︑
新
聞
等
に
名
前
の
見
え
る
人
物

の
う
ち
︑
品
川
と
直
接
・
間
接
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
者
の
み
登

場
す
る
順
に
抽
出
し
︑
第
三
者
と
し
て
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
だ
け
の
人
物
は

省
略
し
た
も
の
で
あ
る
︒
品
川
親
族
も
省
略
し
て
い
る
︒
使
用
し
た
史
料
が
書

簡
や
日
記
︑
新
聞
等
こ
れ
ま
で
の
品
川
を
扱
っ
た
研
究
︑
特
に
政
治
史
研
究
が

依
拠
し
て
き
た
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
︑
表
4
か
ら
は
概
ね

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
知
ら
れ
て
き
た
﹁
品
川
人
脈
﹂
が
見
え
る
が
︑
そ
れ
だ
け

で
も
な
い
︒

　
以
上
︑
表
1
～
4
を
概
観
し
て
き
た
が
︑
以
降
は
表
1
～
4
に
列
挙
さ
れ
た

人
物
︑
す
な
わ
ち
品
川
と
京
都
尊
攘
堂
に
お
い
て
何
ら
か
の
関
わ
り
の
あ
っ
た

人
物
の
う
ち
︑
史
料
上
名
前
の
見
え
る
人
物
た
ち
の
織
り
成
す
人
間
関
係
の
網
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の
目
を
︑﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
し
て
更
に
考
察
を
進
め
て
い

く
こ
と
と
す
る
︒

第
四
章
　 

複
合
的
指
標
に
よ
る 

﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
分
析

　
品
川
の
京
都
尊
攘
堂
人
脈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
で
あ
れ
ば
こ

こ
ま
で
の
分
析
で
も
十
分
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
見
え
て
く
る
人
び
と

と
品
川
と
の
関
係
は
ま
だ
平
面
的
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
強
弱
や
濃
淡
︑
そ
れ
ら
相

互
の
重
な
り
等
は
十
分
把
握
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
本
章
で
は
更
に
こ
う
し
た

品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
多
様
な
関
わ
り
方
を
一
つ
の
基
準
の
も
と
に
統
合
し
︑
品

川
︱
尊
攘
堂
と
の
関
係
の
強
弱
や
濃
淡
︑
重
な
り
を
可
視
化
す
る
た
め
に
い
く

つ
か
の
作
業
を
行
う
︒
こ
の
作
業
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
の
が
︑
図
1‒
1
～
8

で
あ
る
︒

　
品
川
に
言
及
す
る
研
究
は
︑
一
般
に
政
治
史（

55
）

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ

の
他
に
も
宗
教
史（

56
）

︑
経
済
・
産
業
史（

57
）

︑
技
術
史（

58
）

︑
美
術
史（

59
）

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
︒
以
前
筆
者
は
何
度
か
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
政
治
以
外
の
領
域

に
お
け
る
品
川
の
活
動
は
地
方
に
お
い
て
多
く
の
人
び
と
と
関
わ
る
も
の
が
多

く
︑
地
方
人
士
の
組
織
化
を
考
え
る
と
い
う
関
心
に
お
い
て
は
む
し
ろ
政
治
史

以
外
の
研
究
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
見
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
る（

60
）

︒
し

か
し
な
が
ら
︑
関
わ
る
地
方
人
士
が
多
岐
に
わ
た
り
︑
か
つ
膨
大
で
あ
る
た
め
︑

全
体
を
概
観
し
総
合
的
分
析
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
︑
こ
れ
ま
で
誰
も
着
手
し

て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
本
稿
は
︑
こ
れ
を
各
﹁
拠
点
﹂
ご
と
に
把
握
可
能
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
試

み
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
品
川
の
活
動
の
う
ち
︑
政

界
・
官
界
で
の
活
動
（
宮
内
省
御
料
局
も
含
む
）︑
経
済
・
産
業
界
（
技
術
面
含

む
）
に
お
け
る
活
動
︑
宗
教
界
に
お
け
る
活
動
︑
美
術
・
文
化
方
面
で
の
活
動

に
お
け
る
人
脈（

61
）

が
︑
特
に
京
都
尊
攘
堂
と
い
う
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
れ

て
く
る
の
か
︒
こ
れ
を
明
確
に
可
視
化
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
図
1
︱

1
～

8
を
作
成
し
︑
こ
れ
ら
の
図
の
全
体
を
﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
と
呼
ぶ
︒
今
後
︑

こ
の
﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
を
京
都
尊
攘
堂
以
外
の
様
々
な
拠
点
に
お
い
て
作

成
す
る
こ
と
で
︑
品
川
を
中
心
と
す
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
総
体
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
︒

　﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
の
作
成
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
ず
︑﹁
品
川

︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
︑
維
新
経
験
・
官
歴
と
い
う
二
つ
の
基
準
で
四

象
限
平
面
に
配
置
す
る
︒
こ
れ
が
図
1
︱

1
で
あ
る
︒
こ
れ
を
﹁
品
川
マ
ト
リ

ク
ス
﹂
の
基
準
マ
ト
リ
ク
ス
と
す
る
︒
こ
れ
は
︑
表
1
～
4
の
各
人
物
に
つ
い

て
︑
尊
攘
堂
と
い
う
場
の
本
来
的
目
的
と
関
わ
っ
て
最
も
重
要
な
要
素
と
思
わ

れ
る
﹁
維
新
経
験
﹂︑
お
よ
び
こ
れ
ま
で
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
品
川
の
属
性

で
あ
る
政
治
家
・
官
僚
と
し
て
の
経
験
の
二
点
に
お
い
て
︑
品
川
と
の
関
係
を

把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒

　
ま
ず
︑
各
人
物
を
以
下
の
基
準
で
点
数
化
し
︑
四
象
限
平
面
に
分
布
さ
せ
る
︒



18

　﹁
維
新
経
験
﹂

　
↓
あ
る

　
　
↓ 
長
州
出
身
で
維
新
期
に
品
川
と
と
も
に
尊
王
・
倒
幕
の
た
め
に
活
動
し

た
︑
ま
た
は
戦
闘
に
協
力
し
た
経
験
が
あ
る
︑
及
び
そ
の
遺
族
・
親

族
：
一
〇
点

　
　
↓ 

他
藩
で
尊
王
・
倒
幕
の
た
め
に
戦
っ
た
︑
あ
る
い
は
長
州
で
一
時
期

（
最
末
期
）
に
戦
闘
に
参
加
・
協
力
し
た
者
︑
及
び
そ
の
遺
族
・
親
族
：

八
点

　
　
↓ 

他
藩
・
地
域
で
﹁
勤
王
﹂
派
と
し
て
活
動
し
た
︑
あ
る
い
は
そ
の
遺

族
・
親
族
・
後
援
者
：
五
点

　
↓
な
し
／
確
認
で
き
な
い
：
〇
点

　﹁
官
歴
﹂
＝
﹁
内
閣
・
各
省
で
の
経
歴
の
接
点
﹂

　
↓ 

あ
る
　
農
商
務
省
／
内
務
省
（
一
八
七
六
︹
明
治
九
︺
～
八
一
年
︑

一
八
九
一
～
九
二
年
）
／
宮
内
省
・
御
料
局
（
地
）
／
第
一
次
松
方
内
閣

　
　
↓ 

品
川
の
上
官
・
同
僚
（
内
閣
の
場
合
は
閣
員
︑
主
要
国
家
機
関
の
長
を
品

川
と
同
時
に
務
め
た
者
を
含
む
）・
下
僚
で
あ
り
︑
か
つ
直
接
の
や
り
取

り
が
あ
る
：
五
点

　
　
↓ 

品
川
の
上
官
・
同
僚
（
内
閣
の
場
合
は
閣
員
含
む
）・
下
僚
で
あ
る
が
︑

直
接
の
や
り
取
り
が
確
認
で
き
な
い
／
品
川
の
直
接
の
上
官
・
同
僚
・

下
僚
で
は
な
い
が
︑
品
川
の
影
響
力
の
大
き
い
政
府
機
関
に
在
籍
し
て

い
る
（
い
た
）
／
御
料
地
関
係
者
・
神
官（

62
）

：
三
点

　
↓
な
し
／
確
認
で
き
な
い
：
〇
点

　
各
人
物
名
の
先
頭
の
番
号
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
表
1
～
4
の
い
ず
れ
に
登
場
す
る

か
を
示
す
︒
重
複
し
て
登
場
す
る
者
は
複
数
の
番
号
を
冠
し
て
い
る
︒
人
名
か

ら
人
物
や
肩
書
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
者
は
ひ
と
ま
ず
（
0
︑
0
）
の
位
置
に

配
置
し
た
︒

　
こ
の
基
準
マ
ト
リ
ク
ス
を
ベ
ー
ス
に
︑
品
川
の
在
野
で
の
活
動
と
し
て
重
要

と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
指
標
を
落
と
し
込
ん
で
作
成
し
た
の
が
︑
図
1
︱

2

～
8
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
先
述
の
よ
う
に
品
川
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
︑
政
治
・

経
済
・
産
業
界
（
技
術
面
含
む
）
に
お
け
る
活
動
︑
宗
教
界
に
お
け
る
活
動
︑

美
術
・
文
化
方
面
で
の
活
動
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら
の
分
野
で
の

人
脈
を
反
映
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
︑﹁
真
宗
関
係
﹂﹁
信
用
組
合
﹂﹁
五
二

会（
63
）

﹂﹁
国
民
協
会
﹂
を
措
定
し
︑
D
B
1
・
2
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
す

る
人
物
を
判
明
す
る
限
り
で
基
準
マ
ト
リ
ク
ス
上
に
網
掛
け
を
す
る
︒
こ
れ
ら

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑
い
ず
れ
も
品
川
の
地
方
人
士
組
織
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を

持
つ
︒
網
掛
け
の
基
準
は
︑
品
川
存
命
中
に
そ
の
団
体
と
何
ら
か
の
形
で
関

わ
っ
て
い
た
か
否
か
と
す
る
︒
こ
う
し
て
で
き
る
の
が
図
1
︱

2
～
5
で
あ
る
︒

　
こ
れ
に
加
え
て
︑
組
織
と
明
確
な
関
係
は
見
出
せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑

品
川
家
と
の
個
人
的
関
係
が
わ
か
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
筆
者
が
注
目
し
て
い

る
﹁
品
川
家
農
牧
場
関
係
﹂
を
網
掛
け
に
し
た
の
が
︑
図
1
︱

6
で
あ
る
︒
表
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1
に
は
品
川
の
栃
木
・
那
須
農
場
関
係
者
の
名
前
が
散
見
さ
れ
る
︒
研
究
史
上

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
で
は
あ
る
が
︑
後
日
京
都
尊
攘
堂
に
お

け
る
人
脈
を
品
川
の
他
の
別
荘
・
別
邸
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
検
討
す
る
た
め

に
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
︑
近
年
筆
者

は
品
川
の
美
術
方
面
で
の
人
脈
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る（

64
）

が
︑
美
術
・
文
化

人
脈
が
見
え
や
す
い
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
︑
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
関
係
を
把
握
す
る

﹁
支
援
被
支
援
関
係
﹂
も
措
定
し
た
︒
こ
れ
ら
を
表
現
し
た
の
が
図
1
︱

7
で
あ

る
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
支
援
被
支
援
関
係
﹂
は
美
術
・
文
化
方
面
に
限
定

し
て
い
な
い
︒
最
後
に
︑
品
川
と
尊
攘
堂
を
考
え
る
上
で
排
除
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
要
素
と
し
て
︑
郷
里
・
山
口
の
存
在
に
注
目
し
た
︒
品
川
が
組
織
す
る

様
々
な
団
体
も
︑
結
局
の
と
こ
ろ
山
口
県
人
脈
で
説
明
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
図
1
︱

8
で
山
口

出
身
者
に
つ
い
て
も
網
掛
け
に
し
た
︒

　
こ
れ
ら
の
図
に
登
場
す
る
人
物
は
相
関
関
係
で
結
ば
れ
る
者
も
多
い
が
︑
相

関
図
化
す
る
と
図
が
か
な
り
複
雑
化
し
︑
却
っ
て
人
間
関
係
が
読
み
取
り
に
く

く
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
︑
今
回
は
あ
く
ま
で
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
関
わ
り
方
の

図
示
を
優
先
し
た
︒
こ
こ
に
示
さ
れ
た
人
物
間
の
相
関
関
係
に
関
し
て
は
︑
特

筆
す
べ
き
も
の
の
み
本
文
中
に
叙
述
す
る
こ
と
と
す
る
︒

　
さ
て
︑
こ
う
し
て
で
き
た
﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
を
考
察
し
て
い
く
︒
表
1

～
4
に
よ
り
図
上
の
人
物
に
関
す
る
情
報
を
補
い
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
︒

ま
ず
基
準
マ
ト
リ
ク
ス
で
あ
る
図
1
︱

1
で
は
︑
維
新
経
験
と
官
歴
に
よ
る
四

象
限
平
面
な
の
で
当
然
で
は
あ
る
が
︑
品
川
と
同
郷
出
身
（
あ
る
い
は
郷
里
で

青
年
時
代
を
と
も
に
し
た
者
）
で
政
官
界
で
の
経
験
を
共
有
し
︑
政
治
史
上
し

ば
し
ば
そ
の
往
復
書
簡
が
利
用
さ
れ
て
き
た
人
び
と
が
第
一
・
二
象
限
に
位
置

す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
人
び
と
は
む
し
ろ
少
数
で
︑
圧
倒
的
な
の
は
第

三
・
第
四
象
限
の
在
野
の
人
び
と
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
は
主
に
四
つ
あ
る
︒
ま
ず
︑
維
新
経
験
が
あ
り
官
歴
は

共
有
し
な
い
人
び
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
そ
の
程
度
に
よ
り
三
つ
の
山
に
分
か
れ

る
︒
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
関
し
て
は
︑
品
川
や
尊
攘
堂
に
近
づ
く
動
機
は
理
解

し
や
す
い
︒
一
方
で
︑
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
左
端
の
第
三
象
限
に
位
置
す
る
維

新
経
験
の
な
い
人
び
と
が
全
体
の
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
に
は
よ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
①
の
人
物
＝
金
員
寄
付
者
が
多

い
︒
中
で
も
特
に
全
国
レ
ベ
ル
の
大
資
産
家
︑
実
業
家
︑
京
都
の
富
裕
な
商
工

業
者
が
目
立
つ
︒

　
そ
の
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
は
︑
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
右
端
＝
第
四
象
限
に

③
・
④
の
人
物
が
多
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
参
拝
者
お
よ
び
書
簡
・
日
記

等
か
ら
作
成
さ
れ
た
D
B
2
に
登
場
す
る
人
び
と
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
か
ら
は

維
新
経
験
が
あ
る
者
は
品
川
と
の
直
接
対
面
・
書
面
で
の
つ
な
が
り
を
持
つ
か
︑

尊
攘
堂
に
参
拝
す
る
と
い
う
形
で
品
川
︱
尊
攘
堂
と
関
わ
り
を
持
つ
傾
向
が
大

き
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　
次
に
︑
図
1
︱

2
～
7
を
見
て
い
き
た
い
︒
図
1
︱

2
は
真
宗
関
係
者
を
網
掛

け
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
真
宗
（
特
に
本
願
寺
派
）
関
係
者
は
︑
品
川
の
組
織
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に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
︒
品
川
は
︑
自
ら
も
居
士（

65
）

と
し
て
信

仰
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
勢
力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
︑
串
山
ま
ゆ
ら

の
研
究
に
よ
り
︑
大
洲
鉄
然
ら
本
願
寺
派
役
僧
が
品
川
の
指
導
す
る
国
民
協
会

の
支
持
勢
力
と
な
り
︑
全
国
に
広
が
る
巨
大
な
門
徒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し

て
選
挙
協
力
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た（

66
）

︒
図
1
︱

2
で
は
第
三
・

四
象
限
に
真
宗
関
係
者
が
集
中
し
て
い
る
︒
特
に
︑
僧
侶
（
法
主
も
）
は
第
四

象
限
に
集
中
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
西
本
願
寺
が
禁
門
の
変
で
落
ち
延
び
た
品

川
ら
長
州
藩
士
を
か
く
ま
っ
た
こ
と
︑
長
州
の
本
願
寺
派
僧
侶
が
幕
末
の
萩
藩

諸
隊
に
加
わ
っ
て
幕
長
戦
争
に
参
戦
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒
本
願
寺
派

役
僧
は
国
民
協
会
の
重
要
な
支
持
母
体
で
あ
り
︑
品
川
に
は
常
に
連
絡
を
取
り

合
い
︑
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
図

1
︱

2
か
ら
は
︑
そ
の
拠
点
が
本
山
所
在
地
で
も
あ
り
有
力
門
徒
も
集
中
す
る

京
都
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒

　
一
方
で
︑
門
徒
は
第
三
象
限
に
集
中
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
門
徒
で
あ

る
こ
と
が
︑
維
新
経
験
が
な
い
場
合
の
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
つ
な
が
り
方
の
一

つ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
門
徒
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人
物
は
︑

川
島
甚
兵
衞
︑
高
井
幸
三
︑
芝
原
嘉
兵
衛
︑
今
井
磯
一
郎
︑
片
岡
政
次
︑
阿
部

市
郎
兵
衛
︑
中
西
牛
郎
︑
伊
藤
長
次
郎
︑
門
徒
の
出
資
で
設
立
さ
れ
た
真
宗
信

徒
生
命
（
株
式
会
社
）︑
お
よ
び
第
四
象
限
の
豊
永
長
吉
・
桂
弥
市
︑
山
根
信

成
で
あ
る
︒
川
島
は
美
術
織
物
制
作
者（

67
）

︑
高
井
・
芝
原
・
阿
部
・
伊
藤
・
豊

永
・
桂
は
実
業
家
で
あ
り
︑
と
も
に
真
宗
信
徒
生
命
の
株
主
で
も
あ
っ
た（

68
）

︒
特

に
阿
部
は
本
願
寺
派
の
会
計
に
も
顧
問
的
存
在
と
し
て
関
与
で
き
る
立
場
に

あ
っ
た
︒
山
根
は
萩
藩
出
身
の
軍
人
で
本
願
寺
派
の
篤
信
者（

69
）

︑
中
西
牛
郎
は
本

願
寺
派
と
関
係
の
深
い
宗
教
系
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る（

70
）

︒
今
井
は
僧
侶
を
遊

軍
と
し
て
選
挙
戦
を
戦
っ
た
三
河
の
政
治
家
で
あ
り
︑
真
宗
系
を
支
持
母
体
と

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
本
願
寺
派
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る（

71
）

︒

　
豊
永
・
桂
・
山
根
は
品
川
と
同
郷
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
人
物
は
品
川
と

信
仰
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
以
外
に
は
明
確
な
共
通
点
が
見
出
せ
な
い
︒
し
か

し
︑
そ
の
よ
う
な
実
業
家
や
美
術
工
芸
家
が
尊
攘
堂
に
お
い
て
品
川
と
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
う
点
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒
京

都
や
阪
神
間
の
実
業
家
・
商
工
業
者
等
は
数
多
い
る
中
で
︑
な
ぜ
特
に
図
1
に

見
え
る
よ
う
な
人
び
と
が
品
川
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
説
明

す
る
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
﹁
真
宗
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
信
仰
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
属
性
の
異
な
る
人
び

と
の
取
引
コ
ス
ト
を
大
幅
に
低
減
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る（

72
）

︒
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
︑
図
1
︱

2
に
着
色
の
な
い
他
の
実
業
家
や
美
術
工
芸
家
等
も
真

宗
に
信
仰
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き
る（

73
）

︒

　
図
1
︱

3
は
︑
信
用
組
合
関
係
者
を
網
掛
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は

ま
さ
に
︑
品
川
の
地
方
人
士
組
織
が
京
都
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り
を

持
っ
て
い
た
か
を
示
す
重
要
な
指
標
と
な
る
︒
品
川
が
そ
の
議
会
通
過
を
見
届

け
る
よ
う
に
し
て
亡
く
な
っ
た
一
九
〇
〇
年
の
産
業
組
合
法
以
前
に
設
立
さ
れ

て
い
た
信
用
組
合
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い（

74
）

の
で
︑
図
上
に
網
掛
け
で
き
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る
人
物
は
あ
ま
り
多
く
は
な
ら
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
が
︑
果
た
し
て
京
都

尊
攘
堂
に
お
い
て
信
用
組
合
関
係
者
と
明
確
に
わ
か
る
人
物
の
数
は
少
な
か
っ

た
︒
し
か
し
︑
組
織
化
の
過
程
を
拠
点
か
ら
考
え
る
本
稿
の
関
心
に
お
い
て
は

き
わ
め
て
重
要
な
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
︒

　
ま
ず
︑
数
は
少
な
い
が
第
三
象
限
に
信
用
組
合
関
係
者
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
︑
そ
し
て
そ
の
人
び
と
は
京
都
の
美
術
商
・
美
術
工
芸
家
︑
阪
神
地
方
の
実

業
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
従
来
の
信
用
組
合
に
関
す
る
研
究

で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
実
で
も
あ
る
︒
信
用
組
合
に
関
与

す
る
と
い
う
こ
と
が
︑
維
新
経
験
の
な
い
人
び
と
の
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
つ
な

が
り
方
の
二
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒

　
よ
り
詳
細
に
見
て
い
こ
う
︒
平
田
東
助
は
品
川
と
と
も
に
信
用
組
合
の
日
本

へ
の
普
及
を
進
め
た
人
物
で
あ
り
︑
高
井
幸
三
は
大
阪
府
三
島
郡
如
是
村
信
用

組
合
の
組
合
長（

75
）

を
勤
め
た
人
物
︑
池
田
清
助
と
真
宗
門
徒
で
も
あ
っ
た
川
島
甚

兵
衞
は
︑
後
に
品
川
や
平
田
の
指
導
を
仰
い
で
明
治
三
三
年
一
月
に
美
術
信
用

組
合
を
組
織
し
て
い
る（

76
）

︒
高
井
は
先
に
見
た
よ
う
に
真
宗
有
力
門
徒
で
も
あ
る

か
ら
︑
真
宗
へ
の
信
仰
と
信
用
組
合
の
ど
ち
ら
の
要
素
か
ら
品
川
︱
尊
攘
堂
と

結
び
つ
い
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
︑
少
な
く
と
も
信
用
組
合
が
一
つ
の
接
着

剤
と
な
り
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
︒
美
術
信
用
組
合
の
例
は
︑
尊
攘
堂
を
軸
と
す
る
非
公
的
・
文
化

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
品
川
が
普
及
を
進
め
て
い
た
信
用
組
合
結
成
に
至
っ
た

事
例
と
考
え
ら
れ
る
︒
図
に
は
網
掛
け
の
な
い
の
美
術
工
芸
家
も
存
在
す
る
︒

こ
れ
ら
の
人
物
も
信
用
組
合
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
は
残
る
が
︑
現
時
点
で

は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒

　
図
1
︱

4
は
︑
国
民
協
会
関
係
者
を
網
掛
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

品
川
の
組
織
化
の
中
で
も
政
治
史
上
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
図

1
全
体
の
中
で
も
網
掛
け
さ
れ
た
人
物
数
が
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
特
に
︑

第
三
・
四
象
限
に
国
民
協
会
関
係
者
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
図

1
︱

2
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
真
宗
関
係
者
の
割
合
が
大
き
い
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
︒
前
述
の
通
り
︑
真
宗
勢
力
が
国
民
協
会
の
支
持
母
体
で
あ
っ
た
こ
と

は
串
山
に
よ
り
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
の
図
に
よ
り
京

都
尊
攘
堂
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
の
表
れ
方
が
初
め
て
可
視
化

さ
れ
た
︒
同
時
に
︑
判
明
し
て
い
る
数
は
少
な
い
が
︑
山
口
の
上
田
実
・
岐
阜

の
細
井
金
四
郎
等
京
都
か
ら
見
て
遠
方
の
人
物
も
注
目
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
国

民
協
会
へ
の
支
持
を
一
つ
の
接
着
剤
と
し
て
︑
全
国
の
人
び
と
が
尊
攘
堂
に
結

集
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

　
図
1
︱

5
は
︑
五
二
会
関
係
者
を
網
掛
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
五
二
会
﹂

と
は
︑
註
63
に
も
示
し
た
が
︑
前
田
正
名
と
京
都
の
在
来
産
業
家
ら
を
中
心
に

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
結
成
さ
れ
た
︑
在
来
産
業
・
美
術
工
芸
品
の
高

品
質
化
・
生
産
強
化
・
輸
出
拡
大
等
を
目
指
す
団
体
お
よ
び
そ
れ
ら
の
開
催
す

る
大
規
模
品
評
会
の
名
称
で
あ
る
︒
そ
の
名
に
冠
さ
れ
た
﹁
五
﹂
は
織
物
︑
陶

磁
器
︑
漆
器
︑
金
属
器
︑
製
紙
の
五
品
を
︑﹁
二
﹂
は
雑
貨
︑
敷
物
を
指
す
︒

﹁
五
二
会
﹂
で
網
掛
け
に
し
た
者
の
な
か
に
は
︑
指
導
者
・
前
田
正
名
個
人
と
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の
関
係
の
み
有
す
る
者
も
含
む
︒

　
五
二
会
は
前
田
正
名
が
組
織
し
た
も
の
で
あ
り
︑
品
川
や
尊
攘
堂
と
は
無
関

係
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
品
川
と
前
田
と

の
関
係
は
明
治
一
〇
年
代
の
農
商
務
省
時
代
以
来
の
根
深
い
も
の
で
あ
る（

77
）

一
方

で
︑
一
八
九
〇
年
に
品
川
が
前
田
を
農
商
務
省
か
ら
放
逐
す
る
手
助
け
を
し
た（

78
）

こ
と
か
ら
両
者
の
関
係
性
に
は
疑
念
も
残
る
こ
と
︑
そ
し
て
表
1
～
3
に
も

五
二
会
関
係
者
が
何
人
か
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
こ
れ
を
全
体
の
中
で
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
︒

　
図
1
︱

5
を
見
る
と
︑
四
象
限
全
体
に
満
遍
な
く
五
二
会
関
係
者
が
位
置
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
特
に
京
阪
神
地
域
の
商
工
業
者
︑
中
で
も
京
都
の
商

工
業
者
が
目
立
つ
︒
尊
攘
堂
に
お
い
て
は
既
知
の
品
川
︱
前
田
関
係
が
前
田
の

組
織
す
る
五
二
会
人
脈
を
品
川
に
結
び
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事
例
と
︑
逆

に
﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
が
媒
介
と
な
っ
て
前
田
︱
五
二
会
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事
例
の
両
方
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
も
ま
た
︑

維
新
経
験
の
な
い
人
び
と
の
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
つ
な
が
り
方
の
一
つ
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
図
1
︱

6
は
︑
品
川
家
農
牧
場
関
係
者
を
網
掛
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑

