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，
明
治
関
係
の
史
跡
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
明
治
天
皇
御
聖
蹟
」
が
一
応
解
除

さ
れ
た
今
日
、
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
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な
ど
で
あ
る
。
維
新
前
後
を
入
れ
れ
ば
、
高
杉
晋
作
墓
、
中
山
忠
光
墓
（
下
関

市
）
も
加
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
旧
宅
・
墓
な
ど
、
特
定
人
物
に
関

す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
勤
王
討
幕
派
に
属
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め

る
。
た
か
に
、
土
佐
十
一
烈
士
の
よ
う
に
、
堺
で
数
人
の
フ
ラ
ン
ス
水
兵
を
殺

令

し
た
土
佐
藩
士
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。
藩
士
二
十
人
の
切
腹
を
命
じ
た
と

き
、
十
一
人
の
処
刑
を
お
え
て
、
立
会
人
の
フ
ラ
ン
ス
艦
長
ト
ウ
ァ
ー
ル
大
佐

が
そ
の
あ
ま
り
の
酷
烈
さ
に
、
九
人
を
余
し
て
中
止
を
命
じ
た
と
伝
え
ら
れ

る。
現
在
の
史
跡
指
定
は
、
ひ
ろ
く
賑
史
の
基
盤
に
根
ざ
し
て
お
り
、
最
近
の
指

定
で
も
、
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浜
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な
ど
が
あ
る
が
、
今
後
は
さ
ら
に
関
拓
。
産
業
e

交
通
・
敦
育
・
文
化
な

ど
、
国
家
固
民
の
各
分
野
に
わ
た
る
史
跡
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

野
幌
屯
田
兵
村
（
北
海
道
江
別
市
）
、
琴
似
屯
田
兵
村
（
北
海
道
札
幌
市
）
、

上
湧
別
屯
田
兵
村
（
北
海
道
紋
別
市
）
、
旧
造
幣
寮
（
大
阪
市
北
区
新
川
崎

町
）
、
院
円
銀
山
（
秋
田
県
雄
鰐
郡
維
勝
町
）
、
旧
富
岡
製
糸
所
（
群
馬
県
富
岡

市
富
岡
）
、
琵
琶
湖
疏
水
（
京
都
市
、
大
淳
市
）
、
旧
神
子
元
島
灯
台
（
静
岡
累

下
田
市
）
、
旧
堺
灯
台
（
堺
市
大
浜
北
町
大
阪
港
堺
区
中
波
止
場
）
r

阻
見
付
学

絞
（
静
岡
県
磐
田
市
見
付
）
、
旧
中
込
学
校
〈
長
野
県
佐
久
市
大
字
中
込
）
、
瀕

遠
学
絞
。
進
惹
舘
（
長
野
県
上
伊
那
那
高
遠
町
）
、
森
閏
外
旧
宅
（
島
根
県
厖

足
郡
津
和
野
町
）
、
箕
作
院
甫
旧
宅
（
岡
山
県
津
山
市
視
新
町
）

な
ど
は
、
有
力
な
候
袖
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

屯
田
兵
村
は
北
悔
遥
開
拓
の
先
図
で
あ
り

r

J
い
ま
た
に
当
時
の
兵
屋
池
割
り

と
を
の
こ
し
、
そ
の
一
っ
―
つ
に
住
ん
だ
開
招
者
の
氏
名
の
た
ど
九
る
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る
。

小
学
絞
は
、
明
治
五
年
の
学
制
奈
布
俊
、
た
だ
ち
に
建
設
計
直
さ
九
た
も
の

を
あ
げ
た
炉
、
は
じ
め
は
建
築
の
資
力
に
苦
し
み
、
寺
院
等
を
転
用
し
た
が
、

六
年
に
は
洋
風
建
築
を
た
て
、
あ
る
い
は
出
藩
放
を
改
装
し
て
、
小
学
校
敦
則

に
よ
る
新
敦
育
を
鋭
意
笑
行
し
た
。
見
付
・
中
込
は
鱈
者
で
あ
り
、
高
遠
は
後

者
で
あ
る
。
当
時
の
校
舎
と
校
屋
の
親
模
が
と
も
に
よ
く
残
存
し
て
い
る
。
政

府
は
建
設
の
た
め
忙
官
羹
を
給
し
た
が
、
坦
元
も
寄
附
金
に
よ
っ
て
、
吋
ご
と

に
数
千
円
を
支
出
せ
ね
ば
各
岱
皇
叉
偕
草
や
土
嘔
売
却
応
よ
っ
て
ま
か
な
っ
た

皇
料
も
あ
召
建
設
事
循
ぴ
あ
き
ら
か
に
知
ら
虹
る
こ
と
は
、
史
跡
~
と
し
て
新

蒙

育

に

た

つ

づ

け

る

も

の

と

な

る

で

あ

ろ

三
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
い
た
平
和
な
江
戸
時
代
に
も
、
あ
た
ら
し
い
美
術
の

