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時
代
は
動
く
。
大
御
所
家い

え

斉な
り

が
没
す
る
。
老

中
水み

ず

野の

忠た
だ

邦く
に

は
間
髪
を
入
れ
ず
家
斉
側
近
を
罷

免
。
直
ち
に
天
保
の
改
革
に
着
手
す
る
。
隆
子

は
「
何
事
も
節
約
し
、
驕お

ご

り
を
省
き
、
賄
賂
な

ど
に
よ
る
昇
進
の
人
事
も
改
め
、
そ
の
上
武
術

は
平
和
な
時
代
に
も
忘
れ
ず
励
む
よ
う
仰
せ
を

出
さ
れ
た
…
世
間
で
も
こ
の
命
令
に
異
を
唱
え

る
者
は
い
な
い
」
と
好
意
的
に
綴
る
。

　
三
方
国
替
え
（
川
越
藩
が
庄
内
藩
へ
、
庄
内

藩
が
長
岡
藩
へ
、
長
岡
藩
が
川
越
藩
へ
）
の
命

が
出
さ
れ
る
。「
庄
内
の
酒
井
家
は
開か

い

闢び
ゃ
く

以
来
の

名
誉
あ
る
家
な
の
に
、
誠
に
心
苦
し
い
こ
と
だ

…
。
出で

羽わ

の
民
が
殿
様
の
変
わ
る
こ
と
を
ひ
ど

く
悲
し
み
、
駕か

籠ご

訴そ

に
及
ん
だ
故
に
、
未
だ
国

替
え
は
行
わ
れ
な
い
由
で
あ
る
」
隆
子
は
大
義

の
な
い
国
替
え
に
懐
疑
的
だ
っ
た
。

　
江
戸
・
大
坂
近
郊
の
大
名
・
旗
本
の
領
地
を

幕
府
の
直
轄
地
に
す
る
と
の
命
に
は
「
多
く
の

人
は
あ
き
れ
て
不
満
顔
だ
…
祖
先
が
身
を
危
険

に
さ
ら
し
て
戦
い
、
そ
の
代
償
と
し
て
賜
っ
た

土
地
で
あ
る
。
国
の
藩
主
に
咎と

が

め
が
あ
っ
た
時

は
国
替
え
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
度
の
所

替
え
は
何
の
罪
も
な
い
の
に
行
わ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
ま
た
収
入
の
多
い
所
を
選
ん
で
い
る

の
も
疑
問
で
あ
る
」
と
憤
慨
す
る
。

　

余
り
の
批
判
に
、
３
か
月
後
撤
回
さ
れ
た
。

「
利
に
よ
っ
て
行
え
ば
恨
み
多
し
。
過
日
の
命

は
余
り
に
筋
が
通
っ
て
お
ら
ず
、
世
間
の
人
は

誰
一
人
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
」
隆
子
は
改
革
へ

の
疑
念
を
強
め
、
筆ひ

っ

誅ち
ゅ
う

を
加
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
天
保
年
間
。
江
戸
城
に
ほ
ど
近
い
九
段
下
に

一
人
の
旗
本
夫
人
が
い
た
。
井い

関せ
き

隆た
か

子こ

。
一
旦

嫁
い
だ
が
す
ぐ
に
離
婚
。
10
年
ほ
ど
後
に
再
嫁

す
る
。
夫
の
井い

関せ
き

親ち
か

興お
き

は
将
軍
の
近
く
に
仕
え

る
中
級
旗
本
。
19
歳
上
だ
っ
た
が
仲
睦
ま
じ
い
。

子
の
親ち

か

経つ
ね

も
孫
の
親ち

か

賢た
か

も
、
実
の
母
・
祖
母
の

よ
う
に
敬
っ
た
。
親
経
は
大
奥
と
外
と
の
取
次

役
に
就
く
。
固
定
給
に
役
職
給
を
加
え
千
俵
取

り
に
な
り
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
た
。

　
隆
子
は
中
国
・
日
本
の
古
典
に
通
じ
、
本
を

読
み
、
歌
を
詠
み
、
も
の
を
書
い
た
。
世
事
に

も
興
味
津し

ん

々し
ん

。
噂
話
や
瓦か

わ
ら

版ば
ん

に
も
耳
を
そ
ば
だ

て
る
。
城
内
の
動
き
は
子
や
孫
（
将
軍
の
金
銭

や
調
度
品
な
ど
を
管
理
す
る
役
に
就
く
）
か
ら

直
に
伝
わ
る
。
大
好
き
な
酒
を
飲
み
な
が
ら
、

老
中
や
大
奥
の
内
情
を
聞
い
て
い
た
。

　

