






維
新
人
物
伝
中
の
雄
篇

『
世
外
井
上
公
傳
』
を
推
す

紀
田

順
一
郎

明
治
末
期
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
、
維
新
の
元
勲
と
い
わ
れ
る
人
々
の
浩
瀚
な
伝
記
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

『
世
外
井
上
公
傳
』
は
そ
の
よ
う
な
伝
記
の
掉
尾
を
飾
る
一
冊
（
全
五
巻
）
と
し
て
、
維
新
史
研
究
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

伝
記
出
版
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
も
見
逃
せ
な
い
好
著
で
あ
る
。

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
時
岡
孫
彌
『
大
久
保
利
通
傳
』
に
は
じ
ま
る
資
料
中
心
の
伝
記
出
版
の
動
き
は
、
的
野
半

介
『
江
藤
南
白
』
（
一
九
一
四
）
、
『
大
隈
公
八
十
五
年
史
』
（
一
九
二
六
）
な
ど
が
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
が
、
間
も
な
く
伝
記
自

体
よ
り
も
『
三
條
実
美
年
譜
』
（
一
九
〇
一
）
、
『
岩
倉
公
実
記
』
（
一
九
〇
六
）
、
『
木
戸
孝
允
文
書
』
（
一
九
二
九
）
、
同
『
日
記
』

（
一
九
三
二
）
な
ど
資
料
中
心
の
時
代
に
移
行
し
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
『
伊
藤
公
全
集
』
（
一
九
二
七
）
や
『
板
垣
退
助
全
集
』

（
一
九
三
一
）
な
ど
の
形
態
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
あ
と
に
本
書
が
出
版
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
編
纂
中
に
も
尾
野
実
信

『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』
の
進
行
が
伝
聞
さ
れ
、
関
係
者
を
や
き
も
き
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
井
上
の
事
籍
は
並
の
伝
記
で
は
収
ま
り
が
つ
か
な
い
し
、
い
ま
さ
ら
単
な
る

資
料
集
で
も
あ
る
ま
い
。
さ
り
と
て
全
集
に
は
適
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
配
慮
や
逡
巡
が
遅
延
の
原
因
と

推
測
さ
れ
る
。
維
新
の
元
勲
の
中
で
も
、
中
道
に
倒
れ
た
大
久
保
利
通
や
西
郷
隆
盛
、
閣
外
に
去
っ
た
板
垣
退
助
ら
と
異
な
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り
、
時
期
に
よ
っ
て
濃
淡
は
あ
る
が
、
井
上
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
国
政
の
中
枢
で
あ
り
続
け
、
そ
の
事
情
に
精
通
し

て
い
た
存
在
は
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
資
料
中
心
の
伝
記
が
待
望
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

井
上
馨
の
伝
記
は
、
す
で
に
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
、
史
談
会
編
『
井
上
馨
卿
伝
』
や
渡
辺
修
二
郎
『
評
伝
井
上
馨
』
、

中
原
邦
平
『
井
上
伯
傳
』
が
出
て
い
る
が
、
幕
末
期
だ
け
に
限
っ
た
も
の
で
、
明
治
以
降
の
事
歴
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
以
後
も
財
政
面
や
条
約
改
正
な
ど
の
各
論
に
限
定
し
た
も
の
ば
か
り
で
、
井
上
の
全
業
績
を
網
羅
し
、
同
時
代
史
的
な
展

望
を
行
っ
た
伝
記
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
理
由
は
そ
の
活
動
領
域
が
政
界
、
実
業
界
と
幅
広
く
、
関
わ
っ
た
事
件
も
す
で
に

記
し
た
も
の
を
除
い
て
も
、
幕
末
の
有
事
奔
走
か
ら
新
政
府
で
の
キ
リ
ス
ト
教
取
締
、
版
籍
奉
還
、
尾
去
沢
鉱
山
疑
獄
、
藤

