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牧
野
博
士
は
明
治
十
一
年（
一
八
七
八
）、

高
山
陣
屋
の
す
ぐ
隣
に
あ
る
郷
宿
の
玉
屋

に
生
ま
れ
た
。
家
は
今
の
代
書
人
も
兼
ね

て
い
た
の
で
、
読
み
書
き
や
法
律
書
に
親

し
ん
で
育
っ
た
。 

博
士
は
最
初
、
弁
護
士
に
な
ろ
う
と
し

て
京
都
の
三
高
に
入
り
、
途
中
で
学
者
に

な
る
た
め
東
京
の
一
高
へ
転
校
し
、
東
京

帝
国
大
学
法
科
大
学
に
進
み
フ
ラ
ン
ス
法

を
専
攻
し
た
。 

博
士

は
抜
群

の
語
学

力
に
恵

ま
れ
、

大
体
七

ヶ
国
語

の
読
み

書
き
が

自
在
に

で
き
、

英

・

仏
・
独 

自
を
自
由
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
と
云
わ
れ

て
い
る
。 

 

博
士
は
明
治
三
十
六
年
、
二
十
五
歳
で

東
大
を
卒
業
直
後
に
母
校
の
講
師
と
な
っ

た
。
当
時
、
東
大
の
刑
法
を
担
当
し
て
い

た
の
が
大
垣
藩
出
身
の
岡
田
朝
太
郎
博
士

で
、
そ
の
後
任
に
高
山
出
身
の
牧
野
博
士

が
就
い
た
の
で
あ
る
。 

間
も
な
く
助
教
授
に
な
り
、
三
十
一
歳

で
『
刑
事
学
の
新
思
潮
と
新
刑
法
』
と
い

う
名
著
を
出
し
た
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
最
新
学
説
を
取
り
入
れ
て
新
理
論
を
展

開
し
た
も
の
で
、
全
国
の
学
者
・
論
壇
か

ら
注
目
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ

リ
ア
に
留
学
し
、
帰
国
直
後
の
大
正
二
年

（
一
七
一
三
）に
東
大
の
教
授
と
な
っ
た
。

刑
法
学
の
講
座
を
担
当
し
、
一
橋
大
学
や

中
央
大
学
に
も
出
講
し
て
、
沢
山
の
弟
子

を
育
て
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
以
降
の
刑
法

学
者
は
勿
論
、
裁
判
官
も
弁
護
士
も
、
ほ

と
ん
ど
牧
野
博
士
の
刑
法
学
・
刑
事
学
を

学
ん
で
い
る
。 

 

敗
戦
後
、
占
領
軍
が
日
本
の
憲
法
や
法

律
を
根
本
的
に
変
え
る
よ
う
要
求
を
し
て

き
た
。
当
時
は
占
領
軍
の
い
い
な
り
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
だ
け
は
こ
う
す
べ
き
だ
と
主
張

し
た
気
骨
の
政
治
家
や
学
者
も
い
た
。
そ

の
一
人
が
牧
野
博
士
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

昭
和
二
十
一
年
、
貴
族
院
の
勅
撰
議
員

に
撰
ば
れ
た
博
士
は
、
第
九
十
回
帝
国
議

会
の
憲
法
審
議
の
過
程
で
、
非
常
に
大
き

な
働
き
を
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
憲
法
を

承
け
て
作
ら
れ
た
民
法
の
改
正
に
も
非
常

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
功
績

に
よ
り
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）

に
文
化
勲
章
を
受
章
し
て
い
る
。 

ま
た
博
士
は
、
若
い
頃
か
ら
田
中
大
秀

の
国
学
に
親
し
み
、
佐
佐
木
信
綱
の
門
人

と
な
っ
て
和
歌
を
学
び
、
七
十
歳
の
時
に

宮
中
歌
会
始
に
召
さ
れ
て
、
昭
和
天
皇
の

前
で
自
身
の
歌
を
披
露
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に
昭
和
三
十
五
年
に
は
八
十
二

歳
で
勲
一
等
瑞
宝
章
を
賜
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
戦
後
の
学
界
や

