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一
　
著
述
家

　
慶
応
二
年 
丙  

寅 
へ
い
い
ん

初
冬
付
『
西
洋
事
情
』
初
篇
は
出
版
後
一
年
間
の  

売  

う
り
さ

  

捌  

ば
き

高
だ
け
で
、
正
版
偽
版
と
り
ま
ぜ
十
万
部
の
上
に
の
ぼ
っ
た
。
福
沢
諭

吉
生
誕
百
年
祭
を
祝
う
き
ょ
う
び
、
日
本
の
出
版
屋
に
と
っ
て
涎
よ
だ
れの
垂
れ
る

記
録
で
あ
る
。
同
書
二
篇
（
明
治
二
年
）
で
紹
介
さ
れ
た
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド

『
経
済
要
論
』
は
こ
の
年
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
で
二
十
数
版
を
重
ね
た
教
科
書

だ
が
、
そ
の
二
十
数
版
の
総
部
数
は
わ
ず
か
五
万
、
そ
の
五
万
を
捌
い
た
年

月
は
三
十
年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
当
年
日
本
の
プ
ブ
リ
ク
ム
は
、
『
西
洋
事

情
』
の
部
数
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
に
見
て
も
驚
異
的
な
比
率
で
あ
ろ
う
。
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け
れ
ど
も
こ
の
と
き
著
者
福
沢
諭
吉
は
、
一
年
十
万
の
洪
水
的
読
者
層
か

ら
は
、
完
全
に
無
縁
な
一
介
の
文
筆
家
で
あ
っ
た
。
「
無
縁
な
」
と
い
う
の

は
政
治
的
に
無
縁
な
る
意
味
で
あ
る
。
『
西
洋
事
情
』
（
全
集
第
一
巻
）
初

篇
三
巻
は
「
独
り
洋
外
の
文
学
技
芸
を
講
究
す
る
の
み
に
て
そ
の
各
国
の
政

治
・
風
俗
如
何
い
か
ん
を
詳
つ
ま
び
らか
に
せ
ざ
れ
ば
、
仮た
令と
ひ
、
そ
の
学
芸
を
得
た
り
と
も
、

そ
の 

経  

国 

け
い
こ
く

の
本
に
反かえ
ら
ざ
る
を
も
つ
て
、
啻ただ
に
実
用
に
益
な
き
の
み
な
ら

ず
、
却かえ
つ
て
害
を
招
か
ん
も
、
亦また
計
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
立
場
か
ら
、

「
英
亜
え
い
あ
開
版
の
歴
史
地
理
誌
数
書
を
閲けみ
し
中
に
就つ
い
て
西
洋
列
国
の
条
じ
ょ
うを
抄

約
し
、
毎
条
必
ず
そ
の
要
を
掲
げ
て
、
史
記
、
政
治
、
海
陸
軍
、
銭 

貨 

出 

せ
ん
か
す
い
と

納 う
の
四
目
し
も
く
と
為
し
、
即
ち
史
記
以
つ
て
時
勢
の
沿
革
を
顕
は
し
、
政
治
以

つ
て
国
体
の
得
失
を
明
か
に
し
、
海
陸
軍
以
つ
て
武
備
の
強
弱
を
知
り
、
銭
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貨
出
納
以
つ
て
政
府
の
貧
富
を
示
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
文
久
元

年
渡
欧
に
際
し
て
見
聞
し
た
西
洋
一
般
の
風
俗
制
度
の
解
説
紹
介
を
巻
頭
に

付
し
た
も
の
が
『
西
洋
事
情
』
初
篇
三
巻
で
あ
る
。
福
沢
の
書
は
宿
屋
の
客

引
案
内
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
い
う
蔭
口
が
、
慶
応
三
年
版
『
西
洋
旅
案
内
』
を

中
心
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
と
か
れ
と
、
つ
と
め
て
政
治
的
無
関

心
を
装
う
た
上
で
何
の
差
が
あ
ろ
う
。
諭
吉
自
身
が
抱
懐
す
る
政
治
的
見
解

は
こ
の
書
の
す
べ
て
の
頁
ペ
ー
ジか
ら
最
大
の
注
意
を
も
っ
て 

隠  

匿 

い
ん
と
く

さ
れ
た
。
逆

に
諭
吉
の
自
由
主
義
的
徹
底
開
国
論
が
宣
伝
さ
れ
て
い
る
『 

唐  

人  

往  

来 

と
う
じ
ん
お
う
ら
い

』

は
、
「
江
戸 

鉄 

砲 

洲 

て
っ
ぽ
う
ず

某
」
の
匿
名
で
、
し
か
も
版
行
さ
れ
ず
写
本
と
し
て
、

幾
分
流
布
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
『
西
洋
事
情
』
初
篇
三
巻
が
こ
の
『
唐