第
三
・
四
象
限
に
少
数
だ
が
品
川
家
の
農
牧
場
関
係
者
が
集
中
し
て
い
る
︒
そ

し
て
そ
の
半
数
ほ
ど
は
真
宗
関
係
者
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で

あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
品
川
と
真
宗
関
係
者
と
の
関
係
が
相
互
依
存
的
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た（

79
）

︒
ま
た
︑
品
川
家
の
別
荘
関
係
者
は
そ
の
所
在
地

を
超
え
て
横
断
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
た
︒

　
図
1
︱

7
は
や
や
複
雑
な
の
で
説
明
を
要
す
る
︒
品
川
に
対
し
て
︑
あ
る
い

は
品
川
を
介
し
て
︑
も
し
く
は
品
川
を
介
さ
ず
︑
同
一
平
面
上
の
人
物
に
対
し

て
支
援
者
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
︑
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
者
に
は
網
掛
け
を
付
し
た
上
で
太
枠
で
囲
ん
で
い
る
︒
品
川
か
ら
直

接
に
︑
あ
る
い
は
品
川
を
介
し
て
︑
も
し
く
は
品
川
を
介
さ
ず
に
︑
同
一
平
面

上
の
人
物
に
対
し
て
非
支
援
者
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
︑
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
者
に
は
網
掛
け
の
み
を
付
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

同
一
平
面
上
の
人
物
や
品
川
に
対
し
て
支
援
者
・
非
支
援
者
の
い
ず
れ
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
︑
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
者
は
太
字

に
し
︑
下
線
・
網
掛
け
を
付
し
た
う
え
で
太
枠
で
囲
ん
で
い
る
︒
先
に
図
1
を

相
関
図
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
述
べ
た
が
︑
こ
の
指
標
の
み
は
相
関
図
に
近

い
意
味
合
い
も
持
つ
︒

　
図
1
︱

7
か
ら
は
︑
主
に
第
三
・
四
象
限
に
支
援
被
支
援
関
係
が
見
え
る
︒

母
数
が
少
な
い
の
で
信
頼
で
き
る
観
察
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
傾
向
と

し
て
第
四
象
限
＝
維
新
経
験
が
あ
る
方
が
被
支
援
者
に
な
り
が
ち
（
但
し
真
宗

関
係
者
を
除
く
）
で
あ
り
︑
第
二
・
三
象
限
＝
維
新
後
に
品
川
と
知
り
合
っ
た

と
思
わ
れ
る
実
業
家
た
ち
（
特
に
住
友
系
）
が
支
援
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
第
三
象
限
の
中
で
も
︑
美
術
工
芸
作
家
は
制
作
の
関
係
上
被
支
援
者

に
な
り
が
ち
だ
が
︑
尊
攘
堂
に
は
高
額
寄
付
を
し
て
い
る
者
が
目
立
つ
こ
と
も

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
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よ
り
細
か
く
見
て
い
く
と
︑
住
友
家
・
光
村
家
と
い
っ
た
関
西
財
界
に
お
け

る
大
資
産
家
一
族
・
関
係
者
や
静
岡
の
名
望
家
・
金
原
明
善
は
品
川
を
介
し
て

川
島
甚
兵
衞
を
金
銭
的
に
支
援
し
て
い
た
こ
と（

80
）

︑
住
友
家
・
光
村
家
は
品
川
自

身
へ
も
金
銭
的
支
援
を
行
っ
て
い
た
こ
と（

81
）

︑
長
府
（
現
山
口
県
下
関
市
）
実
業

界
の
豊
永
長
吉
は
品
川
を
介
し
て
真
宗
役
僧
︑
特
に
大
洲
鉄
然
に
金
銭
的
支
援

を
し
て
い
た（

82
）

一
方
で
︑
図
1
︱

6
の
説
明
で
触
れ
た
よ
う
に
品
川
自
身
が
僧
侶

や
法
主
か
ら
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
︑
井
上
馨
が
品
川
の
農
牧
場
に

対
し
て
資
金
面
で
支
援
者
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と（

83
）

︑
な
ど
が
図
上
に
表
現

さ
れ
た
︒
以
上
の
諸
事
実
は
︑
多
く
の
隣
接
領
域
の
研
究
に
お
い
て
重
要
な
知

見
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
例
一
例
を
論
文
化
す

る
こ
と
に
は
困
難
を
伴
う
︒
こ
れ
を
一
覧
可
能
な
形
に
で
き
た
こ
と
は
一
つ
の

成
果
と
し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

　
図
1
︱

8
は
山
口
出
身
者
を
網
掛
け
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
も
っ
と
も
網

掛
け
の
多
い
図
と
な
っ
た
︒
特
に
維
新
経
験
の
あ
る
人
び
と
＝
第
一
・
四
象
限

に
集
中
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
尊
攘
堂
の
成
立
を
考
え
れ
ば
当
然
の
結
果

で
は
あ
る
︒
一
方
で
︑
網
掛
け
さ
れ
た
人
物
は
第
三
・
四
象
限
に
多
い
こ
と
も

注
目
さ
れ
る
︒
尊
攘
堂
に
集
っ
た
人
物
は
︑
政
府
の
高
位
高
官
者
だ
け
で
は
な

く
︑
品
川
の
下
僚
や
品
川
と
官
歴
を
共
有
し
な
い
人
物
も
多
い
と
い
う
こ
と
が

示
さ
れ
た
︒

　
細
か
く
見
て
い
く
と
︑
こ
れ
ら
の
人
物
は
軍
人
・
中
央
の
下
級
官
員
・
地
方

の
中
下
級
官
員
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
品
川
と
の
直
接
の
関
係
を
示
す
史
料

は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
︑
官
員
に
関
し
て
は
︑
品
川
が
若
手
の
任
官
の
世
話
を

し
︑
そ
の
後
も
長
ら
く
そ
の
動
向
を
見
守
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

84
）

こ
と
か
ら
︑

彼
ら
も
ま
た
品
川
の
力
で
官
途
に
就
い
た
人
物
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
︒

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
︑
品
川
へ
の
恩
義
が
尊
攘
堂
と
つ
な
が
る
共
通
の
動
機
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
軍
人
に
関
し
て
は
︑
山
口
出
身
者
は
陸
軍
軍
人
の
途

へ
と
進
む
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
陸
軍
人
事
に
品
川
の
影

響
力
が
及
ん
で
い
た
と
考
え
る
よ
り
は
︑
幕
末
の
諸
隊
で
の
戦
闘
経
験
か
ら
軍

人
に
進
む
と
い
う
自
然
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら（

85
）

︑
品
川
と

の
幕
末
の
戦
闘
経
験
の
共
有
が
尊
攘
堂
に
関
わ
る
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
や
は
り
こ
こ
で
も
真
宗
関
係
者
と
の
重
な
り
が
注
目
さ
れ

る
︒

　
全
体
を
通
し
て
﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
に
は
︑
尊
攘
堂
の
所
在

地
で
あ
る
京
都
の
み
な
ら
ず
︑
全
国
か
ら
多
く
の
人
び
と
が
結
集
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
が
︑
特
に
網
掛
け
の
重
な
り
や
付
さ
れ
た
番
号
・
記
号
の
多
い
人

び
と
に
は
京
都
在
住
者
が
多
か
っ
た
︒
最
も
熱
心
な
品
川
︱
尊
攘
堂
サ
ポ
ー

タ
ー
で
あ
る
尊
攘
堂
保
存
委
員
（
の
ち
︑
尊
攘
堂
委
員
）
は
︑﹁
維
新
経
験
﹂
軸

の
極
点
に
あ
る
人
物
だ
け
で
は
な
く
︑
各
指
標
に
お
け
る
色
や
番
号
・
記
号
の

重
な
り
の
大
き
い
人
物
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
傾
向
が
見
て
取
れ
た（

86
）

︒
こ
の
こ
と

か
ら
は
︑
維
新
経
験
に
お
い
て
品
川
と
特
に
共
有
度
の
大
き
い
人
物
の
み
な
ら

ず
︑
明
治
以
降
の
品
川
と
の
活
動
域
の
重
な
り
が
大
き
い
人
物
が
︑﹁
品
川
︱

尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の
中
核
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
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こ
れ
が
︑
真
宗
関
係
者
や
京
都
の
商
工
業
者
・
美
術
工
芸
家
で
あ
っ
た
︒

　
以
上
︑﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
マ
ト
リ
ク
ス
化
す
る
こ
と
で
︑

品
川
︱
尊
攘
堂
を
核
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
体
像
や
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を

一
通
り
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
作
業
に
よ
っ
て
は
か
な
り
思
い

切
っ
た
操
作
を
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
零
れ
落
ち
て
し
ま

う
現
実
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
史
料
的
限
界
も
あ
り
︑
十
分
厳
密
に
実

態
を
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
︒
筆

者
の
能
力
の
限
界
も
あ
り
︑
品
川
及
び
尊
攘
堂
と
の
深
い
関
係
が
あ
っ
た
者
を

見
落
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
し
︑
新
た
な
史
料
や
事
実
の
発
見

に
よ
っ
て
こ
の
人
び
と
の
配
置
や
網
掛
け
に
も
変
動
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し

そ
の
可
能
性
を
含
め
て
も
︑
か
な
り
実
態
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
︒
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
様
々
な
関
わ
り
方
を
さ
し
あ
た
っ

て
一
つ
の
基
準
で
統
合
し
︑
そ
の
関
係
性
の
強
弱
や
濃
淡
を
曲
が
り
な
り
に
も

一
覧
で
き
た
こ
と
で
︑
今
後
の
様
々
な
研
究
に
お
い
て
不
十
分
な
が
ら
も
一
つ

の
た
た
き
台
に
は
な
る
だ
ろ
う
︒
今
後
は
︑
こ
の
﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
中
の

人
物
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
全
国
的
な
悉
皆
調
査
を
し
︑
品

川
の
関
わ
っ
た
地
方
人
士
の
総
合
事
典
様
の
も
の
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
︒

第
五
章
　
経
時
的
分
析

　
こ
こ
ま
で
の
分
析
は
︑
実
は
経
時
的
視
角
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
弱
点
が
あ

る
︒
し
か
し
︑
以
上
の
方
法
を
応
用
し
︑
年
次
ご
と
に
﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂

を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
時
的
変
化
の
把
握
は
可
能
で
あ
る
︒
た
だ
今
回

は
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
こ
の
分
析
は
行
わ
ず
︑
差
し
当
た
っ
て
品
川
と
京

都
と
の
関
わ
り
方
の
経
時
的
変
化
を
概
観
で
き
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
デ
ー
タ

を
提
示
す
る
︒
各
年
次
ご
と
に
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
を
作
成
す
る
作
業
は
い
ず
れ

必
要
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
新
た
に
多
く
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑
今
回
は
そ
れ
以
上
に
端
的
に
品
川
に
と
っ
て
の
京
都

尊
攘
堂
の
政
治
史
的
位
置
づ
け
が
読
み
取
れ
る
経
時
的
デ
ー
タ
の
方
に
注
目
し

た
い
︒

　
本
章
で
は
︑
品
川
の
京
都
尊
攘
堂
と
の
関
わ
り
を
日
表
化
し
た
D
B
2
か
ら

品
川
の
京
都
滞
在
日
を
分
析
し
て
図
式
化
し
た
図
2
︑
お
よ
び
品
川
の
京
都
関

係
発
受
信
書
簡
点
数
を
ま
と
め
た
D
B
3
を
も
と
に
作
成
し
た
図
3
を
使
用
す

る
︒

　
ま
ず
︑
図
2
か
ら
は
︑
品
川
の
京
都
滞
在
が
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
・

八
八
年
・
九
三
年
・
九
五
年
・
九
九
年
後
半
～
一
九
〇
〇
年
初
頭
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
八
九
三
年
・
九
五
年
は
品
川
の
日
記
が
残
っ
て
お
り
︑

そ
の
行
動
が
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
な
る
の
で
︑
こ
れ
を
表
5
～
7
に
ま
と
め
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た
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
品
川
は
尊
攘
堂
に
滞
在
し
て
い
る
間
は
堂
創
設
の
目
的

で
あ
る
祭
典
の
準
備
や
書
類
の
整
理
に
加
え
︑
図
1
に
見
え
る
商
工
業
者
た
ち

や
真
宗
関
係
者
︑
美
術
工
芸
家
と
の
面
会
等
で
き
わ
め
て
多
忙
な
日
々
を
過
ご

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
中
に
は
各
地
の
実
業
視
察
や
地
方
官
・
国
民

協
会
員
と
の
接
触
な
ど
も
確
認
で
き
︑
と
て
も
単
な
る
保
養
と
は
み
な
し
が
た

い
︒
つ
ま
り
品
川
の
滞
京
は
京
都
の
様
々
な
領
域
に
お
け
る
有
力
者
と
の
既
存

の
人
的
関
係
の
維
持
に
加
え
︑
そ
れ
ま
で
全
く
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
接
点
の
な

か
っ
た
地
方
人
士
の
把
握
や
︑
彼
ら
の
要
望
・
潜
在
的
課
題
の
視
察
と
い
う
意

味
合
い
を
濃
厚
に
帯
び
た
機
会
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
将
来
の
組
織
化
に
は
欠
か
せ
な
い
基
礎
作
業
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
一
方
で
︑
一
八
八
九
︑ 

九
〇
︑ 

九
一
︑ 

九
二
年
前
半
︑
九
四
︑ 
九
六
～
九
九

年
前
半
に
は
京
都
滞
在
を
し
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
の
時
期
に
品

川
が
何
を
し
て
い
た
か
を
書
き
出
す
と
︑
一
八
八
九
年
五
月
一
三
日
～
九
一
年

六
月
一
日
は
宮
内
省
御
料
局
長
時
代
で
あ
り
︑
同
局
の
地
方
管
理
機
構
で
あ
る

支
庁
管
内
巡
視
の
際
に
西
下
し
た
記
録
は
見
え
る
も
の
の
︑
尊
攘
堂
滞
在
期
間

は
不
明
か
︑
あ
っ
た
と
し
て
も
業
務
に
伴
う
短
期
滞
在
で
あ
り
滞
在
そ
の
も
の

が
目
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
九
一
年
六
月
一
日
～
九
二
年
三
月
一
日
は

内
務
大
臣
時
代
で
あ
り
︑
退
任
後
九
二
年
八
月
ま
で
は
政
局
の
後
始
末
と
国
民

協
会
結
成
に
向
け
た
準
備
の
時
期
︑
九
四
年
～
九
九
年
は
国
民
協
会
時
代
で
あ

り
︑
い
ず
れ
も
東
京
で
の
活
動
が
中
心
で
あ
っ
た
︒

　
以
上
か
ら
︑
品
川
は
基
本
的
に
在
官
時
は
出
張
以
外
で
京
都
を
訪
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
国
民
協
会
時
代
も
遊
説
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
東

京
に
い
る
が
︑
一
八
九
三
年
︑
九
五
年
は
例
外
的
で
あ
っ
た
︒
国
民
協
会
解
散

後
は
活
動
の
拠
点
を
京
都
に
移
し
て
い
る
︒
品
川
の
滞
京
は
︑
あ
く
ま
で
中
央

で
の
公
務
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒

　
し
か
し
︑
品
川
の
国
民
協
会
指
導
時
に
は
︑
中
央
で
重
要
な
決
議
が
行
わ
れ

て
い
る
際
に
も
滞
京
を
優
先
し
て
い
る
事
例
が
確
認
で
き
る（

87
）

︒
品
川
の
滞
京
は
︑

決
し
て
国
民
協
会
を
含
む
中
央
政
局
が
穏
や
か
な
時
期
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
︒

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
品
川
は
京
都
以
外
に
在
る
時
も
京
都
関
係
者
と
の
交

流
や
京
都
情
勢
の
収
集
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
図
3
か
ら
は
︑
図
2

上
で
は
全
く
京
都
と
疎
遠
の
よ
う
に
見
え
る
時
期
で
も
︑
京
都
在
住
者
と
の
書

簡
の
や
り
取
り
や
︑
京
都
以
外
の
人
物
と
の
京
都
問
題
に
関
す
る
書
簡
の
や
り

取
り
が
一
定
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
更
に
︑
D
B
2
か
ら
は
こ
の
ほ
か
に
も
︑
品
川
が
信
頼
の
お
け
る
人
物
に
交

互
に
尊
攘
堂
を
管
理
さ
せ
︑
京
都
在
住
者
と
の
連
絡
係
・
京
都
情
勢
の
収
集
係

と
し
て
の
役
目
を
担
わ
せ
て
い
た
事
実
も
見
い
だ
せ
た
︒
最
も
日
常
的
に
尊
攘

堂
の
﹁
留
守
居
役
﹂
と
し
て
の
役
を
任
じ
て
い
た
の
は
︑
田
中
治
兵
衛
で
あ
る
︒

表
5
か
ら
は
︑
田
中
が
品
川
の
京
都
滞
在
時
の
受
け
入
れ
先
に
な
る
こ
と
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
田
中
は
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
で
は
第
四
象
限
に
位
置
し
︑

複
数
の
指
標
に
お
い
て
網
掛
け
が
あ
り
︑
記
号
や
番
号
の
重
な
り
も
大
き
く
︑
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図
1
の
分
析
か
ら
﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の
中
核
的
存
在
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
人
物
で
あ
る
︒
実
際
︑
田
中
は
品
川
留
守
時
の
尊
攘
堂
へ

の
寄
付
金
を
管
理
し
て
い
た（

88
）

ほ
か
︑
品
川
と
西
本
願
寺
と
の
連
絡
役
と
な
っ
て

日
常
的
に
両
者
の
間
を
往
復
し
た
り
︑
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
森
寛
斎
の
病
気

中
︑
森
家
の
金
銭
面
で
の
管
理
を
担
い
︑
逐
一
品
川
に
も
報
告
・
相
談
を
し
て

い
た
り
︑
同
じ
く
尊
攘
堂
保
存
委
員
で
あ
る
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
品
川
の
留
守

を
守
っ
た
り
︑
更
に
は
品
川
を
介
し
て
前
田
正
名
と
も
頻
繁
に
接
触
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る（

89
）

︒

　
ま
た
︑﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
で
は
第
三
象
限
に
位
置
し
︑
複
数
の
指
標
に

お
い
て
着
色
が
あ
る
片
岡
政
次
は
︑
品
川
家
の
書
生
で
あ
り
農
牧
場
管
理
者
で

も
あ
っ
た
︒
片
岡
は
田
中
治
兵
衛
の
娘
婿
で
も
あ
り（

90
）

︑
し
ば
し
ば
京
都
に
下
り

在
京
関
係
者
︑
特
に
西
本
願
寺
役
僧
や
有
力
門
徒
と
品
川
と
の
連
絡
に
奔
走
し

て
い
た（

91
）

︒﹁
品
川
マ
ト
リ
ク
ス
﹂
の
第
三
象
限
と
第
四
象
限
の
交
わ
る
辺
り
に

位
置
す
る
歴
史
家
の
川
崎
三
郎
（
紫
山
）
は
︑
時
折
尊
攘
堂
に
滞
在
し
︑
留
守

中
の
管
理
に
従
事
し
て
い
た（

92
）

︒
更
に
︑
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
︑
画
家
の
神
坂

雪
佳
も
品
川
の
恩
顧
を
受
け
一
時
尊
攘
堂
内
に
寄
寓
し
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と

か
ら
︑
品
川
の
﹁
京
都
留
守
居
役
﹂
と
し
て
の
任
を
奉
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
と
し
て
︑
書
簡
か
ら
判
明
す
る
以
上
に
多
く
の
人
物
が
尊
攘
堂
に
寄

寓
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
し
か
も
こ
の
よ
う
な
﹁
京
都
留
守
居
役
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
活
動
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
︑
相
互
に
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
品
川
と
結
び
つ
い
て
い

た
︒
た
と
え
ば
片
岡
は
︑
京
都
に
滞
在
し
品
川
に
京
都
情
勢
を
報
告
す
る
際
︑

尊
攘
堂
で
は
な
く
義
実
家
で
も
あ
る
文
求
堂
に
滞
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た（

93
）

︒

　
以
上
か
ら
︑
品
川
は
京
都
を
離
れ
て
い
る
時
期
で
も
完
全
に
京
都
の
情
勢
と

切
り
離
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
在
野
で
の
活
動
に
お
け
る
事
務
所
の
ご

と
く
尊
攘
堂
を
活
用
し
︑
堂
を
通
じ
て
常
に
京
都
情
勢
に
注
意
を
払
い
続
け
て

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
こ
れ
は
品
川
に
と
っ
て
京
都
が
︑
決
し
て
非
日
常

の
保
養
の
場
で
も
退
避
の
た
め
の
場
で
も
な
く
︑
日
常
的
に
配
慮
を
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
中
央
政
界
に
お
け

る
公
務
よ
り
優
先
さ
れ
る
も
の
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
︑
少
な

く
と
も
中
央
政
界
と
は
異
な
る
重
要
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
品
川
に
と
っ
て
京
都
尊
攘
堂
は
︑
本
来
的
に
維
新
殉
難

志
士
の
慰
霊
・
祭
典
を
行
う
と
い
う
目
的
性
を
持
っ
た
﹁
施
設
﹂
で
あ
っ
た
と

同
時
に
︑
そ
の
副
次
的
な
性
格
と
し
て
︑
在
京
阪
神
地
域
の
有
力
者
や
地
方
人

士
と
接
触
す
る
﹁
拠
点
﹂
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

終
　
章

　
最
後
に
︑
本
稿
で
可
視
化
さ
れ
た
﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の
特

徴
に
つ
い
て
要
約
し
︑
こ
れ
と
品
川
の
地
方
人
士
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

察
す
る
︒

　
第
一
に
︑
真
宗
・
信
用
組
合
・
国
民
協
会
・
五
二
会
等
の
指
標
は
︑
こ
れ
ま
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で
の
研
究
の
中
か
ら
品
川
が
組
織
し
た
︑
あ
る
い
は
組
織
に
関
わ
っ
た
と
思
わ

れ
る
団
体
と
し
て
筆
者
が
選
択
的
に
抽
出
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
ら

が
中
央
︱
東
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
都
尊
攘
堂
に
お
い
て
発
現
し
て
い
た
こ
と
︑

そ
し
て
こ
れ
ら
の
各
領
域
に
お
け
る
人
脈
が
品
川
︱
尊
攘
堂
を
介
し
て
相
互
に

重
な
り
合
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個

の
関
心
か
ら
行
わ
れ
︑
相
互
の
没
交
渉
を
招
い
て
い
る
こ
と
の
問
題
が
指
摘
で

き
よ
う（

94
）

︒

　
第
二
に
︑
真
宗
関
係
者
で
あ
る
こ
と
・
信
用
組
合
・
五
二
会
・
国
民
協
会
関

係
者
で
あ
る
こ
と
は
︑
品
川
と
維
新
経
験
を
共
有
し
な
い
人
び
と
を
︑
維
新
殉

難
者
の
祭
祀
・
慰
霊
を
目
的
と
す
る
尊
攘
堂
に
結
び
つ
け
る
要
因
と
な
っ
て
い

た
︒
逆
に
︑
品
川
︱
尊
攘
堂
と
の
関
係
を
通
じ
て
︑
地
方
人
士
を
こ
れ
ら
の
組

織
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た（

95
）

︒

　
第
三
に
︑
品
川
は
尊
攘
堂
管
理
を
任
ず
る
特
定
の
人
物
を
通
じ
て
︑
京
都
滞

在
時
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
上
記
の
人
び
と
と
恒
常
的
に
連
絡
を
取
り

合
っ
た
り
︑
注
視
し
た
り
し
て
い
た
︒
品
川
に
と
っ
て
京
都
尊
攘
堂
は
︑
地
方

人
士
組
織
化
の
京
都
に
お
け
る
拠
点
︑
あ
る
い
は
連
絡
機
関
で
あ
っ
た
と
い
え

る
︒
品
川
に
と
っ
て
京
都
や
尊
攘
堂
は
政
治
か
ら
離
れ
た
逃
避
や
慰
安
の
た
め

だ
け
の
場
と
は
言
い
が
た
い
︒
ま
た
︑
維
新
の
昔
を
懐
古
し
︑
感
傷
に
浸
る
た

め
だ
け
の
場
で
も
な
か
っ
た
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
右
に
述
べ
た
中
核
メ
ン
バ
ー
以
外
の
人
び
と
に
関
し
て
は
︑
図

1
︱

7
が
端
的
に
示
し
︑
図
1
︱

8
に
お
け
る
下
級
官
員
の
例
が
示
唆
す
る
よ
う

な
﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
自
体
の
持
つ
魅
力
も
誘
因
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
︒
尊
攘
堂
に
は
︑
ま
ず
何
よ
り
中
央
政
界
の
実
力
者
で
あ
る
品

川
を
筆
頭
と
し
て
︑
全
国
各
地
・
各
界
の
有
力
者
︑
優
れ
た
芸
術
家
・
気
鋭
の

実
業
家
と
結
び
つ
く
ハ
ブ
と
し
て
の
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
側
に
は
︑
一
度
の
祭
典
ご
と
に
数
百
～
数
千

人
に
も
上
る
規
模
の
︑
新
聞
に
も
人
名
が
掲
載
さ
れ
な
い
参
拝
者
が
い
た
と
い

う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
品
川
が
価
値
観
を
共
有
す
る
人
び
と

を
こ
の
よ
う
に
幅
広
く
動
員
で
き
た
と
い
う
事
実
︑
特
に
維
新
殉
難
者
の
慰
霊

祭
典
と
し
て
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
養
正
社
主
導
の
招
魂
祭
に
並
び
立
つ
規

模
の
一
大
祭
典
を
一
個
人
と
し
て
営
み
︑
恒
例
化
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
︑

品
川
に
お
い
て
は
大
き
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
︑
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
品
川
の
社
会
的
地
位
や
名
声
︑
存
在
感
が
定
着
す
る

こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
品
川
が
引
退
す
る
明
治
三
二
年
ま
で
長
ら
く
政
界
の
中
で
一
定
の
地
位
を
占

め
続
け
た
こ
と
は
︑
ま
ぎ
れ
も
な
く
彼
の
政
治
力
を
示
す
︒
か
つ
て
前
田
亮
介

は
拙
著
﹃
皇
室
財
産
の
政
治
史
﹄
の
書
評
に
お
い
て
︑
拙
著
が
品
川
の
自
己
規

定
に
引
き
ず
ら
れ
て
品
川
の
政
治
力
を
過
小
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

96
）

︒

指
摘
は
尤
も
だ
が
︑
筆
者
は
品
川
の
政
治
力
を
決
し
て
軽
視
し
て
は
い
な
か
っ

た
︒
た
だ
︑
品
川
が
並
み
い
る
藩
閥
指
導
者
た
ち
の
中
で
一
定
の
地
位
を
占
め
︑

曲
が
り
な
り
に
も
政
界
に
屹
立
し
え
た
政
治
力
と
は
︑
前
田
の
言
う
よ
う
な
権

謀
術
数
を
弄
す
る
老
獪
さ
と
い
う
よ
り
も
ま
さ
し
く
こ
の
組
織
力
・
動
員
力
で
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は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
分
析
で
品
川
の
地
方
人
士
組
織
と
の
関
係
が
明
確
に
導
き

