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に
な
る
。
人
々
は
、
御
誓
文
が
掲
げ

た
「
公
論
」
の
尊
重
が
明
治
維
新
の
精

神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
国
の
あ

り
方
や
日
本
人
の
道
徳
観
な
ど
を
共

通
の
テ
ー
マ
と
し
て
思
考
し
始
め
た
。

「
国
民
」
と
し
て
の
自
覚
の
芽
生
え
で

あ
っ
た
。
戦
後
の
日
本
人
は
長
く
国
民

と
し
て
の
自
覚
が
希
薄
に
な
っ
て
ゐ
る

と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
譬た
と

へ

ば
古
い
檜ひ
の
きで
も
表
面
の
皮
を
削
れ
ば
香
か
ぐ
は

し
さ
が
残
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、「
処
理

水
」
の
放
出
に
つ
い
て
の
国
民
の
態
度

を
見
れ
ば
、
ふ
だ
ん
は
忘
れ
た
か
に
見

え
て
も
国
家
的
難
題
に
対
し
て
は
日
本

人
は
、
御
誓
文
が
示
す
や
う
に
「
上
し
ょ
う

下か

心
ヲ
一い
つ

ニ
シ
テ
、
盛さ
か
ん
ニ
經け
い

綸り
ん

ヲ
行
フ
」

の
で
あ
る
。

今
回
の
処
理
水
放
出
を
め
ぐ
る
日
本

人
の
行
動
は
、
単
に
処
理
水
が
人
体
に

影
響
が
な
い
と
す
る
検
査
結
果
を
理
解

し
た
か
ら
で
は
な
い
。
現
地
の
人
々
も

同
じ
国
民
「
同
胞
」
で
あ
る
と
信
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
政
府
も
国
民
を
信
じ
て
、

歴
史
を
踏
ま
へ
た
大
局
的
判
断
を
す
れ

ば
国
民
は
必
ず
そ
れ
に
応
へ
る
の
だ
。

問
題
な
の
は
、
わ
が
国
の
歴
史
や
先

人
の
生
き
方
が
今
日
の
政
治
に
生
か
さ

れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
公
」
よ

り
も
、「
私
」「
個
人
」
を
重
視
す
れ
ば

国
家
は
や
が
て
危
殆
に
瀕
す
る
だ
ら
う
。

健
全
な
「
国
民
」
を
育
て
る
歴
史
教
育

が
求
め
ら
れ
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。

（
熊
本
マ
リ
ス
ト
学
園
講
師
）

こ
の
日
本
人
の
「
強
き
を
挫く
じ

き
弱

き
を
助
け
る
」
義
侠
心
は
ど
こ
か
ら

来
る
の
だ
ら
う
。
無
論
、
中
国
の
理

不
尽
な
態
度
に
対
す
る
反
発
が
理
由

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
ぐ
ら
ゐ
は
容
易

に
察
し
が
つ
く
。
だ
が
そ
れ
だ
け
か
。

か
つ
て
元
尚
絅
学
園
監
事
の
徳
永
正

巳
先
生
（
国
文
研
理
事
）
は
「
五
箇
条
の

御
誓
文
は
生
き
て
ゐ
る
」
と
仰
っ
て

ゐ
た
が
、
私
も
改
め
て
さ
う
思
ふ
。

明
治
の
日
本
は
西
洋
の
強
圧
的
な
植

民
地
主
義
に
対
し
て
、
武
力
に
訴
へ
る

の
で
は
な
く
、
西
洋
列
強
か
ら
政
治
制

度
は
じ
め
様
々
な
文
物
を
導
入
し
た
。

不
平
等
条
約
へ
も
瞋い
か
り
を
露あ
ら
は
に
は
せ
ず
、

「
一
等
国
」
と
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
国

民
が
一
丸
と
な
っ
て
愚
直
な
ま
で
に
血

の
滲
む
努
力
を
重
ね
た
。
そ
の
努
力
を

内
か
ら
支
へ
た
も
の
は
明
治
元
年
布
告

の
「
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決

ス
ベ
シ
」
で
始
ま
る
「
五
箇
条
の
御
誓

文
」
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。

も
し
、
御
誓
文
の
精
神
的
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
が
な
く
、
為
政
者
が
強
権
的
に