人
往
来
』
と
同
時
代
に
　
　
文
久
度ど
帰
朝
後
起
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
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は  
高 

橋 

誠 

一 

郎  
た
か
は
し
せ
い
い
ち
ろ
う

氏
の
考
証
（
『
福
沢
先
生
伝
』
）
が
あ
る
。
一
方
を
つ

い
に
版
行
せ
ず
、
他
方
を
し
か
も
慶
応
二
年
冬
ま
で
待
っ
て
版
行
し
た
。
す

で
に
佐
幕
派
に
と
っ
て
も
倒
幕
派
に
と
っ
て
も
、
『
西
洋
事
情
』
は
自
家
政

見
の
た
め
の
辞
引
で
あ
り
、
語
彙
で
あ
っ
た
。
一
方
偽
装
さ
れ
た
こ
の
書
の

政
治
的
無
関
心
と
、
他
方
倒
幕
派
そ
の
も
の
か
ら
「
攘
夷
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
陰
に
抛
棄
さ
せ
た
「
慶
応
」
度
必
至
の
内
外
諸
政
情
と
、
相
ま
っ
て
驚
異

的
な
十
万
の
読
者
大
衆
を
こ
の
書
に
獲
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
無
表
情
の
ま
ま
日
々
江
戸
城
内
の
外
国
方
翻
訳
御
用
所
へ
出
勤
し
、
帰
れ

ば
福
沢
塾
で
英
語
を
教
え
、
佐
幕
派
の
人
間
と
も
倒
幕
派
の
人
間
と
も
交
際

は
あ
る
が
、
政
治
的
に
は
ま
る
で
関
係
し
な
い
。
「
徳
川
の
政
府
に
雇
わ
れ

た
か
ら
と
い
う
た
所
が
是こ
れ
は
い
わ
ば
筆
執
る
翻
訳
の
職
人
で
…
…
た
だ
職
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人
の
積つも
り
で
お
る
の
だ
か
ら
政
治
の
考
と
い
う
も
の
は
少
し
も
な
い
」
（

『
自
伝
』
）
。
ひ
と
り 

韜  

晦 

と
う
か
い

し
な
が
ら
せ
っ
せ
と
印
税
を
稼
い
だ
。

　
　
『
西
洋
事
情
』
初
篇
三
巻
　
慶
応
二
年
初
冬

　
　
『
雷
銃
操
作
』
　
　
　
　
　
慶
応
三
年
四
月

　
　
『
西
洋
旅
案
内
』
　
　
　
　
同
年
七
月

　
　
『
条
約
十
一
国
記
』
　
　
　
同
年
十
一
月

　
　
『
訓
蒙
窮
理
図
解
』
　
　
　
同
年
十
二
月

　
　
『
西
洋
衣
食
住
』
（
筆
名
片
山
淳
之
助
）
同
年
同
月

　
　
『
西
洋
事
情
』
外
篇
三
巻
　
同
年
同
月

　
　
『
兵
士
懐
中
便
覧
』
　
　
　
慶
応
四
年
七
月

　
　
『
洋
兵
明
鑑
』
　
　
　
　
　
明
治
元
年
晩
冬
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「
彼
の
著
作
は
、
今 

浩  

瀚 

こ
う
か
ん

な
る
十
七
巻
の
全
集
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

　
が
、
そ
の
内
容
を
検
し
て
見
る
と
、
そ
の
著
述
の
多
種
多
方
面
な
る
こ
と

　
実
に
驚
く
の
外ほか
は
な
い
。
彼か
れ
は
当
時
西
洋
の
事
情
に
対
し
て
殆
ほ
と
んど
無
智

　
識
で
あ
っ
た
日
本
人
に
向
っ
て
、
世
界
の
地
理
と
歴
史
と
を
教
え
、
物
理

　
科
学
を
教
え
、
天
文
学
の
初
歩
を
教
え
…
…
小
銃
射
撃
か
ら
攻
城
野
戦
の

　
法
を
ま
で
教
え
た
の
で
あ
る
。
一
例
を
い
う
と
、
往
年
日
本
の
陸
軍
の
小

　
銃
に
改
良
を
加
え
た
有
名
な
村
田
少
将
と
い
う
銃
法
の
大
家
が
あ
る
が
、

　
こ
の
人
の
ご
と
き
も
ま
た
射
撃
の
事
は
始
め
福
沢
の
著
書
に
依より
て
学
ん
だ

　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
学
者
著
述
家
が
、
独
り
で
こ
れ
だ
け
多
種