出
せ
る
人
び
と
は
全
体
の
う
ち
の
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
︑
大
半
の
人
び
と
は

﹁
動
員
﹂
と
は
言
い
う
る
も
の
の
﹁
組
織
﹂
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
ま
ま

で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
内
の
個
々
の
人
物
が

品
川
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
重
要
と
思
わ
れ
る

の
は
︑
こ
の
よ
う
な
組
織
と
の
関
係
が
明
白
／
不
明
な
人
び
と
を
包
み
込
む
大

き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
れ
ら
の
ハ
ブ
を
品
川
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の

意
味
で
あ
る
︒

　
京
都
尊
攘
堂
は
︑
様
々
な
背
景
を
持
つ
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
持
ち

場
を
一
時
的
に
離
れ
て
︑
維
新
の
﹁
勤
王
﹂
殉
難
志
士
を
悼
む
と
い
う
目
的
の

も
と
入
り
乱
れ
る
場
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
場
は
︑
V
・
タ
ー
ナ
ー
が
提
唱

し
た
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
﹂
概
念
で
理
解
で
き
る（

97
）

︒

　
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
は
︑
構
造
の
裂
け
目
に
出
現
す
る
未
分
化
・
未
発
達
で
境
界

的
・
外
縁
的
な
状
況
で
あ
り
︑
構
造
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
社
会
全
体
を
構
成
す

る
︒﹁
反
構
造
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
が
構
造
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
構
造

︱
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
は
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
︒
政
治
や
法
制
度
︑
経
済
社

会
の
よ
う
に
︑
法
制
度
的
・
強
制
的
・
日
常
的
な
領
域
が
構
造
で
あ
り
︑
そ
れ

に
対
し
て
そ
れ
ら
の
領
域
か
ら
一
時
的
に
退
避
し
︑
そ
れ
ま
で
の
領
域
に
お
け

る
社
会
的
関
係
や
秩
序
を
離
れ
て
人
び
と
が
自
発
的
・
対
等
に
結
び
つ
く
状
態
︑

た
と
え
ば
儀
礼
や
祭
典
︑
巡
礼
︑
隠
遁
生
活
な
ど
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
と
見
な
さ

れ
る
︒
近
代
日
本
政
治
史
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
概
念
を
援
用
し
た
研
究
は
︑

管
見
の
限
り
で
は
坂
本
一
登
﹁
伊
藤
博
文
と
山
縣
有
朋
﹂
の
み
で
あ
る（

98
）

︒
坂
本

は
明
示
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
伊
藤
博
文
の
明
治
一
五
年
か
ら
一
七
年
に

お
け
る
欧
州
で
の
立
憲
制
度
調
査
を
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
と
位
置
付
け
て
い
る
よ
う

で
あ
る
︒
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
は
︑
構
造
の
矛
盾
や
行
き
詰
ま
り
か
ら
人
び
と
が
一

時
的
に
（
あ
る
い
は
不
本
意
な
が
ら
）
退
避
す
る
場
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
の
境

界
状
態
が
創
造
性
の
源
と
な
り
︑
新
た
な
価
値
を
帯
び
て
構
造
に
向
か
っ
て
生

ま
れ
変
わ
る
契
機
を
生
み
出
す
︒

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
全
て
の
別
荘
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
し
か
し
と
り
わ
け
︑
品
川
に
お
け
る
尊
攘
堂
は
︑
そ
こ
に
関
わ
る
人
々
の

数
や
属
性
か
ら
見
て
大
規
模
か
つ
独
特
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
︒﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
は
︑
名
前
の
判
明
す
る
限

り
で
も
数
百
人
規
模
に
及
び
︑
そ
の
背
後
に
は
更
に
数
百
人
～
数
千
人
の
参
拝

者
が
存
在
し
た
︒
そ
れ
ら
の
人
び
と
は
政
治
家
の
み
な
ら
ず
︑
多
様
な
属
性
・

階
層
に
わ
た
っ
て
い
た
︒

　
そ
の
中
核
に
は
︑
社
会
問
題
や
利
害
問
題
を
議
会
政
治
や
行
政
機
構
と
い
っ

た
公
式
ル
ー
ト
の
み
な
ら
ず
︑
様
々
な
自
助
的
︑
あ
る
い
は
非
公
式
ル
ー
ト
で

解
決
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
い
た
︒﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の

中
核
と
な
っ
て
い
た
京
都
の
商
工
業
者
た
ち
は
︑
市
会
や
商
業
会
議
所
を
通
じ

て
近
代
京
都
の
都
市
行
政
に
大
き
く
入
り
込
ん
で
い
た
人
び
と
と
は
異
質
な
グ

ル
ー
プ
で
あ
っ
た
︒
真
宗
関
係
者
は
︑
政
治
的
に
は
国
民
協
会
の
重
要
な
支
持
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層
で
あ
り
︑
信
用
組
合
・
五
二
会
は
︑
日
本
経
済
の
近
代
化
・
資
本
主
義
的
発

展
の
中
で
︑
在
来
産
業
の
維
持
・
発
展
を
共
助
的
に
な
し
︑
そ
の
点
に
お
い
て

中
央
の
有
力
者
と
強
い
親
和
性
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
︒
長
州
出
身
者
は
︑

中
央
の
有
力
者
を
介
し
て
官
界
で
生
き
残
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒
い

ず
れ
も
政
党
や
地
方
議
会
・
地
方
行
政
で
は
な
く
︑
中
央
の
有
力
指
導
者
と
つ

な
が
る
こ
と
で
︑
直
接
国
家
に
把
握
さ
れ
︑
あ
る
い
は
全
国
の
有
力
実
業
家
や

同
業
者
と
の
横
の
連
携
を
形
成
し
︑
自
助
的
発
展
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑

自
ら
の
基
盤
強
化
・
利
益
実
現
を
図
る
と
い
う
共
通
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
持
っ

て
い
た
人
び
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
は
品
川
が
最
も
組
織
化
に
成
功
し
た

人
び
と
で
あ
っ
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
品
川
自
身
も
公
式
ル
ー
ト
で
の
問
題
解
決
・
利
益
追
求
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
実
際
︑
品
川
は
国
民
協
会
を
組
織
し
て
議
会
政
治

の
中
で
の
問
題
解
決
を
試
み
て
も
い
た
︒
し
か
し
︑
彼
は
そ
の
限
界
に
も
自
覚

的
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
信
用
組
合
の
組
織
や
五
二
会
︑
真
宗
勢
力
と
い
っ
た

各
種
の
議
会
政
治
外
を
活
動
の
場
と
す
る
団
体
に
関
わ
り
︑
そ
の
力
を
活
用
し

よ
う
と
も
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
尊
攘
堂
で
は
︑
品
川
や
こ
う
し
た
中
核
メ
ン
バ
ー
に
止
ま
ら
な
い
多
く
の
人

び
と
が
︑
維
新
﹁
勤
王
﹂
殉
難
志
士
を
悼
む
と
い
う
意
味
に
お
い
て
﹁
同
格
﹂

で
あ
る
︒
そ
の
﹁
同
格
﹂
性
の
中
で
新
た
な
結
合
が
発
生
し
︑
あ
る
い
は
発
見

さ
れ
︑
そ
し
て
日
常
の
社
会
構
造
の
中
に
戻
っ
て
い
く
と
き
に
は
︑
も
は
や
元

の
関
係
で
は
な
い
︒

　
政
党
を
警
戒
し
︑
露
骨
な
組
織
化
の
意
図
を
拒
む
人
び
と
が
多
数
を
占
め
る

社
会
に
お
い
て
は
︑
逆
説
的
で
あ
る
が
︑﹁
組
織
﹂
す
る
た
め
に
﹁
組
織
し
な

い
﹂
場
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
尊
攘
堂
は
︑
そ
の
主
目
的
に
お
い
て
︑
品
川
の
地

方
人
士
組
織
と
は
無
関
係
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は
品
川
が
組
織
に
成
功

し
た
人
び
と
が
集
い
︑
相
互
に
連
携
し
︑
そ
の
一
部
は
新
た
な
結
合
へ
と
発
展

し
た
︒
そ
の
結
合
の
多
く
は
あ
く
ま
で
︑
直
接
的
に
議
会
政
治
に
お
い
て
問
題

解
決
を
図
る
た
め
の
組
織
で
は
な
か
っ
た（

99
）

︒﹁
組
織
し
な
い
﹂
場
が
﹁
組
織
さ

れ
た
く
な
い
人
び
と
﹂
に
特
有
の
﹁
組
織
﹂
を
生
み
出
す
効
果
を
も
た
ら
し
て

い
た
︒

　
品
川
は
︑
国
政
に
お
い
て
は
﹁
良
民
政
党
﹂
を
そ
れ
ま
で
の
歴
史
上
最
も
長

期
に
わ
た
っ
て
存
続
さ
せ
︑
国
政
外
で
も
信
用
組
合
の
創
設
を
始
め
複
数
の
団

体
に
関
与
し
︑
国
家
大
の
課
題
の
民
間
で
の
自
助
的
解
決
手
段
を
扶
植
し
た
点

に
お
い
て
︑
藩
閥
指
導
者
の
中
で
は
組
織
巧
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
し
か

し
そ
の
組
織
は
︑
品
川
の
個
人
的
力
量
に
全
て
負
っ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
は
︑

品
川
が
後
の
政
党
の
よ
う
な
地
方
の
要
望
吸
収
・
利
益
誘
導
に
最
適
化
さ
れ
た

仕
組
み
に
代
わ
る
何
ら
か
の
武
器
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ

う
︒
そ
の
一
つ
が
︑
京
都
尊
攘
堂
と
い
う
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
﹂
で
あ
っ
た
と
い

う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
事
実
の
前
後
に
︑
政
治
史
で
は
よ
く
知
ら

れ
た
次
の
事
実
を
置
く
時
︑
政
治
史
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
分
析
の
重
要
性

が
よ
り
際
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
議
会
政
治
開
始
前
に
政
党
結
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成
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
し
た
﹁
懇
親
会
﹂
と
い
う
緩
や
か
な
結
合

の
あ
り
方（

100
）

や
︑
議
会
政
治
に
お
い
て
議
会
外
の
様
々
な
結
合
の
存
在
感
が
増
し

て
く
る
日
露
戦
後
～
昭
和
戦
前
期
の
政
治
状
況（

101
）

で
あ
る
︒
政
治
に
お
い
て
﹁
組

織
﹂
を
生
み
出
す
の
は
︑
直
接
的
利
害
だ
け
で
は
な
く
︑
一
見
組
織
に
は
結
び

つ
き
そ
う
も
な
い
︑
所
属
や
階
層
を
超
え
た
人
び
と
の
交
流
の
場
で
も
あ
る
︒

そ
れ
を
﹁
間
接
的
利
益
﹂
の
供
与
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
︑
結
局
利

益
に
結
び
つ
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
︒
政
党
と
比

べ
︑
非
効
率
で
無
駄
の
多
い
や
り
方
か
も
し
れ
な
い
が
︑
政
党
に
代
わ
る
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
必
要
と
す
る
状
況
の
中
で
は
時
と
し
て
非
常
に
有
効
な
力
を
発

揮
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
は
︑
そ
の
発
現
の
仕
方
や
活
用
の
度
合
い
な
ど
の
実
態

解
明
も
含
め
て
︑
政
治
史
の
重
要
な
検
討
対
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注（
1
）  

本
稿
で
い
う
﹁
組
織
﹂
と
は
経
営
学
・
行
政
学
的
な
静
態
的
﹁
組
織
論
﹂
に
お
け
る

そ
れ
で
は
な
く
︑
動
き
︑
生
成
さ
れ
る
﹁
組
織
﹂
化
の
過
程
で
あ
る
︒
以
下
︑
煩
雑
さ

を
避
け
る
た
め
に
括
弧
を
外
し
て
表
記
す
る
が
︑
例
外
的
に
︑
品
川
弥
二
郎
に
よ
る
歴

史
的
・
特
殊
的
な
組
織
の
あ
り
方
を
強
調
す
る
際
に
は
括
弧
付
き
で
表
記
す
る
︒

（
2
）  

有
泉
貞
夫
﹃
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
︱
︱
地
方
政
治
状
況
史
論
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
八
〇
年
）︑
伏
見
岳
人
﹃
近
代
日
本
の
予
算
政
治 

一
九
〇
〇
︱
一
九
一
四
︱
︱
桂

太
郎
の
政
治
指
導
と
政
党
内
閣
の
確
立
過
程
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
年
）︑

前
田
亮
介
﹃
全
国
政
治
の
始
動
︱
︱
帝
国
議
会
開
設
後
の
明
治
国
家
﹄（
東
京
大
学
出
版

会
︑
二
〇
一
六
年
）︒

（
3
）  

伊
藤
之
雄
﹁
日
本
政
党
政
治
研
究
の
課
題
︱
︱
三
谷
太
一
郎
氏
・
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ

氏
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
日
本
史
研
究
﹄
三
四
五
︑ 

一
九
九
一
年
）︑
同
﹁
桂
園
体
制

形
成
期
の
政
友
会
の
組
織
改
革
と
原
敬
﹂（
上
横
手
雅
敬
監
修
︑
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆
夫

編
﹃
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
）︒

（
4
）  

季
武
嘉
也
﹁
大
選
挙
区
制
度
下
の
総
選
挙
と
地
域
政
治
社
会
﹂（﹃
創
価
大
学
人
文
論

集
﹄
四
︑ 

一
九
九
二
年
）︑
同
﹁
戦
前
期
の
総
選
挙
と
地
域
社
会
︱
︱
近
代
日
本
の
三
つ

の
波
動
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
五
四
四
︑ 

一
九
九
三
年
）︑
村
瀬
信
一
﹁
明
治
期
に
お
け
る
政

党
と
選
挙
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
五
四
四
︑ 

一
九
九
三
年
）︑
伏
見
岳
人
﹁
初
期
立
憲
政
友
会

の
選
挙
戦
術
（
一
）
～
（
四
）
︱
︱
大
選
挙
区
制
下
の
組
織
統
制
過
程
﹂（﹃
法
学
﹄

七
七-

五
︑ 

七
八-

二
︑ 

七
九-

二
︑ 

八
〇-

三
︑ 

二
〇
一
三
年
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
〇
一
五

年
︑
二
〇
一
六
年
）︒

（
5
）  

明
治
期
の
地
方
人
士
の
政
党
認
識
に
関
し
て
は
︑
池
田
真
歩
﹁
地
方
社
会
と
明
治
憲

法
体
制
︱
︱
官
僚
・
政
党
・
町
村
長
﹂（﹃
ア
ス
テ
イ
オ
ン
﹄
九
〇
︑ 

二
〇
一
九
年
）
に

的
確
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
︒

（
6
）  

高
久
嶺
之
介
﹁「
良
民
党
」
結
成
計
画
に
つ
い
て
︱
︱
立
憲
自
由
党
結
成
過
程
の
一
事

実
﹂（﹃
文
化
史
学
﹄
三
一
︑ 

一
九
七
五
年
）︑
同
﹁
明
治
憲
法
体
制
成
立
期
の
吏
党
﹂（
同

志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
﹃
社
会
科
学
﹄
六-

三
︑ 

一
九
七
六
年
）︑
同
﹁
明
治
憲
法

体
制
と
地
方
民
党
運
動
﹂（﹃
日
本
史
研
究
﹄
一
六
三
︑ 

一
九
七
六
年
）︑
伊
藤
之
雄
﹃
立

憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文
︱
︱
内
政
と
外
交 

一
八
八
九
～
一
八
九
八
﹄（
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
九
九
年
）︑
小
林
丈
広
﹁
京
都
公
民
会
と
都
市
商
工
業
者
﹂（﹃
キ
リ
ス
ト
教
社

会
問
題
研
究
﹄
五
九
︑ 

二
〇
一
〇
年
）︒

（
7
）  

坂
野
潤
治
﹃
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
︱
︱
富
国
強
兵
と
民
力
休
養
﹄
東
京
大
学
出
版

会
︑
一
九
七
一
年
︒

（
8
）  
﹁
自
治
党
﹂
と
は
帝
国
議
会
開
会
を
見
据
え
て
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
に
井
上
馨

が
組
織
を
始
め
た
政
治
団
体
の
総
称
で
あ
る
︒
小
林
は
高
久
の
一
連
の
研
究
を
引
い
て
︑

坂
野
の
﹁
自
治
党
﹂
評
価
が
﹁
自
治
党
﹂
運
動
の
可
能
性
を
最
大
限
に
拡
大
し
た
理
解

で
あ
り
︑﹁
自
治
党
﹂
に
結
集
し
た
と
さ
れ
る
各
団
体
の
実
態
を
必
ず
し
も
正
確
に
捉
え
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た
も
の
で
は
な
い
と
言
う
（
前
掲
小
林
﹁
京
都
公
民
会
と
都
市
商
工
業
者
﹂）︒
伊
藤
之

雄
は
﹁
自
治
党
﹂
の
支
持
基
盤
と
さ
れ
た
和
歌
山
県
に
つ
い
て
検
討
し
︑
和
歌
山
で
﹁
自

治
党
﹂
を
指
導
し
た
陸
奥
宗
光
は
﹁
自
治
党
﹂
の
最
大
の
支
持
勢
力
と
さ
れ
る
商
工
業

者
と
の
関
係
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
前
掲
伊
藤
﹃
立
憲
国
家
の
確
立

と
伊
藤
博
文
﹄）︒
こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
︑
坂
野
が
従
来
﹁
自
治
党
﹂
の
支
持
基
盤
と

見
な
し
て
き
た
地
域
に
お
い
て
も
実
態
と
し
て
は
都
市
商
工
業
者
の
政
治
的
な
動
き
と

﹁
自
治
党
﹂
運
動
と
の
有
機
的
な
関
連
性
は
見
出
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
︒

（
9
）  

奥
谷
松
治
﹃
品
川
弥
二
郎
伝
﹄（
高
陽
書
院
︑
一
九
四
〇
年
）
三
一
一
～
三
一
二
頁
︒

組
織
化
と
は
政
党
だ
け
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
︒
信
用
組
合
や
前
田
正
名
の
五
二
会

の
よ
う
な
産
業
組
織
化
や
宗
教
を
通
じ
た
民
衆
組
織
化
・
動
員
も
︑
国
家
が
様
々
な
政

策
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
︒
内

務
省
や
農
商
務
省
が
こ
れ
ら
を
監
督
下
に
置
い
て
い
た
（
あ
る
い
は
置
き
た
が
っ
た
）

こ
と
は
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
︒

（
10
）  

佐
々
木
隆
﹁
明
治
時
代
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
そ
の
3
）﹂﹃
東
京
大
学

新
聞
研
究
所
紀
要
﹄
三
五
︑ 

一
九
八
六
年
︒

（
11
）  

佐
藤
信
﹃
近
代
日
本
の
統
治
と
空
間
︱
︱
私
邸
・
別
荘
・
庁
舎
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

二
〇
二
〇
年
︒

（
12
）  

同
右
︑
四
三
八
頁
︒

（
13
）  

佐
藤
は
﹁
京
阪
別
荘
﹂
と
総
括
し
て
い
る
が
︑
分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
る
政
治
家
の

別
荘
は
大
阪
に
は
な
く
京
都
・
神
戸
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
京
神
別
荘
﹂
と
呼

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
佐
藤
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
︒

（
14
）  

前
掲
佐
藤
﹃
近
代
日
本
の
統
治
と
空
間
﹄
二
〇
七
頁
︒

（
15
）  

同
右
︑
一
九
八
頁
︒

（
16
）  

そ
の
よ
う
な
﹁
地
方
﹂
の
姿
を
活
写
し
た
の
が
御
厨
貴
﹃
明
治
国
家
形
成
と
地
方
経

営
︱
︱
1
8
8
1
～
1
8
9
0
年
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
〇
年
）
で
は
な
か
っ

た
か
︒
国
家
統
治
の
必
要
か
ら
の
地
方
統
治
の
重
要
性
は
︑
士
族
授
産
政
策
の
研
究
に

お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
き
た
観
点
で
あ
る
（
落
合
弘
樹
﹃
明
治
国
家
と
士
族
﹄︿
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
〇
一
年
﹀
Ⅲ
）︒

（
17
）  

こ
の
よ
う
な
指
摘
を
意
識
し
て
か
︑
佐
藤
は
政
治
家
の
京
阪
（
神
）
別
荘
を
﹁
確
か

に
全
く
非
政
治
の
場
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
﹂
と
し
て
︑
琵
琶
湖
疎
水
成
立
と
の
関
係

や
京
都
府
知
事
の
訪
問
︑
東
山
鉄
道
計
画
と
の
関
係
や
政
治
家
と
の
会
合
の
存
在
を
挙

げ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹁
僅
か
﹂
で
あ
り
︑﹁
国
家
統
治
に
関
わ
る
政
策
決
定
﹂

は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
と
い
う
評
価
は
変
わ
ら
な
い
（
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
）︒
建
築

史
家
の
矢
个
崎
善
太
郎
は
山
縣
有
朋
の
第
三
次
無
鄰
菴
に
つ
い
て
﹁
山
縣
の
別
邸
は
単

に
山
縣
自
身
の
保
養
の
場
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
政
界
や
実
業
界
の
有
力
者
と
の
交

流
の
場
で
あ
り
︑
い
わ
ば
中
央
か
ら
離
れ
た
政
治
の
場
で
も
あ
っ
た
﹂
と
そ
の
政
治
性

を
認
め
て
い
る
（
矢
个
崎
善
太
郎
﹃
近
代
京
都
の
東
山
地
域
に
お
け
る
別
邸
・
邸
宅
群

の
形
成
と
数
寄
空
間
に
関
す
る
研
究
﹄︿
京
都
工
芸
繊
維
大
学
博
士
論
文
︑
一
九
九
八

年
﹀
一
七
頁
）︒
し
か
し
︑﹁
山
縣
有
朋
の
別
邸
が
単
な
る
山
縣
の
保
養
の
場
で
あ
る
だ

け
で
な
く
︑
京
都
に
お
け
る
政
治
の
場
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
︑
有
力
者
た
ち
に
別

邸
造
営
の
場
と
し
て
京
都
東
山
地
域
の
存
在
を
注
目
さ
せ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い

た
﹂（
同
右
）
と
の
言
に
見
え
る
よ
う
に
︑
京
都
別
邸
が
﹁
中
央
政
界
の
実
力
者
・
山
縣

有
朋
﹂
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
観
点
が
弱
い
た
め
に
中

央
政
界
中
心
の
政
治
史
の
関
心
か
ら
外
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

（
18
）  

佐
藤
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
を
考
慮
し
て
か
︑
政
党
政
治
家
の
空
間
利
用
の
考
察
の
中

で
︑﹁
議
会
政
治
が
定
着
す
る
と
︑
政
党
政
治
家
は
選
挙
区
に
拠
点
を
置
く
必
要
に
も
迫

ら
れ
た
﹂
と
述
べ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
す
ぐ
直
後
に
﹁
そ
れ
で
も
政

党
政
治
家
に
と
っ
て
東
京
と
い
う
統
治
の
中
心
に
い
る
こ
と
は
耐
え
が
た
く
魅
力
的
で

あ
っ
た
﹂（
三
六
四
頁
）
と
し
︑
あ
く
ま
で
政
党
政
治
家
の
拠
点
は
中
央
＝
東
京
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
す
る
︒

（
19
）  
奈
良
岡
聰
智
﹁
大
磯
か
ら
見
た
近
代
日
本
政
治
﹂（﹃
創
文
﹄
五
〇
二
︑ 

二
〇
〇
七
年
）︑

同
﹁「
別
荘
」
か
ら
見
た
近
代
日
本
政
治
﹂（﹃
月
刊
自
由
民
主
﹄
六
六
五
︑ 

二
〇
〇
八
年
）︑

同
﹁
伊
藤
博
文
と
大
磯
﹂（
大
磯
町
郷
土
資
料
館
編
刊
﹃
伊
藤
博
文
没
後
1
0
0
年
記
念

展
︱
︱
滄
浪
閣
の
時
代
﹄
二
〇
〇
九
年
）︑
同
﹁「
別
荘
」
か
ら
み
た
近
代
日
本
政
治
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第
1
回
～
第
16
回
﹂（﹃
公
研
﹄
四
八-

四
～
十
二
︑ 

二
〇
一
〇
年
︑
四
九-

一
～
七
︑ 

二
〇
一
一
年
）︑
同
﹁
近
代
日
本
政
治
と
「
別
荘
」
︱
︱
「
政
界
の
奥
座
敷
」
大
磯
を
中

心
と
し
て
﹂（
筒
井
清
忠
編
著
﹃
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
文
化
﹄
千
倉
書
房
︑
二
〇
一
一
年
）︑

同
﹁
原
敬
を
め
ぐ
る
「
政
治
空
間
」
︱
︱
芝
本
邸
・
盛
岡
別
邸
・
腰
越
別
荘
﹂（
伊
藤
之

雄
編
著
﹃
原
敬
と
政
党
政
治
の
確
立
﹄
千
倉
書
房
︑
二
〇
一
四
年
）︑
奈
良
岡
聰
智
﹁
西

園
寺
公
望
の
別
荘
か
ら
京
都
大
学
の
清
風
荘
へ
︱
︱
伝
統
と
学
知
の
継
承
﹂（
松
田
文

彦
・
今
西
純
一
・
中
嶋
節
子
・
奈
良
岡
聰
智
編
著
﹃
清
風
荘
と
近
代
の
学
知
﹄
京
都
大

学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
二
一
年
）︒

（
20
）  

前
掲
奈
良
岡
﹁
原
敬
を
め
ぐ
る
「
政
治
空
間
」﹂
六
一
九
頁
︒

（
21
）  

前
掲
奈
良
岡
﹁「
別
荘
」
か
ら
見
た
近
代
日
本
政
治
　
第
1
回
﹂
六
七
～
七
一
頁
︒

（
22
）  

前
掲
奈
良
岡
﹁「
別
荘
」
か
ら
見
た
近
代
日
本
政
治
　
第
2
回
﹂
六
五
頁
︒

（
23
）  

も
ち
ろ
ん
︑
奈
良
岡
は
伊
藤
博
文
の
別
荘
所
在
地
・
大
磯
と
の
関
係
を
論
じ
る
中
で
︑

伊
藤
が
大
磯
小
学
校
新
築
の
た
め
に
多
額
の
寄
付
を
し
た
こ
と
や
︑
毎
年
大
磯
小
学
校

の
新
入
生
に
十
銭
入
り
の
郵
便
貯
金
通
帳
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
こ
と
な
ど
︑
地
元
・
大