、
二
堺
派
の
よ
う
に
、
独
自
の
大
阻

ム
ー
プ
メ
ジ
ト
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
し
・

レ
ー
プ
も
あ
る
し
、
大
雅
や

で
、
テ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な
畏
式
・
技
法
を
完
成
し
た
グ
）

も
、
他
の
時
代
に
み
ら
れ
ぬ
も
の

浦
上
玉
堂
の
文
人
詞
に
み
る
清
新
な
味
わ
い

で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
史
的
に
起
伏
の
ず
く
な
い
時
代
、
外
的
な
刺
激
の
と

言
だ
た
な
い
。
江
戸
時
代
は
そ

ぼ
し
い
時
代
に
は
、
美
術
の
動
き
も
さ
ほ
ど
に

一
方
で
は
ら
ん
熟
し
、
他
方
で
は
沈
帯

の
一
例
で
、
伝
統
的
な
日
本
美
術
は
、

し
た
と
い
え
る
。

幕
末
か
ら
明
治
を
適
じ
て
の
日
本
の
近
代
化
と
、
世
昇
史
に
参
加
し
た
そ
の

、
て
、
改
め
て
ふ
れ
る
要
は
あ
る
ま
い
。
美
術
の
発

足
跡
の
め
ざ
ま
し
さ
に
つ
し

っ
た
。
江
戸
後
期
に
お
け
る
い
わ
は
間
接
的
な

展
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か

晨
と
は
ち
が
っ
て
、
西
欧
の
あ
た
ら
し
い
技
法
と
様
式
に
、
じ
か
に
、
奔
浣

Aつ。
灯
台
は
、
英
仏
と
く
記
メ
辛
リ
ス
人
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
新
文
明
の
象
殿

で
あ
る
。
神
子
元
は
石
造
、
堺
は
木
造
で
、
明
治
初
年
の
施
設
、
位
置
を
そ
の

ま
ま
伝
え
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
で
あ
る
。
と
く
応
前
者
は
、
慶
応
二
年
の
改

税
約
書
に
も
と
づ
い
て
建
設
さ
れ
た
八
灯
台
の
―
つ
で
、
そ
の
石
積
み
の
巨
大

さ
と
堅
牢
さ
は
、
今
日
の
灯
台
の
比
で
は
な
い
。
伊
豆
下
田
の
沖
合
は
る
か
、

]
明
治
文
化
の
意
義
を
揺
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

産
業
施
設
と
し
て
の
造
幣
寮
や
冨
岡
製
糸
所
は
、
い
わ
ば
明
治
の
殖
奎
興
業

政
策
を
示
す
典
委
で
あ
る
。
こ
れ
も
英
、
仏
人
の
建
設
し
た
も
の
で
、
な
お
よ

く
当
時
の
規
模
、
建
物
を
選
存
す
る
の
は
貴
霊
で
あ
る
。

閏
外
が
明
治
の
ニ
リ
ー
・
ト
を
も
っ
と
も
よ
く
象
巌
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は

異
存
あ
る
ま
い
。
箕
作
家
は
、
蘭
学
者
と
し
て
の
院
宦
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
一
門
一
族
か
文
字
ど
お
り
近
代
日
本
文
化
の
指
導
履
を
形
成
し
、
自
然
科

学
、
法
学
そ
の
他
の
諸
分
野
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
点
に
お
い
て
評
価
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

明
治
史
鯨
は
も
ち
ろ
ん
上
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
喘
応
す

ぎ
ぬ
が
、
し
か
し
こ
汎
の
み
と
り
あ
げ
て
も
、
そ
の
指
定
保
存
は
容
易
で
は
な

い
。
旧
宅
。
墓
な
ど
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
よ
う
紀
ひ
ろ
く
歴
史
の
主
流
に
指

定
が
お
よ
ぶ
な
ら
は
、
そ
の
困
隠
さ
は
倍
加
す
る
。
し
か
も
、
も
し
裏
芦
そ

真
旦
明
治
文
佑
を
示
す
文
化
財
は
消
減
し
て
し

だ
。
そ
の
詰
果
、
日
本
の
近
代
美
術
の
基
盤

の
よ
う
に
わ
炉
国
に
流
仇
込
ん

は
、
ほ
と
ん
ど
明
治
の
世
応
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
大
き

な
変
化
が
、
半
世
紀
と
い
う
み
じ
か
い
間
に
、
圧
縮
し
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
た

こ
く

た
め
に
、
古
来
の
伝
統
と
の
あ
い
だ
に
粗
剋
を
生
じ
た
の
も
無
逗
は
あ
る
ま

r

o

 

＞
 幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
洋
学
の
学
習
に
歩
み
を
あ
わ
せ
て
、
洋
詞
研
究