　
多
様
の
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
に
お
い
て
は
全
く
不
可
能
で

　
は
な
い
か
と
思
う
」
（
小
泉
信
三
氏
、
「
『
英
訳
福
翁
自
伝
』
の
序
」
、
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『
中
央
公
論
』
十
月
号
）
。

　
そ
の
通
り
た
り
、
そ
れ
以
上
た
り
。

　
こ
の
多
方
面
の
訳
著
は
、
今
日
の
あ
ら
ゆ
る
投
機
的
訳
著
業
者
の
場
合
と

ま
っ
た
く
同
様
に
、
け
っ
し
て
偶
然
の
配
列
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
『
西

洋
事
情
』
続
篇
の
筆
を
休
め
て
、
時
到
ら
ば
『
雷
銃
操
作
』
の
翻
訳
に
か
か

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
先
生
が
こ
の
書
を
翻
訳
さ
れ
た
由
来
は
、
当
時
長
州

征
伐
の
こ
と
あ
り
、
長
州
方
は
小
人
数
で
か
つ
農
兵
な
ど
を
使
用
し
た
が
、

そ
の
武
器
は
新
式
で
あ
っ
て
、
な
か
ん
ず
く
ラ
イ
フ
ル
の
ご
と
き
、
そ
の
勢

当
る
べ
か
ら
ず
、
徳
川
方
の
敗
戦
は
全
く
こ
れ
が
た
め
だ
と
の
評
判
で
あ
っ

た
。
先
生
こ
れ
を
聞
き
、
近
い
う
ち
に
日
本
国
中
に
ラ
イ
フ
ル
の
流
行
を
見

る
で
あ
ろ
う
。
何
と
か
し
て
ラ
イ
フ
ル
の
事
を
書
い
た
原
書
を
得
た
い
…
…
」
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（
『
福
沢
諭
吉
伝
』
）
。
そ
こ
で
、
芝 

口 

和 

泉 

し
ば
ぐ
ち
い
ず
み

屋
善
兵
衛

ぜ
ん
べ
え

店
で
偶
然
ラ
イ

フ
ル
に
関
す
る
古
本
「
原
書
」
を
入
手
し
た
日
か
ら
異
常
な
苦
心
が
は
じ
ま

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ラ
イ
フ
ル
本
は
お
お
い
に
あ
た
っ
て
発
売
数
幾
万
に
の
ぼ
っ
た
。
つ

い
で
「
慶
応
四
年
」
七
月
付
『
兵
士
懐
中
便
覧
』
は
東
北
連
合
軍
の
た
め
仙

台
で
版
行
さ
れ
、
こ
れ
と
戦
う
べ
き
官
軍
熊
本
藩
の
依
頼
に
よ
っ
て
大
至
急

で
翻
訳
上
梓
さ
れ
た
『
洋
兵
明
鑑
』
に
は
「
明
治
元
年
晩
冬
」
の
序
文
が
付

せ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
ふ
う
で
、
着
想
自
在
、
度
胸
も
ふ
ん
べ
つ
も
満
点

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
こ
の
種
軍
事
物
は
、
十
七
巻
の
全
集
中
、
こ
の
内
乱
期
を
除
い

て
は
た
だ
一
部
安
政
四
年
緒
方
お
が
た
塾
で
へ
ん
な
動
機
で
脱
稿
し
て
『
全
集
』
で
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は
じ
め
て
活
字
に
な
っ
た
「
築
城
書
百ペ
爾ル
之の
記
」
全
六
冊
が
あ
る
だ
け
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
二
　
慶
応
義
塾

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
る
（
し
か
も
自
分
で
そ
の
点
を

冷
静
に
自
覚
し
自
嘲
し
て
さ
え
い
た
と
思
わ
れ
る
）
そ
れ
ま
で
の
福
沢
の
い

っ
さ
い
の
抑
圧
さ
れ
た
情
熱
が
、
慶
応
義
塾
に
向
っ
て
、
一
気
に
ひ
た
む
き

に
放
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
抑
圧
さ
れ
た
情
熱
」
は
彼
が
豊
前
中
津