磯
の
発
展
に
尽
く
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
挙
げ
て
い
る
︒﹁
地
元
の
発
展
に
尽
く
す
﹂
と
い

う
観
点
に
お
い
て
は
︑
本
稿
で
想
定
し
て
い
る
品
川
弥
二
郎
の
京
都
と
の
関
わ
り
と
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
詳
し
く
は
本
論
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
品
川

の
別
荘
所
在
地
と
の
関
わ
り
方
は
伊
藤
の
そ
れ
と
も
ま
た
異
質
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
伊
藤
の
別
荘
と
の
関
わ
り
方
が
﹁
居
住
地
へ
の
感
謝
﹂
と
い
う

一
方
的
か
つ
恩
恵
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
︑
品
川
の
そ
れ
は
︑
彼

の
全
国
的
組
織
化
と
い
う
政
治
課
題
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
る
点
︑
京
都
・
那
須
な
ど

ま
さ
に
そ
の
地
域
に
置
か
れ
る
こ
と
に
︑﹁
風
光
﹂﹁
好
環
境
﹂
と
い
っ
た
︑
お
よ
そ
別

荘
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
価
値
以
上
の
政
治
的
な
重
要
性
が
あ
り
︑
上
下
関
係
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
地
域
と
品
川
の
共
利
共
生
関
係
に
あ
っ
た
点
に
お
い
て
で
あ
る
︒
な

お
︑
西
園
寺
公
望
が
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
以
来
京
都
別
荘
と
し
て
利
用
し
て
き
た

清
風
荘
に
関
す
る
奈
良
岡
の
近
著
で
は
︑
清
風
荘
を
訪
れ
た
政
治
家
・
文
人
・
学
者
・

学
生
な
ど
の
多
様
な
人
脈
を
精
彩
に
示
し
︑
別
荘
研
究
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
成
果
で

あ
る
（
前
掲
奈
良
岡
﹁
西
園
寺
公
望
の
別
荘
か
ら
京
都
大
学
の
清
風
荘
へ
﹂）︒
し
か
し
︑

叙
述
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
で
も
あ
ろ
う
が
︑
あ
る
程
度
以
上
の
人
数
を
網
羅
す
る
こ

と
が
で
き
ず
︑
本
文
で
示
し
た
よ
う
な
課
題
は
依
然
と
し
て
残
る
︒

（
24
）  

並
木
誠
士
・
青
木
美
保
子
﹃
京
都 

近
代
美
術
工
芸
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹄（
思
文
閣
出
版
︑

二
〇
一
七
年
）︒
こ
れ
に
先
立
つ
研
究
と
し
て
︑
並
木
誠
士
・
清
水
愛
子
・
青
木
美
保

子
・
山
田
由
希
代
編
﹃
京
都 

伝
統
工
芸
の
近
代
﹄（
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
二
年
）
も

重
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
高
木
博
志
﹁
富
岡
鉄
斎
が
顕
彰
す
る
国
史
︱
︱
名
教
の
精
神
を

芸
術
に
寓
す
﹂（﹃
史
林
﹄
一
〇
一-

一
︑ 

二
〇
一
八
年
）
も
富
岡
鉄
斎
と
い
う
人
物
を
中

心
と
し
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
解
明
し
た
研
究
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

（
25
）  

鈴
木
恒
夫
・
小
早
川
洋
一
・
和
田
一
夫
﹃
企
業
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
展
開

︱
︱
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
み
た
近
代
日
本
の
地
域
経
済
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

二
〇
〇
九
年
）︒
京
阪
神
に
関
し
て
は
上
川
芳
実
の
詳
細
な
検
討
が
あ
る
︒
上
川
芳
実

﹁
明
治
31
年
に
お
け
る
京
都
府
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
京
都
学
園
大
学
経
営
学
部
論
集
﹄

三-

三
︑ 

一
九
九
四
年
）︑
同
﹁
明
治
40
年
京
都
府
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
同
﹄
四-

一
︑ 

一
九
九
四
年
）︑
同
﹁
明
治
31
年
大
阪
府
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
同
﹄
七-

二
︑ 

一
九
九
七

年
）︑
同
﹁
明
治
40
年
大
阪
府
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
同
﹄
八-

二
︑ 

一
九
九
八
年
）︑
同
﹁
明

治
期
京
都
市
の
企
業
家
層
﹂（﹃
同
志
社
商
学
﹄
五
〇-

五
・
六
︑ 

一
九
九
九
年
）︑
同
﹁
明

治
31
年
兵
庫
県
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
京
都
学
園
大
学
経
営
学
部
論
集
﹄
九-

二
︑ 

一
九
九
九
年
）︑
同
﹁
明
治
40
年
兵
庫
県
の
企
業
家
集
団
﹂（﹃
同
﹄
十-

三
︑ 

二
〇
〇
一

年
）︑
同
﹁
明
治
期
大
阪
市
の
企
業
家
層
﹂（﹃
大
阪
大
学
経
済
学
﹄
五
四-

三
︑ 

二
〇
〇
四
年
）︒

（
26
）  

経
営
史
に
お
い
て
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
い
う
と
き
︑
単
な
る
﹁
人
間
関
係
の
網
の

目
﹂
と
い
う
一
般
的
用
法
で
は
な
く
独
特
の
意
味
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ

は
︑
総
合
財
閥
︑﹁
地
方
財
閥
﹂
に
並
ん
で
︑
明
治
期
の
日
本
経
済
発
展
を
担
っ
た
一
つ

の
特
徴
的
な
企
業
家
類
型
と
し
て
考
え
ら
え
て
き
た
﹁
企
業
家
グ
ル
ー
プ
﹂︑
す
な
わ
ち

何
人
も
の
企
業
家
が
共
同
出
資
し
︑
複
数
の
会
社
を
所
有
し
︑
支
配
し
て
い
た
グ
ル
ー

プ
と
し
て
で
あ
る
︒
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（
27
）  
齋
藤
康
彦
﹃
近
代
数
寄
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︱
︱
茶
の
湯
を
愛
し
た
実
業
家
た
ち
﹄

思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︒

（
28
）  

﹁
尊
攘
堂
﹂
と
名
の
つ
く
施
設
は
長
門
に
も
あ
っ
た
︒
品
川
の
死
後
︑
そ
の
遺
志
を
引

き
継
い
だ
桂
弥
一
が
郷
里
に
尊
攘
堂
創
設
を
発
起
︑
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
品
川

忌
に
起
工
し
︑
翌
年
一
〇
月
二
〇
日
に
竣
工
・
開
館
し
た
（
下
関
市
立
長
府
博
物
館
編

刊
﹃
桂
弥
一
と
長
門
尊
攘
堂
﹄
二
〇
〇
〇
年
︑
三
～
四
頁
︒
品
川
は
生
前
よ
り
長
門
に

も
尊
攘
堂
を
設
け
る
意
向
を
桂
に
度
々
語
っ
て
い
た
）︒
以
下
︑
品
川
弥
二
郎
が
京
都
に

設
け
た
尊
攘
堂
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
際
に
は
特
に
﹁
京
都
尊
攘
堂
﹂

と
し
︑
単
に
﹁
尊
攘
堂
﹂
と
し
て
い
る
時
は
全
て
京
都
尊
攘
堂
を
指
す
こ
と
と
す
る
︒

（
29
）  

本
章
に
お
け
る
京
都
尊
攘
堂
に
関
す
る
説
明
は
︑
特
に
断
ら
な
い
限
り
村
田
峯
次
郎

﹃
品
川
子
爵
伝
﹄（
大
日
本
図
書
︑
一
九
一
〇
年
）
五
五
三
～
五
六
六
頁
︑
田
中
常
太
郎

編
﹃
尊
攘
堂
誌
﹄（
寸
紅
堂
︑
一
九
二
八
年
）︑
同
﹃
尊
攘
堂
誌 

補
遺
﹄（
同
︑
一
九
三
一

年
）︑
今
井
貞
次
郎
編
﹃
尊
攘
堂
之
由
来
及
年
譜
﹄（
八
方
堂
︑
一
九
三
七
年
）︑
京
都
帝

国
大
学
附
属
図
書
館
編
刊
﹃
尊
攘
堂
誌
﹄（
一
九
四
〇
年
）︑
及
び
こ
れ
ら
を
も
と
に
叙

述
し
た
拙
稿
﹁
京
都
・
尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」
︱
︱
近
代
京
都
文
化
を
作
り
︑

支
え
た
人
び
と
﹂（
高
木
博
志
編
﹃
近
代
京
都
と
文
化
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
二
三
年
刊

行
予
定
）
第
一
節
に
よ
る
︒

（
30
）  

尊
攘
堂
の
敷
地
が
も
と
源
頼
政
の
邸
宅
地
内
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
堂
内
に
は
頼
政
の

木
像
と
位
牌
︑
菖
蒲
前
念
誦
物
観
音
木
像
が
置
か
れ
て
い
た
（﹁
尊
攘
堂
保
存
ノ
旨
趣
﹂

︿﹁
品
川
文
書
1

　
書
類
﹂
R
8
0-

1
6
2
8
﹀）︑﹁
京
都
高
倉
錦
小
路
上
ル
貝
屋
町
地

所
関
係
書
類
﹂︿
同
右
︑
R
8
0-

1
6
3
4
﹀）︒

（
31
）  

各
祭
典
の
開
催
年
月
日
・
参
拝
者
数
は
﹃
品
川
文
書
﹄
一
～
八
の
ほ
か
︑﹃
大
阪
日
報
﹄︑

﹃
読
売
新
聞
﹄︑﹃
日
出
新
聞
﹄
を
参
照
し
た
︒

（
32
）  

養
正
社
は
︑
一
八
七
六
（
明
治
九
年
）
に
京
都
府
知
事
槇
村
正
直
・
木
戸
孝
允
ら
長

州
出
身
の
政
治
家
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
︑
維
新
殉
難
志
士
の
た
め
の
招
魂
祭
を
行
う
団

体
で
あ
る
（
白
川
哲
夫
﹁
招
魂
社
の
役
割
と
構
造
︱
︱
「
戦
没
者
慰
霊
」
の
再
検
討
﹂

︿﹃
日
本
史
研
究
﹄
五
〇
三
︑ 

二
〇
〇
四
年
﹀
九
～
一
六
頁
）︒

（
33
）  

白
川
哲
夫
は
こ
れ
を
養
正
社
主
体
の
祭
典
と
位
置
付
け
て
い
る
が
︑
催
主
が
品
川
弥

二
郎
で
あ
っ
た
こ
と
︑
松
本
鼎
ら
後
に
尊
攘
堂
保
存
委
員
と
な
る
面
々
が
運
営
に
あ

た
っ
て
い
る
こ
と
︑
祭
典
の
名
目
も
﹁
元
治
甲
子
殉
難
者
﹂
の
追
悼
で
あ
っ
た
こ
と
︑

品
川
が
同
年
八
月
九
日
に
松
本
ら
と
と
も
に
祭
典
準
備
等
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た

こ
と
（
明
治
二
六
年
九
月
九
日
﹃
読
売
新
聞
﹄︑
明
治
二
六
年
九
月
六
日
﹃
日
出
新
聞
﹄︑

﹁
明
治
廿
六
年
懐
中
日
記
﹂︿﹁
品
川
文
書
1

　
書
類
﹂
R
7
6-

1
5
8
4
﹀）
か
ら
︑
尊

攘
堂
祭
典
が
母
体
と
な
っ
て
招
魂
祭
と
コ
ラ
ボ
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

養
正
社
の
招
魂
祭
の
方
で
は
一
〇
月
一
四
日
～
一
五
日
に
恒
例
の
官
祭
の
み
別
途
行
わ

れ
て
い
る
（
前
掲
白
川
哲
夫
﹁
招
魂
社
の
役
割
と
構
造
﹂
一
四
頁
）
こ
と
に
鑑
み
て
も
︑

九
月
五
日
の
祭
典
が
恒
例
の
招
魂
祭
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
︒

（
34
）  

明
治
（
二
九
）
年
八
月
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
矢
尾
板
正
書
簡
に
﹁
先
般
は
尊
攘
堂

の
委
細
を
記
せ
し
摺
本
御
恩
与
に
預
り
万
々
難
有
奉
拝
謝
候
︒
御
創
立
の
尊
意
を
了
知

仕
り
拙
文
多
少
相
改
め
申
候
﹂（﹃
品
川
文
書
﹄
七
︑ 

二
七
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
尊

攘
堂
保
存
ノ
旨
趣
﹂
は
各
地
の
有
志
へ
送
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
明
治
二
八

年
一
二
月
付
品
川
弥
二
郎
宛
菊
池
福
太
郎
（
東
京
生
ま
れ
︒
品
川
の
勧
め
に
よ
り
小
笠

原
母
島
で
砂
糖
栽
培
に
着
手
し
て
い
た
）
書
簡
に
は
︑﹁
尊
攘
堂
御
発
起
之
御
旨
趣
書
御

恵
投
之
栄
を
賜
り
謹
て
拝
読
仕
候
︒
野
老
之
如
き
朝
敵
余
類
之
残
躯
に
て
も
御
加
入
之

栄
を
賜
る
も
の
に
候
や
﹂
と
あ
る
（﹃
品
川
文
書
﹄
三
︑ 

二
六
二
～
二
六
三
頁
）
こ
と
に

鑑
み
る
と
︑
明
治
二
八
年
か
ら
類
似
の
文
書
が
発
送
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

（
35
）  

前
掲
﹃
尊
攘
堂
誌 

補
遺
﹄
六
頁
︑
お
よ
び
高
橋
真
一
﹃
京
都
金
融
史
﹄（
京
華
日
報
社
︑

一
九
二
五
年
）
四
〇
頁
で
は
譲
渡
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
前
掲
﹁
京
都
高
倉
錦
小
路
上
ル

貝
屋
町
地
所
関
係
書
類
﹂
に
よ
れ
ば
﹁
売
却
﹂
で
あ
り
︑
田
中
源
太
郎
は
銀
行
集
会
所

の
代
表
と
し
て
契
約
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

（
36
）  

京
都
帝
国
大
学
移
管
後
の
尊
攘
堂
で
の
祭
典
・
展
観
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
﹁
京
都
・

尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」﹂
に
詳
述
し
た
︒

（
37
）  

前
掲
﹃
尊
攘
堂
誌
﹄（
一
九
二
八
年
）
八
頁
︒
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（
38
）  

D
B
2
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
史
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
品
川

文
書
﹄
一
～
八
︑﹁
品
川
文
書
1

　
書
簡
﹂﹁
品
川
文
書
2

　
書
簡
﹂︑
国
立
国
会
図
書
館

憲
政
資
料
室
所
蔵
﹁
安
達
謙
蔵
関
係
文
書
﹂・﹁
井
上
馨
関
係
文
書
﹂・﹁
榎
本
武
揚
関
係

文
書
﹂・﹁
大
岡
育
造
関
係
文
書
﹂・﹁
樺
山
資
紀
関
係
文
書
﹂・﹁
佐
々
友
房
関
係
文
書
﹂・

﹁
杉
孫
七
郎
関
係
文
書
﹂・﹁
寺
内
正
毅
関
係
文
書
﹂・﹁
野
村
靖
関
係
文
書
﹂・﹁
平
田
東
助

関
係
文
書
﹂・﹁
前
田
正
名
関
係
文
書
﹂・﹁
薬
袋
義
一
関
係
文
書
﹂・﹁
陸
奥
宗
光
関
係
文

書
﹂・﹁
吉
井
友
実
関
係
文
書
﹂・﹁
渡
辺
国
武
関
係
文
書
﹂・﹁
憲
政
資
料
室
収
集
文
書
﹂

中
品
川
弥
二
郎
書
簡
︑
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
﹁
渡
辺
刀
水
旧
蔵
諸
家
書
簡
文
庫
﹂︑

東
京
都
立
大
学
所
蔵
﹁
高
橋
是
清
関
係
文
書
﹂︑
釜
石
市
立
鉄
の
歴
史
館
所
蔵
﹁
大
島
家

文
書
﹂︑
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
﹁
山
口
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂︑
京
都
大
学
附
属
図
書

館
所
蔵
﹁
維
新
特
別
資
料
文
庫
﹂︑
京
都
・
広
誠
院
所
蔵
史
料
︑
京
都
府
立
京
都
学
・
歴

彩
館
所
蔵
﹁
革
島
家
文
書
﹂︑
前
掲
村
田
峯
次
郎
﹃
品
川
子
爵
伝
﹄︑
前
掲
奥
谷
松
治
﹃
品

川
弥
二
郎
伝
﹄︑
金
原
治
山
治
水
財
団
編
刊
・
土
屋
喬
雄
監
修
﹃
金
原
明
善 

資
料 

下
﹄

（
一
九
六
八
年
）︑
伊
藤
隆
・
坂
野
潤
治
編
﹁
岩
村
通
俊
関
係
文
書
（
二
）﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄

七
八-

一
二
︑ 

一
九
六
九
年
）︑
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
﹃
井
上
毅
傳 

史
料
篇 

第

五
﹄（
國
學
院
大
學
図
書
館
︑
一
九
七
五
年
）︑
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
﹃
伊
藤

博
文
関
係
文
書
﹄
第
五
巻
（
塙
書
房
︑
一
九
七
七
年
）︑
沼
田
哲
・
元
田
竹
彦
編
﹃
元
田

永
孚
関
係
文
書
﹄（
山
川
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
）︑
大
久
保
達
正
監
修
・
松
方
峰
雄
ほ

か
編
﹃
松
方
正
義
関
係
文
書
﹄
第
八
巻
（
巖
南
堂
書
店
︑
一
九
八
七
年
）︑
沼
田
哲
﹁「
元

田
永
孚
関
係
文
書
補
遺
」
並
び
に
「
元
田
永
孚
文
書
目
録
」﹂（﹃
青
山
史
学
﹄
一
〇
︑ 

一
九
八
八
年
）︑
日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編
﹃
山
田
伯
爵
家
文
書 

巻
五
・
六
・
七
・

八
﹄（
日
本
大
学
︑
一
九
九
一
年
）︑
同
右
﹃
同
右 

巻
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
二
﹄（
同
右
︑

一
九
九
一
年
）︑
尚
友
倶
楽
部
・
長
井
純
市
編
﹃
渡
辺
千
秋
関
係
文
書
﹄（
山
川
出
版
社
︑

一
九
九
四
年
）︑
堀
口
修
・
西
川
誠
監
修
・
編
﹃
公
刊
明
治
天
皇
御
期
編
修
委
員
会
史
料 

末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
﹄
上
・
下
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
）︑
佛
教
大
学
近
代

書
簡
研
究
会
編
﹃
宮
津
市
立
前
尾
記
念
文
庫
所
蔵 

元
勲
・
近
代
諸
家
書
簡
集
成
﹄（
思

文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
）︑
尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
山
縣

有
朋
関
係
文
書
﹄
第
二
巻
（
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
）︑
千
葉
功
﹃
桂
太
郎
関
係
文

書
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
〇
年
）︑
尚
友
倶
楽
部
史
料
調
査
室
・
松
田
好
史
編

﹃
尚
友
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
29
　
周
布
公
平
関
係
文
書
﹄（
尚
友
倶
楽
部
︑
二
〇
一
五
年
）︑
池

田
さ
な
え
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞
関

係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂（﹃
史
林
﹄
一
〇
三-

五
︑ 

二
〇
二
〇
年
）︑
京
都
大
学
文

学
部
日
本
史
研
究
室
編
﹃
田
中
不
二
麿
関
係
文
書
﹄（
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
二
一
年
）︑

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄︑﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄︑﹃
大
阪
日
報
﹄︑﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄︑﹃
読
売
新

聞
﹄︑﹃
日
出
新
聞
﹄
お
よ
び
前
掲
﹃
尊
攘
堂
之
由
来
及
年
譜
﹄︒
こ
の
ほ
か
︑
以
下
の
諸

機
関
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
（
順
不
同
）︒
山
口
県
文
書
館
︑
摂
津
市
︑
住
友
史
料
館
︑

佐
川
町
立
青
山
文
庫
︑
高
島
屋
史
料
館
︑
千
總
文
化
研
究
所
︑
並
河
靖
之
七
宝
記
念
館
︑

下
関
市
立
歴
史
博
物
館
︑
山
縣
有
朋
記
念
館
︒
但
し
︑﹁
品
川
文
書
1

　
書
簡
﹂
に
関
し

て
は
︑﹃
品
川
文
書
﹄
一
～
八
所
収
の
も
の
以
外
に
つ
い
て
は
今
回
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

（
39
）  

山
田
太
造
・
野
村
朋
弘
・
井
上
聡
﹁
ト
ピ
ッ
ク
モ
デ
ル
を
用
い
た
天
正
期
古
記
録
﹃
上

井
覚
兼
日
記
﹄
に
お
け
る
人
物
間
関
係
の
検
出
﹂（﹃
じ
ん
も
ん
こ
ん
2
0
1
4
論
文
集
﹄

二
〇
一
四
年
）︑
山
田
太
造
・
遠
藤
珠
紀 

・
荒
木
裕
行
・
井
上
聡
・
久
留
島
典
子
﹁
前
近

代
日
本
史
史
料
か
ら
人
名
を
集
め
る
﹂（﹃
じ
ん
も
ん
こ
ん
2
0
1
6
論
文
集
﹄
二
〇
一
六

年
）︑
山
田
太
造
・
畑
山
周
平
・
小
瀬
玄
士
・
遠
藤
珠
紀
・
井
上
聡
・
久
留
島
典
子
﹁
前

近
代
日
本
史
史
料
に
お
け
る
人
物
関
係
と
そ
の
時
空
間
変
化
︱
︱
天
正
期
古
記
録
﹃
上

井
覚
兼
日
記
﹄
を
例
に
﹂（﹃
じ
ん
も
ん
こ
ん
2
0
1
7
論
文
集
﹄
二
〇
一
七
年
）
な
ど
︒

（
40
）  

前
掲
拙
稿
﹁
京
都
・
尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」﹂︒

（
41
）  

京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（https://rm

da.kulib.kyoto-u.ac.jp/item
 

/rb00013759

）︒
一
八
九
〇
年
品
川
の
勧
め
で
図
案
家
の
岸
光
景
に
入
門
し
︑
工
芸
意

匠
を
学
び
な
が
ら
琳
派
の
研
究
を
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
並
木
誠
士
ほ
か

編
﹃
京
都 

近
代
美
術
工
芸
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹄
四
〇
頁
︑
山
田
由
希
代
執
筆
部
分
）︒

（
42
）  

田
中
治
兵
衛
は
︑
禁
裏
御
用
・
長
州
藩
御
用
・
薩
摩
藩
御
用
な
ど
を
預
か
る
書
肆
で

あ
り
︑
幕
末
に
品
川
が
京
都
に
潜
伏
し
て
い
た
当
時
︑
長
州
藩
邸
に
出
入
り
し
︑
品
川
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の
書
面
を
各
方
面
に
遣
わ
し
連
絡
を
助
け
た
り
︑
品
川
に
店
舗
の
二
階
を
貸
し
密
議
を

助
け
た
り
し
た
（
前
掲
﹃
品
川
弥
二
郎
伝
﹄
七
七
頁
）︒
ま
た
品
川
作
﹁
都
風
流
ト
ン
ヤ

レ
節
﹂
の
版
元
と
し
て
長
州
藩
の
宣
伝
活
動
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る

（
西
沢
爽
﹃
日
本
近
代
歌
謡
史 

上
﹄︿
桜
楓
社
︑
一
九
九
〇
年
﹀
第
三
章
︑
京
都
出
版
史

編
纂
委
員
会
編
﹃
京
都
出
版
史
︱
︱
明
治
元
年
︱
昭
和
二
十
年
﹄︿
社
団
法
人
日
本
書
籍

出
版
協
会
京
都
支
部
︑
一
九
九
一
年
﹀
六
二
五
頁
）︒

（
43
）  

品
川
弥
二
郎
宛
の
森
寛
斎
の
一
連
の
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
七
︑ 

二
五
六
～
二
六
二

頁
）︑
お
よ
び
明
治
（
二
七
）
年
一
月
二
二
日
品
川
弥
二
郎
宛
田
中
治
兵
衛
書
簡
（﹃
品

川
文
書
﹄
五
︑ 

九
二
～
九
三
頁
）︒
森
寛
斎
と
品
川
と
の
親
交
に
つ
い
て
は
︑
近
年
は
奈

良
国
立
博
物
館
編
﹃
特
別
展 

名
画
の
殿
堂 
藤
田
美
術
館
展
︱
︱
傳
三
郎
の
ま
な
ざ

し
﹄（
奈
良
国
立
博
物
館
・
朝
日
新
聞
社
・
N
H
K
奈
良
放
送
局
・
N
H
K
エ
ン
タ
ー
プ

ラ
イ
ズ
近
畿
︑
二
〇
二
一
年
）
一
六
二
～
一
六
三
頁
（
中
野
慎
之
執
筆
）
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒

（
44
）  

富
岡
鉄
斎
の
勤
王
家
と
し
て
の
経
歴
は
︑
小
高
根
太
郎
﹃
富
岡
鉄
斎
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
六
〇
年
）
を
参
照
し
た
︒

（
45
）  

御
料
地
運
営
方
針
を
め
ぐ
っ
て
の
品
川
と
田
中
の
対
立
は
︑
池
田
さ
な
え
﹃
皇
室
財

産
の
政
治
史
︱
︱
明
治
二
〇
年
代
の
御
料
地
﹁
処
分
﹂
と
宮
中
・
府
中
﹄（
人
文
書
院
︑

二
〇
一
九
年
）
第
三
章
︒

（
46
）  

田
中
光
顕
﹃
維
新
風
雲
回
顧
録
﹄（
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒
原
著
は
大
日
本

雄
弁
会
講
談
社
よ
り
一
九
二
八
年
刊
︑
そ
の
後
大
和
書
房
よ
り
一
九
六
八
年
︑
河
出
書

房
か
ら
一
九
九
〇
年
再
刊
）
か
ら
そ
の
こ
と
は
う
か
が
え
る
︒
慶
応
三
（
一
八
六
七
）

年
の
夏
に
品
川
と
田
中
︑
鳥
尾
小
弥
太
ら
が
特
に
目
的
も
な
く
比
叡
山
に
登
山
に
行
き
︑

一
晩
連
絡
が
な
か
っ
た
た
め
に
幕
吏
に
捕
ら
え
ら
れ
た
も
の
か
と
山
縣
が
気
を
揉
ん
だ

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
同
右
︑
三
〇
四
～
三
〇
八
頁
）
は
︑
暗
殺
と
闘
争
の
渦
巻
く
幕

末
に
あ
っ
て
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
の
青
春
を
過
ご
し
た
思
い
出
と
し
て
彼
ら
の
記
憶
に
長

く
残
り
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
品
川
も
山
縣
に
後
年
こ
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る

（
明
治
二
九
年
八
月
一
六
日
付
山
縣
有
朋
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
︿
前
掲
﹃
山
縣
有
朋
関
係