の
結
を
ひ
ら
い
た
の
は
、
稲
府
の
蕃
書
取
胴
所
の
画
学
局
で
、
こ
こ
で
は
川
上

主
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
書
物
に
た
よ
っ
て
西
洋
画

冬
童
が
指
導
者
と
な
っ
て
、

の
学
習
が
お
こ
な
わ
れ
、
絵
の
具
な
ど
も
彼
ら
の
く
ふ
う
に
よ
っ
て
手
製
の
も

の
が
つ
く
ら
れ
た
。
輪
入
さ
仇
た
銅
板
酉
、
石
版
国
が
彼
ら
の
手
本
に
な
り
、

：
る
。
冬
童
門
に
は
、
高
橋
由
一
、
川
村
清
雄
、
小
山

入
念
な
模
写
も
行
な
わ
i

正
太
郎
、
松
岡
寿
ら
の
明
治
洋
固
の
先
覚
者
た
ち
が
学
ん
で
い
る
。
明
治
五
年

倉

の
羊
／ペ

工

芸

明

治

百

年

と

明

治

の

文

化

財

ま
う
の
で
あ
る

田

文

作

（
文
化
庁
文
化
財
俣
罷
部
主
任
文
化
財
詞
査
官
）
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こ
こ
に
肛
、
明
治
美
術
の
一
例
と
し
て
、
当
時
の
日
本
詞
洋
固
部
門
の
流

ゞ
、
こ
の
ほ
か
工
芸
部
門
で
も
、
古
来
の
伝
統
的
技
術
の
習
熟
、

虹
を
詔
介
し
た
カ

消
化
か
ら
、
さ
ら
に
は
あ
た
ら
し
い
技
巧
の
開
拓
が
み
ら
れ
、
書
跡
部
門
で
も

、
る
。
そ
し
て
、
こ
九
ら
明
治
美
術
の
代
表

み
る
べ
き
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
＞

的
作
家
の
名
は
、
我
々
に
も
な
じ
み
が
ふ
か
く
、
現
代
に
生
き
て
い
る
し
、
そ

の
雛
承
者
た
ち
は
、
現
存
し
て
今
日
の
日
本
美
術
を
代
表
し
て
い
る
°

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
今
日
の
近
代
日
本
の
基
盤
と
な
っ
た
明
治
の
作
品

の
保
存
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
喜
云
文
化
財
の
指
定
の
酉
の
み
か
ら
み
て

：
ょ
が
ら
万
全
と
は
い
い
懇
い
。
ひ
と

も
、
明
沿
の
文
化
財
の
保
存
は
い
カ
ー
シ
ー

は
、
あ
ま
り
身
近
な
も
の
の
文
化
史
的
価
偵
に
は
め
く
ら
で
あ
り
が
ち
の
も
の

で
あ
る
。
今
日
と
も
衣
れ
は
、
こ
の
明
治
の
美
術
の
ム
ー
プ
メ
ン
ト
は
、
そ
の

ま
ま
に
わ
が
国
文
化
の
近
代
化
を
代
表
す
る
に
足
る
軌
跡
で
あ
り
、
こ
の
時
期

の
先
覚
者
た
ち
の
残
し
た
業
績
は
、
ま
こ
と
に
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
、
こ
れ
ら

明
治
の
文
化
財
の
、
特
に
文
化
史
的
意
羨
と
価
値
と
は
、
明
治
百
年
と
い
っ
た

記
念
的
意
昧
と
は
別
個
に
、
莫
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

明
治
の
絵
画
、
彫
刻
の
作
品
の
う
ち
で
、
今
日
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
き
わ
め
て
す
く
な
い
。
昭
和
三
十
年
に
、
は
じ
め
て
芳
童
の
悲

畠
育
不
動
明
王
偉
雑
邦
の
白
雲
紅
樹
、
竜
虎
図
（
六
曲
一
双
）
が
指
定

さ
れ
、
つ
い
で
翌
三
十
一
年
に
春
草
の
落
葉
、
黒
き
猫
の
二
幅
が
霊
要
文
化
財

と
た
っ
た
。
の
ち
、
し
ば
ら
く
指
定
は
と
だ
え
て
い
た
。
こ
九
は
、
古
い
文
化

（
文
化
庁
文
化
財
保
陵
部
美
術
工
芸
霰
長
）
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あ
た
ら
し
い
学
制
施
行
の
と
き
、
小
・
中
学
校
で
の
西
洋
画
法
の
教
科
膏
と
し

て
は
、
冬
量
の
「
西
画
指
南
」
が
採
用
さ
仇
て
い
る
。
高
橋
由
一
は
の
ち
に
自

ら
の
同
塾
を
ひ
ら
き
、
原
田
直
次
郎
ら
を
生
み
r

一
部
の
日
本
国
家
も
こ
こ
に

学
ぶ
。
そ
の
他
国
沢
新
九
郎
ら
の
私
塾
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
九
ら
日
本
人
洋
国
家
の
啓
蒙
活
勁
の
ほ
か
に
、
英
人
ワ
ー
グ
マ
シ
な
ど