西
洋
の
政
治
制
度
を
導
入
し
た
と
し
た

ら
わ
が
国
は
一
つ
に
ま
と
ま
ら
ず
、
旧

幕
府
時
代
の
譜
代
偏
向
の
や
う
な
政
治

が
続
き
、
現
中
国
の
一
党
独
裁
制
の
如

き
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
上
下
心
ヲ
一
ニ
シ
テ
盛
ニ
經
綸　

　

ヲ
行
フ
べ
シ
」

「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
は
、
学
校
を

通
し
て
広
く
一
般
の
人
々
も
学
ぶ
こ
と

て
最
後
ま
で
関
与
す
る
と
い
ふ
。
と
こ

ろ
が
、
国
際
社
会
の
中
で
海
洋
放
出

に
「
強
い
反
対
」
を
表
明
し
て
ゐ
る
の

が
中
国
で
あ
る
。
中
国
は
、
九
月
末
の

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
総
会
で
も
そ
の
調
査
結
果
を

一
顧
だ
に
せ
ず
に
、「
核
汚
染
水
」
と

言
っ
て
日
本
か
ら
の
海
産
物
の
輸
入
禁

止
を
続
け
て
ゐ
る
。
正
確
な
情
報
を
知

ら
さ
れ
て
ゐ
な
い
中
国
人
は
、
対
日
情

報
工
作
を
真
に
受
け
て
日
本
各
地
の
料

理
店
や
公
共
施
設
等
に
嫌
が
ら
せ
の
電

話
を
し
て
、
風
評
に
よ
る
経
済
的
損
失

を
煽
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
日
本
人
は
異
な
っ
た

対
応
を
し
た
。
例
へ
ば
全
国
の
自
治

体
か
ら
福
島
県
へ
は
食
材
供
給
に
関

す
る
問
ひ
合
は
せ
が
相
次
い
だ
と
い

ふ
し
、
ま
た
福
島
県
い
わ
き
市
で
は
、

こ
れ
ま
で
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
返

礼
品
に
地
元
産
の
魚
介
類
の
加
工
品

を
用
意
し
て
き
た
が
、「
処
理
水
」
放

出
後
、
寄
付
が
急
増
し
た
と
い
ふ
。

日
本
人
の
義
侠
心
と「
公
論
尊
重
」

「
処
理
水
」の
海
洋
放
出

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
の
処
理
水

の
海
洋
放
出
が
始
ま
っ
た
八
月
二
十
四

日
か
ら
二
ヶ
月
余
が
経
っ
た
。
こ
の
処

置
は
厳
格
な
る
国
の
検
査
で
、
安
全
で

あ
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
ゐ

る
。
現
下
の
問
題
は
一
つ
は
「
風
評
被

害
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
漁
連
会

長
が
首
相
と
の
会
談
で
、
処
理
水
の

海
洋
放
出
へ
の
理
解
は
進
み
つ
つ
あ
る

が
「
反
対
」
だ
と
表
明
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
に
も
表
れ
て
ゐ
る
。
政
府

は
合
計
八
百
億
円
の
基
金
を
創
設
し
、

風
評
被
害
の
対
策
を
講
じ
た
の
は
当
然

と
し
て
も
、
廃
炉
ま
で
に
三
、
四
十
年

か
か
る
こ
と
か
ら
、
全
過
程
に
わ
た
る

国
民
の
支
援
体
制
の
構
築
が
必
要
で

あ
る
。

対
応
の
相
違  

─
日
本
人
と
中
国
人
─

日
本
政
府
の
こ
の
苦
渋
の
決
断
を
多

く
の
国
が
理
解
し
て
ゐ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｅ

Ａ
（
国
際
原
子
力
機
関
）
も
科
学
的
根
拠

に
基
づ
き
人
体
へ
の
影
響
は
な
い
と
し

原
発「
処
理
水
」の
海
洋
放
出
に
思
ふ

     —

「
五
箇
条
の
御
誓
文
は
生
き
て
ゐ
る
」—
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