論
壇
に
於
い
て
は
、
先
生
を
評
価
す
る
人

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭

和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
九
十
二
歳
で

亡
く
な
る
頃
か
ら
、
日
本
の
社
会
の
在
り

方
は
お
か
い
し
い
こ
と
に
皆
が
気
づ
き
始

め
、
あ
ら
た
め
て
牧
野
博
士
の
学
問
的
な

業
績
を
も
う
一
度
点
検
し
て
、
そ
こ
か
ら

学
び
取
ろ
う
と
い
う
気
運
が
学
界
で
も
出

て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

牧
野
博
士
の
学
ん
だ 

刑
法
や
民
法
の
系
譜 

刑
法
の
恩
師
は
、
大
垣
出
身
の
岡
田
朝

太
郎
博
士
（
明
治
元
～
昭
和
十
一
年
）
で

あ
り
、
民
法
は
穂
積
陳
重
博
士
（
安
政
二

～
大
正
十
五
年
）
に
学
ん
で
い
る
。 

穂
積
先
生
は
四
国
宇
和
島
の
出
身
で
、

夫
人
は
渋
沢
栄
一
の
娘
で
あ
り
、
渋
沢
家

に
住
む
裕
福
な
紳
士
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
牧
野
博
士
は
飛
騨
か
ら
出
て
き
た
貧
乏

書
生
と
し
て
慎
ま
し
い
生
活
を
続
け
、
晩

年
ま
で
、
ハ
イ
ヤ
ー
や
タ
ク
シ
ー
に
乗
ら

な
い
と
決
め
て
い
た
と
い
う
。 

そ
れ
は
博
士
の
刑
法
理
論
、
民
法
思
想

を
考
え
る
上
で
も
関
係
が
あ
る
。
世
の
中

に
裕
福
な
人
も
い
る
が
、
大
抵
の
人
は
貧

乏
で
あ
る
。
貧
乏
な
人
が
生
き
て
行
く
為

に
は
、
お
互
い
助
け
合
う
必
要
が
あ
る
。

な
か
で
も
一
番
大
事
な
の
は
、
家
族
・
親

戚
が
助
け
合
う
、
或
い
は
隣
同
士
や
町
中

が
助
け
合
う
。
そ
う
い
う
互
助
共
助
の
気

持
が
あ
れ
ば
、
人
間
は
貧
し
く
て
も
生
き

て
い
け
る
。 

 

牧
野
博
士
に
は
八
人
き
ょ
う
だ
い
が
あ

っ
た
か
ら
、
家
族
・
親
戚
、
ま
た
近
所
み

ん
な
で
助
け
合
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
若
い
頃
か
ら
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

一
方
で
、
貧
乏
人
と
い
う
の
は
裕
福
な

人
に
憧
れ
る
。
博
士
は
穂
積
先
生
に
私
淑

し
て
、東
大
で
多
く
の
こ
と
を
学
ば
れ
た
。

博
士
の
専
門
は
刑
法
だ
が
、
民
法
に
も
精

通
し
て
、
弟
子
に
有
名
な
我
妻
栄
博
士
な

ど
が
い
る
。 

 

牧
野
の
刑
法
理
論
を
受
け
継
い
だ
一
人

が
正
木
亮
氏
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
、
刑

を
社
会
か
ら
追
放
す
る
懲
罰
で
は
な
く
、

社
会
に
復
帰
で
き
る
教
育
と
す
る
考
え
方

で
、
温
情
を
も
っ
て
人
間
を
人
間
ら
し
く

扱
お
う
と
し
た
。
人
間
は
元
来
善
な
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
中
で
起
こ
し
た
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犯
罪
は
、個
人
だ
け
責
め
る
の
で
は
な
く
、

社
会
の
責
任
に
お
い
て
更
正
し
善
導
し
て

い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
東
大

や
最
高
裁
で
重
責
を
担
っ
た
団
藤
重
光
博

士
も
、
牧
野
博
士
を
尊
敬
し
た
一
人
で
、

そ
う
い
う
弟
子
を
沢
山
育
て
て
い
る
。 

現
在
、
博
士
の
刑
法
理
論
や
民
法
思
想

を
直
接
継
承
す
る
人
は
少
な
い
が
、
こ
れ

か
ら
は
そ
の
学
問
を
学
び
直
し
、
貢
献
す

る
学
者
も
増
え
て
来
る
に
ち
が
い
な
い
。 

新
憲
法
案
の
前
文
に 

牧
野
博
士
の
提
言 

 