は
、
横
浜
で
洋
国
を
敦
え
、
高
枷
由
一
、
五
娃
田
義
松
（
そ
の
父
芳
柳
も
独
学

の
洋
画
家
で
あ
っ
た
）
ら
も
そ
の
指
導
を
う
け
た
。
そ
の
後
明
治
政
府
に
よ
-
‘
―

て
大
蔵
省
の
紙
幣
寮
（
後
の
印
刷
庁
）
の
技
術
掴
導
者
と
し
て
イ
タ
リ
ア
か
ら

キ
ヨ
ソ
ネ
炉
招
か
＇
九
、
エ
部
省
の
エ
部
寮
（
の
ち
の
東
大
工
学
部
）
に
フ
ォ
ン

タ
ネ
ー
ジ
、
彫
刻
家
の
ラ
グ
ー
ザ
が
招
か
九
た
り
し
て
、
本
格
的
な
洋
囲
技
法

の
敦
授
が
行
な
わ
れ
た
c

欧
米
に
渡
っ
て
、
現
塩
で
洋
酉
を
習
得
し
よ
う
と
す

る
若
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
国
沢
新
九
郎
が
ロ
ン
ド
ン
に
、
川
村
清
雄
が
イ

タ
リ
ア
に
お
も
む
い
た
の
は
明
治
初
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
山
本
芳
翠
、

五
娃
田
義
松
が
パ
リ
に
、
松
岡
寿
が
、
11
タ
リ
ア
に
、
原
田
直
次
郎
が
ド
イ
ツ

に
、
久
米
桔
一
郎
、
黒
田
清
輝
、
さ
ら
に
洩
井
息
ら
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
い
う
ふ

う
記
、
多
く
の
作
家
が
外
国
で
の
研
究
の
成
果
を
持
ち
か
え
っ
て
、
明
治
洋
画

の
指
導
者
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
の
初
年
に
は
、
主
来
の
日
本
国
は
、
文
明
開
化
の
旗
じ
る
し
の
も
と
に

受
離
の
と
き
を
む
か
え
た
。
幕
府
の
徊
用
絵
師
で
あ
っ
た
符
寿
r

住
吉
な
ど
の

伝
統
的
固
派
の
絵
師
た
ち
は
、
生
計
を
た
て
る
の
に
苦
し
み
、
わ
ず
か
に
一
部

の
文
人
国
の
作
家
た
ち
か
、
当
時
の
政
府
要
入
の
庇
陵
を
受
け
て
息
を
つ
い
た

担
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
受
謡
岨
の
日
本
固
の
再
奥
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
役

糾
を
果
た
し
た
の
か
｛
、
明
治
十
一
年
に
東
京
大
学
の
招
き
に
応
じ
て
来
糊
し

こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
只
浅
井
炉
そ
の
後
京
都
に
移
り
住
む
に
及
ん
で
、
京

都
に
お
け
る
洩
井
門
か
ら
は
梅
厚
竜
三
郎
、
安
井
曽
太
郎
ら
炉
輩
出
し
て
い
る
。

た
米
人
フ
ェ
ノ
ロ
ザ
で
あ
っ
た
の
は
捻
も
し
ろ
い
事
実
で
あ
る
。
フ
H

ノ
ロ
サ

は
、
美
学
的
関
心
の
深
い
へ
9
.
I
'

ゲ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
東
洋
美
術
の
ア

イ
デ
ア
リ
ズ
ム
に
煩
倒
し
、
当
時
の
狩
野
芳
崖
、
橋
本
雅
邦
ら
の
名
家
の
作
品

が
抵
に
迎
え
ら
九
な
い
こ
と
に
義
僕
を
も
っ
て
、
敦
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
、
東

洋
美
術
の
研
究
、
詞
査
と
、
日
本
の
伝
統
美
術
の
推
進
に
努
力
を
傾
け
、
彼
の

名
声
と
政
沿
力
を
用
い
て
、
そ
の
同
志
と
な
っ
た
岡
倉
天
心
ら
と
と
も
に
政
府

に
は
た
ら
き
か
け
て
、
明
治
二
十
二
年
に
は
つ
い
紅
東
京
美
術
学
校
の
閲
狡
を

実
現
し
た
。
そ
の
教
授
陣
に
は
、
開
校
に
さ
き
だ
っ
て
歿
し
た
芳
崖
を
除
い

て
r

他
の
橋
本
罪
邦
、
川
端
玉
章
、
狩
野
友
信
な
ど
が
名
を
遮
ね
、
彫
刻
部
門

に
は
竹
内
久
一
、
後
に
は
高
村
光
雲
も
敦
授
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
閑
絞
当
初

に
、
洋
囲
部
門
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
天
心
の
も

と
に
集
ま
っ
た
日
本
固
の
作
家
た
ち
の
中
に
は
、
横
山
大
縞
、
下
村
観
山
、
菱

田
春
草
ら
の
後
の
日
本
美
盾
院
の
指
導
者
た
ち
が
あ
り
、
一
方
京
都
に
も
竹
内

栖
鳳
、
久
保
田
米
倦
、
山
本
春
挙
ら
が
拾
頭
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

