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今
回
は
「
第
十
回
」
で
も
取
り
上
げ
た
『
順
立
帳
』
の
う
ち
、

明
治
元
年
の
富
く
じ
に
関
す
る
禁
令
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
富
く
じ
と
い
え
ば
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
弥
次
郎
兵
衛
と

北
八
（
喜
多
八
）
の
コ
ン
ビ
が
大
坂
の
坐
摩
社
の
富
札
を
拾
っ
て

か
ら
の
ド
タ
バ
タ
劇
が
描
か
れ
、
落
語
の
「
宿
屋
の
富
」「
水
屋
の

富
」「
富
久
」「
御
慶
」
な
ど
で
庶
民
が
一
攫
千
金
を
夢
見
て
い
た

様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
幕
府
は
す
で
に
天
保
十
三
年
（
一

八
四
二
）
に
富
く
じ
の
全
面
廃
止
を
通
達
し
て
い
ま
す
。
幕
府
か

ら
政
権
を
引
き
継
い
だ
明
治
新
政
府
は
、
富
く
じ
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
対
応
を
み
せ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。 

     

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 

史
料
『
明
治
元
年 

順
立
帳 

二
』 
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二 

史
料
の
解
読
／
読
み
下
し
例 

  

 

 
 

 

【
解
読
文
】 

 

は
無
用
捨
召
捕
吟
味
之
上
厳
重
之
咎
可 

  

修
復
之
為
頼
母
子
講
取
立
候
趣
申
触
し 

 

此
上
冨
興
行
ニ
紛
敷
儀
相
催
候
も
の
於
有
之 

 

僧
侶
ニ
有
之
間
敷
所
業
不
埒
之
至
ニ
候
若 

 
 

辰
九
月 

 

申
付
候 

 

相
催
金
銀
貪
取
候
も
の
有
之
趣
相
聞
社
人 

 

其
筋
江
出
願
も
不
致
冨
興
行
同
様
之
儀 

 

近
来
社
寺
之
内
社
堂
大
破
ニ
付
普
請 

仰
出
候
間
町
中
不
洩
様
可
触
知
も
の
也 

右
之
通
被 

右
之
趣
東
京
社
寺
之
向
江
早
々
可
相
触
候 
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仰
せ
出
だ
さ
れ
候
間
、
町
中
洩
れ
ざ
る
よ
う
触
れ
知
ら
す
べ
き
も
の
也
。 

右
の
通
り 

右
の
趣
東
京
社
寺
の
向
き
え
早
々
相
触
れ
べ
く
候
。 

【
読
み
下
し
文
】 

 

辰
九
月 

こ
の
上
冨
興
行
に
紛
ら
わ
し
き
儀
相
催
し
候
も
の
こ
れ
あ
る
に
お
い
て 

は
、
用
捨
（
容
赦
）
な
く
召
し
捕
り
吟
味
の
上
、
厳
重
の
咎 

相
催
し
、
金
銀
貪
り
取
り
候
も
の
こ
れ
あ
る
趣
相
聞
こ
え
、
社
人 

其
筋
え
出
願
も
致
さ
ず
冨
（
富
）
興
行
同
様
の
儀 

近
来
社
寺
の
内
、
社
堂
大
破
に
つ
き
普
請 

修
復
の
た
め
頼
母
子
（
た
の
も
し
）
講
取
り
立
て
候
趣
申
し
触
し
、 

申
し
付
く
べ
く
候
。 

僧
侶
に
こ
れ
あ
る
ま
じ
き
所
業
不
埒
の
至
り
に
候
。
も
し 

 

 