敗
戦
後
、
占
領
軍
の
命
令
に
よ
り
日
本

側
で
帝
国
憲
法
の
改
正
案
を
用
意
し
た

が
、
占
領
軍
か
ら
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

占
領
軍
が
原
案
を
作
り
、
そ
れ
を
日
本
政

府
が
翻
訳
し
、
四
月
か
ら
半
年
程
か
け
て

帝
国
議
会
で
審
議
を
行
い
、
十
一
月
三
日

に
公
布
し
た
。 

 

そ
の
間
、牧
野
博
士
は
憲
法
の
前
文
に
、

こ
う
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
る
べ
き
だ
と

主
張
し
た
。
そ
れ
は
二
点
あ
る
。 

Ａ
「
わ
れ
ら
日
本
国
民
は
、
わ
が
国
に
社

会
的
正
義
を
普
ね
か
ら
し
め
る
こ
と
を

期
す
る
。
国
民
は
、
各
々
そ
の
人
格
に

お
い
て
尊
重
せ
ら
る
べ
く
、
基
本
的
人

権
に
お
い
て
平
等
に
保
障
せ
ら
る
べ

く
、
内
、
そ
の
家
庭
生
活
に
お
い
て
敬

愛
協
力
の
精
神
を
も
っ
て
、
外
、
そ
の

社
会
生
活
お
い
て
信
義
誠
実
の
原
則
に

基
づ
き
、
相
共
に
、
そ
の
地
位
に
応
じ
、

そ
の
職
能
に
従
っ
て
、
各
々
公
共
の
福

祉
の
た
め
に
そ
の
全
力
を
尽
く
す
義
務

を
負
担
す
る
。
国
は
、
こ
れ
に
対
応
し

て
、
国
民
の
各
自
に
そ
の
生
存
を
全
う

せ
し
め
、
国
政
上
、
国
民
生
活
を
社
会

的
に
公
平
な
ら
し
め
、
経
済
的
に
豊
富

な
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 

 

こ
れ
は
、
家
族
が
互
い
に
敬
愛
し
協
力
し 

て
い
く
こ
と
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え 

が
大
事
で
、
こ
れ
が
な
い
と
社
会
は
バ
ラ 

バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
公
共
の
福 

祉
を
守
る
為
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い 

う
こ
と
を
、
前
文
に
こ
と
わ
っ
て
お
こ
う 

と
し
た
の
で
あ
る
。 

Ｂ
「
わ
れ
ら
日
本
国
民
は
、
文
化
の
た
め

に
全
力
を
尽
さ
ん
こ
と
を
決
意
す
る
。

わ
れ
ら
は
、
わ
れ
ら
の
生
活
を
物
質
的

に
充
実
す
る
と
共
に
、
わ
れ
ら
の
日
常

を
文
化
的
に
向
上
せ
し
め
、
学
問
と
芸

術
と
技
術
と
の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
、

そ
の
自
由
を
尊
重
し
、
そ
の
発
達
を
進

め
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
ら
の
受
く
べ

き
福
祉
を
精
神
的
に
も
豊
か
な
ら
し
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
わ
れ

ら
は
、
か
よ
う
な
努
力
を
も
っ
て
、
進

ん
で
世
界
文
化
の
た
め
に
、
国
際
社
会

に
対
し
、
寄
与
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
こ

と
を
期
す
る
。
」 

つ
ま
り
、
日
本
人
は
戦
争
に
負
け
た
が
、

文
化
を
以
て
国
を
興
し
、
そ
れ
で
世
界
に

貢
献
し
よ
う
と
い
う
決
意
表
明
で
あ
る
。 

最
近
、
憲
法
改
正
論
議
が
盛
り
上
が
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
明
解
な
信
念
・
理