ぶ
ぜ
ん
な
か
つ
藩
大

阪
屋
敷
勤
務
下
級
藩
吏
の
二
男
に
生
れ
た
時
以
来
、
そ
し
て
百
五
十
俵
の
旗

本
格
「
翻
訳
職
人
」
の
辞
表
を
書
く
日
ま
で
、
久
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の

間
、
「
門
閥
は
親
の
敵
か
た
きで
ご
ざ
る
」
と
心
に
叫
び
は
し
て
も
つ
い
ぞ
陽
に
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「
門
閥
」
と
闘
っ
た
こ
と
の
な
い
、
固
く
抑
制
さ
れ
、
韜
晦
さ
れ
た
魂
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
関
東
織
物
業
中
心
地
帯
の
資
本
家
兼
地
主
た
り
、
か
つ
か
か

る
も
の
を
そ
の
多
彩
な
「
志
士
」
活
動
の
社
会
的
地
盤
と
し
た
渋
沢
栄
一
の

戊
辰
ぼ
し
ん
前
史
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
思
い
半
ば
に
す
ぎ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
渋
沢

は
中
途
で
「
転
向
」
し
た
が
、
転
向
前
は
あ
く
ま
で
攘
夷
討
幕
に
、
転
向
後

は
あ
く
ま
で
佐
幕
開
国
に
、
一
身
を
殉
ぜ
ん
と
し
た
不
拘
束
の
前
史
を
も
っ

て
い
る
。
こ
の
差
を
両
者
の
「
気
質
」
に
求
め
る
こ
と
の
不
当
な
の
は
維
新

後
そ
の
死
に
い
た
る
二
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
渋
沢
の
ご
と
く
自

己
の
政
見
に
向
っ
て
不
拘
束
た
り
う
る
た
め
の
社
会
的
地
盤
か
ら
福
沢
は
隔

絶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
旧
幕
時
代
の
福
沢
は
典
型
的
な
近
代
イ
ン
テ
リ
で

あ
り
し
か
も
他
か
ら
独
自
化
せ
る
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
。

12福沢諭吉



　
幕
末
政
情
に
た
い
す
る
福
沢
諭
吉
の
そ
の
時
々
の
政
見
は
資
料
が
示
す
限

り
に
お
い
て
相
当
透
徹
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
出
『
唐
人
往
来
』
（
全
集

第
一
巻
『
序
』
）
は
『
西
洋
事
情
』
よ
り
も
は
る
か
に
平
俗
に
書
か
れ
た
も

の
だ
が
な
か
に
盛
ら
れ
た
自
由
主
義
的
開
国
論
は
構
成
完
備
し
て
い
る
。
文

久
二
年
渡
欧
の
船
中
で
松 

木 

弘 

安 

ま
つ
き
こ
う
あ
ん

（
後
の 

寺  

島  

宗  

則 

て
ら
じ
ま
む
ね
の
り

）
ら
に
向
い

「
と
て
も
幕
府
の
一
手
持
は
六む
つ
か
し
い
。
先ま
ず
諸
大
名
を
集
め
て
、
独
逸
ド
イ
ツ

連
邦
の
よ
う
に
し
て
は
如
何
」
（
『
自
伝
』
）
と
述
べ
幕
府
を
首
班
と
す
る

大
名
連
邦
論
が
右
派
綱
領
と
し
て
日
程
に
の
ぼ
っ
た
慶
応
度ど
に
い
た
る
と

「
（
大
名
）
同
盟
の
説
行
は
れ
候
は
ば
随
分
国
は
フ
リ
ー
に
も
相
成
る
べ
く

候
へ
ど
も
、This Freedom

 is, I know
, the Freedom

 to fight am
ong Japan

ese. 

如
何
様
相
考
へ
候
ふ
と
も
、
モ
ナ
ル
キ
に
之これ
無
く
候
て
は
、
唯
々
大
名
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同
志
の
カ
ジ
リ
ヤ
イ
に
て
、
我
が
国
の
文
明
開
化
は
進
み
申
さ
ず
云
々
」

（
慶
応
二
年
十
一
月
七
日
付
、
福
沢
英
之
助
へ
の
書
翰
、
『
福
沢
諭
吉
伝
』

第
一
巻
）
と
記
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
時
期
に
と
っ
て
は
現
実
的
な
ラ
ジ
カ
ル

な
政
見
を
抱
懐
し
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
自
身
は
つ
い
に
何
一

つ
現
実
的
で
も
ラ
ジ
カ
ル
で
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
彼
は
自
己
の
政
見