文
書
﹄
二
︑ 

二
〇
八
～
二
〇
九
頁
﹀）︒
品
川
と
田
中
の
維
新
顕
彰
活
動
を
通
じ
た
交
流

に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
稿
﹁
京
都
・
尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」﹂
で
も
や
や
詳

し
く
指
摘
し
て
い
る

（
47
）  

成
田
山
書
道
美
術
館
監
修
﹃
近
代
文
人
の
い
と
な
み
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
六
年
︒

（
48
）  

羽
賀
祥
二
﹁
尾
張
藩
の
「
幕
末
文
化
」
と
地
誌
編
纂
﹂
羽
賀
祥
二
編
﹃
近
代
日
本
の

地
域
と
文
化
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︒

（
49
）  

小
林
丈
広
﹃
明
治
維
新
と
京
都
︱
︱
公
家
社
会
の
解
体
﹄（
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
四

年
）
三
六
～
四
五
頁
︒

（
50
）  

こ
の
よ
う
な
人
び
と
は
物
品
寄
付
だ
け
で
は
な
く
金
員
の
寄
付
を
行
う
こ
と
も
あ
っ

た
︒
表
1
に
見
え
る
篆
刻
家
の
川
井
仙
郎
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
︒

（
51
）  

明
治
三
二
年
二
月
七
日
付
野
村
靖
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
前
掲
﹁
野
村
靖
関
係
文
書
﹂

R
1-

4-

1
8
）
よ
り
推
察
︒

（
52
）  

豊
田
小
八
郎
﹃
田
中
河
内
之
介
伝
﹄（
繁
本
良
之
助
︑
一
九
〇
〇
年
）﹁
緒
言
﹂︒

（
53
）  

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
二
月
七
日
の
松
尾
珍
臣
以
下
南
信
東
濃
か
ら
の
一
行
か

ら
の
寄
付
に
つ
い
て
は
︑
同
日
品
川
は
不
在
で
あ
っ
た
た
め
︑
寄
付
金
は
品
川
本
邸
ま

で
届
け
ら
れ
た
︒
後
に
品
川
が
こ
れ
を
田
中
治
兵
衛
に
送
金
し
て
い
る
（
明
治
三
〇
年

三
月
三
日
付
田
中
治
兵
衛
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
︿﹁
品
川
文
書
2

　
書
簡
﹂
5
1-

1
0
﹀）︒

（
54
）  

京
都
で
は
博
物
学
者
山
本
亡
羊
の
読
書
室
を
中
心
と
し
た
本
草
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

形
成
さ
れ
て
い
た
︒
章
夫
は
そ
の
子
︑
復
一
は
そ
の
孫
で
あ
る
（
前
掲
小
林
丈
広
﹃
明

治
維
新
と
京
都
﹄
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
）︒

（
55
）  

明
治
期
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
品
川
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
登
場
す
る
ア
ク

タ
ー
で
あ
る
が
︑
品
川
の
政
治
的
位
置
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
も
の
と
し
て
︑
特
に

佐
々
木
隆
﹃
藩
閥
政
府
と
立
憲
政
治
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
）︑
同
﹁
内
務
省

時
代
の
白
根
専
一
︱
︱
「
山
県
系
」
形
成
の
起
点
﹂（
伊
藤
隆
編
﹃
山
県
有
朋
と
近
代
日

本
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
）︑
末
木
孝
典
﹃
選
挙
干
渉
と
立
憲
政
治
﹄（
慶
應
義

塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
）︑
前
掲
前
田
亮
介
﹃
全
国
政
治
の
始
動
﹄︑
伊
藤
陽
平
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﹃
日
清
・
日
露
戦
後
経
営
と
議
会
政
治
︱
︱
官
民
調
和
構
想
の
相
克
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
二
一
年
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

（
56
）  
串
山
ま
ゆ
ら
﹁
初
期
議
会
期
に
お
け
る
品
川
弥
二
郎
と
本
願
寺
派
役
僧
﹂（﹃
日
本
宗

教
文
化
史
研
究
﹄
七-

一
︑ 

二
〇
〇
三
年
）︑
深
見
泰
孝
﹁
仏
教
系
生
命
保
険
会
社
の
生

成
に
つ
い
て
︱
︱
真
宗
信
徒
生
命
を
中
心
に
﹂（﹃
保
険
学
雑
誌
﹄
六
〇
二
︑ 

二
〇
〇
八

年
）︑
池
田
さ
な
え
﹁
仏
教
教
団
の
「
近
代
化
」
に
お
け
る
門
信
徒
の
経
済
的
役
割
︱
︱

明
治
期
・
西
本
願
寺
「
有
力
門
徒
」
ら
に
よ
る
会
社
設
立
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
三
〇-

一
〇
︑ 

二
〇
二
一
年
）︒

（
57
）  

住
友
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
瀬
岡
誠
﹁
伊
庭
貞
剛
の
社
会
的
基
盤
︱
︱
品
川
弥
二
郎

を
中
心
に
し
て
﹂（﹃
大
阪
学
院
大
学
国
際
学
論
集
﹄
一
三-

二
︑ 

二
〇
〇
二
年
）︑
農
商

務
省
時
代
の
品
川
に
関
し
て
祖
田
修
﹃
前
田
正
名
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
）︑

勝
部
眞
人
﹃
明
治
農
政
と
技
術
革
新
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
）︑
信
用
組
合
に

関
し
て
川
野
重
任
﹁
産
業
組
合
制
度
の
日
本
へ
の
移
植
︱
︱
明
治
日
本
に
お
け
る
制
度

移
入
の
問
題
﹂（﹃
東
海
大
学
政
治
経
済
学
部
紀
要
﹄
一
一
︑ 
一
九
八
〇
年
）︑
渋
谷
隆
一

﹁
わ
が
国
に
お
け
る
信
用
組
合
思
想
の
導
入
と
そ
の
立
法
過
程
︱
︱
明
治
二
四
年
の
信

用
組
合
法
案
を
中
心
に
﹂（﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
三
八-

四
︑ 

一
九
七
二
年
）︑
中
原
准
一

﹁
信
用
組
合
法
案
の
社
会
的
性
格
︱
︱
形
成
期
日
本
資
本
主
義
と
の
関
連
で
﹂（﹃
北
海
道

大
学
農
経
論
叢
﹄
三
〇
︑ 

一
九
七
四
年
）︑
そ
の
前
提
と
し
て
の
報
徳
社
と
の
関
係
に
つ

い
て
前
田
寿
紀
﹁「
二
宮
尊
徳
翁
五
十
年
記
念
会
」
以
前
に
お
け
る
報
徳
社
と
そ
の
周

辺
﹂（﹃
金
沢
大
学
大
学
教
育
開
放
セ
ン
タ
ー
紀
要
﹄
一
二
︑ 

一
九
九
二
年
）︑
見
城
悌
治

﹃
近
代
報
徳
思
想
と
日
本
社
会
﹄（
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
九
年
）︑
農
商
務
省
時
代
の
中

で
も
特
に
共
同
運
輸
問
題
に
関
し
て
は
日
本
郵
船
株
式
会
社
編
﹃
日
本
郵
船
株
式
会
社

五
十
年
史
﹄（
日
本
郵
船
︑
一
九
三
五
年
）
一
八
～
五
七
頁
︑
井
上
洋
一
郎
﹁
共
同
運
輸

会
社
の
経
営
﹂（﹃
彦
根
論
叢
﹄
二
三
四
・
二
三
五
︑ 

一
九
八
五
年
）︑
加
地
照
義
﹁
共
同

運
輸
会
社
の
設
立
︱
︱
反
三
菱
汽
船
勢
力
の
結
集
﹂（﹃
海
運
経
済
研
究
﹄
八
︑ 

一
九
七
四

年
）︑
佐
々
木
誠
治
﹃
日
本
海
運
競
争
史
序
説
﹄（
海
事
研
究
会
︑
一
九
五
四
年
）︑
梅
村

又
次
﹁
松
方
デ
フ
レ
下
の
勧
業
政
策
﹂（
梅
村
又
次
・
中
村
隆
英
編
﹃
松
方
財
政
と
殖
産

興
業
政
策
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
）︑
八
木
慶
和
﹁「
明
治
一
四
年
政
変
」

と
日
本
銀
行
︱
︱
共
同
運
輸
会
社
貸
出
を
め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
五
三-

五
︑ 

一
九
八
七
年
）︑
日
本
経
営
史
研
究
所
編
﹃
日
本
郵
船
株
式
会
社
百
年
史
﹄（
日
本
郵
船
︑

一
九
八
八
年
）
二
一
～
三
一
頁
︑
小
風
秀
雅
﹃
帝
国
主
義
下
の
日
本
海
運
︱
︱
国
際
競

争
と
対
外
自
立
﹄（
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
）
第
四
章
︑
大
石
直
樹
﹁
三
菱
と
共
同

運
輸
会
社
の
競
争
過
程
︱
︱
日
本
郵
船
会
社
の
設
立
を
め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
三
菱
史
料
館
論

集
﹄
九
︑ 

二
〇
〇
八
年
）︑
関
口
か
を
り
・
武
田
晴
人
﹁
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
と
共
同
運

輸
会
社
の
「
競
争
」
実
態
に
つ
い
て
﹂（﹃
三
菱
史
料
館
論
集
﹄
一
一
︑ 

二
〇
一
〇
年
）︑

地
方
名
望
家
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
池
田
さ
な
え
﹁
明
治
国
家
の
な
か
の
古
橋
父
子
﹂

（
新
修
豊
田
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
編
﹃
新
修
豊
田
市
史
4 

通
史
編 

近
代
﹄
豊
田
市
︑

二
〇
二
二
年
）︑
皇
室
財
産
運
営
に
お
け
る
経
済
産
業
政
策
の
影
響
に
関
し
て
前
掲
拙
稿

﹃
皇
室
財
産
の
政
治
史
﹄
な
ど
が
あ
る
︒

（
58
）  

樋
口
輝
久
・
馬
場
俊
介
・
天
野
武
弘
・
片
岡
靖
志
﹁
中
国
地
方
の
人
造
石
工
法
︱
︱

服
部
長
七
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
﹂（﹃
土
木
史
研
究 

論
文
集
﹄
二
六
︑ 

二
〇
〇
七
年
）︒

（
59
）  

前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞

関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂︒

（
60
）  

池
田
さ
な
え
﹁
皇
室
財
産
と
立
憲
政
治
︱
︱
初
期
議
会
期
を
中
心
と
し
て
﹂（
史
学
会

第
一
一
七
回
大
会 

近
現
代
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︑
於
東
京
大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
︑

二
〇
一
九
年
一
一
月
一
〇
日
）︑
お
よ
び
前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物

文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞
関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂︒

（
61
）  

こ
の
ほ
か
︑
品
川
の
活
動
に
関
し
て
は
教
育
業
界
に
お
け
る
も
の
も
重
要
で
あ
る
が
︑

今
回
は
こ
の
点
に
関
す
る
分
析
は
行
っ
て
い
な
い
︒
別
稿
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る

（
池
田
さ
な
え
﹁
政
治
史
研
究
と
年
史
編
纂
﹂
小
林
和
幸
編
﹃
東
京
10
大
学
の
1
5
0
年

史
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
二
三
年
）
が
︑
後
日
本
稿
と
同
様
の
方
法
で
分
析
を
行
う
必
要

を
感
じ
て
い
る
︒

（
62
）  

神
官
は
内
務
省
所
管
で
あ
る
が
︑
品
川
が
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
時
期
以
外
に
直
接
の

や
り
取
り
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
の
で
︑
他
の
条
件
と
の
衡
量
の
結
果
こ
の
位
置
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に
置
い
た
︒

（
63
）  

﹁
五
二
会
﹂
と
は
︑
前
田
正
名
と
京
都
の
在
来
産
業
家
ら
を
中
心
に
一
八
九
四
（
明
治

二
七
）
年
に
結
成
さ
れ
た
︑
在
来
産
業
・
美
術
工
芸
品
の
高
品
質
化
・
生
産
強
化
・
輸

出
拡
大
等
を
目
指
す
団
体
お
よ
び
そ
れ
ら
の
開
催
す
る
大
規
模
品
評
会
の
名
称
で
あ
る
︒

（
64
）  

前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞

関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂︒

（
65
）  

﹁
居
士
﹂（
在
家
仏
教
者
）
と
し
て
の
品
川
に
つ
い
て
は
︑
友
松
円
諦
﹁
在
家
仏
教
徒

の
活
動
﹂（
法
藏
館
編
集
部
編
﹃
講
座 

近
代
仏
教 

第
Ⅱ
巻
﹄
法
藏
館
︑
一
九
六
一
年
）︑

吉
田
久
一
﹃
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
）
一
八
一
～

一
八
九
頁
︑
柏
原
祐
泉
﹃
日
本
仏
教
史 
近
代
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︒
初
版

は
一
九
九
〇
年
）
九
五
～
一
一
七
頁
な
ど
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒

（
66
）  

前
掲
串
山
﹁
初
期
議
会
期
に
お
け
る
品
川
弥
二
郎
と
本
願
寺
派
役
僧
﹂︒

（
67
）  

川
島
甚
兵
衞
は
判
明
す
る
限
り
親
の
代
か
ら
の
本
願
寺
派
門
徒
で
あ
っ
た
（
前
掲
拙

稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞
関
係
文
書
」

品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
）︒

（
68
）  

前
掲
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
の
「
近
代
化
」
に
お
け
る
門
信
徒
の
経
済
的
役
割
﹂︒

（
69
）  

近
世
名
将
言
行
録
刊
行
会
編
﹃
近
世
名
将
言
行
録 

第
2
巻
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
三
四
年
）
三
六
四
～
三
七
三
頁
︒

（
70
）  

中
西
牛
郎
に
関
し
て
は
︑
大
谷
栄
一
・
吉
永
進
一
・
近
藤
俊
太
郎
編
﹃
近
代
仏
教
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
︱
︱
仏
教
か
ら
み
た
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
﹄（
法
藏
館
︑
二
〇
一
六
年
）︑

赤
松
徹
眞
編
著
﹃
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
35 

シ
リ
ー
ズ
近
代
日
本
の
仏
教

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
第
1
巻 

『
反
省
会
雑
誌
』
と
そ
の
周
辺
﹄（
法
藏
館
︑
二
〇
一
八
年
）

に
詳
し
い
︒

（
71
）  

辻
本
仁
兵
衛
編
﹃
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
名
鑑
﹄（
文
栄
社
︑
一
八
九
〇
年
）
一
七
頁
︑

木
戸
照
陽
編
﹃
日
本
帝
国
国
会
議
員
正
伝
﹄（
田
中
宋
栄
堂
︑
一
八
九
〇
年
）
五
六
〇
～

五
六
一
頁
︑
衆
議
院
・
参
議
院
編
﹃
議
会
制
度
七
十
年
史 

第
11
﹄（
大
蔵
省
印
刷
局
︑

一
九
六
二
年
）
六
〇
頁
︒
三
河
と
い
う
地
域
性
を
考
え
れ
ば
大
谷
派
の
可
能
性
が
濃
厚

で
あ
る
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

（
72
）  

取
引
コ
ス
ト
と
は
経
済
学
上
の
用
語
だ
が
︑
こ
こ
で
は
政
治
的
に
人
脈
を
形
成
す
る

際
に
相
手
の
信
頼
性
を
図
る
費
用
や
労
力
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
︒

（
73
）  

但
し
︑
住
友
家
関
係
者
・
光
村
弥
兵
衛
に
関
し
て
は
禅
宗
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
（
鈴
木
馬
左
也
は
住
友
本
店
重
役
を
歴
任
し
た
人
物
で
︑
禅
宗
に
帰
依

し
て
い
た
が
真
宗
の
信
仰
も
あ
っ
た
）︒
品
川
は
禅
の
実
践
に
も
関
心
を
持
ち
︑
住
友
家

関
係
者
や
光
村
と
は
禅
を
通
じ
て
親
交
を
深
め
て
い
た
（
中
西
牛
郎
﹃
従
六
位
光
村
弥

兵
衛
伝
﹄︿
中
西
牛
郎
︑
一
八
九
四
年
﹀
四
三
～
四
四
頁
︑
武
井
昭
﹁
鈴
木
馬
左
也
と
越

後
正
一
の
仏
教
と
経
営
観
﹂（
駒
澤
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
二
三
︑ 

一
九
九
四
年
）︑
前
掲
瀬
岡
誠
﹁
伊
庭
貞
剛
の
社
会
的
基
盤
﹂︑
辻
井
清
吉
﹁
経
営
者
の

宗
教
的
・
社
会
的
義
務
感
︱
︱
鈴
木
馬
左
也
と
越
後
正
一
を
事
例
に
し
て
﹂︿﹃
仏
教
経

済
研
究
﹄
四
一
︑ 

二
〇
一
二
年
﹀）︒

（
74
）  

京
都
に
関
し
て
見
た
限
り
で
は
︑
記
録
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
〇
年
以
前
の
設
立
に
か

か
る
信
用
組
合
は
︑
そ
の
類
似
団
体
を
含
め
て
も
十
一
団
体
に
過
ぎ
ず
︑
い
ず
れ
も
郡

部
の
も
の
で
あ
る
（
産
業
組
合
中
央
会
京
都
支
会
編
﹃
京
都
府
産
業
組
合
史
﹄︿
京
都
府

産
業
組
合
史
編
纂
部
︑
一
九
四
四
年
﹀
六
～
九
頁
）︒﹁
品
川
︱
尊
攘
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂

に
見
え
る
京
都
在
住
者
は
ほ
と
ん
ど
が
市
内
の
商
工
業
者
で
あ
る
︒

（
75
）  

明
治
（
三
〇
）
年
五
月
一
四
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
高
井
幸
三
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
五
︑ 

五
～
六
頁
）︒

（
76
）  

明
治
（
二
九
）
年
九
月
一
九
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
川
島
甚
兵
衞
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄

三
︑ 

二
二
六
～
二
二
八
頁
）︑
明
治
（
三
二
）
年
一
二
月
一
二
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
中
村

喜
之
助
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
五
︑ 

二
七
五
～
二
七
六
頁
）︑
明
治
（
三
二
）
年
一
二
月

二
七
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
平
田
東
助
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
六
︑ 

一
一
九
頁
）︑
明
治

三
三
年
一
月
二
二
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
中
村
喜
之
助
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
五
︑ 

二
七
六

頁
）︒

（
77
）  

前
田
正
名
は
品
川
が
農
商
務
大
輔
で
あ
っ
た
時
代
（
一
八
八
一
～
一
八
八
五
）
の
下

僚
で
あ
り
︑
省
内
で
も
最
も
品
川
に
近
い
グ
ル
ー
プ
（﹁
品
川
グ
ル
ー
プ
﹂﹁
殖
産
興
業
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グ
ル
ー
プ
﹂）
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
（
上
山
和
雄
﹁
前
田
正
名
と
農
商
務
省
﹂︿﹃
日

本
歴
史
﹄
三
四
三
︑ 

一
九
七
六
年
﹀︑
前
掲
有
泉
貞
夫
﹃
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
﹄
第

二
章
補
論
︑
前
掲
御
厨
貴
﹃
明
治
国
家
形
成
と
地
方
経
営
﹄︑
前
掲
梅
村
又
次
﹁
松
方
デ

フ
レ
下
の
勧
業
政
策
﹂︑
前
掲
祖
田
修
﹃
前
田
正
名
﹄）︒
同
省
退
職
後
も
朝
野
に
あ
っ
て

品
川
と
様
々
な
形
で
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
は
か
つ
て
筆
者
が
何
度
か
指

摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
前
掲
拙
著
﹃
皇
室
財
産
の
政
治
史
﹄
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
で

は
︑
品
川
が
全
国
行
脚
等
に
よ
る
借
金
に
苦
し
む
前
田
を
救
う
べ
く
︑
前
田
と
武
井
守

正
（
同
じ
く
農
商
務
省
﹁
品
川
グ
ル
ー
プ
﹂
官
僚
で
あ
っ
た
）
の
所
有
す
る
山
林
を
御

料
局
に
買
い
上
げ
て
も
ら
う
べ
く
ひ
そ
か
に
動
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
こ
の
ほ

か
︑
前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵

衞
関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂
で
は
︑
前
田
が
田
中
治
兵
衛
と
も
品
川
を
介
し
て

親
し
く
付
き
合
っ
て
い
た
こ
と
︑
品
川
が
神
戸
の
資
産
家
・
光
村
弥
兵
衛
に
前
田
を
紹

介
し
︑
品
川
が
売
却
し
た
熊く

も
ち内

の
別
荘
の
管
理
を
任
せ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
︒

ち
な
み
に
︑
D
B
2
か
ら
は
品
川
の
兵
庫
で
の
定
宿
は
光
村
邸
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か

る
︒
も
と
も
と
光
村
邸
は
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
品
川
が
神
戸
の
熊
内
に
購
入

し
た
﹁
雲
路
山
荘
﹂
で
あ
り
︑
後
に
光
村
弥
兵
衛
に
売
却
し
︑
家
屋
を
光
村
の
須
磨
別

邸
に
移
築
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
﹃
品
川
子
爵
伝
﹄
五
四
一
︑ 
五
六
六
～
五
六
七

頁
︑
前
掲
﹃
品
川
弥
二
郎
伝
﹄
二
二
一
頁
︑﹁
神
戸
宅
絵
図
﹂︿﹁
品
川
文
書
2

　
書
類
﹂

1
7
0
﹀）︒

（
78
）  

前
掲
祖
田
修
﹃
前
田
正
名
﹄
一
四
八
～
一
五
〇
頁
︑
前
掲
御
厨
貴
﹃
明
治
国
家
形
成

と
地
方
経
営
﹄
二
四
八
頁
︒

（
79
）  

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
四
月
頃
︑
大
洲
・
小
田
と
赤
松
連
城
の
﹁
防
長
グ
ル
ー

プ
﹂
役
僧
ら
は
品
川
の
持
つ
北
海
道
農
牧
場
を
譲
り
受
け
︑
品
川
家
の
北
海
道
農
牧
場

の
苦
し
い
経
営
を
一
時
的
に
肩
代
わ
り
し
た
こ
と
は
︑
先
に
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
の
「
近

代
化
」
に
お
け
る
門
信
徒
の
経
済
的
役
割
﹂
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
そ
の
具
体

相
に
つ
い
て
は
﹁
牧
場
処
有
関
係
疑
問
点
︑
及
総
面
積
﹂︑﹁
面
積
調
﹂（﹁
品
川
文
書
1

書
類
﹂
R
8
5-

1
7
4
4
︑
1
7
4
5
）
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
︒

（
80
）  

前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・
川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞

関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂︒

（
81
）  

前
掲
拙
稿
﹁
京
都
・
尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」﹂︒

（
82
）  

前
掲
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
の
「
近
代
化
」
に
お
け
る
門
信
徒
の
経
済
的
役
割
﹂︒

（
83
）  

﹁
千
岱
野
牧
場
関
係
書
類
﹂（﹁
品
川
文
書
1

　
書
類
﹂
R
8
4-

1
7
3
6-

1
）
所
収

の
﹁
片
岡
氏
貸
金
調 

明
治
廿
年
十
二
月
﹂（
三
井
物
産
会
社
函
館
支
店
作
成
）︑
及
び
明

治
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
付
三
井
物
産
会
社
松
岡
護
宛
品
川
弥
二
郎
代
片
岡
政
次
﹁
借

用
証
﹂︑﹁
御
立
替
金
利
子
勘
定
書
﹂（
明
治
二
一
年
五
月
︑
三
井
物
産
が
品
川
に
宛
て
て

送
っ
た
も
の
）︒

（
84
）  

一
例
を
挙
げ
れ
ば
明
治
（
二
八
）
年
八
月
三
一
日
付
野
村
靖
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
前

掲
﹁
野
村
靖
関
係
文
書
﹂
R
4-

1
0-

1-

1
1
）︑
明
治
（
三
一
）
年
四
月
七
日
付
伊

藤
博
文
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
前
掲
﹃
伊
藤
博
文
関
係
文
書
﹄
五
︑ 

二
五
七
頁
）︑
明
治

（
三
二
）
年
四
月
一
四
日
付
山
縣
有
朋
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（
前
掲
﹃
山
縣
有
朋
関
係
文

書
﹄
二
︑ 

二
一
八
～
二
一
九
頁
）
な
ど
︒

（
85
）  

下
級
武
士
が
秩
禄
処
分
後
に
軍
人
に
な
る
例
が
多
か
っ
た
こ
と
は
︑
落
合
弘
樹
﹃
秩

禄
処
分
︱
︱
明
治
維
新
と
武
家
の
解
体
﹄（
講
談
社
︑
二
〇
一
五
年
）︒

（
86
）  

こ
の
ほ
か
の
考
え
得
る
尊
攘
堂
保
存
委
員
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
は
前
掲

拙
稿
﹁
京
都
・
尊
攘
堂
に
お
け
る
「
活
き
た
勤
王
」﹂
に
詳
述
し
た
︒

（
87
）  

品
川
の
一
八
九
三
年
九
月
の
滞
京
中
︑
六
日
に
国
民
協
会
の
在
東
京
代
議
士
が
臨
時

集
会
を
開
き
︑
重
要
事
項
の
決
定
に
際
し
品
川
の
臨
席
を
請
う
こ
と
と
な
り
︑
今
井
磯

一
郎
が
そ
の
日
の
終
列
車
で
京
都
の
品
川
の
も
と
に
向
か
っ
て
い
る
（
明
治
二
六
年
九

月
七
日
﹃
日
出
新
聞
﹄）︒
こ
の
時
期
の
中
央
政
界
で
は
︑
国
民
協
会
と
改
進
党
が
接
近

を
模
索
す
る
と
い
う
大
き
な
再
編
の
う
ね
り
が
生
じ
て
お
り
（
前
掲
佐
々
木
隆
﹃
藩
閥

政
府
と
立
憲
政
治
﹄
三
四
三
～
三
四
四
頁
）︑
決
し
て
落
ち
着
い
て
い
る
状
況
で
は
な

か
っ
た
︒

（
88
）  

前
掲
明
治
三
〇
年
三
月
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
田
中
治
兵
衛
書
簡
︒

（
89
）  

前
掲
明
治
（
二
七
）
年
一
月
二
二
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
田
中
治
兵
衛
書
簡
︑
明
治
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（
二
四
）
年
（
七
）
月
（
四
）
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
大
洲
鉄
然
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
二
︑ 

二
五
一
～
二
五
二
頁
）︑
明
治
（
二
六
）
年
七
月
一
三
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
赤
松
連
城
書

簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
一
︑ 

一
八
七
頁
）︒
品
川
︱
田
中
の
関
係
は
尊
攘
堂
創
設
前
か
ら
の

も
の
で
あ
り
︑
川
島
甚
兵
衞
や
光
村
弥
兵
衛
︑
前
田
正
名
も
そ
の
関
係
に
組
み
込
ま
れ

て
い
た
（
明
治
（
二
〇
）
年
四
月
一
九
日
付
川
島
甚
兵
衞
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
︑
明
治