江
戸
時
代
、
富
く
じ
は
「
富
突
」
や
「
突
富
」
、
あ
る
い
は
「
富
」

と
呼
ば
れ
、
あ
ら
か
じ
め
番
号
な
ど
を
記
し
た
富
札
を
発
行
し
、
箱

に
同
様
の
番
号
を
記
し
た
木
札
を
入
れ
、
先
端
に
針
の
付
い
た
錐
の

よ
う
な
棒
状
の
も
の
で
箱
穴
か
ら
突
き
上
げ
る
と
い
う
独
特
の
抽

選
方
法
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

な
か
で
も
元
禄
の
頃
か
ら
興
行
を
続
け
て
い
る
谷
中
の
感
応
寺
、

境
内
が
盛
り
場
で
賑
わ
う
湯
島
天
神
、
郊
外
の
行
楽
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
人
気
の
あ
っ
た
目
黒
不
動
の
三
ヶ
所
は
、
毎
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で

興
行
が
行
わ
れ
、
当
時
か
ら
「
江
戸
の
三
富
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
代
表
的
な
存
在
で
し
た
。 

 
御
免
富
は
特
定
の
寺
社
の
大
破
・
焼
失
な
ど
に
よ
る
修
復
や
再
建

を
名
目
に
許
可
さ
れ
、
主
催
す
る
寺
社
が
事
前
に
興
行
日
、
興
行
場

所
、
発
行
す
る
富
札
の
枚
数
、
富
札
一
枚
の
値
段
、
当
選
金
の
規
定

な
ど
を
定
め
、
そ
の
内
容
を
寺
社
奉
行
所
に
届
け
出
て
い
ま
し
た
。

興
行
場
所
は
寺
社
の
境
内
の
お
堂
な
ど
を
利
用
し
、
富
札
を
売
る
場

所
も
同
じ
境
内
の
売
り
場
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
興

 

幕
府
は
特
定
の
寺
社
の
興
行
だ
け
こ
の
富
く
じ
を
認
め
、
そ
れ
以

外
は
私
的
な
賭
博
行
為
と
し
て
一
切
許
可
し
な
い
方
針
を
と
っ
て

い
ま
し
た
。
許
可
さ
れ
た
興
行
は
「
御
免
富
」
と
し
て
、
幕
府
の
寺

社
に
対
す
る
助
成
策
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
明
和
か
ら
天

明
期
（
一
七
六
四
～
八
九
）
ま
で
に
第
一
の
ピ
ー
ク
を
、
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）
か
ら
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
禁
止
さ
れ
る
ま

で
の
期
間
に
第
二
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
と
に
許
可
件
数
が

大
幅
に
増
え
た
後
者
の
時
期
に
は
、
二
～
三
日
に
一
度
は
江
戸
の
ど

こ
か
で
興
行
し
て
い
る
と
い
う
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。 

 

■
富
く
じ
と
は 

三 

史
料
解
説 
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■
頼
母
子
講
と
は 

御
免
富
は
天
保
改
革
の
一
環
で
例
外
な
く
全
面
的
に
禁
止
さ
れ

ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
許
可
を
与
え
た

寺
社
の
数
が
激
増
し
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
“
飽
和
状
態
”
を
も
た
ら

し
、
富
札
が
売
れ
ず
に
赤
字
興
行
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
発
し
て
、
助

成
そ
の
も
の
の
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
第
二
に
請
負
人
の
介
在
に
よ
っ
て
興
行
を
め
ぐ
る
利
権

の
構
造
が
複
雑
化
し
、
市
中
の
札
屋
が
一
向
に
な
く
な
ら
な
い
こ
と
、

第
三
と
し
て
は
富
く
じ
が
ブ
ー
ム
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
庶
民
の

射
幸
心
を
煽
り
、
風
紀
が
乱
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。 

頼
母
子
は
「
無
尽
（
む
じ
ん
）
」
と
も
い
わ
れ
、
講
員
は
発
起
人

で
あ
る
「
親
」
の
も
と
に
定
期
的
に
集
会
を
開
き
、
そ
の
つ
ど
一
定

額
を
出
し
合
い
、
そ
れ
を
抽
選
に
よ
っ
て
当
た
っ
た
一
人
に
融
通
す

る
と
い
う
の
が
基
本
ス
タ
イ
ル
で
、
集
会
は
講
員
全
員
が
一
回
ず
つ

当
選
す
る
ま
で
開
催
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

行
を
請
け
負
う
業
者
的
な
存
在
が
い
た
よ
う
で
、
彼
ら
町
人
が
興
行

の
一
切
を
引
き
受
け
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
市
中
に
は
富
札