念
と
い
う
も
の
を
明
示
す
る
よ
う
な
憲
法

改
正
草
案
は
、
自
民
党
や
新
聞
社
等
の
出

し
て
い
る
案
は
見
あ
た
ら
な
い
。 

今
後
、
本
当
に
日
本
人
の
た
め
、
ま
た

世
界
の
た
め
に
な
る
憲
法
を
作
る
に
は
。

こ
の
よ
う
な
牧
野
博
士
が
盛
り
込
も
う
と

し
た
案
も
参
考
に
な
ろ
う
。 

し
か
し
、
当
時
、
こ
ん
な
長
い
文
書
を

入
れ
る
の
は
無
理
だ
と
判
っ
た
の
で
、
遂

に
「
家
族
生
活
は
こ
れ
を
尊
重
す
る
」
と

い
う
一
言
に
し
て
提
案
し
た
。 

こ
れ
は
貴
族
院
と
衆
議
院
で
過
半
数
の

賛
成
が
得
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
は

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
改
正

で
き
ず
、
残
念
な
が
ら
牧
野
博
士
の
提
案

は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

改
正
民
法
（
家
族
法
・
相
続
法
） 

へ
の
意
見
具
申 

 

日
本
の
民
法
は
、
明
治
二
十
年
代
に
一

旦
で
き
、
三
十
年
代
そ
れ
に
修
正
を
加
え

て
成
立
し
た
も
の
が
ず
っ
と
続
い
て
き

た
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
世
界
で
は
、
か

な
り
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
そ
の
家
族
法
で
は
、
戸
主
の
権

限
が
極
め
て
大
き
く
、
戸
主
の
許
可
が
な

け
れ
ば
旅
行
す
ら
で
き
な
い
と
い
う
ふ
う

な
縛
り
が
強
か
っ
た
。
ま
し
て
や
家
族
の

結
婚
と
か
、
分
家
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
戸
主
が
了
解
し
な
い
と
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
悲
劇
も
生
ん
だ
わ
け
で
、
こ

れ
を
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
云
う
声

は
戦
前
か
ら
あ
っ
た
。 

 
 

そ
の
た
め
、
戦
後
、
民
法
の
親
族
法
・

相
続
法
の
全
面
的
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
り
と
て
戸
主

の
存
在
を
な
く
し
て
よ
い
の
か
、
一
家
一

族
の
中
に
も
中
心
と
な
る
人
が
い
な
け
れ

ば
、
夫
婦
と
親
子
の
核
家
族
に
な
っ
て
し

ま
い
、
や
が
て
五
十
年
・
百
年
た
つ
と
、

う
ま
く
行
か
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
核

家
族
の
夫
婦
・
親
子
だ
け
で
な
く
、
も
う

少
し
広
い
家
族
・
親
族
の
助
け
合
い
を
大

切
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と

主
張
し
た
の
が
牧
野
博
士
で
あ
る
。 

 

博
士
は
、
先
ず
旧
民
法
を
改
正
し
て
施

行
す
る
迄
の
応
急
措
置
と
し
て
、
「
立
法

上
及
び
行
政
上
、
家
族
生
活
に
お
け
る
敬

愛
協
力
の
精
神
を
明
ら
か
に
」
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
注
文
を
つ
け
、
こ
れ
か
ら

改
正
す
る
民
法
に
は「
家
族
の
敬
愛
協
力
」

と
い
う
こ
と
を
盛
り
込
む
べ
き
だ
と
主
張

し
て
い
る
。 

牧
野
博
士
が
提
案
し
た
の
は
、
左
の
四

点
で
あ
る
。 

１
「
家
族
生
活
は
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
旨

の
規
定
を
設
け
る
」 

２
「
直
系
血
族
及
び
同
居
の
親
族
は
、
互

い
に
協
力
扶
助
す
べ
き
も
の
と
す
る
」 

３
「
親
族
は
、
互
い
に
敬
愛
の
精
神
に
基

づ
き
協
和
を
旨
と
す
べ
く
、
特
に
共
同

の
祖
先
に
対
す
る
崇
敬
の
念
を
以
て
和

合
す
る
べ
き
旨
を
規
定
す
る
」 

４
「
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
者
の
相

続
分
は
、
嫡
出
子
の
相
続
分
（
原
則
均
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分
）
の
二
倍
と
す
る
」 

こ
れ
は
、
議
論
の
末
、
か
な
り
の
趣
旨
が

今
の
民
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
牧
野
博
士

は
既
に
戦
前
か
ら
「
法
律
に
於
け
る
道
徳

的
規
範
」
を
盛
り
込
む
べ
き
だ
。
法
の
根

本
に
は
モ
ラ
ル
・
愛
情
が
な
く
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ラ
ン
ス
法
・
ド