、。L
 他

方
洋
回
で
は
、
明
治
の
中
期
に
海
外
か
ら
多
く
の
俊
英
が
帰
国
し
、
租
つ

い
で
私
塾
を
お
こ
し
、
ま
た
新
し
い
団
＇
字
を
結
成
す
る
に
及
ん
で
、
め
ざ
ま
し

い
発
辰
が
み
ら
れ
た
。
一
方
に
は
浅
井
忍
、
小
山
正
太
郎
ら
の
創
立
し
た
明
治

美
術
会
（
二
十
二
年
総
成
）
が
あ
り
、
他
方
に
は
み
ず
み
ず
し
い
色
彩
効
果
を

ほ
こ
る
黒
田
清
輝
、
久
米
桂
一
郎
ら
の
設
立
し
た
白
馬
会
（
二
十
九
年
）
が
あ

り
、
藤
島
武
二
、
青
木
緊
ら
も
こ
れ
に
一
所
属
し
て
い
た
。
明
治
二
十
九
年
、
東

京
美
術
学
絞
に
あ
ら
た
に
酉
洋
固
科
が
設
け
ら
れ
た
と
き
主
と
し
て
指
導
に
当

た
っ
た
の
は
黒
日
で
ち
り
、
浅
井
が
敦
授
に
腕
任
し
た
の
は
叡
年
お
く
れ
て
の

、
っ
て
も
当
局
側
の
準
備
が
不
足
で
あ
っ
た
た
め

財
の
指
定
に
比
し
て
、
何
と
＞

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
明
治
美
術
の
代
表
作
品
か
、
や
は
り
と
か
く
手
軽

に
取
扱
わ
汎
る
た
め
か
、
損
傷
か
目
に
た
ち
、
し
か
も
そ
れ
ら
炉
栢
つ
い
で
各

っ
ば
り
だ
こ
の
玩
況
を
考
え
る
と
、
こ
仇
ら
の
近

池
の
展
観
に
出
品
さ
れ
る
ひ

代
作
品
の
指
定
、
保
存
、
さ
ら
に
は
修
珪
か
緊
急
の
こ
と
と
な
る
し
、
し
か
も

明
治
以
降
の
近
伐
作
品
の
芸
術
価
値
か
海
外
で
と
み
に
認
設
さ
れ
て
、
国
外
へ

の
流
出
が
頻
癸
す
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
緊
急
性
は
い
っ
そ
う
増

大
し
て
く
る
。
こ
の
た
め
当
周
と
し
て
も
そ
の
道
の
専
門
家
に
よ
る
懇
談
会
を

、
、
、
さ
ち
に
文
化
財
専
門
審
謬
会
さ
ら
に
は

雲
次
開
催
し
て
侯
綿
作
品
を
え
ら
U

今
日
の
専
門
胴
査
会
に
こ
の
方
面
の
専
門
家
を
加
え
る
危
ど
し
て
用
意
を
と
と

の
え
、
昭
言
十
二
年
度
か
ら
下
村
観
山
、
横
山
大
翼
今
村
紫
紅
ら
の
作
品

四
件
と
、
．
洋
面
と
し
て
高
橋
日
一
、
浅
井
中
心
、
青
木
繁
、
黒
田
清
輝
の
油
言

件
、
近
代
彫
塑
の
代
表
作
文
あ
る
荻
原
守
衛
の
作
品
二
符
を
加
え
る
な
ど
、
指

定
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
十
六
件
の
指
定
は
、
も
ち
ろ
ん
ほ
ん
の

ふ
り
畠
し
に
す
き
な
い
。
文
化
庁
と
し
て
は
、
明
治
以
降
の
近
代
作
品
の
指
定
、

保
存
を
、
当
面
の
霊
要
腕
題
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
、
今
後
と
も
そ
の
顧
査
の
た

め
の
予
算
を
飛
躍
的
忙
置
掻
し
て
、
ひ
ろ
く
近
代
作
品
の
瓢
査
、
指
定
を
促
進

ず
る
こ
と
を
計
回
し
て
い
る
。
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十
九
世
紀
の
後
半
、
約
半
世
紀
を
中
心
と
す
る
明
治
時
代
、
そ
の
歴
史
的
役

割
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ひ
と
が
そ
れ
な
り
に
解
釈
し
、
評

価
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
そ
の
評
価
の
程
度
や
質
に
、
ど
の
よ
う
な
ち

が
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
治
維
新
と
い
う
大
変
革
が
、
わ
が
国
の
歴
史
に

と
っ
て
、
六
、
七
世
紀
頃
の
大
陸
文
化
の
注
入
に
よ
る
、
日
本
上
代
歴
史
の
変

革
に
も
比
す
べ
き
、
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど

強
い
反
論
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
建
築
文
化
の
上
で
考
え
て
み
る
と
す
れ
ば
、
明
治
維
新
を
契
機
と
し

て
、
新
し
い
西
欧
の
建
築
技
術
が
、
せ
き
を
切
っ
て
は
い
っ
て
き
な

一
千
年
以
上
の
伝
統
を
も
っ
て
続
い
て
き
た
木
造
の
和
風
の
建
築
に
対
し

3
 

て
、
新
し
い
西
欧
風
の
建
築
は
、
新
し
い
生
活
様
式
の
容
器
と
し
て
移
入
さ
れ
、

`

5

'