を
“
こ
っ
そ
り
”
販
売
す
る
札
屋
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
幕
府
の
禁
止
後
も
地
方
を
中
心
に
「
万
人
講
」
や
「
観

音
講
」
「
本
堂
修
復
講
」
な
ど
、
「
○
○
講
」
と
題
す
る
も
の
が
多

く
の
人
を
集
め
て
賑
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
講
」
と
い
う
言
葉

に
は
、
寺
院
な
ど
の
信
仰
を
支
え
る
宗
教
的
組
織
の
ほ
か
、
「
頼
母

子
（
た
の
も
し
）
」
と
い
う
相
互
的
金
融
組
織
を
示
す
場
合
も
あ
り

ま
し
た
。 

こ
う
し
て
落
語
な
ど
で
題
材
に
も
な
っ
た
“
一
攫
千
金
の
夢
”
を

も
た
ら
す
富
く
じ
は
、
全
国
か
ら
姿
を
消
し
た
“
は
ず
”
で
し
た
。 

一
見
す
る
と
頼
母
子
・
無
尽
は
富
く
じ
と
全
く
異
な
る
よ
う
で
す

が
、
頼
母
子
の
や
り
方
を
、
当
選
し
た
講
員
か
ら
順
に
退
会
す
る
こ

と
と
し
た
り
、
受
け
取
れ
る
金
額
に
当
選
順
に
よ
る
差
を
付
け
る
よ

う
に
な
る
と
、
こ
れ
は
立
派
な
賭
博
に
な
り
、
富
く
じ
に
近
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
寺
社
が
親
と
な
っ
て
「
○
○
講
」
な
ど
と
も
っ
と
も

ら
し
く
名
乗
っ
て
興
行
す
れ
ば
、
そ
れ
は
幕
府
の
禁
止
す
る
「
富
く

じ
類
似
行
為
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

な
お
、
四
谷
塩
町
一
丁
目
（
現
新
宿
区
本
塩
町
）
の
「
御
触
帳
」

（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
）
に
は
、
こ
の
触
が
九
月
二
十
八

日
に
通
達
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
同
史
料
に
は
、
翌

年
正
月
十
四
日
に
通
達
さ
れ
た
同
様
の
触
を
載
せ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
文
面
で
は
、
富
く
じ
類
似
行
為
を
「
民
心
を
誘
惑
す
る
」
も
の
と

断
定
し
て
い
て
、
こ
れ
に
入
れ
あ
げ
て
破
産
す
る
者
も
少
な
く
な
い

と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。 

 

今
回
取
り
上
げ
た
史
料
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
九
月
に
東

京
府
か
ら
出
さ
れ
た
触
で
、
社
殿
や
お
堂
が
大
破
し
た
た
め
の
修
復

費
用
の
調
達
を
名
目
と
し
た
頼
母
子
講
を
組
織
し
、
無
届
で
興
行
を

開
催
し
て
い
る
者
が
い
る
と
の
風
聞
を
指
摘
し
、
神
社
や
寺
院
が
こ

う
し
た
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
人
々
か
ら
金
銀
を
搾
取
す
る
に
等
し

い
も
の
で
あ
り
、
神
官
や
僧
侶
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
所
業
で
あ
る
と

非
難
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後
も
し
こ
の
よ
う
な
富
く
じ
類
似
行

為
を
す
る
者
が
現
れ
た
場
合
に
は
、
容
赦
な
く
召
し
捕
り
、
吟
味
の

上
で
厳
罰
に
処
す
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
末
尾
で
は
、
こ

の
内
容
を
東
京
の
社
寺
に
周
知
す
る
よ
う
に
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

  

そ
れ
ゆ
え
、
富
く
じ
は
天
保
十
三
年
以
降
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
「
突

く
」
と
い
う
行
為
を
し
な
く
て
も
、
実
質
的
に
は
名
目
を
変
え
な
が

ら
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
新
政
府
下
の
東
京
府
で
は
、
幕
府
と
同
様
に
、