が
実
現
さ
る
る
た
め
の
い
か
な
る
可
能
性
も
、
い
か
な
る
勢
力
も
、
内
外
に

こ
れ
を
認
む
る
こ
と
を
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
触
知
し
う
る
た
め
の
能
動
性

を
自
ら
欠
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
当
時
　
　
右
の
手
紙
を
福
沢
が
書
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
ろ
、
西
南
倒
幕
派
は

す
で
に
攘
夷
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
陰
に
撤
去
し
、
「
大
名
同
盟
」
の
右
派
綱
領

に
こ
と
ご
と
く
反
対
し
て
福
沢
の
い
わ
ゆ
る
「
モ
ナ
ル
キ
」
の
た
め
に
着
々
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道
を
舗し
き
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
福
沢
に
と
っ
て
西
南
倒
幕
派
は
い
つ
ま
で

も
「
彼
ら
が
取
っ
て
代
っ
た
ら
お
釣つり
の
出
る
よ
う
な
攘
夷
家
」
（
『
自
伝
』
）

と
し
て
映
じ
、
緒
方
塾
時
代
の
同
窓
村 

田 

蔵 

六 

む
ら
た
ぞ
う
ろ
く

（  

大
村
益
次
郎  

お
お
む
ら
ま
す
じ
ろ
う
）
の
ご

と
き
死
ぬ
ま
で
福
沢
の
目
に
は
「
云
々
の
攘
夷
家
」
で
あ
る
。
し
ょ
せ
ん
眼

あ
っ
て
触
手
な
き
、
福
沢
は
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
。

　
幕
末
日
本
の
な
か
に
現
実
的
に
い
っ
さ
い
の
曙
光
を
見
失
っ
て
い
る
彼
は
、

彼
自
身
の
内
部
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
　
　
そ
し
て
彼
自
身
の
内
部
は
「
西
洋
」

の
な
か
に
す
べ
て
の
も
の
を
、
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
こ
の

こ
と
は
彼
が
終
世
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
当
時
か
ら
熱
烈
な
「
愛
国
者
」
で

あ
っ
た
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か
、
彼
の
現
実
の
い
っ

さ
い
の
情
熱
は
こ
の
矛
盾
の
統
一
と
い
う
一
事
に
向
っ
て
、
し
か
り
あ
ま
り
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に
イ
ン
テ
リ
的
な
非
政
治
的
な
、
そ
れ
だ
け
機
械
的
で
空
想
的
で
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
統
一
の
た
め
に
、
ひ
た
押
し
に
注
が
れ
た
。
慶
応
義
塾
の
創
立
が
そ

れ
で
あ
る
。
教
育
に
よ
っ
て
日
本
人
の
頭
を
改
造
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

と
い
う
の
が
、
幕
末
変
革
期
の
一
切
物
に
絶
望
し
た
彼
の
悲
壮
な
る
結
論
で

あ
っ
た
。

　
鳥
羽
伏
見

と
ば
ふ
し
み

に
敗
走
し
た
将
軍 

慶  

喜 

よ
し
の
ぶ

東
帰
し
て
、
江
戸
城
内
外
戦
火
を
予

期
し
て
沸
騰
す
る
さ
な
か
か
ら
、
芝 

新 

銭 

座 

し
ば
し
ん
せ
ん
ざ

に
「
慶
応
義
塾
」
が 

産  

声 

う
ぶ
ご
え

を
あ
げ
た
。
動
乱
最
中
と
て
地
所
も
材
料
も
労
賃
も
馬
鹿
安
に
あ
が
っ
た
と

は
い
え
、
出
費
は
こ
と
ご
と
く
印
税
を
蓄
積
し
た
私
財
を
も
っ
て
成
っ
た
。

彼
が
一
生
そ
の
「
権
利
」
の
た
め
に
戦
っ
た
「
生
命
及
び
財
産
」
の
い
っ
さ

い
を
あ
げ
て
、
明
日
は
兵
火
に
焼
け
る
か
も
し
れ
ぬ
一
洋
学
道
場
の
建
設
に
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あ
え
て
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
じ
め
て
彼
は
、
昨
日
ま
で
の
中
津
藩