発
展
し
て
行
く
使
命
を
負
わ
さ
れ
た
。

造
で
、
だ
か
ら
西
欧
風
と
い
っ
て
も
本
格
的
な
も
の
に
は
ほ
ど
遠
く
、
か
つ
正

規
の
技
術
研
修
を
経
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
当
時
の
日
本
人
の
手
に
な
る
洋
風

建
築
は
、
い
わ
ゆ
る
擬
洋
風
と
い
わ
れ
る
和
洋
折
衷
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
今

日
で
は
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
、
当
時
の
面
影
は
、
錦
絵
版
画
な
ど
に
し
の
ば

れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
金
沢
市
の
尾
山
神
社
神
門
（
明
治
八
年
）
、
松
本
市
の
旧

開
智
学
校
本
館
（
明
治
九
年
）
、
山
形
市
の
旧
済
生
館
病
院
本
館
（
明
治
十
二
年
）

な
ど
が
、
当
時
の
数
少
な
い
遺
例
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国

の
昔
な
が
ら
の
大
工
頭
梁
が
、
新
技
術
を
い
か
に
学
び
、
そ
れ
を
在
来
の
技
術

と
い
か
に
結
び
つ
け
て
、
新
し
い
要
求
を
み
た
す
べ
き
か
と
い
う
努
力
の
あ
と

が
、
こ
れ
ら
の
建
物
に
に
じ
み
出
て
い
る
。
ま
た
奈
良
、
生
駒
宝
山
寺
の
獅
子

閣
と
よ
ば
れ
る
客
殿
は
、
新
時
代
の
ス
タ
イ
ル
を
伝
統
的
な
寺
の
中
に
摂
取
し

た
い
と
い
う
当
時
の
住
職
の
意
志
で
、
寺
出
入
り
の
頭
梁
が
横
浜
に
留
学
勉
強

し
て
明
治
十
五
年
に
建
て
た
と
い
わ
れ
る
が
、
ま
っ
た
く
の
洋
和
折
衷
、
床
の

間
の
あ
る
日
本
座
敷
の
と
な
り
に
、
回
り
階
段
つ
き
の
洋
間
と
い
う
、
当
時
の

新
規
好
み
が
、
す
ぐ
れ
た
和
風
技
術
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
み
ら

れ
て
興
味
深
い
。

こ
の
あ
と
に
次
ぐ
第
二
段
階
は
、
明
治
新
政
府
の
基
礎
が
き
ま
り
、
政
治
、

経
済
、
文
化
各
方
面
に
、
本
格
的
な
歩
み
が
み
ら
れ
る
明
治
十
年
代
後
半
か
ら
二

十
年
代
に
か
け
て
、
本
格
的
な
建
築
が
は
じ
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
大
規
模

な
官
公
庁
建
築
、
銀
行
、
商
業
建
築
な
ど
が
次
々
と
出
現
し
て
行
っ
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
事
業
を
担
当
す
る
日
本
人
建
築
家
は
、
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
生
長

せ
ず
、
主
と
し
て
招
か
れ
た
外
人
建
築
家
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
が
多
い
。
な

か
で
も
明
浩
九
年
来
日
し
た
英
人
コ
ン
ド
ル
は
、
エ
部
学
校
創
設
に
よ
る
日
本

そ
の
足
ど
り
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
お
う
よ
そ
―
―
―
つ
の
段
階
に
わ
け
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
の
段
階
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
十
年
代
こ
ろ
ま
で
で
、
わ
が
国

に
や
っ
て
き
た
西
欧
各
国
の
人
び
と
の
公
館
や
住
宅
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
多
く
は
、
横
浜
、
神
戸
や
長
崎
な
ど
の
開
港
場
に
集
中
さ
れ
、
そ
の
建
設
の
多

く
は
渡
日
外
人
建
築
家
が
、
日
本
の
大
工
等
を
使
っ
て
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
は
、
長
崎
市
の
グ
ラ
バ
ー
邸
（
文
久
三
年
）
リ
ン
ガ

ー
邸
（
明
治
元
年
）
や
、
大
阪
市
の
旧
造
幣
廠
の
貴
賓
舘
で
あ
る
泉
布
観
（
明

治
四
年
）
な
ど
が
、
幸
い
に
も
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
工
事
で
学
ん
だ
日
本
人
に
よ
っ
て
、
日
本
近
代
社
会
の
発
足
に
当
た
っ
て
要

求
さ
れ
た
官
公
庁
、
学
校
、
商
館
な
ど
が
、
全
国
各
地
に
建
て
ら
れ
た
。
し
か

し
新
し
い
建
築
材
料
と
し
て
の
煉
瓦
や
石
材
は
乏
し
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
木

人
の
建
築
教
育
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
大
正
九
年
没
す
る
ま
で
の
四
十
年
余