（
一
九
）
年
七
月
一
八
日
付
田
中
治
兵
衛
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
写
︑
明
治
（
一
九
）
年

一
二
月
一
〇
日
付
田
中
治
兵
衛
宛
光
村
弥
兵
衛
書
簡
︹
写
ヵ
︺︑
明
治
（
一
九
）
年
一
〇

月
一
八
日
付
光
村
弥
兵
衛
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
写
︿
前
掲
拙
稿
﹁
川
島
織
物
セ
ル
コ
ン
・

川
島
織
物
文
化
館
所
蔵
「
二
代
・
川
島
甚
兵
衞
関
係
文
書
」
品
川
弥
二
郎
書
翰
﹂

一
一
一
～
一
一
二
︑ 

一
一
六
～
一
一
九
頁
﹀）︒

（
90
）  

片
岡
が
田
中
の
婿
で
あ
り
品
川
家
の
書
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
明
治
（
三
〇
） 

年
一
〇
月
一
四
日
付
近
藤
幸
止
宛
品
川
弥
二
郎
書
簡
（﹁
品
川
文
書
2

　
書
簡
﹂
2
4
6-  

1
乾
②
）︒

（
91
）  

明
治
（
二
四
）
年
八
月
二
四
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
片
岡
政
次
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
三
︑ 

四
七
頁
）︑
明
治
（
二
七
）
年
八
月
三
日
付
品
川
宛
片
岡
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
三
︑ 

四
八
～
四
九
頁
）︑
明
治
（
二
四
）
年
四
月
一
一
日
付
品
川
宛
片
岡
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄

八
︑ 

四
九
五
頁
）︑
明
治
（
二
五
）
年
三
月
一
一
日
付
品
川
宛
片
岡
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄

八
︑ 

四
九
五
～
四
九
七
頁
）︑
明
治
（
二
四
）
年
四
月
一
八
日
付
品
川
宛
赤
松
連
城
・
小

田
仏
乗
・
大
洲
鉄
然
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
八
︑ 

四
七
四
頁
）︑
前
掲
明
治
（
二
四
）
年

（
七
）
月
（
四
）
日
付
品
川
宛
大
洲
書
簡
︑
明
治
（
二
八
）
年
一
月
三
一
日
付
品
川
弥
二

郎
宛
赤
松
連
城
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
一
︑ 

一
八
八
頁
）︒
こ
の
よ
う
な
片
岡
の
様
子
に

つ
い
て
は
︑
高
井
幸
三
が
次
の
よ
う
に
品
川
に
報
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
間
接
的
に
う
か

が
え
る
︒﹁
過
日
御
西
下
之
思
召
有
之
趣
仄
に
承
り
候
に
付
︑
希
望
之
意
を
上
申
仕
置
候

処
︑
此
際
中
々
其
場
合
に
至
ら
さ
る
旨
片
岡
よ
り
拝
承
仕
候
︒
︙
︙
委
細
片
岡
明
日
発

途
帰
京
仕
候
条
︑
御
聞
取
可
被
下
候
﹂（
明
治
︿
三
一
﹀
年
一
〇
月
二
七
日
付
品
川
弥
二

郎
宛
高
井
幸
三
書
簡
︿﹃
品
川
文
書
﹄
五
︑ 

七
頁
﹀）︒
片
岡
の
西
本
願
寺
へ
の
関
与
に
つ

い
て
は
前
掲
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
の
「
近
代
化
」
に
お
け
る
門
信
徒
の
経
済
的
役
割
﹂
に

て
詳
述
し
て
い
る
︒

（
92
）  

明
治
（
二
八
）
年
七
月
三
日
付
品
川
宛
川
崎
三
郎
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
三
︑ 

二
〇
七

頁
）︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
日
付
は
品
川
が
尊
攘
堂
に
滞
在
し
て
い
る
日
（
図
2
参
照
）
に

当
た
る
の
で
︑
川
崎
が
﹁
尊
攘
堂
﹂
か
ら
東
京
の
品
川
に
書
簡
を
呈
し
て
い
る
の
は
不

自
然
な
の
だ
が
︑
原
史
料
（﹁
品
川
文
書
1

　
書
簡
﹂
R
1
2-

2
6
4-

1
1
）
を
確
認

す
る
限
り
消
印
は
確
か
に
明
治
二
八
年
七
月
付
な
の
で
︑
品
川
が
到
着
す
る
前
に
認
め
︑

何
者
か
に
託
し
て
郵
送
し
た
と
こ
ろ
︑
品
川
の
京
都
到
着
と
前
後
し
て
し
ま
っ
た
可
能

性
を
指
摘
し
た
い
︒

（
93
）  

明
治
（
三
二
）
年
一
月
一
九
日
付
品
川
弥
二
郎
宛
片
岡
政
次
書
簡
（﹃
品
川
文
書
﹄
三
︑ 

四
七
～
四
八
頁
）︑
前
掲
明
治
（
二
五
）
年
三
月
一
一
日
付
品
川
宛
片
岡
書
簡
︒

（
94
）  

今
回
マ
ー
キ
ン
グ
し
な
か
っ
た
中
に
も
注
目
す
べ
き
人
間
関
係
が
あ
る
︒
一
例
を
挙

げ
れ
ば
︑
第
二
象
限
上
方
の
中
沢
岩
太
と
第
三
象
限
の
天
田
鐵
眼
と
の
関
係
で
あ
る
︒

中
沢
は
御
料
局
の
鉱
山
事
業
に
お
い
て
品
川
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
（
前
掲
拙
著
﹃
皇

室
財
産
の
政
治
史
﹄
第
三
章
）︒
一
九
〇
〇
年
一
月
一
五
日
に
は
既
に
京
都
ア
カ
デ
ミ

ア
・
美
術
業
界
で
広
い
人
脈
を
形
成
し
て
い
た
中
沢
の
家
に
品
川
と
天
田
が
招
か
れ
︑

育
唖
学
校
生
徒
の
弾
琴
と
揮
毫
を
見
聞
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（﹁
野
村
文
書
﹂

R
2-

5-

1
5
）︒
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
は
︑
政
治
史
に
お
い
て
積
極
的
に
発
信
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
か
︑
中
沢
を
中
心
と
す
る
京
都
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
研
究
し

た
並
木
ら
も
見
落
と
し
て
い
る
（
前
掲
並
木
・
青
木
﹃
京
都
　
近
代
美
術
工
芸
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
﹄）︒

（
95
）  

こ
の
他
に
も
﹁
古
美
術
へ
の
興
味
﹂﹁
教
育
関
係
者
﹂
な
ど
様
々
な
要
素
が
尊
攘
堂
と

図
1
の
人
び
と
を
結
び
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
点
に
関
し
て
﹁
品
川
マ

ト
リ
ク
ス
﹂
を
用
い
た
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

（
96
）  
前
田
亮
介
﹁「
モ
ノ
」
か
ら
み
た
政
治
史
︑
脱
魔
術
化
さ
れ
る
「
天
皇
制
」
︱
︱
書
評

池
田
さ
な
え
著
﹃
皇
室
財
産
の
政
治
史
﹄﹂（﹃
歴
史
科
学
﹄
二
四
五
︑ 

二
〇
二
一
年
）

五
〇
頁
︒

（
97
）  

V
・
タ
ー
ナ
ー
著
︑
梶
原
景
昭
訳
﹃
象
徴
と
社
会
﹄（
紀
伊
国
屋
書
店
︑
一
九
八
九
年
︒



40

初
版
は
一
九
八
一
年
︑
原
著
は
一
九
七
四
年
）︒

（
98
）  
前
掲
伊
藤
隆
編
﹃
山
県
有
朋
と
近
代
日
本
﹄︒
坂
本
が
伊
藤
の
洋
行
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
用
い
た
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
も
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
ス
の
一
例
で
あ
る
︒

（
99
）  

国
民
協
会
も
院
内
会
派
﹁
国
民
政
社
﹂
と
は
区
別
さ
れ
た
﹁
倶
楽
部
﹂
組
織
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
た
︒

（
100
）  

大
日
方
純
夫
﹁
政
党
の
創
立
﹂（
江
村
栄
一
編
﹃
近
代
日
本
の
軌
跡
2
︱
︱
自
由
民
権

と
明
治
憲
法
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
）︑
山
田
央
子
﹁
明
治
前
半
期
に
お
け
る
政

党
の
誕
生
（
︱
一
八
九
〇
年
）﹂（
季
武
嘉
也
・
武
田
知
己
編
﹃
日
本
政
党
史
﹄
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
一
一
年
）︑
出
水
清
之
助
﹁
民
権
政
党
停
滞
期
に
お
け
る
「
無
形
結
合
」
路

線
の
論
理
と
展
開
︱
︱
︿
広
域
地
方
結
合
﹀
の
成
立
を
中
心
に
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄

一
二
九-

一
二
︑ 

二
〇
二
〇
年
）︒

（
101
）  

宮
地
正
人
﹃
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
︒
初
版

は
一
九
七
三
年
）︑
櫻
井
良
樹
﹃
大
正
政
治
史
の
出
発
︱
︱
立
憲
同
志
会
の
成
立
と
そ
の

周
辺
﹄（
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
）︑
手
塚
雄
太
﹃
近
現
代
日
本
に
お
け
る
政
党
支

持
基
盤
の
形
成
と
変
容
︱
︱
﹁
憲
政
常
道
﹂
か
ら
﹁
五
十
五
年
体
制
﹂
へ
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
︑
二
〇
一
七
年
）︑
前
掲
伊
藤
陽
平
﹃
日
清
・
日
露
戦
後
経
営
と
議
会
政
治
﹄︒
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分類 年 月 日 金額（円） 氏名 備考
1 ① 明治26 9 19 25 毛利元昭◎ 三井銀行預け、〔毛利家当主〕
2 ① 明治26 9 25（※1） 5 柏村信◎ 〔萩藩士、毛利家家令、第十五銀行支配人等〕
3 ① 明治26 9 25（※1） 1 神代貞介 源頼政神前へ玉串料、〔毛利家家臣ヵ〕
4 明治26 9 25（※1） 0.5 稲垣なを 源頼政神前へ玉串料
5 ④ 明治26 9 25（※1） 1 佐藤梅太郎◎ 源頼政神前へ玉串料、〔鉱業家ヵ〕
6 ③ 明治26 9 25（※1） 1 堤猷久 〔福岡生、衆〕
7 ③⑥ 明治26 9 25（※1） 10 田中光顕◎ 〔当時宮中顧問官兼帝室会計審査局長官・学習院長〕
8 ②⑧ 明治28 5 26 1 寺内正毅◎ 〔奇兵隊、御楯隊、当時参謀本部第一局長〕
9 ④ 明治28 5 27 0.5 早瀬巳熊 〔豊多摩郡代々幡村御料地内〕
10 ③④ 明治28 6 3 0.3 細井金四郎 〔岐阜、農、酒造業、衆（4：国民政社）〕

11 ④ 明治28 6 12 100 石亀賢次郎◎ 伯耆国米久郡西志村大字服部、〔帝国生命保険（株）
取締役、後大倉組〕

12 明治28 6 12 10 卯之歳　男
13 明治28 6 12 3 酉之歳　女
14 ②④ 明治28 6 12 1 桂弥市◎ 「市、百五十円八十銭入レル」、〔長府の実業家・畜産業〕

15 ②③ 明治28 6 26 30 松本鼎★☆◎ 〔周防国佐波郡生、吉田松陰門下、禁門の変参戦、御
楯隊士、衆（1）、貴（M25-M40）〕

16 ③ 明治28 6 26 25 越智通信★ 〔林務官、大阪大林区署長など、後、京都在住〕
17 明治28 6 26 10 光村アサ 〔光村弥兵衛妾ヵ〕
18 ④⑤ 明治28 6 26 50 西村總左衛門★☆ 〔京都、呉服商「千切屋」12代当主、友禅業、貿易商〕
19 ⑤ 明治28 6 26 50 川島甚兵衞★☆◎ 〔京都、川島織物二代目〕
20 ⑤ 明治28 6 26 10 紹美栄祐★ 〔京都、金工家〕
21 ④ 明治28 6 26 30 田中治兵衛★☆◎ 〔京都の書肆「文求堂」主人〕
22 ④ 明治28 6 26 10 今井定七★ 〔京都四条高倉、古中道具商〕
23 ②③ 明治28 6 26 20 林誠一 〔山口県士族、検事〕

24 ②③ 明治28 6 26 10 高津慎◎ 〔山口生、熊本県警部、三重県書記官など、後、台湾
総督府民政局臨時土木部長〕

25 ③④ 明治28 6 26 10 横田萬寿之助 〔京都、農商務技師など、貿易商、後、五二会撚緬整〕
26 ③ 明治28 6 26 10 山田信道◎ 〔熊本生、大阪府知事など地方官を歴任〕
27 ③ 明治28 6 26 10 古沢滋◎ 不納、〔土佐生、政治家、官僚〕
28 ③ 明治28 6 26 5 中村治郎 〔長崎県書記官、三重県書記官など〕
29 ②③ 明治28 6 26 1 長岡往来 〔山口生、後、東京芝区長〕
30 ②③ 明治28 6 26 100 野村靖☆◎ 〔長州生、政治家、当時内務大臣〕
31 ④ 明治28 8 14 25 池田清助★☆ 〔京都、五二会京都雑貨部長、美術・貿易商〕
32 ④ 明治28 8 14 15 池田清右衛門 〔雑貨売込商、神戸商業会議所所属、清助の息子〕
33 ④ 明治28 8 14 30 林新助★☆ 〔京都、美術商、美工商社設立発起人〕
34 ②⑧ 明治28 8 15 30 阿武素行★☆ 〔周防生、軍人、元奇兵隊士〕
35 ② 明治28 8 15 0.5 時山信之 〔時山直八親族ヵ〕
36 ②③ 明治28 8 15 10 周布公平◎ 〔長州生、政治家、官僚、当時兵庫県知事〕

37 ②④ 明治28 8 15 100 豊永長吉◎ 〔長府生、実業家、銀行家、炭鉱など経営、真宗信徒
生命、衆（8）〕

38 ③④ 明治28 8 15 10 高井幸三◎ 〔大阪生、真宗信徒生命保険（株）・起業銀行役員、衆
（2、3：国民協会）〕

39 明治28 8 15 5 八木良則☆ 〔京都〕
40 ⑤ 明治28 8 15 5 田中利七★☆ 〔京都、美術刺繍作家、美工商社設立発起人〕
41 明治28 8 15 0.5 三木貫朝 小豆島福田村
42 ⑤ 明治28 8 15 10 並川〔河〕靖之★☆ 〔京都、七宝家、五二会七宝部長、後帝室技芸員〕
43 ④ 明治28 8 15 10 奥村芳次郎 〔京都、鋳物商〕
44 ⑤ 明治28 10 20 1 川井仙郎 〔京都、篆刻家、金石学〕
45 明治28 10 28 10 井上正幸 〔大阪府〕
46 ② 明治28 10 28 2 田中稔助 〔遊撃隊監軍、山口藩常備軍編成掛〕
47 ④ 明治28 11 1 20 川崎正蔵 〔兵庫、実業家、川崎造船所創業者〕
48 ④ 明治28 11 1 100 光村利藻 〔兵庫、光村弥兵衛長男、後光村印刷創業〕
49 ④ 明治29 3 31 20 安生順四郎◎ 〔栃木、実業家、公共事業家〕

表1　尊攘堂寄付者・寄付額一覧（年代順）
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分類 年 月 日 金額（円） 氏名 備考
50 ④ 明治29 3 31 20 矢板武◎ 〔栃木県矢板農場経営者〕

51 ④⑥ 明治29 4 28 1.5 住江常雄 熊本県飽託郡横手村、〔敬神党、神風党総代、後、九
州鉄道監査役〕

52 明治29 4 28 0.5 右田喜七郎 熊本市、〔敬神党〕
53 明治29 4 28 2 小杉元雄 熊本県荒本郡玉荒村
54 明治29 4 28 5 坪井間〔多〕三郎 神戸市、〔時計商ヵ〕
55 ④ 明治29 4 28 3 松浦有平 神戸市、〔紙商〕
56 ④ 明治29 4 28 50 住友吉左エ門◎ 大阪市、〔住友家当主〕
57 ④ 明治29 4 28 25 広瀬満正 神戸市、〔広瀬宰平長男、実業家〕
58 ④ 明治29 4 28 7 山本亀太郎（※2） 神戸市、〔貿易商、茶業、兵庫県五二会本部長〕
59 ④ 明治29 4 28 3 兼松房次郎 神戸市、〔尾張生、貿易商〕
60 ④ 明治29 4 28 3 柴田喜蔵 大阪市、〔実業家ヵ〕

61 ④ 明治29 4 28 5 芝川又右衛門 大阪市、〔農業、大阪殖林・日本蒔絵会社役員、多額
納税者〕

62 ④ 明治29 4 28 2 杉山利介 神戸市、〔市会議員、呉服太物商など〕
63 ④ 明治29 4 28 1 大井卜新 大阪市、〔紀伊生、貿易業、医師、衆（9、10）〕

64 ④ 明治29 4 28 2 賀集寅二（次）郎◎ 淡路国三原郡、〔淡路紡績（株）重役、後社長、兵庫
県官員経験有〕

65 ④ 明治29 4 28 1 多田弥三郎 〔光村家支配人〕
66 明治29 4 28 1 伊東勝次郎
67 ④ 明治29 4 28 0.5 泉谷氏〔氐〕一 〔後、関西写真製版印刷合資会社社員＝光村関係者〕
68 ⑤ 明治29 4 28 0.5 小島保光 〔福井生、神戸、写真家〕
69 明治29 4 28 0.5 鳥居定吉
70 ④ 明治29 4 28 1 鈴木助七 〔神戸、旅人宿、回漕業〕
71 明治29 4 28 0.5 八木嘉伝次

72 ④ 明治29 4 28 1 河井貞一 〔兵庫、県勧業課在勤経験有、日本貿易倉庫株式会社
社員〕

73 明治29 4 28 0.5 郡司幸一

74 ④ 明治29 4 28 10 芝原嘉兵衛 〔京都、京都株式取引所・真宗信徒生命保険（株）・起
業銀行役員〕

75 ④ 明治29 7 8 5 深見伊兵衛★☆ 〔京都、海産物・外国米・肥料商、京都倉庫副社長〕
76 ④ 明治29 7 8 5 川端弥七☆ 〔京都、乾物商〕
77 明治29 7 8 1 竹岡タツ
78 ③ 明治29 7 8 5 松田茂太郎 〔技師、後台湾総督府専売局〕
79 ⑧ 明治29 8 1 0.5 佐々木半蔵 〔軍人ヵ〕
80 ②⑧ 明治29 8 1 0.5 村上昌輔 〔山口、軍人ヵ〕
81 明治29 8 7 0.5 中野小学校
82 明治29 8 20 2 平賀義夫◎ 〔工学博士平賀義美長男〕
83 ⑧ 明治29 8 22 0.5 岩本京輔 〔軍人ヵ〕
84 ② 明治29 8 30 5 村田峯次郎◎ 〔長州生、歴史家、清風長男、『品川子爵伝』作者〕
85 ②④ 明治29 11 10（※1） 50 藤田伝三郎◎ 〔長州生、大阪、藤田組創始者、実業家〕
86 ③④⑥ 明治29 11 10 5 鳴滝幸恭 〔京都生、神戸市長など、実業家、戊辰戦争に従軍〕
87 ②③⑧ 明治30 2 7 15 梶山鼎介◎ 〔元長府藩士、報国隊、陸軍中佐、衆（4：国民協会）〕
88 ⑥ 明治30 2 7 15 松尾珍臣 信濃国下伊那郡神稲村
89 ④⑥ 明治30 2 7 20 福澤三郎 信濃国上伊那郡赤穂村、〔（株）庚子銀行頭取〕
90 ⑥ 明治30 2 7 10 北原阿智之助 信濃国下伊那郡上郷村、〔村長、衆（17、19、20）〕
91 ⑥ 明治30 2 7 5 前澤巖雄 信濃国上伊那郡片桐村
92 ⑥ 明治30 2 7 5 小町谷英太郎 信濃国上伊那郡赤穂村、〔戸長〕
93 ⑥ 明治30 2 7 20 間鷲郎 美濃国恵那郡中津川町、〔間秀矩の孫〕
94 ④⑥ 明治30 2 7 5 上柳喜右衛門 信濃国下伊那郡飯田町、〔名望家〕
95 ④⑥ 明治30 2 7 10 木下與八郎 信濃国下伊那郡飯田町、〔上柳の親族、飯田町長など〕
96 ④⑥ 明治30 2 7 5 伊原五郎兵衛 信濃国下伊那郡飯田町、〔実業家〕
97 ⑥ 明治30 2 7 5 前島直太郎 信濃国下伊那郡大鹿村
98 ⑥ 明治30 2 7 5 大原慶一 信濃国下伊那郡神稲村
99 ⑥ 明治30 2 7 5 温田知三郎 信濃国下伊那郡泰阜村

（表1つづき）
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分類 年 月 日 金額（円） 氏名 備考
100 ⑥ 明治30 2 7 5 木下重太郎 信濃国下伊那郡鼎村
101 ⑥ 明治30 2 7 10 北原信綱 信濃国下伊那郡坐光寺村、〔名望家、衆（4）〕
102 ②⑧ 明治30 6 12 20 岡澤精 〔山口生、軍人〕
103 ⑦ 明治30 6 22 5 上田実 山口県吉敷郡大道村、〔農、国民協会、衆（7、8）〕
104 明治30 6 27 1 中嶋勘兵衛
105 ⑦ 明治30 6 27 1 某 山口県

106 ⑦ 明治30 8 2 10 周防国吉敷郡大道村（上田
実）ほか10名 4日預け

107 ⑦ 明治30 8 2 10 古林重次郎 山口県吉敷郡小郡村

108 ⑦ 明治30 8 2 5 本間源三郎◎ 山口県吉敷郡嘉川村、〔村吏、名望家、国民協会、旧
藩農兵〕

109 ④⑦ 明治30 8 2 5 徳田譲甫 山口県吉敷郡井関村、〔実業家、県会議員など〕
110 ⑦ 明治30 8 2 5 林秀一 山口県吉敷郡小鯖村
111 明治30 11 28（※1） 1 太田祥介 〔八重山役所長ヵ〕
112 ④ 明治30 11 19 5 岡田善四郎 磐城国田村郡大越村、〔村吏、実業家、国民協会〕
113 ④ 明治32 4 30 10 真宗信徒生命保険株式会社
114 明治32 5 23 1 産田喜三郎 福井県今立郡鯖江町
115 ⑤ 明治32 6 26 1 富岡鉄斎 〔京都、画家、学者〕
116 ④⑤ 明治32 7 15 30 飯田新七★☆ 〔京都、呉服商、美術商、貿易商、高島屋当主〕
117 ③ 明治32 7 20 0.5 桑原省之輔 和歌山県庁〔県内務部十等属〕
118 ⑤ 明治32 9 25 5 清水六兵衛★☆ 〔京都、製陶家、五二会、京都陶磁器商工組合〕
119 明治32 9 25 0.6 井上致廣・𠮷岡軍四郎 熊本県熊本市・同県八代郡植柳村
120 ④ 明治32 12 8 100 岩下清周 北浜銀行、〔長野生、実業家〕
121 ④ 明治32 12 18 10 内藤小四郎☆◎ 〔京都、五二会京都綿ネル役員〕

122 ④ 明治32 12 25 30 辻信次郎・辻忠四郎・辻忠
三郎☆◎ 〔京都、博覧会元金社中、信次郎は元区長、五二会〕

123 ④ 明治33 1 15 10 安盛善兵衛☆◎ 〔滋賀生、呉服洋反物商、五二会京都綿ネル役員〕

124 ④ 明治33 1 27 10 藤村岩次郎☆◎ 〔京都、京都商業会議所常議委員、五二会京都綿ネル
役員）

125 ④ 明治33 4 8 10 竹村弥兵衛☆ 〔下京区、洋反物商〕
計 1586.4（※3）

（※1）来堂日ではなく預金日。
（※2） 「神戸市商工業者資産録」（渋谷隆一編『都道府県別資産家地主総覧　兵庫編1』〈日本図書センター、1991年〉所収）には、

もう一人同姓同名の株式会社村井兄弟商会神戸支店長が見えるが、品川との関係から考えると、前田正名の提唱にかかる五二
会の製茶部門で本部長を務める山本亀太郎の蓋然性が高いと判断した。

（※3） 各寄附金額を古澤滋の不納分10円も含めて合計すると1590円90銭、不納分を含めずに合計すると1580円90銭となるが、「尊
攘堂資金有志者人名録」記載の金額を入力した。

註1： 「年」「月」「日」「金額」「氏名」の欄は「尊攘堂資金有志者人名録」（「品川文書１　書類」R80-1631）を基本として、「尊攘堂
資金有志者人名録」（同、R80-1632）と対照して確定させた。「分類」欄の番号については、以下の通り。①毛利家関係者、②
旧長州藩士、③政治家・官員、④実業家、⑤美術工芸作家、⑥維新志士関係者（長州藩以外）、⑦山口県出身者、⑧軍人、無番
号：その他・不明。一人の人物において二つ以上の分類にまたがる肩書・経歴を持つ場合は、複数の番号を併記した。①は毛
利家の人物、及び毛利家家政スタッフのみを分類した。②の「旧長州藩関係者」は「維新志士」でもあった人物も多く含まれ
るが、⑥と併記していない。美術工芸作家でもあり営業者でもある人物に関しては、制作を主たる活動としていると判断でき
る場合は⑤単独とし、それ以外は④と併記した。後に議員となる者や議員・官員経験・軍歴のある者に関しては、勤続年数の
長さや本務と思われるものにより判断し分類した。⑦は、旧藩士でないと判断できる者のみを分類した。

註2： 名前の後ろに◎印のあるものは、「品川文書1　書簡」、「品川文書1　書類」、「品川文書2　書簡」、「品川文書2　書類」、『品川
文書』1 ～ 8中に来翰のあるものを指す。

註3： 名前の後ろに★印のあるものは後に尊攘堂保存委員となる者を（「尊攘堂保存ノ趣旨」〈「品川文書1　書類」Ｒ80-1636〉）、☆
印のあるものは京都帝国大学移管後の「尊攘堂委員」となる者を指す（京都帝国大学附属図書館編刊『尊攘堂誌』1940年、25
～ 26頁）。

註4： 備考欄・「衆（回次）」は衆議院議員歴、「貴（期間）」は貴族院議員歴を示す。
註5： 「尊攘堂資金有志者人名録」には明治33年2月3日に2件の物品寄付も記載されているが、これらについては表2にまとめた。
註6： 「備考」欄は、「尊攘堂資金有志者人名録」に記載のあるものはそのまま記載し、〔　　〕は以下の文献を用いて経歴等を補った。