小
吏
と
し
て
の
、
「
翻
訳
職
人
」
の
旗
本
と
し
て
の
、
投
機
的
著
訳
業
者
と

し
て
の
、
無
力
な
灰
色
の
イ
ン
テ
リ
と
し
て
の
、
抑
圧
さ
れ
た
久
し
き
存
在

か
ら
解
放
さ
れ
、
信
念
に
向
っ
て
不
拘
束
な
る
す
べ
て
の
瞬
間
が
約
束
す
る

愉
悦
と
感
激
の
人
た
り
え
た
。

　
彼
の
目
に
は
幕
府
以
上
の
「
非
文
明
」
の
権
化
に
す
ぎ
な
い
官
軍
参
謀
村

田
蔵
六
が
、
湯
島
ゆ
し
ま
の
岡
か
ら
上
野
の
森
に
大
砲
を
ぶ
っ
放
し
つ
つ
あ
る
時
、

有
名
な
「
出
島
」
演
説
が
塾
で
聞
か
れ
た
。
「
昔
し
昔
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
乱

に
オ
ラ
ン
ダ
国
の
運
命
は
断
絶
し
て
本
国
は
申
す
る
に
及
ば
ず
イ
ン
ド
地
方

ま
で
悉
こ
と
ご
とく
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
国
旗
を
挙
げ
る
場
所
が
な
く
な
っ
た
所
が
世

界
中
纔わず
か
に
一
箇
処
を
残
し
た
ソ
レ
は
即
ち
日
本
長
崎
の
出
島
で
あ
る
。
シ
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テ
見
る
と
こ
の
慶
応
義
塾
は
日
本
の
洋
学
の
た
め
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
出
島
と

同
様
、
世
の
中
に
如い
何か
な
る
騒
動
が
あ
っ
て
も
変
乱
が
あ
っ
て
も
い
ま
だ
曾
か
つ

て
洋
学
の
命
脈
を
断
や
し
た
こ
と
は
な
い
ぞ
よ
、
こ
の
塾
の
あ
ら
ん
限
り
大

日
本
は
世
界
の
文
明
国
で
あ
る
世
間
に
頓
着
す
る
な
」
（
『
自
伝
』
）
。

　
い
ま
は
韜
晦
の
た
め
で
な
く
主
張
の
た
め
の
、
抑
圧
さ
れ
た
魂
で
な
く
不

拘
束
の
魂
の
吐
く
　
　
政
治
的
無
関
心
！
　
情
熱
や
よ
し
、
結
局
は
し
か
し
、

中
世
と
現
代
を
逆
に
組
立
て
た
場
合
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
情
熱
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
彼
に
は
ま
だ
、
こ
の
精
神
的
昂
揚
の
最
高
の
瞬
間
に
お
い
て
も
、

背
後
に
は
何
一
つ
現
実
的
な
勢
力
は
見
出
さ
れ
て
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
三
　
「
福
沢
諭
吉
」
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今
日
そ
の
生
誕
百
年
祭
が
祝
わ
れ
て
い
る
「
福
沢
諭
吉
」
は
、
明
治
四
年

以
後
の
福
沢
諭
吉
で
あ
る
。
あ
の
、
り
ん
然
と
し
て
調
子
の
高
い
『
学
問
の

す
ゝ
め
』
以
降
の
福
沢
で
あ
る
。

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
ひ
と
し
く
不
拘
束
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
し

か
し
、
背
後
に
確
乎
た
る
一
つ
の
社
会
的
基
盤
が
脈
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
、
一
つ
の
明
確
な
政
治
的
指
向
が
あ
る
。
時
の
政
権
の
将
来

に
た
い
す
る
満
腹
の
同
情
と
信
頼
が
あ
り
、 

鞭  

韃 

べ
ん
た
つ

が
あ
る
。

　
錦
旗
東
京
城
に
飜
ひ
る
が
えっ
て
の
ち
も
、
福
沢
の
心
事
は
暗
く
閉
じ
が
ち
で
あ
っ

た
。
「
出
島
」
演
説
の
日
の
ご
と
く
昂
揚
す
る
す
ぐ
あ
と
か
ら
、
子
供
を
坊

主
に
し
よ
う
か
と
ま
で
ひ
と
り
で
沈
み
き
っ
た
。
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「
そ
の
時
の
私
の
心
事
は
実
に
淋
し
い
有
様
で
人
に
話
し
た
こ
と
は
な
い

　
が
今
打
明
け
て
懺
悔
ざ
ん
げ
し
ま
し
ょ
う
維
新
前
後
無
茶
苦
茶
の
形
勢
を
見
て
と

　
て
も
こ
の
有
様
で
は
独
立
は
六むつ
か
し
い
他
年
一
日
外
国
人
か
ら
如い
何か
な
る

　
侮
辱
を
被
こ
う
むる
か
も
知
れ
ぬ
、
さ
れ
ば
と
て
今
日
全
国
中
の
東
西
南
北
何いず
れ

　
を
見
る
も
共
に
語
る
べ
き
人
は
な
い
、
自
分
一
人
で
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