イ
ツ
法
・
ス
イ
ス
法
を
見
て
も
、
「
夫
婦

は
互
い
に
誠
実
に
、
救
助
及
び
援
助
の
義

務
を
負
う
」
と
か
、
ま
た
「
子
ど
も
は
年

齢
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
父
母
に
対
し
て
名

誉
及
び
尊
厳
に
つ
き
義
務
を
負
う
」
と
書

い
て
あ
る
。 

こ
う
い
う
こ
と
を
日
本
の
憲
法
学
者
・

民
法
学
者
が
敢
え
て
言
わ
な
か
っ
た
の
は

お
か
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
牧
野
博
士
は

国
際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
照
ら
し
て

も
、
家
族
は
「
敬
愛
し
協
力
し
合
わ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」
と
早
く
か
ら
言
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。 

現
行
民
法
の
相
互
扶
養
と 

家
族
同
姓
の
規
定 

 

そ
の
結
果
、
民
法
の
総
則
に
「
公
共
の

福
祉
」
は
「
信
義
に
従
い
誠
実
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
「
信
義
・
誠
実
の

原
則
」
が
入
っ
て
い
る
。
ま
た
親
族
の
定

義
に
つ
い
て
「
親
族
と
は
、
六
親
等
内
の

血
族
」
と
し
た
が
、
六
親
等
と
云
う
の
は

又
従
兄
弟
姉
妹
（
ま
た
い
と
こ
）
ま
で
入

る
。
自
分
の
家
だ
け
で
な
く
て
、
又
従
兄

弟
姉
妹
ま
で
も
含
む
か
ら
、相
当
に
広
い
。

ま
た
配
偶
者
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
三

親
等
内
の
姻
族
、
つ
ま
り
結
婚
し
た
相
手

の
そ
の
兄
弟
に
至
る
ま
で
全
部
親
族
と
な

っ
て
い
る
。 

そ
う
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
民
法

第
七
三
〇
条
に
「
直
系
血
族
及
び
同
居
の

親
族
は
、
互
い
に
扶
け
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
定
め
て
あ
る
意
味
は
大
き
い
。 

今
や
高
齢
社
会
・
少
子
社
会
に
な
っ
て
、

ど
こ
ま
で
面
倒
を
見
る
べ
き
か
と
い
う
議

論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
法
に

よ
れ
ば
、
直
系
の
血
族
は
同
居
だ
ろ
う
が

別
居
だ
ろ
う
が
対
象
と
な
り
、
ま
た
同
居

の
親
族
は
互
い
に
扶
け
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
定
め
て
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、

第
八
七
七
条
に
は
「
直
系
血
族
及
び
兄
弟

姉
妹
は
、
互
い
に
扶
養
を
す
る
義
務
が
あ

る
。
」
と
扶
養
の
義
務
ま
で
あ
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
第
七
五
〇
条
に
は
「
夫
婦
は
、
婚

姻
の
際
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
夫
又

は
妻
の
（
ど
ち
ら
か
の
）
一
つ
氏
（
姓
）

を
称
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
従
っ
て
、

誰
し
も
結
婚
す
る
際
、
夫
婦
の
姓
を
一
つ

に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
夫
婦
の
姓
が

一
つ
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
て
来
る
子

ど
も
も
同
じ
姓
だ
か
ら
、
一
家
が
同
じ
姓

に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
に

な
り
が
ち
な
夫
婦
・
親
子
の
一
体
感
が
保

た
れ
て
き
た
。そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、

牧
野
先
生
を
中
心
と
す
る
有
識
者
の
働
き

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
以
下
、
次
号
に
続
く
） 

〈
講
師
紹
介
〉
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）

生
ま
れ
、
揖
斐
川
町
小
島
出
身
（
現
在
、

小
田
原
市
在
住
）
名
古
屋
大
学
修
士
卒
、

法
学
博
士
（
慶
大
・
日
本
法
制
文
化
史
）
。 

 

〈
付
記
〉
文
化
勲
章
の
デ
ザ
イ
ン 

 

牧
野
博
士
も
受
章
し
た
文
化
勲
章
は
、

昭
和
十
二
年
に
始
ま
る
。
そ
の
勲
章
は
上

品
な
七
宝
焼
で
あ
る
（
章
の
花
径
６
．
６

㎝
）
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
章
の
裏
に
「
勲

功
旌
章
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
（
旌
は
旗
の

一
種
で
「
し
る
す
、
あ
ら
わ
す
」
の
意
）
。 

 