備考欄・出身地は「〇〇生」、居住地は単に地名のみを記した。寄付時点の肩書については「当時〇〇」、履歴は単に列挙し、
寄付時点以降の経歴については「後、〇〇」と記した。肩書は、主な家業がある場合は「〇〇業」、複数の事業設立に関与して
いる場合には単に「実業家」とした。

参考文献
「尊攘堂記」（「品川文書1　書類」Ｒ80-1637）、国立公文書館所蔵「職員録」、乙葉宗兵衛『西京人物志』（村上勘兵衛、1879年）、石
田才次郎編『買物必携今世京羽二重』（石田有年、1884年）、浅田長次郎（愛鳥道人）『三重県職員人物評――一名・官吏の腕くらべ』

（表1つづき）
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（北村活版所、1890年）、桜井敬太郎等『京都府下人物誌　第1編』（金口木舌堂、1891年）、公評散史『兵庫県人物評』1 ～ 4（神戸
同盟出版社、1892 ～ 1896年）、児玉九峯・藤田桜鉄『濃飛名誉人物評　下』（濃飛名誉会、1894年）、辻本治三郎編『京都案内都百種』

（尚徳館、1894年）、『日本紳士録　第三版』（交詢社、1896年）、藤井公平等著『兵庫県代議士候補人物公評録』（大東社、1898年）、
梅田正勝編『全国多額納税者互選名鑑』（溝口摂弥、1898年）、田中彦次郎編『明治肖像録』（帝国史会、1898年）、『衆議院要覧』（衆
議院事務局、1898年）、倉田熱血『近畿実業家列伝　付　天忠党大和義士伝』（不朽社、1899年）、牧野元良編『大日本商工名鑑』（商
業興信所、1899年）、『欧米商工視察報告書』（京都商業会議所、1900年）、観風庵主人『商界の人物』（小谷書店、1903年）、宮村無
声『成功と失敗』（又間精華堂、1903年）、大阪朝日新聞社編『人物画伝』（有楽社、1907年）、『無資奮闘成功家実歴――最新実業家
立志編』（実業力行会、1907年）、大月隆『成功百話』（文学同志会、1910年）、大阪商業会議所編『大阪商工名録』（梅田芳三、1911年）、
岩下清周『藤田翁言行録』（岩下清周、1913年）、東洋新報社『大正人名辞典』（東洋新報社、1917年）、『大阪薪炭商名鑑』（関西薪炭
商報社、1935年）、「売買ひとり案内」（新撰京都叢書刊行会編『新撰京都叢書』6、臨川書店、1985年）、「京都土産」（新撰京都叢書
刊行会編『新撰京都叢書』10、臨川書店、1985年）、「西京人物誌」（新撰京都叢書刊行会編『新撰京都叢書』9、臨川書店、1986年）、「京
華要誌」上（新撰京都叢書刊行会編『新撰京都叢書』3、臨川書店、1987年）、「京都新繁昌記」（新撰京都叢書刊行会編『新撰京都叢
書』8、臨川書店、1987年）、京都出版史編纂委員会編『京都出版史――明治元年―昭和二十年』（日本書籍出版協会京都支部、1991年）、
上川芳実「明治期京都商業会議所の議員構成」（『（同志社大学）社会科学』47、1991年）、同「明治31年大阪府の企業家集団」（『京
都学園大学経営学部論集』7-2、1997年）、同「明治期京都市の企業家層」（『同志社商学』50-5・6、1999年）、同「明治期大阪市の
企業家層」（『大阪大学経済学』54-3、2004年）、泉健「『Ost=Asien』研究　その3　人名注解；日本人編」（『和歌山大学教育学部紀要．
人文科学』54、2004年）、秋元せき「明治期京都の名望家と行政」（京都映像資料研究会編『古写真で語る京都』淡交社、2004年）、
小林丈広「都市名望家の形成とその条件――市制特例京都の政治構造」（『ヒストリア』145、1994年）、同「京都公民会と都市商工業
者」（『キリスト教社会問題研究』59、2010年）、佐藤英達『藤田組の発展――その虚実』（三恵社、2008年）、山本真紗子『唐物屋か
ら美術商へ――京都における美術市場を中心に』（晃洋書房、2010年）、安岡昭男編『幕末維新大人名事典』（新人物往来社、2011年）、
徳田武『朝彦親王伝――維新史を動かした皇魁』（勉誠出版、2011年）、愛知県陶磁資料館学芸課編『陶家の蒐集と制作Ⅰ――清水六
兵衛家　京の華やぎ』（愛知県陶磁資料館、2013年）、並木誠士・青木美保子編『京都　近代美術工芸のネットワーク』（思文閣出版、
2017年）、山本真紗子「美術貿易黎明期の京都とロンドン――美術商池田清助とトーマス・J・ラーキン」（並木誠士編『近代京都の
美術工芸――制作・流通・鑑賞』思文閣出版、2019年）、武藤夕佳里『並河靖之と明治の七宝業』（思文閣出版、2021年）、並河徳子「父
をかたる」（非売品）、『日本全国諸会社役員録』、『日本全国商工人名録』、『官報』、『東京朝日新聞』、『大阪朝日新聞』、『読売新聞』、『東
京日日新聞』、『日本人名大辞典』、徳富蘇峰記念館HP、「幕末明治の写真史総覧」HP、「『人事興信録』データベース」、『品川文書』
1 ～ 8。

（表1つづき）
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寄付者 寄付物品（寄付年月日） 経歴

田中光顕◎ 高杉晋作萩獄中之詩弧月第二　武
市半平太瑞山之画 表1参照

松本鼎★☆◎ 松浦松洞画　群鶴之図 表1参照

窪田畔雄 佐久間象山先生自賛山水之図（明
治28年6月） 佐久間象山門人

森寛斎◎

（自作）千島之図、人体的、夏ノ
不二の図、加茂御幸の図、猪ノ図、
十萬堂女人形記、源三位頼政卿肖
像

日本画家、萩生、京都画壇における円山派正系

近藤芳樹 千島之図（賛歌） 国学者、周防邦吉敷郡生、明治13年没

山田卯之助 京大火之図 〔奈良県生の山田卯之吉ヵ〕

柴垣弥兵衛老婆 維新山口諸隊会議所ニ於テ奇兵隊
其外書　各隊将士 但馬の豪農

川崎紫山〔三郎〕 藤田東湖　豊田　二先生詩 歴史家、『戊申戦史』著者

吉田黙老人 平井隈山自画賛梅 尊攘運動家、京都生、寺侍、維新後は神職

西村心斎 梅田雲浜　朱文公之一聯　 〔朝倉ヵ：『田中河内之助傳』校閲〕

紅屋新助 三条実萬公　天照神号 長堀心齋橋、紅商

河村淳 水戸烈公石摺 政治家、帝国党代議士

梧庵和尚◎
天王山殉難十七士（眞木和泉所持
の軍扇・久坂玄瑞の軍中日誌・宍
戸九郎兵衛の大瓢）（※1）、刀

建仁寺中浄光院高台寺住職橘鄧林。禁門の変の際、
左遺品を拾い、有志者に送った勤王僧

谷鉄臣 三条実美公長門集義隊之旗　甲子
ノ乱ニ用イシモノ

旧彦根藩士、医者、近江生、宮内省京都支庁御用掛
など

久保田米僊 長州兵入京之図 日本画家、京都生、京都府画学校設立に奔走

池村弥兵衛 松本謙三郎七絶 書肆

雨森善四郎 大原重徳卿　自画賛 白水とも、京都生、明治14年没、古書画愛好家・鑑
定家

井室伊兵衛 大原重徳卿尊攘の弐字 〔飯室ヵ：好古家〕

白瀬甚右衛門 佐久間象山七絶 松代の人

大庭景秋 中山侍従忠光公書状 長府、柯公とも、白石正一郎の弟である大庭傳七の
三男

伊原昴 竹内式部号　王瑾　天龍道人葡萄
ノ図 土佐出身、幕末は田中光顕とともに尊攘運動に従事

薬袋義一◎ 竹内式部号　木鳥図、柳鶯の図 山梨出身、政治家、国民協会所属

北原郡長 常陸ノ人大阪坐摩詞官　佐久羅東
雄長歌 長野県下伊那郡坐光寺村の北原信綱

福羽美静◎ 同上、船越清蔵守愚 津和野出身、国学者、貴族院議員

三木直 宰相書牘　茨木〔ママ〕県水戸士
　壱幅 水戸生、幕末国事に奔走、維新後は神官等を歴任

西田茂八郎・
北垣伝右衛門

松本圭堂書幅一軸
（明治33年2月3日） 西田は淡路の実業家、米穀改良に尽くす、豪商

北垣伝右衛門◎ 藤森弘庵書幅一軸
（明治33年2月3日） 但馬朝来郡生、兵庫県会議員

表2　尊攘堂物品寄付者一覧
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寄付者 寄付物品（寄付年月日） 経歴

村山遯軒
伴林光平、清川八郎、藤本鉄石の
書簡横巻。富岡鉄斎に題字依頼
（明治28年12月）（※2）

新潟県三条の人

杉孫七郎◎ 三条実萬書（※3） 長州出身、宮内省内蔵頭、皇太后宮大夫等

平賀義夫◎ 不明（※4） 表1参照

西村敬蔵 田中河内之介綏猷短冊（明治21
年8月26日）（※5）

但馬の人、田中河内之助や諸藩の志士を資金面で支
える、宮内省御用掛（京都支庁出仕）

（※1）明治21年8月28日・30年8月15日『日出新聞』より。
（※2）『品川文書』5、58 ～ 59頁より。
（※3）国立国会図書館憲政資料室寄託「杉孫七郎関係文書」40-6より。
（※4）『品川文書』6、69 ～ 70頁より。
（※5） その後明治21年12月までに加藤源兵衛に譲渡され、幕末期に収集されたと思われる瓦版や尊攘堂関係史料とと

もに「七生之巻」としてまとめられた。現在は京都文化博物館に寄託されている。同人の寄付については、京都
文化博物館学芸員・植田彩芳子氏、同西山剛氏よりご教示いただいた情報に基づく。

註： ※が付されている件以外は全て、「目録 尊攘堂」（「品川文書1　書類」R80-1629）から判明する限りの物品寄付者
を列挙したものである。経歴は表1の註に記載の諸史料のほか、『浪花買物独案内』（昇旭堂等、1867年）、猪飼定次
郎『万年青培養法　絵入新編』巻1（池村弥兵衛、1883年）、松村巌『維新史談』（田中治兵衛、1893年）、桑島蚕
造『鉄将遺稿』（大庭景秋、1895年）、豊田小八郎『田中河内介伝』（繁本良之助、1900年）、服部鉄石『茨城人物評
伝』（服部鉄石、1902年）、小林丈広『明治維新と京都――公家社会の解体』（臨川書店、1998年）、京都芸術大学芸
術資料館HP「美術家略歴」（http://libmuse.kcua.ac.jp/muse/bio/amenomorihakusui.html）、『世界大百科事典』を参照した。
名前の後の記号については表1参照。

（表2つづき）
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年 月 日 祭典 参拝者

明治21 8 26 ✓

九鬼〔隆一〕図書頭、槇村〔正直〕元老院議官、乃木〔希典〕少将、松本〔鼎〕
和歌山県知事、馬屋原〔二郎〕神戸始審裁判所長、本願寺法主〔大谷光尊〕、
森寛斎、和田義亮、吉井義之、梧庵禅師、久坂秀次郎、弥平治の老母、森
口忠兵衛ら

明治24 6 26 松本鼎、富岡鉄斎、森寛斎等参集、祭典執行（以後、毎年同日頼政忌を例
祭日と定める）

8 23 ✓ 田中治兵衛（主催）・吉田黙・谷鉄臣・森寛斎・島地黙雷・大洲鉄然ら、及
び京都在住長州人数名

10 清岡公張、吉田庫三、江木千之

明治25 4 陸実、岡崎邦輔等

6 26 ✓ 松本鼎、森寛斎、富岡鉄斎等16名参集（例祭）

8 18 ✓

斎主・品川弥二郎、森寛斎、松本鼎、大越亨、谷鉄臣、越智通信、近藤芳介、
阿武素行、革島有尚、福寿梧庵、吉田黙、北垣国道、伊集院兼常、山本復一、
大洲鉄然、赤松連城、篠田時化雄、鈴木松年、木下凞ら、及び維新殉難志
士遺族、絵師、商工業者、新聞社員等250余名

明治26 5 寺島秀介（男）

6 26 ✓ 松本鼎等8名（例祭）

9 5（※1） ✓

斎主・豊国神社宮司柴崎宣弘、祭官十数人、山階宮晃親王、賀陽宮邦憲王、
久邇宮多嘉王、毛利元昭、蜂須賀茂韶（来賓）、阿武素行、松本鼎（祭主）、
北畠〔治房〕控訴院長、渡辺〔昇〕会計検査院長、清岡〔公張〕、北垣〔国
道〕、千田〔貞暁〕、周布〔公平〕兵庫県知事、石田〔英吉〕高知県知事、
長谷川〔為治〕造幣局長、桂〔太郎〕陸軍中将、山根〔信成陸軍〕少将、
真鍋〔斌陸軍〕大佐、伊丹重賢、岩村高俊、中井弘、小室信夫の4貴族院
議員、遠藤謹介、井上勝、渡辺清、西村捨三、伊集院兼常、藤田傳三郎、
馬屋原〔二郎〕神戸裁判所長、久保〔秀景〕津裁判所検事正、加太〔邦憲〕
京都裁判所長、楠〔正位〕同検事正、宇田〔淵〕主殿助、平川〔濶亮〕京
都郵便局長、高津〔慎〕三重県参事官、三橋〔勝到〕京都府警部長、平賀
義美、荒川新一郎、京都市郡部会議長、常議委員、京都市会議長、市参事
会員、中川武俊、大谷光尊、近藤春香、遺族・小野幸助、平野次郎等（以
上福岡）、梧庵和尚、〔天然〕滴水禅師、催主・品川弥二郎、尾越〔泰輔〕
京都府書記官、近藤芳介、阿武〔素行陸軍〕少将、松本〔鼎〕貴族院議員、
河田景福等数十名、ほか紳士・豪商等約200名

明治28 4 柏田盛文等

5 寺内正毅等

6 26 ✓ 松本鼎、富岡鉄斎、近藤芳介、天田鉄眼、川崎三郎、川島甚兵衞、西村總
左衛門等参集（例祭）

7 12 ～ ✓ 数百名

明治29 4 井関美清

6 26 ✓ 松本鼎、富岡鉄斎等29名参集（例祭）

8 田中一介、村田峯次郎

表3　尊攘堂参拝者抜粋（明治20年～ 33年）
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年 月 日 祭典 参拝者

8 27 ✓

阿武素行、松本鼎ほか有志者、山階宮晃親王、賀陽宮邦憲王、村雲日栄尼、
山縣有朋、六角〔博通〕子爵、内海〔忠勝〕、沖〔守固〕、北畠〔治房〕大
阪控訴院長、林〔誠一〕大阪控訴院検事長、馬屋原〔二郎〕大阪地方裁判
所長、加太〔邦憲〕京都地方裁判所長、楠〔正位〕同検事正、二宮監軍附
武官、小畑〔美稲〕・小室〔信夫〕両貴族院議員、大谷派法主代理日野澤依、
大洲鉄然、利井明郎、宇田淵、河田景福、近藤芳介、黒岩直方、浜岡光哲、
高木文平、富岡鉄斎、山本章夫、毛利元昭代理田中一介、京阪の新聞社員、
嵯峨地方有志者等数百名、久坂玄瑞遺族秀二郎、寺島忠三郎遺族秋介、福
原越後遺族俊丸ほか遺族十数名

明治30 1 梶山鼎介、和田彦次郎

4 柴田家門、波多野承五郎

5 大原重徳（侯）

6 26 ✓ 阿武素行、富岡鉄斎、鳥尾小弥太等30名参集（例祭）

6 岡澤精（男）

8 末松謙澄（男）

8 15（※2） ✓ 山縣有朋、鳥尾小弥太、阿武素行

11 山岡直記（子）

明治31 6 26 ✓ 松本鼎、阿武素行、富岡鉄斎等、木下廣次以下京大職員25名参集（例祭）

明治32 6 26 ✓ 富岡鉄斎、中沢岩太ほか23名参集（例祭）

明治33 6 8 品川弥二郎追悼会、在京都縁故者参集

（※1）霊山招魂場を祭場として執行された。
（※2）天龍寺を祭場として執行された。
註1： 「祭典」欄にチェックの入っているものは尊攘堂例祭や招魂祭などの祭典時の参拝者を、それ以外のものは平常時

の尊攘堂への来堂・参拝者を示す。
註2： 祭典時の参拝者については『品川文書』1 ～ 8、『日出新聞』、『大阪日報』、『読売新聞』により判明する人名を、

平常時の参拝者については京都帝国大学附属図書館編刊『尊攘堂誌』（1940年）所載「尊攘堂年譜」より、尊攘堂
建立の明治20年から品川弥二郎逝去の同33年までに確認できる参拝者情報を抽出した。

註3：明治27年は日清戦争の影響により、例祭は中止された。

（表3つづき）
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DB2に登場する人物 経歴
川島甚兵衞★☆◎ 表1参照
前田正名◎ 農商務省官僚、五二会創設、地方在来産業指導者
田中治兵衛★☆◎ 表1参照
伊藤博文◎ 政治家、長州出身
大谷光尊◎ 真宗本願寺派管主
小田佛乗◎ 真宗本願寺派役僧
伊庭貞剛◎ 近江出身、住友第二代総理事など、衆（1）
吉井義之 但馬生、生野の変に参加、後奇兵隊入隊、禁門の変で負傷、戊辰戦争従軍、維新後は京都府に勤務
富岡鉄斎 表1参照

小和野廣人

大和国宇知郡小和野野原村郷士、20歳で出家（浄土宗）、天誅組の変に参加、高野山に挙兵した鷲尾隊に参
加、その後集議隊を結成し宮門経営にあたる、明治2年横井小楠暗殺の嫌疑で幽閉、のち種々の反政府行動
の嫌疑で獄を出入、不平士族とともに政府転覆計画に参加したとして終身刑となり明治5年鹿児島獄に移送、
西南戦争の6年後釈放され帰郷、東京・京都と居を変えたのち、神道教導職に任じられ権大教正となる。明
治22年病のため京都入り、明治24年帰郷

高橋九右衛門 富岡鉄斎・吉井義之・小和野廣人らとともに明治21年の禁門の変の殉難者記念祭・遺墨展覧会に饗応を受
ける

木村弁之進 土佐陸援隊士、富岡鉄斎・吉井義之・小和野廣人らとともに明治21年の禁門の変の殉難者記念祭・遺墨展
覧会に饗応を受ける

石田誠之助 富岡鉄斎・吉井義之・小和野廣人らとともに明治21年の禁門の変の殉難者記念祭・遺墨展覧会に饗応を受
ける

森寛斎◎ 表2参照

久万裕◎ 高知出身、農商務省林務官（明治20）、以後京都・秋田・熊本・広島の各大林区署長を歴任、明治31年逓信
省入省。在官時品川には御料林についても意見

近藤幸止◎ 亀山藩家老次男、熊本県一等属、内務一等属など、真宗信徒生命社員
大洲鉄然◎ 真宗本願寺派役僧、長州出身、幕長戦争に従軍（第二奇兵隊）
坂本則美◎ 京都の政治家、川島甚兵衞を支援

荒川新一郎◎ 山口出身、イギリスに留学し紡績学を学ぶ、のち農商務省御用掛。品川とは会社の経営・人事や京都織物
会社の紛議の件について相談関係にあった

山縣有朋◎ 政治家、長州出身
広瀬宰平◎ 近江生、住友初代総理事
井上馨◎ 政治家、長州出身
益田孝◎ 佐渡出身、三井組入社、三井物産立ち上げ、初代総轄
中井弘◎ 薩摩出身、英国日本公使館書記官、滋賀県知事、貴族院議員など
片岡政次◎ 品川家農牧場管理者、真宗信徒生命東京支店長
赤松連城◎ 真宗本願寺派役僧、「防長グループ」
佐々友房◎ 熊本出身、政治家、国民協会所属
中西牛郎◎ 仏教系ジャーナリスト、真宗本願寺派信徒
陸奥宗光◎ 政治家、紀州出身、農商務大臣等

天然滴水◎ 臨済宗僧侶、文久3年（1862年）、41歳の時に天龍寺西堂に任命され、禁門の変に罹災、明治維新後は臨済
宗天龍寺派管長など

田口秀実◎ 大洗神社宮司
北垣国道◎ 政治家、京都府知事、北海道庁長官など
半井真澄◎ 今治出身、医師、故実家
渥美契縁◎ 真宗大谷派僧侶
大越亨◎ 農商務省勧農局、石川県少書記官、徳島県大書記官、熊本県大書記官など
阿武素行★☆ 表1参照
岩村〔高俊〕◎ 高知出身、戊辰戦争従軍、石川、愛知、福岡、広島の県令や知事を歴任
松本鼎★☆◎ 表1参照
高津慎◎ 表1参照

早川龍介◎ 愛知県農、愛知県会議員、同副議長、衆（1 ～当選10回）、第1回議会では中立派、三河分県論主唱者。明
治25年8月品川の国民協会遊説途次の滞京では神戸への出発を見送る

小原迪 大垣藩家老の家に生まれる、維新後大垣藩大参事、本保県権知事等、岐阜県代議士、男爵。明治25年8月
品川の国民協会遊説途次の滞京では神戸への出発を見送る

表4　DB2登場人物一覧
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DB2に登場する人物 経歴

今井磯一郎

愛知県農商、衆（1 ～ 4）、第一回衆議院議員総選挙では僧侶を遊軍として後ろ盾として勢力を拡大し、大
同派と選挙戦を戦って勝利。無所属中立派だが保守寄りとされる。愛知県会議員となり、三河分県論の賛
成者の一人。愛知県常置委員、徴兵参事員、地方山林会議員、岡崎商業会議所会頭、岡崎米穀取引所理事長、
三河電力株式会社社長など。明治25年8月品川の国民協会遊説には京都から佐々友房とともに付き従う

五十嵐光彰 京橋、周旋業・通信業。明治23年清浦奎吾の肝入りで国費を投じて設立された通信社（後の東京通信社）
の第二代主幹。明治25年8月品川の国民協会遊説には京都から佐々友房とともに付き従う

高井幸三◎ 表1参照
島地黙雷◎ 真宗本願寺派役僧、山口生
村田峯次郎◎ 表1参照
香川〔葆晃〕◎ 真宗本願寺派役僧、「防長グループ」
水本 真宗本願寺派僧侶
片山〔東熊ヵ〕 長州（萩）出身、奇兵隊に所属、維新後は建築家、宮内省内匠寮など
堀内 不明、品川に添書を求めて来訪
越智通信★ 表1参照
鳥尾小弥太◎ 奇兵隊出身、陸軍中将、保守中正派結成、子爵、禅宗に帰依
並河靖之★☆ 表1参照
小川治兵衛 京都生、作庭家、品川の京都滞在時に面会する関係
飯田新七★☆ 表1参照
池田清助★☆ 表1参照
林新助★☆ 表1参照
横田萬寿之助 表1参照
金原明善◎ 静岡生、実業家、地方名望家、品川を介して川島甚兵衞を支援
光村利藻 表1参照
平賀義夫◎ 表1参照
毛利〔元昭〕◎ 表1参照
柏村〔信〕◎ 表1参照
神代〔貞介〕 表1参照
渡辺昇◎ 肥前出身、尊攘運動家、維新後は大阪府知事、元老院議員、参事院議官、会計検査院長など、子爵
松田芳次郎◎ 京都・綴喜郡の人、軍人、尊攘堂を訪れトンヤレ節を一部所望
豊永長吉◎ 表1参照
安達謙蔵◎ 熊本出身、政治家、国民協会所属

村田寂順◎ 妙法院高僧、妙法院が維新によって多大なる打撃を受けたことから保勝会の京都側議員となり復興に期待
する、品川に妙法院積翠園の皇室への献納を依頼

高嶋〔鞆之助ヵ〕◎ 鹿児島出身、戊辰戦争に従軍、維新後は軍人、第一次松方内閣で陸軍大臣など

石田〔英吉〕知事◎ 土佐出身、天誅組の挙兵に参加、幕末には大洲と合流し第二奇兵隊を組織、維新後は長崎県令、千葉、高
知県知事などを経て貴族院議員

利井明郎◎ 真宗本願寺派役僧、「防長グループ」

山本復一◎ 京都出身、岩倉具視秘書、本草学者山本亡羊の孫、自身も本草学者、京都の旧跡保存に関して品川と協力
関係

桂弥市◎ 表1参照
杉民治◎ 吉田松陰の兄、維新後松下村塾再興、教育者、真宗信徒・国民協会支持者ヵ
大岡育造◎ 山口生、『中央新聞』主筆、国民協会所属。衆（1～ 3、5～ 11、13 ～ 15）
川崎三郎◎ 表1参照
佐々木陽太郎◎ 宮内省御料局で品川の下僚・御料局主事を務める
勝間田稔◎ 長州（萩）出身、戊辰戦争に従軍、維新後は各県知事を歴任
塚本老人 不明
辻〔信次郎〕☆◎ 表1参照
寺内正毅◎ 表1参照
山田〔春三〕 長州（萩）出身、岩手・山梨・奈良県等で書記官を務める

武石貞松◎ 新潟出身、教育者、漢学者、大竹貫一（漢学愛好家・真宗門徒・大日本協会から進歩党・骨董趣味者）の
支持者で伝記を著す。新潟県三条の村山遯軒より尊攘堂に物品献納品を取り次ぐ

野村靖☆◎ 表1参照
阿部市郎兵衛◎ 近江生、実業家、真宗信徒生命・起業銀行発起人・重役、本願寺派護持会の総取締を任ずる
山本豊躬 旧幕臣渡邊昌洪の二男、維新後は浜松県十三等出仕、大藏書記官など、起業銀行経営陣に招かれる
松方正義◎ 政治家、薩摩出身
今小路洪範 伯耆の人、今小路範成の息子、父の国事行為調査と名誉回復を求めて品川を頼る

（表4つづき）
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DB2に登場する人物 経歴
大浦兼武◎ 鹿児島出身、官僚・政治家、品川内相の下で警保局主事を務める

伊藤長次郎◎
兵庫県生、真宗信徒生命発起人、起業銀行株主、加古川銀行頭取、三十八銀行頭取、神栄社長、兵庫県農
工銀行取締役など、伊藤家小作人信用組合を結成して経済援助を行う、高井幸三・豊永長吉とともに「宗
教学校」設立を企図、貴族院議員

橋本峨山◎ 天龍寺管長として天龍寺再興に尽力、品川も橋本に宛て多額の寄付を行う
鈴木馬左也◎ 第3代住友総理事
光村弥三郎◎ 光村家当主
田辺貞吉◎ 明治14年住友入社以後、重役を歴任