富
く
じ
や
そ
れ
に
類
似
し
た
行
為
を
賭
博
と
み
な
し
て
こ
れ
を
禁

じ
、
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。 

■
富
く
じ
復
活
の
機
運
と
明
治
の
禁
令 
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■
富
く
じ
の
「
冬
の
時
代
」 

こ
れ
に
対
し
明
治
新
政
府
は
、
神
仏
習
合
を
廃
し
て
神
道
を
優
先

す
る
体
制
へ
の
転
換
を
は
か
り
、
神
社
と
寺
院
を
明
確
に
分
離
さ
せ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
行
き
過
ぎ
た
対
応
を
み
せ
た
地
域
で

は
、
「
廃
仏
毀
釈
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。 

江
戸
時
代
ま
で
は
、
一
つ
の
敷
地
に
寺
院
と
神
社
が
混
在
す
る
よ

う
な
、
仏
教
と
神
道
が
融
和
し
た
神
仏
習
合
の
考
え
方
が
一
般
的
で
、

仏
教
勢
力
の
寺
院
の
方
が
優
位
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
「
江

戸
の
三
富
」
の
一
つ
湯
島
天
神
は
、
神
社
と
と
も
に
喜
見
院
と
い
う

天
台
宗
の
寺
院
が
あ
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
「
別
当
」
と
し
て
影
響

力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

民
衆
の
射
幸
心
を
い
た
ず
ら
に
煽
り
、
破
産
へ
と
導
く
悪
し
き
賭

博
と
さ
れ
た
富
く
じ
。
江
戸
時
代
に
は
特
定
の
寺
社
へ
の
助
成
と
い

う
「
善
」
な
る
大
義
名
分
が
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
以
後
は
ど
う
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

た
だ
一
点
異
な
る
の
は
、
「
社
寺
」
と
い
う
表
現
で
す
。
江
戸
時

代
の
町
触
な
ど
で
は
寺
院
・
神
社
を
総
称
し
て
「
寺
社
」
と
し
て
い

ま
し
た
し
、
実
際
に
こ
れ
ら
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
、
「
寺
社
」
奉

行
で
す
。
「
寺
」
す
な
わ
ち
寺
院
を
上
に
持
っ
て
く
る
か
、
「
社
」

す
な
わ
ち
神
社
を
上
に
持
っ
て
く
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
一
見

さ
さ
い
な
違
い
の
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
実
は
そ
こ
に
時
代
の
変
化

が
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
触
は
明
治
新
政
府
が
宗
教
界

再
編
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
富
く
じ
を
主
催
し
て
き
た
神
社
や

寺
院
に
対
し
、
こ
う
し
た
行
為
を
認
め
な
い
姿
勢
を
明
示
し
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
町
中
で
の
類

似
行
為
も
従
来
通
り
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

こ
れ
を
知
る
手
が
か
り
が
同
時
期
の
『
順
立
帳
』
に
あ
り
ま
し
た
。

今
回
取
り
上
げ
た
史
料
の
後
ろ
に
は
、
別
件
と
し
て
次
の
三
件
の
願

書
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
と
に
②
と
③
は
町
方
の
者
が
企
画
し
て
お
り
、
彼
ら
は
か
つ
て

 

そ
し
て
③
は
、
深
川
冬
木
町
の
家
持
喜
平
次
が
七
月
二
十
七
日
に

市
政
裁
判
所
に
提
出
し
た
願
書
で
、
七
～
八
年
前
か
ら
市
中
が
不
景

気
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
、
町
方
の
繁
昌
を
狙
っ
た
も
の
で