そ
の
図
案
は
、
初
め
桜
も
考
え
ら
れ
た

が
、
昭
和
天
皇
よ
り
「
桜
は
昔
か
ら
武
を

表
す
意
味
に
よ
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
か

ら
、
文
の
方
面
の
勲
績
を
賞
旌
す
る
に
は

橘
を
用
ゐ
た
ら
ど
う
か
」
を
の
思
し
召
し

を
示
さ
れ
た
の
で
、
橘
に
決
ま
っ
た
と
い

う
（
井
原
頼
明
氏
著
『
皇
室
辞
典
』
昭
和

十
三
年
刊
）
。 

 

ま
た
西
川
誠
氏
も
、角
川
学
芸
出
版『
皇

室
事
典
』
（
平
成
二
十
一
年
刊
）
で
「
侍

従
入
江
相
政
の
発
案
を
基
に
、
昭
和
天
皇

の
意
向
で
図
案
が
決
定
さ
れ
た
」
こ
と
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
橘
は
「
常
緑
樹
で
あ

り
香
り
も
高
い
」
こ
と
、
ま
た
『
記
紀
』

に
垂
仁
天
皇
の
た
め
田
道
間
守
（
た
じ
ま

も
り
）
が
「
常
世
（
と
こ
よ
）
の
国
」
で

不
老
長
寿
の
「
非
時
香
果
（
と
き
じ
く
か

ぐ
こ
の
み
）
」
＝
橘
を
求
め
て
き
た
故
事

も
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。 

（
Ｈ
ｐ
か
ん
せ
い
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｚ
Ａ
よ
り
） 

微
風
・
烈
風 

国
民
的
ア
イ
ド
ル
も
含

め
て
法
律
に
触
れ
る
犯
罪
が
報
ぜ
ら
れ
て

い
る
。
衣
食
足
り
ず
、
孤
独
で
は
耐
え
が

た
い
が
、こ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
、

生
き
て
い
る
の
が
大
多
数
の
人
々
だ
▲
善

に
し
て
苦
し
む
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
不
善

に
し
て
罪
を
得
た
人
に
手
を
差
し
向
け

る
。
こ
れ
は
西
洋
の
神
の
教
え
で
は
な
く

日
本
人
の
人
情
で
あ
る
。
教
育
科
目
「
修

身
」(

道
徳)

を
学
校
か
ら
取
り
除
い
て
、

人
に
人
の
人
た
る
ゆ
え
ん
を
動
物
と
同
列

に
押
し
下
げ
て
七
十
年
。
こ
の
現
実
が
あ

る
▲
よ
う
や
く
に
し
て
文
部
科
学
省
は
学

習
指
導
要
領
を
改
訂
し
、
教
科
と
し
て
の

「
道
徳
」
を
設
置
す
る
が
、
授
業
の
内
容

は
児
童
・
生
徒
同
士
の
討
論
に
よ
っ
て
道

徳
性
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
。
こ
れ
で
い

い
の
か
。
今
を
生
き
る
力
を
身
に
つ
け
る

力
の
根
源
は
歴
史
・
伝
統
に
示
さ
れ
る
価

値
の
体
系
の
上
に
成
り
立
つ
▲
な
ぜ
こ
れ

が
行
な
わ
れ
な
い
の
か
。
原
因
は
明
治
以

来
導
入
さ
れ
続
け
、「
伝
統
」
の
対
局
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
「
自
由
」
と
「
権
利
」
に

あ
る
。
本
来
、
対
立
す
る
も
の
で
も
な
い

の
に
。
特
に
こ
の
七
十
年
の
無
分
別
な
自

由
と
権
利
の
主
張
は
ひ
ど
い
。
社
会
生
活

の
最
低
限
度
を
示
す
法
に
触
れ
な
け
れ
ば

自
由
だ
と
し
て
善
良
な
多
数
が
踏
ん
で
い

る
道
徳
の
段
階
で
生
き
よ
う
と
し
な
い
。

最
後
は
生
活
保
護
を
受
け
る
権
利
を
主
張

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
若
者
が
あ
ち
こ
ち
に

生
ま
れ
て
い
る
。
改
革
や
如
何
。
Ｙ 