天
保
11
年
か
ら
５
年
間
（
56
～
60
歳
）、
膨

大
な
日
記
を
綴つ

づ

っ
た
。
元
旦
、
初は

つ

午う
ま

、
雛
祭
、

端
午
の
節
句
、
山
王
祭
、
七
夕
、
十
五
夜
、
神

田
祭
な
ど
を
詳
細
に
記
録
。
ま
た
、
花
見
の

頃
の
上
野
、
隅
田
川
の
様
子
や
浅
草
の
見
世
物
、

両
国
・
佃
島
の
花
火
な
ど
江
戸
の
風
俗
も
活
き

活
き
と
描
写
し
て
い
る
。
初
め
は
つ
れ
づ
れ
の

慰
め
に
綴
っ
て
い
た
が
、
幕
政
の
激
震
か
ら
後

世
に
伝
え
よ
う
と
の
意
識
に
変
わ
っ
て
い
く
。

　

隆
子
は
忠
邦
を
「
三
方
国
替
え
は
忠
邦
に

よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
も
の
。
世
間
に
は
節
約
す

る
よ
う
厳
し
い
お
触
れ
を
出
し
、
こ
れ
も
将
軍

の
た
め
と
い
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
領
地
は

増
や
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
厳
し
く
禁
止

さ
れ
て
い
る
賄
賂
な
ど
も
忠
邦
は
何
事
に
つ
け

て
も
受
け
取
っ
て
い
る
」
と
手
厳
し
い
。

　
一
方
、
寛
政
の
改
革
を
推
進
し
た
松
平
定
信

に
つ
い
て
は
「
そ
の
頃
世
の
中
は
贅ぜ

い

沢た
く

に
走
り
、

人
の
服
装
な
ど
も
華
美
に
流
れ
て
い
た
が
、
定

信
は
こ
と
ご
と
く
改
め
た
。
自
分
自
身
の
生
活

を
全
面
的
に
切
り
詰
め
、
賄
賂
な
ど
は
い
う
ま

で
も
な
く
追つ

い

従し
ょ
う

さ
え
も
嫌
っ
た
。
掟
は
厳
正
で

あ
り
、
政
策
に
い
さ
さ
か
も
私
情
を
差
し
挟
ま

な
か
っ
た
」
と
高
く
評
価
す
る
。

　
老
中
罷
免
。「
将
軍
様
の
威
光
を
借
り
て
自
ら

の
政
策
を
進
め
、
人
々
は
し
ぶ
し
ぶ
従
っ
て
き

た
。
こ
の
度
の
処
置
に
人
々
は
万
歳
を
唱
え
て

喜
ん
で
い
る
…
政
治
に
関
わ
る
人
は
人
々
を
慈

し
む
心
こ
そ
大
切
で
あ
る
」
隆
子
は
改
革
の
良

い
点
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
あ
く
な
き
権
力
欲
、

私
心
の
多
さ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　
『
日
記
』
は
理
知
的
・
合
理
的
な
批
評
精
神

で
貫
か
れ
て
い
る
。
迷
信
を
嫌
い
、
家
相
や
墓

相
の
類
い
を
不
要
と
一
蹴
す
る
。
西
洋
人
は
地

球
は
円
い
と
い
う
が
、
地
球
の
外
に
出
ず
し
て

そ
う
断
定
で
き
る
の
か
？
隆
子
は
今
と
い
う
時

代
を
歴
史
の
流
れ
の
中
で
捉
え
、
そ
こ
に
生
き

る
〝
人
間
〟
を
見
つ
め
た
。
江
戸
の
末
期
、
近

代
へ
の
確
か
な
眼
差
し
を
持
っ
た
才
女
が
い
た
。

「
旗
本
夫
人
が
見
た
天
保
の
江
戸
」

市長の手控え帖
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