何
事
も
出

　
来
ず
ま
た
そ
の
勇
気
も
な
い
実
に
情
な
い
事
で
あ
る
が
い
よ
い
よ
外
国
人

　
が
手
を
出
し
て
跋
扈
ば
っ
こ
乱
暴
と
い
う
と
き
に
は
自
分
は
何
と
か
し
て
そ
の
禍

わ
ざ
わ
い

　
を
避
け
る
と
す
る
も
行
く
先
き
の
永
い
子
供
は
可
愛
か
わ
い
そ
う
だ
一
命
に
掛
け

　
て
も
外
国
人
の
奴
隷
に
さ
し
た
く
な
い
或
あ
る
いは
耶や
蘇そ
宗
の
坊
主
に
し
て
、
政

　
事
人
事
の
外
に
独
立
さ
せ
て
は
如
何
い
か
ん
、
自
力
自
食
し
て
他
人
の
厄
介
に
な

　
ら
ず
そ
の
身
は
宗
教
の
坊
主
と
い
え
ば
自
か
ら
辱
し
め
を
免
が
る
る
こ
と
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も
あ
ら
ん
か
と
自
分
に
宗
教
の
信
心
は
な
く
し
て
子
を
思
う
の
心
よ
り
坊

　
主
に
し
よ
う
な
ど
と
種
々
無
量
に
考
え
た
事
が
あ
る
が
」
（
『
自
伝
』
）
。

　　
政
府
内
部
と
い
わ
ず
外
部
と
い
わ
ず
、
維
新
後
の
革
命
と
反
革
命
、
開
化

非
開
化
の
嵐
は
明
治
四
年
ま
で
上
下
を
吹
き
ま
く
っ
て
、
安
定
す
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
福
沢
に
と
っ
て
暗
殺
の
不
安
が
一
番
大
き
か
っ
た
の
は
明
治
三

年
で
、
村
田
蔵
六
が
そ
の
前
年
凶
刃
に
斃たお
れ
た
の
も
福
沢
の
驚
き
ま
で
に
も

反
動
非
開
明
派
の
手
で
や
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
四
年
七
月
、
維
新
政
府
は
は
じ
め
て
一
応
強
固
な
安
定
を
見
た
。
そ

れ
と
と
も
に
廃
藩
置
県
以
下
の
開
明
的
諸
変
革
の
大
波
が
、
堤
を
切
っ
て
は

ん
ら
ん
し
た
。
福
沢
に
と
っ
て
は
た
だ
寝
耳
に
水
で
あ
る
。
い
か
に 

瞠  

目 

ど
う
も
く

し
て
は
じ
め
て
「
政
治
」
を
彼
は
凝
視
し
た
か
！
　
そ
し
て
歓
喜
し
た
か
！
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「
俗
に
い
う
悪
に
強
き
は
善
に
も
強
し
の
諺
こ
と
わ
ざに
漏も
れ
ず
、
昨
日
ま
で
の
殺

　
人
暴
客
は
今
日
の
文
明
士
人
と
な
り
、
青
雲
に
飛
翔
し
て
、
活
発 

磊  

落 

ら
い
ら
く

、

　
い
う
と
し
て
実
行
せ
ざ
る
は
な
く
、
実
行
し
て
功
を
奏
せ
ざ
る
事
は
な
し
。

　
傍
観
の
吾わ
れ
吾
れ
に
お
い
て
も
拍
手
、
快
と
称
す
」
（
『
全
集
』
緒
言
）
。

　　
「
当
時
、
洋
学
者
流
の
心
事
を
形
容
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
自
分
に
綴
り
た

　
る
筋
書
を
芝
居
に
演
じ
て
、
そ
の
芝
居
を
見
物
す
る
に
異
な
ら
ず
、
も
と

　
よ
り
役
者
と
作
者
と
直
接
の
打
ち
合
せ
も
な
け
れ
ば
、
双
方
と
も
隔
靴
の

　
憾うら
み
は
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
大
体
の
筋
に
不
平
を
見
た
る
こ
と
な
し
」