革島瀬左衛門（※）◎ 幕末に志士たちを止宿して支援した。また、品川と共に薩邸に潜伏し活動した経験有。明治14・32年には
品川に奉職の世話を求める

高田慎蔵◎ アーレンス商会、ベア商会に勤め明治13年独立、21年高田商会設立、機械輸入販売業。越智通信の死後遺
産処分問題で品川とともに奔走

杉孫七郎◎ 表2参照
岡本碧嵓 篆刻家、楠公碑文を品川に依頼される
内藤小四郎☆◎ 表1参照
辻忠三郎☆◎ 表1参照
安盛善兵衛☆◎ 表1参照
藤村岩次郎☆◎ 表1参照
松村松寿◎ 安盛善兵衛・辻忠三郎・藤村岩次郎・内藤小四郎・小林銀三とともに五二会京都綿ネル結成
小林銀三◎ 安盛善兵衛・辻忠三郎・藤村岩次郎・内藤小四郎・松村松寿とともに五二会京都綿ネル結成
植山菊二郎◎ 村田寂順代理人、積翠園の宮内省への献上について品川と村田の間を奔走

内海忠勝◎ 長州出身、禁門の変に従軍、兵庫県知事、長野県知事、神奈川県知事、大阪府知事、京都府知事、会計検
査院長、貴族院議員などを歴任

国重正文◎ 長州出身、京都府大書記官、富山県令、同知事、内務省神社局長、国学院長、官幣中社稲荷神社宮司

鬼頭悌二郎◎ 新潟出身、大蔵省、農商務省参事官（明治19）、後、ニューヨーク副領事、バンクーバー領事代理、27年退
官して横浜銅伸社長

安生順四郎◎ 表1参照

小松原英太郎◎ 岡山生、『評論新聞』、『朝野新聞』記者、埼玉県知事、内務省警保局長、後内務次官、貴族院議員、大阪毎
日新聞の社長

高畑千畝◎ 京都生、女流歌人式部の後嗣、歌人、内務省に出仕、水戸税務署勤務、明治34年病のため退官に京都に戻り、
古楽の研究に専念

中村喜之助◎ 池田合名会社社員、美術信用組合設立にも奔走

平田東助☆◎ 米沢出身、ロシア留学、内務省御用掛（明治9）のち大蔵省、品川とともに信用組合の日本普及を目指して
活動

（※） 革島瀬左衛門は、表3に登場する革島有尚と同一人物である（京都府立京都学・歴彩館所蔵「革嶋系図略［有尚筆］」〈「革嶋家
文書」文書番号1716〉、「革嶋系図略写」〈「革嶋家文書」文書番号1766〉）。

註： 経歴・記号は表1 ～ 3の註に掲載の諸史料のほか、国立国会図書館憲政資料室所蔵「川村正平関係文書」168-3、辻本仁兵衛編『帝
国議会衆議院議員名鑑』（文栄社、1890年）、木戸照陽編『日本帝国国会議員正伝』（田中宋栄堂、1890年）、牧野元良編『大日
本商工名鑑』（商業興信所、1899年）、『新聞名鑑』（日本電報通信社、1909年）、『信用名鑑』（信用名鑑発行所、1911年）、『逓信
協会雑誌』（294、1933年）、神根悊生『明治維新の勤王僧』（興教書院、1936年）、高瀬重雄「鳥尾得庵と明道協会の運動について」
（『支那佛教史学』7-2、1943年）、江崎悌三「日本の現代昆蟲学略史――日本昆蟲学会 40 年の回顧」（『昆蟲』25、1957年）、友松
円諦「在家仏教徒の活動」（法藏館編集部編『講座　近代仏教　第Ⅱ巻』法藏館、1961年）、衆議院・参議院編『議会制度七十年
史　第11』（大蔵省印刷局、1962年）、吉池進『会津八一伝』（会津八一先生伝刊行会、1963年）、内貴甚三郎編刊『京華要誌　上・
下』（『新撰京都叢書』8、1987年、原著は京都新繁昌記発行所刊、1903年）、歴代知事編纂会編『新編日本の歴代知事』（歴代知
事編纂会、1991年）、豊田満広「明治十一年七月六日小和野廣人取調控」（『霊山歴史館紀要』12、1999年）、真辺将之「鳥尾小弥
太における政府批判の形成」（『日本歴史』657、2003年）、三崎一明「高嶋鞆之助　大正5年1月11日」（『追手門学院大学教育研
究所紀要』31、2013年）、Janine Anderson SAWADA, 〔1998〕ʻPolitical Waves in the Zen Sea: The Engaku-ji Circle in Early Meiji Japanʼ 
Japanese Journal of Religious Studies 25-1/2を参照した。多くの省にまたがる経歴を持ち、大臣経験も豊富な者の経歴については単に
「政治家」とした。衆議院議員経験者については「衆（回次）」と記した。経歴は後掲図1に必要な限りについて簡潔に記載し、
一般的知名度が高いと思われる人物についてはより簡略化した。

（表4つづき）
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表5　〔1893年晩春〕品川弥二郎の京阪神滞在・詳細（明治26年4月26日～ 5月7日）

月日 品川の動向 出典

4月25日 国民協会総会終了後、汽車で京都に向かう 「懐中日記」M26 

4月26日 尊攘堂に来着、宿泊 「懐中日記」M26 

4月27日 神戸着、野村公使を西常盤楼に訪問
後、光村宅を訪問、宿泊 「懐中日記」M26 

4月28日 光村弥兵衛の墓詣りの後、天岡温泉に行き、光村宅に宿泊 「懐中日記」M26 

4月29日
和田維四郎と同道し、但馬遊園会に行く

〔神戸市〕北区若松町伝法家に投宿
佐々〔友房〕、広瀬〔満正ヵ〕、山下来訪

「懐中日記」M26 

4月30日
〔神戸市〕北区警察署長広沢鉄郎と面会
御料局〔生野支庁附属大阪〕製錬所を拝観
夜京都に戻り、寺町文求堂に投宿

「懐中日記」M26 

5月1日

赤松連城を訪問、その後西本願寺に参詣し、法主〔大谷光尊〕
に面会、香川〔葆晃〕、水本、赤松来会
帰途、博物館建築場を片山〔東熊ヵ〕の案内で巡視
夕方、梅州山人来訪
夜、大洲鉄然来訪

「懐中日記」M26 

5月2日

朝、大洲鉄然来話
堀のもとに添書を求めて来訪
越智〔通信ヵ〕・片山と同道し、森〔寛斎〕を訪問の後、博覧会
場に行く

「懐中日記」M26 

5月3日 終日尊攘堂にて書類の整理 「懐中日記」M26 

5月4日

松方〔正義〕を常盤楼に訪問
松本〔鼎〕を訪ね、豊村楼にて午餐
阿武〔素行〕、一得庵〔鳥尾小弥太〕、並河〔靖之〕、植治〔小川
治兵衛〕、飯〔飯田新七〕、池清〔池田清助〕、林〔新助〕等と面
会し、松本とともに帰宅
この日出発する予定であったが、寒気のため延引する
夜、森〔寛斎〕が訪問

「懐中日記」M26 

5月5日 二番汽車にて静岡に向けて出発、松本〔鼎〕・阿武〔素行〕・横
田〔萬寿之助〕、石田が見送る 「懐中日記」M26 

5月7日 帰京 『東朝』明治26年5月9日

註： 以下、表5～ 7の「出典」に関しては、本文「序章」末尾に凡例のあるものを除き、以下の略称を用いる。「懐中日
記」M26・M28→「明治廿六年　懐中日記」・「明治廿八年　懐中日記」（「品川文書１　書類」R76-1584・R76-
1585-1、2）、『東朝』→『東京朝日新聞』。人名には下線を付した。人名のうち、姓のみのもの、および略称で書か
れてあるものについては、筆者が特定し、〔　　〕内に補った。
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表6　〔1893年夏〕品川弥二郎の京阪神滞在・詳細（明治26年8月7日～ 9月12日）

月日 品川の動向 出典

8月7日
早朝、京都七條に到着、直に島地黙雷を訪問、赤松連城に面会、
高島と面会
尊攘堂に入る

「懐中日記」M26 

8月8日 小田佛乗来訪
代々木等へ数通手紙を出す 「懐中日記」M26 

8月9日

早朝、阿武〔素行〕を訪問、松本〔鼎〕その他同道し、霊山〔招
魂社〕を参詣
その後松本宅に集会し、〔禁門の変〕三十年祭の手続き等を決め
る

「懐中日記」M26 

8月10日 7時、七條停車場を出発、午後5時、尾道濱吉楼に到着〔そこか
ら広島、山口に滞在〕 「懐中日記」M26 

8月頃
平賀義夫から尊攘堂に物品が献納され、品川よりその返礼とし
て吉田松陰真蹟の模本・葉桜日記等が贈られる
同時に、品川より平賀・小野村に「女丈夫直婦」が紹介される

『品川文書』6、69 ～ 70頁

9月1日 有栖川宮を舞子別荘に訪問
午後2時、神戸発、朝日麦酒会社を巡視し、京都着 「懐中日記」M26 

9月2日 終日5日の祭典に展覧する書類を調査 「懐中日記」M26 

9月3日

毛利〔元昭〕が柏村〔信〕・神代〔貞介〕を従えて来訪、昔語り
をする
毛利公の招きで吉富屋にて晩餐することになる

〔この時の来堂をきっかけに、毛利・柏村・神代はそれぞれ尊攘
堂に寄付することになったものと思われる〕
地鎮祭にて市内は騒々しい

「懐中日記」M26 

9月4日
弥一を天王山の墓に遣わす
渡辺昇・岩村〔高俊〕・石田知事等来訪
午後より〔禁門の変〕三十年祭事務所に行く

「懐中日記」M26 

9月5日 〔禁門の変〕三十年祭祭典を東山霊山招魂場にて挙行、有栖川
宮・山科宮等参拝、そのほか参拝者多数 「懐中日記」M26 

9月6日 終日尊攘堂の書類調査 「懐中日記」M26 

9月7日
森寛斎米寿の祝いが博覧会場で開かれ、出席
外出中に綴喜郡の松田芳次郎が尊攘堂来訪
午後帰堂

「懐中日記」M26、『品川文
書』7、96 ～ 98頁

9月8日 終日来客対応、松田芳次郎より書簡（差出月日、トンヤレ節を
一部所望）

「懐中日記」M26、『品川文
書』7、96 ～ 98頁

9月9日 終日来客対応 「懐中日記」M26 

9月10日 書類調査 「懐中日記」M26 

9月11日 書類整理 「懐中日記」M26 

9月12日
豊永〔長吉〕、谷原とともに西本願寺に行き、飛雲閣その他を拝
観
夜、汽車にて帰京

「懐中日記」M26 
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月日 品川の動向 出典

6月10日 汽車で京都に向かう 「懐中日記」M28、「品川文
書2」51-6

6月10日～
8月15日 尊攘堂にて川崎三郎と維新談、不在時川崎を滞在させる 『品川文書』3、207 ～ 208

頁

6月12日

尊攘堂より九段の妻・静子に書簡にて安着を知らせる、光村家
の多田〔弥三郎〕に手紙を遣わし京都に来るよう伝えたこと、
広瀬のことも訪ねること
野村靖に書簡、京都に滞在のこと、博覧会開催期間中には尊攘
堂も一般公開すること

「品川文書2」51-6、「野村
靖関係文書」R2-5-8

7月1日 大洲鉄然より書簡（差出月日）、7月21日～ 23日に築地別院に
て征清戦死・病没者追弔法会を行うこと 『品川文書』2、269頁

7月6日 京都で開催された窯業協会第三回総会で演説 『品川子爵伝』年譜

7月7日 安達謙蔵より書簡（差出月日） 『品川文書』1、213 ～ 214
頁

7月12日～ 尊攘堂を一般公開、来堂者は数百名に及ぶ 明治28年7月14日『日出
新聞』

7月16日
豊永〔長吉〕、桂〔弥一〕とともに丹波金剛院の円山応挙の絵を
見る
大岡〔育造〕、紫山〔川崎三郎〕来着

「懐中日記」M28

7月17日 〔御料局〕佐々木陽太郎来訪 「懐中日記」M28

7月21日
伏見に行き、山城紅茶伝習生卒業式に臨む
寺田屋建碑地を見学し、澤文支店新築楼上で花火を見る
夜、宇治萬屋に投宿

「懐中日記」M28

7月22日

朝9時出発前、観音院山門前で農業団体諸氏7、80名と写真撮影
する
21日より同行していた按摩師・福原謙、小林善四郎とともに宇
治を出発
午後2時、奈良角屋（対山館）に到着
夜まで大仏等を参拝、奈良公園内を拝観
山田〔春三〕書記官、川上〔親晴〕警部長、福原〔鐐二郎〕参
事官、正木税務署長、荒井〔賢太郎〕収税長等来訪

「懐中日記」M28

7月23日

知事・正木・荒川とともに奈良を出発、上市の北村又左衛門宅
に到着、後見人・北村宗四郎ほか30名ほど来訪、特別税の不可
論を聞く
北村宅に投宿、林業の談話等をして過ごす

「懐中日記」M28

7月24日 午後、吉野山に登り、蔵王堂等を拝観する
黄昏に入り北村宅に帰る 「懐中日記」M28

7月25日

北村宅を出発、壺阪観音に参詣し、奈良町に帰着
白根〔専一〕内蔵頭が今夜来着の知らせに接する
福原・小林に白根のことを託し、土倉に雨のため帰宅すること
を伝えて辞去
夕刻、白根を菊水館に迎える

「懐中日記」M28

7月26日
白根・税所〔篤〕・古沢〔滋〕が同行し、大仏・正倉院・尊王院
御庫等を拝観
午後、頭痛のため外出を避け、大和絣製造者等19名と面会する

「懐中日記」M28

7月27日
白根・古沢・福原参事とともに奈良を発し、橿原神宮を参詣、
法隆寺を拝観して汽車に乗る
大阪を経て夜尊攘堂に帰る

「懐中日記」M28

表7　〔1895年夏〕品川弥二郎の京阪神滞在・詳細（明治28年6月10日～ 8月16日）
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月日 品川の動向 出典

7月28日
夕方5時、生庄に行き、勝間田〔稔〕・国重〔正文〕来会、「五
か条憲内法」の宴を開く
夜12時尊攘堂に帰る

「懐中日記」M28

7月29日 午後から〔第四回内国勧業〕博覧会を巡視 「懐中日記」M28

7月30日 〔光村家〕多田弥三郎来訪
「塚本老人」来訪 「懐中日記」M28

7月31日
終日来客対応

「塚本老人」早朝に来訪
山田〔春三〕奈良県書記官来訪

「懐中日記」M28

8月1日
在京都各府県博覧会委員に京都の土産とするため、辻〔信次郎〕
に頼み、虎の巻30部を譲り受ける
このほか川島甚兵衞より10部余譲渡のはず

「懐中日記」M28

8月13日 午前、京都発 「懐中日記」M28

8月16日 朝8時新橋着 「懐中日記」M28

（表7つづき）
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①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸

小 維新経験 大

大

官
歴
の
重
な
り

註：③の参拝者の経歴については、表 1・2・4註に記載した諸史料を参照した。

図1-1　維新経験―官歴マトリクス
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①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸

小 維新経験 大

大

官
歴
の
重
な
り

註 1： 「真宗関係者マーカー」は浄土真宗僧侶・門信徒であることが明確にわかる者、およびその協力者であることが明
確にわかる者に付した。

註 2：網掛け＋太字＋下線があるものは本願寺派、網掛けのみは大谷派を指す。
註 3： 判断の根拠となる史料は、表 1～ 4の註に記載の各文献等のほか、彦根正三編『華族名鑑　明治 25 年 10 月版』（博

公書院、1892 年）を参照した。

図1-2　維新経験―官歴マトリクス（付・真宗関係者マーカー）
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①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸

小 維新経験 大

大

官
歴
の
重
な
り

註： 「信用組合マーカー」は信用組合結成に関わったことが明確にわかる者、その協力者であることことが明確にわかる、
あるいはそのように思われる者に付した。判断の根拠となる史料は、表 1～ 4 の註に記載の各文献等。

図1-3　維新経験―官歴マトリクス（付・信用組合マーカー）
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①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸

小 維新経験 大

大

官
歴
の
重
な
り

註： 「国民協会マーカー」は会員であることが明確にわかる者のほか、支持者であることが明確にわかる者、およびそ
のように思われる者、旗色はそれほど明瞭ではないが選挙においては「国民派」であると判断できる者、選挙協力
を行った者などに付した。判断の根拠となる史料は、表 1～ 4 の註に記載の各文献等。

図1-4　維新経験―官歴マトリクス（付・国民協会マーカー）
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①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸
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註： 「五二会マーカー」は五二会員と明確にわかる者、および前田正名と個人的に関係がある者に付した。判断の根拠
となる史料は、表 1 ～ 4 の註に記載の各文献等のほか、京都府立京都学・歴彩館所蔵、五二会中央本部編刊『京都
五二会大会報告』（1894 年）を参照した。

図1-5　維新経験―官歴マトリクス（付・五二会マーカー）
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註： 「品川家農牧場マーカー」は品川家農牧場の経営・管理に直接携わる者、および農牧場所在地に活動の拠点を置く者、
品川家農牧場経営の協力者（および協力者集団の構成員）であることが明確にわかる者に付した。判断の根拠とな
る史料は、表 1～ 4の註に記載の各文献等のほか、彦根正三編『華族名鑑 明治 25 年 10 月版』（博公書院、1892 年）
を参照した。

図1-6　維新経験―官歴マトリクス（付・品川家農牧場マーカー）
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①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ
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④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎
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註 1： 品川に対して／品川を介して／品川を介さず同一平面上の人物に対して支援者の立場にあったことが明確にわか
る、あるいはそのように思われる者には網掛け＋太枠、品川から直接に／品川を介して／品川を介さずに同一平
面上の人物に対して被支援者の立場にあったことが明確にわかる、あるいはそのように思われる者には網掛けの
み、支援者・被支援者のいずれでもあったことが明確にわかる、あるいはそのように思われる者には網掛け＋太
字＋下線＋太枠で表現した。

註 2： 判断の根拠となる史料は、表 1～ 4の註に記載の各文献等のほか、彦根正三編『華族名鑑 明治 25 年 10 月版』（博
公書院、1892 年）を参照した。

図1-7　維新経験―官歴マトリクス（付・支援被支援マーカー）
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②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸
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小 維新経験 大

大

官
歴
の
重
な
り

註： 判断の根拠となる史料は表 1 ～ 4 の註に記載の各文献等。生まれは他地域でも養子縁組により幼少期・青年期に山
口人（萩藩士）となった者、および山口で幼少期を過ごした者は「山口出身者」とした。

図1-8　維新経験―官歴マトリクス（付・山口出身者マーカー）

①③④毛利元昭◎
①④柏村信◎

①④神代貞介

①稲垣なを

①佐藤梅太郎◎

①堤猷久

①②田中光顕◎

①③④寺内正毅◎

①早瀬巳熊

①細井金四郎

①石亀賢次郎◎

①卯之歳 男①酉之歳 女

①④桂弥市◎

①②③④松本鼎★☆◎

①③④越智通信★

①光村アサ

①③西村總左衛門★☆

①③④川島甚兵衞★☆◎

①紹美栄祐★ ①③④田中治兵衛★☆◎
①今井定七★

①③林誠一

①④高津慎◎

①④横田萬寿之助

①山田信道◎

①古沢滋◎

①中村治郎

①長岡往来

①④野村靖☆◎

①④池田清助★☆

①池田清右衛門

①④林新助★☆

①③④阿武素行★☆

①時山信之

①③周布公平◎

①④豊永長吉◎

①④高井幸三◎

①八木良則☆

①田中利七★☆

①三木貫朝

①④並川〔河〕靖之★☆

①奥村芳次郎

①川井仙郎

①井上正幸

①田中稔助

①川崎正蔵

①④光村利藻

①④安生順四郎◎

①矢板武◎
①住江常雄

①右田喜七郎

①小杉元雄

①坪井間〔多〕三郎

①松浦有平

①住友吉左エ門◎

①広瀬満正

①山本亀太郎

①兼松房次郎

①柴田喜蔵

①芝川又右衛門

①杉山利介

①大井卜新

①賀集寅二（次）郎◎

①多田弥三郎

①伊東勝次郎

①泉谷氏〔氐〕一

①小島保光

①鳥居定吉
①鈴木助七

①八木嘉伝次

①河井貞一

①郡司幸一

①芝原嘉兵衛

①深見伊兵衛★☆
①川端弥七☆

①竹岡タツ

①松田茂太郎

①佐々木半蔵

①村上昌輔

①②④平賀義夫◎

①岩本京輔

①③④村田峯次郎◎

①③藤田伝三郎◎

①鳴滝幸恭

①中野小学校

①③梶山鼎介◎
①松尾珍臣

①福澤三郎

①北原阿智之助

①前澤巖雄

①小町谷英太郎
①間鷲郎

①上柳喜右衛門 ①木下與八郎

①伊原五郎兵衛

①前島直太郎

①大原慶一

①温田知三郎

①木下重太郎

①②北原信綱

①③岡澤精

①上田実

①中嶋勘兵衛①某

①周防国吉敷郡大道村（上田実）ほか10名

①古林重次郎

①本間源三郎◎

①徳田譲甫

①林秀一

①太田祥介

①岡田善四郎

①真宗信徒生命保険株式会社

①産田喜三郎

①③④富岡鉄斎

①④飯田新七★☆

①桑原省之輔

①清水六兵衛★☆

①井上致廣・𠮷𠮷岡軍四郎

①岩下清周◎

①④内藤小四郎☆◎

①④辻信次郎・辻忠四郎・辻忠三郎☆◎

①④安盛善兵衛☆◎

①④藤村岩次郎☆◎

①竹村弥兵衛☆

②窪田畔雄

②③④森寛斎◎

②近藤芳樹

②山田卯之助

②③柴垣弥兵衛老婆②③④川崎柴山〔三郎）◎

②③吉田黙老人

②西村心斎

②紅屋新助

②河村淳

②③梧庵和尚

②③谷鉄臣

②久保田米僊

②池村弥兵衛

②雨森善四郎

②井室伊兵衛

②白瀬甚左衛門

②大庭景秋◎

②伊原昴

②薬袋義一◎

②福羽美静◎

②三木直

②西田茂八郎

②北垣伝右衛門◎

②村山遯軒

②④杉孫七郎◎

②西村敬蔵

④前田正名◎ ④伊藤博文◎

③④大谷光尊◎

④小田佛乗◎

④伊庭貞剛◎

③④吉井義之

④小和野廣人

④高橋九右衛門

④木村弁之進

④石田誠之助

④久万裕◎

③④大洲鉄然◎

④坂本則美◎

③④荒川新一郎◎

③④山縣有朋◎

④広瀬宰平◎

④井上馨◎

④益田孝◎
④片岡政次◎

③④赤松連城◎

④佐々友房◎

④中西牛郎

④陸奥宗光◎

③④天然滴水◎

④田口秀実◎

③④北垣国道◎

④半井真澄◎

④渥美契縁◎

③④大越亨◎

③④中井弘◎

④早川龍介◎
④小原迪

④今井磯一郎
④五十嵐光彰

③④島地黙雷◎

④香川〔葆晃〕◎

④水本

④片山〔東熊ヵ〕

④堀内

③④鳥尾小弥太◎

④小川治兵衛

④金原明善◎

④松田芳次郎

④安達謙蔵◎

④村田寂順◎

④高嶋〔鞆之助ヵ〕

③④渡辺昇◎
③④岩村〔高俊〕◎

③④石田〔英吉〕知事◎

③④利井明郎◎

③④山本復一◎ ④杉民治◎

④大岡育造◎

④佐々木陽太郎◎

④勝間田稔◎

④塚本老人

④山田〔春三〕

④武石貞松◎

④阿部市郎兵衛◎

④山本豊躬

④松方正義◎

④今小路洪範◎

④大浦兼武◎

④伊藤長次郎◎

④橋本峨山◎

④鈴木馬左也◎

④光村弥三郎◎

④田辺貞吉◎

④高田慎蔵◎

④岡本碧嵓

④松村松寿◎

④小林銀三◎

④植山菊二郎◎

③④内海忠勝◎④近藤幸止◎

④国重正文◎

④鬼頭悌二郎

④小松原英太郎◎

④高畠千畝◎

④中村喜之助◎

④平田東助☆◎

③清岡公張

③吉田庫三

③江木千之◎

③陸実◎
③岡崎邦輔◎

③寺島秀〔秋〕介

③柏田盛文◎

③天田鉄眼

③井関美清◎

③田中一介

③和田彦次郎◎

③柴田家門

③波多野承五郎

③大原重徳

③末松謙澄◎

③山岡直記

③木下廣次

③中沢岩太◎ ③九鬼隆一◎

③槇村正直◎

③乃木希典◎

③馬屋原二郎

③和田義亮

③久坂秀次郎◎

③森口忠兵衛

③近藤芳介

③④革島有尚（瀬左衛門）◎

③篠田時化雄

③鈴木松年

③木下凞

③柴崎宣弘

③山階宮晃親王

③賀陽宮邦憲王
③久邇宮多嘉王

③蜂須賀茂韶

③北畠治房

③千田貞暁◎

③長谷川為治

③桂太郎

③山根信成

③真鍋斌

③伊丹重賢

③小室信夫◎

③遠藤謹介

③井上勝◎

③渡辺清

③西村捨三◎

③伊集院兼常

③久保秀景◎

③楠正位

③加太邦憲

③宇田淵

③平川濶亮

③三橋勝到

③平賀義美◎

③中川武俊

③近藤春香 ③小野幸助

③平野次郎〔遺族カ〕③尾越泰輔

③河田景福

③村雲日栄尼

③六角博通

③沖守固

③二宮監軍附武官

③小畑美稲

③日野澤依

③黒岩直方

③浜岡光哲 ③高木文平

③山本章夫

③福原俊丸
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～5/11
※

12/14
～

※
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註
1：

書
簡
原
本
が
残
っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
確
認
で
き
な
い
場
合
で
も
、
品
川
が
発
送
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
も
の
は
一
件
と
し
た
。

註
2：

弥
一
宛
書
簡
も
含
む
。

註
3：

封
筒
の
な
い
書
簡
に
つ
い
て
は
、
宛
名
書
き
等
で
所
在
地
が
判
明
す
る
も
の
の
み
を
対
象
と
し
た
。

註
4：

明
治

20
年
以
前
と
明
確
に
わ
か
る
も
の
は
対
象
外
と
し
た
。

（
※
）「

京
都
府
在
住
者
」
に
は
、
京
都
府
内
に
本
社
を
置
く
会
社
の
役
員
・
従
業
員
も
含
む
。

図
3　
品
川
発
受
京
都
関
係
書
簡
件
数
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