り
、
数
多
く
の
設
計
を
行
っ
て
、
日
本
の
建
築
文
化
の
上
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
彼
の
作
品
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
東
京
の
―
I

n

ラ
イ
聖
堂
（
明

治
二
十
四
年
、
屋
根
改
造
）
、
旧
岩
崎
邸
（
明
治
二
十
九
年
）
な
ど
あ
ま
り
多

く
は
な
い
が
、
彼
の
傑
作
で
あ
り
、
丸
の
内
煉
瓦
街
創
設
の
第
一
号
で
あ
っ
た

旧
三
菱
一
号
館
（
明
治
二
十
七
年
）
が
、
今
年
の
春
そ
の
姿
を
消
し
た
こ
と
‘

は
、
大
へ
ん
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
本
格
的
な
建
築
教
育
に
よ
る
、
日
本
人
建
築
家
の
養
成
も
併
行
し
て
行

な
わ
れ
、
明
治
十
二
年
に
は
エ
部
大
学
造
家
学
科
第
一
回
の
卒
業
生
が
社
会
に

送
り
だ
さ
れ
、
二
十
年
代
に
は
日
本
人
に
よ
る
本
格
的
な
洋
風
建
築
が
多
く
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
煉
瓦
の
生
産
も
軌
道
に
の
り
、

大
規
模
な
建
築
に
は
、
木
材
に
代
わ
っ
て
石
造
り
も
み
ら
れ
た
が
、
大
部
分
は

煉
瓦
造
り
と
な
り
、
し
か
も
煉
瓦
の
は
だ
を
直
接
に
み
せ
る
赤
煉
瓦
建
物
が
、

市
街
池
を
い
ろ
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
西
欧
の
建
築
の
様
式
や
技
術
の
摂
取
に
懸
命
で
あ
っ
た
時
期
を

す
ぎ
て
、
三
十
年
前
後
に
な
る
と
、
反
省
や
批
判
が
現
わ
れ
て
く
る
。
一
途
に
西

欧
風
を
身
に
つ
け
ょ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
曲
り
な
り
に
も
達
成
さ
れ
た
と
き
、

過
去
の
一
千
年
の
日
本
の
伝
統
に
関
す
る
回
顧
や
反
省
が
出
て
き
た
と
し
て

も
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
日
本
の
様
式
を
、
新
し
い
建
築
の
な
か
に
生

か
そ
う
と
す
る
動
き
は
、
奈
良
県
庁
舎
（
明
治
二
十
八
年
）
な
ど
に
、
そ
の
一

例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
前
進
す
る
近
代
社
会
の
要
求
す
る
建
築
に
、
単

に
日
本
の
伝
統
様
式
の
細
部
を
応
用
す
る
こ
と
で
は
、
そ
の
発
展
は
見
い
だ
せ

な
か
っ
た
。
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明
治
の
洋
風
建
築
は
、
そ
の
構
造
か
ら
み
て
木
造
、
石
造
、
煉
瓦
造
り
の
三
穏

か
ら
な
る
が
、
三
十
年
代
に
は
す
で
に
一
部
鉄
骨
構
造
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
ま

た
鉄
筋
n

ン
ク
リ
ー
ト
造
り
も
四
十
年
前
後
か
ら
試
み
ら
れ
た
。
明
治
の
末
年
、

三
十
年
代
後
半
か
ら
四
＋
年
代
に
か
け
て
は
、
だ
か
ら
次
の
新
し
い
時
期
、
近

代
建
築
か
ら
現
代
建
築
へ
の
飛
躍
的
な
発
展
を
準
備
す
る
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が

混
在
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
正
時
代
に
は
い
り
、
大
正
十
二
年
の
関
東
を
襲
っ
た
大
瑶
震
は
、
建
築
界
に

大
影
響
を
与
え
、
以
降
は
石
造
り
、
煉
瓦
造
り
の
建
築
は
法
的
に
新
築
を
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
地
震
に
耐
え
、
ま
た
昭
和
に
は
い

っ
て
、
今
次
大
戦
の
戦
災
に
よ
る
都
市
の
壊
滅
の
な
か
に
、
な
お
も
生
き
残
っ

た
明
治
の
建
築
は
、
戦
後
の
急
激
な
都
市
の
再
開
発
の
も
と
で
、
そ
の
多
く
が

取
り
壊
さ
れ
て
、
過
去
帖
の
な
か
に
消
え
さ
る
運
命
に
陥
ち
こ
ん
で
い
っ
た
。

明
治
時
代
を
直
接
に
示
し
て
く
れ
る
こ
れ
ら
の
建
造
物
が
、
こ
の
時
代
の
評

価
が
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
現
実
か
ら
姿
を
消
し
去
っ
て
し
ま

う
の
を
、
黙
っ
て
見
過
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
代
の

証
言
と
も
な
る
べ
き
も
の
は
、
後
代
に
で
き
る
限
り
完
全
な
姿
で
伝
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

文
化
財
保
護
法
に
よ
る
こ
の
時
代
の
建
造
物
の
保
護
は
、
こ
こ
数
年
来
積
振

的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
二
八
件
、
三
一
棟
に
す
ぎ
な
い
。

今
年
六
月
に
文
化
庁
が
発
足
す
る
に
当
た
り
、
明
治
文
化
財
の
指
定
促
進
が
、

そ
の
重
点
施
策
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
数
年
来
、
こ
れ
ら
建
造

物
の
人
為
的
破
環
、
消
滅
の
速
度
が
、
急
激
に
高
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
危
機