　
（
『
福
翁
百
余
話
』
）
。

　
福
沢
と
そ
の
「
塾
」
と
の
こ
の
日
ま
で
の
悲
壮
な
る
主
観
い
か
ん
は
べ
つ

と
し
て
、
そ
れ
な
し
に
も
維
新
政
権
と
そ
の
施
政
は
あ
り
し
が
ま
ま
の
姿
を
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と
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
史
家
は
誰
し
も
見
ら
る
る
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
と
き
の
「
作
者
」
と
し
て
の
福
沢
の
自
得
を
笑
止

が
る
権
利
も
ま
た
史
家
の
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
日
の
自
得
こ
そ
今

日
「
福
沢
諭
吉
」
百
年
祭
を
祝
わ
せ
る
た
め
の
現
実
の
契
機
と
な
っ
て
い
る

も
の
だ
。
福
沢
が
旧
幕
以
来
あ
れ
ほ
ど 

桑  

原 

く
わ
ば
ら

が
っ
た
と
こ
ろ
の
「
政
治
」

に
、
な
か
ん
ず
く
禁
物
視
し
た
維
新
政
権
　
　
大
久
保
に
、
伊
藤
・
井
上
・

 

大  

隈 

お
お
く
ま

に
近
づ
く
た
め
の
第
一
直
接
の
契
機
は
た
だ
こ
れ
に
在
っ
た
。
福
沢

が
イ
ン
テ
リ
た
り
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
た
る
旧
境
を
一
躍
揚
棄
で
き
た
飛
込

台
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。

　
あ
と
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
の
当
然
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
は
い
わ
ば
実
践
期
と
し
て
の
福
沢
の
後
史
を
マ
ー
ク
す
る
宣
言
書
で
あ
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る
。
「
慶
応
義
塾
」
も
ま
た
そ
の
使
命
を
当
然
に
変
更
し
た
。
そ
れ
は
も
は

や
単
な
る
「
洋
学
」
の
た
め
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
「
出
島
」
で
は
な
く
、
新

興
日
本
資
本
主
義
の
基
盤
部
分
に
む
か
っ
て
、
つ
い
で
上
層
建
築
に
向
っ
て
、

 

簇  

々 

ぞ
く
ぞ
く

と
有
為
新
進
の
担
当
者
を
送
り
こ
む
た
め
の
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
と

な
っ
た
。

　
彼
の
後
史
は
研
究
さ
る
べ
き
余
白
を
な
お
存
分
に
残
し
て
い
る
。
一
応
後

史
を
見
た
目
か
ら
も
い
ち
ど
前
史
を
ふ
り
返
る
と
き
、
明
治
四
年
以
前
の
諸

論
策
中
こ
と
に
経
済
学
に
関
す
る
部
分
　
　
チ
ェ
ン
バ
ー
に
よ
っ
た
『
西
洋

事
情
』
外
篇
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
っ
た
『
西
洋
事
情
』
第
二
篇
、
そ
の
他

が
興
味
あ
る
も
の
と
し
て
映
じ
て
く
る
。
ま
だ
生
気
を
失
っ
て
い
な
い
こ
れ

ら
初
期
俗
流
経
済
学
の
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
が
、
政
治
に
関
心
な
き
前
史
時
代
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い
か
に
素
朴
に
主
張
さ
れ
、
後
史
時
代
に
い
た
っ
て
い
か
に
拙
劣
に
　
　
同

時
に
切
実
に
　
　
変
形
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
り

経
済
学
ば
か
り
で
は
な
い
。
薬
味
箪
笥

や
く
み
だ
ん
す
の
ご
と
く
万
能
な
彼
の
「
文
明
」
思

潮
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
つ
い
て
前
史
か
ら
後
史
を
区
別
す
る
た
め
の
い
く
つ

か
の
屈
折
点
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
黒
船
前
後
・
志
士
と
経
済
他
十
六
篇
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1981
（
昭
和56

）
年7

月16

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
服
部
之
総
全
集
」
福
村
出
版

　
　
　1973

（
昭
和48
）
〜1975

（
昭
和50

）
年

初
出
：
「
歴
史
科
学
」

　
　
　1934

（
昭
和9

）
年12
月
号

※
初
出
時
の
表
題
は
「
福
沢
諭
吉
前
史
」
で
す
。

※
小
泉
信
三
「
『
英
訳
福
翁
自
伝
』
の
序
」
が
掲
載
さ
れ
た
「
中
央
公
論
」

は
、1933

（
昭
和
８
）
年10

月
号
で
す
。
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入
力
：
ゆ
う
き

校
正
：
小
林
繁
雄

2010

年8
月4
日
作
成

2011

年4

月4
日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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