し
た
。
富
札
は
一
枚
の
定
価
が
銀
七
匁
五
分
で
十
二
支
の
組
に
分
け
、

各
組
三
、
〇
〇
〇
枚
、
合
計
三
六
、
〇
〇
〇
枚
を
発
行
し
、
最
高
賞

金
額
は
八
〇
〇
両
、
毎
年
一
万
両
を
上
納
し
、
興
行
場
所
は
茅
場
町

薬
師
（
智
泉
院
）
か
深
川
八
幡
（
富
岡
八
幡
宮
）
か
本
所
回
向
院
の

い
ず
れ
か
一
ヶ
所
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

右
の
う
ち
、
ま
ず
①
は
、
三
月
に
東
本
願
寺
か
ら
幕
府
の
寺
社
奉

行
所
に
出
さ
れ
た
願
書
で
、
十
年
間
毎
月
二
度
の
興
行
を
企
画
し
た

も
の
で
す
。
発
行
す
る
富
札
は
十
二
支
各
組
三
、
五
〇
〇
枚
の
合
計

四
二
、
〇
〇
〇
枚
、
一
枚
の
価
格
が
金
一
分
、
賞
金
の
最
高
額
が
五

〇
〇
両
と
い
う
も
の
で
、
収
益
金
の
一
部
と
し
て
毎
年
六
〇
、
五
四

〇
両
を
上
納
す
る
旨
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

   

次
の
②
は
、
七
月
に
新
石
町
一
丁
目
家
持
勝
五
郎
と
本
革
屋
町
地

借
の
源
右
衛
門
が
市
政
裁
判
所
に
対
し
て
出
し
た
も
の
で
、
各
藩
が

国
元
に
帰
国
し
、
景
気
が
悪
化
し
て
い
る
ゆ
え
に
「
市
中
賑
ひ
潤
沢

之
為
」
に
行
う
も
の
だ
と
し
、
湯
島
天
神
と
浅
草
三
社
（
浅
草
神
社
）

の
二
ヶ
所
で
同
時
開
催
を
企
画
し
て
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
鶴
と
亀

の
各
組
五
、
〇
〇
〇
枚
の
富
札
を
金
一
分
で
販
売
し
、
最
高
賞
金
額

三
〇
〇
両
、
二
ヶ
所
の
収
益
金
か
ら
毎
月
合
計
二
〇
〇
両
を
積
み
立

て
、
上
納
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

③
「
深
川
冬
木
町
家
持
喜
平
次
同
願
」 

②
「
新
石
町
壱
町
目
家
持
勝
五
郎
外
壱
人
同
願
」 

①
「
東
本
願
寺
突
富
興
行
」 
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の
富
く
じ
さ
な
が
ら
に
請
負
業
者
と
な
っ
て
、
興
行
場
所
と
し
て
人

気
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
会
場
に
す
る
計
画
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
こ
れ
ら
は
同
年
十
月
、
東
京
府
に
よ
っ
て
い
ず
れ
も
却
下
さ
れ
、

出
願
者
は
十
月
二
十
五
日
付
で
請
書
を
東
京
府
に
提
出
し
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
は
人
心
を
惑
わ
す
弊
害
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
し
た
。 

 

こ
う
し
て
富
く
じ
が
寺
院
や
神
社
の
助
成
と
い
う
名
目
に
活
用

さ
れ
る
時
代
は
終
わ
り
、
「
○
○
講
」
と
い
う
名
目
で
類
似
の
興
行

を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。 

 

富
く
じ
は
以
後
長
ら
く
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
さ
に
「
冬
の

時
代
」
に
突
入
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
数
十
年
の
眠
り
を

経
て
太
平
洋
戦
争
末
期
に
「
勝
札
」
と
し
て
登
場
し
ま
す
が
、
抽
選

日
を
待
た
ず
に
敗
戦
と
な
り
、
戦
後
「
宝
く
じ
」
と
し
て
復
活
を
は

た
し
た
頃
に
は
、
す
で
に
富
く
じ
は
全
く
異
質
な
過
去
の
遺
物
と
な

っ
て
い
た
の
で
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

・
『
江
戸
東
京
博
物
館
史
料
叢
書
５ 

四
谷
塩
町
一
丁
目 

御
触
留
』 

 

 

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
（
二
〇
〇
二
年
） 

・
滝
口
正
哉
『
江
戸
の
社
会
と
御
免
富
―
富
く
じ
・
寺
社
・
庶
民
―
』 

 

（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
） 

   