感
の
社
会
的
反
映
で
も
あ
っ
た
。

（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
建
造
物
課
長
）

今
年
が
明
治
百
年
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
文
化
を
再
評
価
し
、
そ

の
意
義
を
認
め
よ
う
と
い
う
社
会
的
要
望
が
、
こ
の
一
、
二
年
来
高
ま
っ
て
き

た
よ
う
に
み
え
る
。
近
年
愛
知
県
犬
山
市
に
設
け
ら
れ
た
「
明
治
村
」
＇
と
呼
ば

れ
る
野
外
博
物
館
は
、
予
想
以
上
の
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
私
ど
も

は
安
心
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
明
治
の
建
築
の
大
部
分
は
、
社
会
生
活
に
直
接
結

び
つ
い
た
公
共
建
築
、
産
業
建
築
で
あ
り
、
急
激
に
変
化
、
発
展
す
る
文
化
、

経
済
生
活
の
容
器
と
し
て
の
機
能
に
、
適
応
し
て
存
続
す
る
こ
と
、
が
著
し
く
困

難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
建
物
を
、
単
な
る
記
念
的
遺
物
と
し

て
残
す
こ
と
に
は
、
致
命
的
な
困
難
な
条
件
が
ま
ち
か
ま
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
悪
条
件
を
克
服
し
て
、
建
物
の
保
存
を
計
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

そ
れ
ら
の
建
物
が
、
建
て
ら
れ
た
当
初
の
機
能
を
果
た
し
得
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
を
単
な
る
形
骸
と
し
て
残
そ
う
と
し
て
も
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
は
何
ら

か
新
し
い
か
た
ち
の
生
命
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
法
を
も
っ
て
し
て
も
存
続

さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

幾
世
代
の
後
ま
で
明
治
の
時
代
を
直
接
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
こ
れ
ら
の
建

物
の
保
存
の
意
義
と
、
そ
の
喜
び
の
予
想
を
期
待
し
つ
つ
、
私
ど
も
は
困
難
な

こ
の
課
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
。

- 76 -



（
司
会
）

〔
座
談
会
〕

日
本
の
教
育
発
展
に
対
す
る

海
外
教
育
の
影
響

次
号
・
目
次

海
外
に
派
遣
さ
れ
た
教
師
の
体
験
談

林
伝
一
郎
・
鈴
木
和
孝
•
石
川
業
六

教
員
の
海
外
留
学

わ
が
国
の
海
外
教
育
協
力
事
業
の
沿
革

欧
米
賭
国
の
海
外
教
育
協
力
の
概
要

〔
資
料
〕
国
際
公
教
育
会
議
勧
告
文
化
庁
国
際
文
化
課

第
六
四
号
国
際
理
解
教
育
に
つ
い
て

第
六
五
号
環
境
学
習
尼
＂
ノ
い
て

日
本
国
際
教
育
協
会

〔
特
殊
法
人
紹
介
〕

〔
連
載
第
十
六
回
〕

人
物
を
中
心
と
し
た
福
島
県
教
育
郷
土
史

福
島
県
敦
委

初
中
局
池
方
課

笹
岡
太
一

大
臣
官
房
調
査
課

日
本
の
大
学
に
留
学
し
て

（

出

席

者

）

田

大

植

邸

憲

章

C
・
ク
レ
ー
ル

T
.
R
・
フ
サ
イ
ン

P

・
ヴ
ォ
ン
サ
ー
ヤ
ン

滝
川
春
雄

海
後

宗
臣

園
編
集
後
記
園

＊
秩
は
文
化
の
日
を
中
心
と
し

て
、
さ
る
十
月
一
日
の
明
治
百

年
記
念
芸
術
祭
祝
典
を
始
め
と

し
、
十
一
月
一
日
か
ら
文
化
財

保
隈
強
調
週
間
、
教
育
・
文
化

週
間
と
各
地
で
行
事
が
も
よ
う

さ
れ
ま
す
が
、
同
時
に
国
民
各

眉
の
文
化
に
対
す
る
瑳
解
と
認

訟
を
新
た
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま

す。
一
方
で
は
国
土
開
発
に
と
も

な
い
、
そ
の
蔭
に
古
都
・
史
跛

が
侵
害
さ
れ
埋
蔵
文
化
が
荒
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
文
化
財
保
該

を
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
文
化

財
・
伝
統
芸
術
を
守
り
国
民
的

財
宝
と
し
て
愛
骸
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

＊
本
号
で
は
文
化
を
特
集
し
ま

し
た
。座

談
会
で
は
、
今
文
化
庁
長

官
を
囲
み
各
界
の
先
生
方
に

「
文
化
庁
へ
の
期
待
」
と
題
し
、

文
化
行
政
へ
の
希
望
と
期
待
を

話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
新
し
く
発
足
し
た
文

化
庁
の
今
後
の
文
化
施
策
に
つ

い
て
、
各
担
当
に
よ
る
当
面
の

課
題
を
述
べ
て
い
た
だ
き
、
そ

の
成
果
が
大
い
に
期
待
さ
れ
ま

す。
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