田
組
贋
札
事
件
、
大
阪
会
議
（
征
韓
論
対
立
）
な
ど
の
ほ
か
、
清
韓
問
題
、
い
わ
ゆ
る
鹿
鳴
館
外
交
な
ど
を
含
め
る
と
多
岐
を

極
め
る
上
、
政
争
が
ら
み
で
後
世
の
評
価
が
一
定
し
な
い
項
目
も
多
く
、
井
上
の
意
向
に
合
致
し
な
か
っ
た
た
め
と
も
思
わ

れ
る
。

本
書
巻
末
（
第
五
巻
）
の
「
編
纂
経
過
」
（
筆
者
は
阪
谷
芳
郎
と
推
定
さ
れ
る
）
に
よ
る
と
、
井
上
か
ら
は
早
く
か
ら
「
完
備
」

し
た
伝
記
の
編
纂
を
「
懇
望
」
さ
れ
て
い
た
関
係
で
、
有
志
ら
の
間
で
論
議
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
入
っ

て
各
方
面
に
編
纂
協
力
依
頼
の
文
書
を
送
付
し
た
と
あ
る
。
期
間
は
五
ヶ
年
、
費
用
は
六
年
間
に
十
三
万
円
余
を
要
し
た
。

資
料
提
供
者
七
十
四
人
（
個
所
）
、
談
話
者
百
二
十
余
名
で
あ
る
。
史
家
や
学
者
を
中
心
と
し
た
編
纂
員
（
執
筆
者
）
数
名
の
ほ

か
、
速
記
者
、
タ
イ
ピ
ス
ト
な
ど
も
雇
用
し
た
大
が
か
り
な
事
業
と
な
り
、
規
模
の
点
で
は
空
前
絶
後
と
い
え
る
も
の
だ
。

ボ
リ
ュ
ー
ム
に
伴
っ
て
内
容
も
詳
細
と
な
り
、
な
か
ん
ず
く
井
上
が
深
く
関
わ
っ
た
財
政
と
外
交
に
つ
い
て
は
実
証
的
か

つ
緻
密
で
あ
る
。
前
者
は
と
り
わ
け
新
政
府
の
財
政
改
革
、
国
債
の
創
設
、
銀
行
設
立
、
貨
幣
制
度
の
創
始
と
い
う
あ
た
り
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が
圧
巻
で
、
後
者
は
条
約
改
正
を
め
ぐ
る
与
論
と
の
駆
け
引
き
な
ど
に
委
曲
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
比
較
的
小
さ

な
事
件
で
も
、
た
と
え
ば
過
渡
期
に
お
け
る
長
崎
で
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
圧
事
件
な
ど
も
、
新
旧
思
想
対
立
と
い
う
背
景
の
説

明
で
、
政
府
側
の
苦
衷
も
推
察
で
き
る
し
、
藤
田
組
贋
札
事
件
も
薩
長
の
勢
力
争
い
が
高
じ
た
結
果
と
指
摘
さ
れ
る
と
、
あ

る
程
度
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

見
方
を
変
え
る
と
、
本
書
の
今
日
的
な
価
値
は
、
井
上
馨
と
い
う
政
治
家
の
生
涯
を
経
と
し
、
同
時
代
の
文
書
や
証
言
を

緯
と
し
た
「
資
料
で
読
み
解
く
幕
末
明
治
史
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
大
部
の
伝
記
だ
が
、
ぜ
ひ
通
読
を
お
す
す
め
し

た
い
。

（
本
書
販
売
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
い
て
頂
い
た
「
推
薦
文
」
を
、
筆
者
の
ご
了
解
を
得
て
こ
こ
に
転
載
致
し
ま
す
。
）
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『
世
外
井
上
公
伝
』
の
魅
力

萩
博
物
館
特
別
学
芸
員

一
坂

太
郎

井
上
馨
は
一
日
も
早
く
、
日
本
を
西
洋
列
強
と
並
び
立
つ
国
に
成
長
さ
せ
る
と
い
っ
た
「
志
」
を
持
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
で
も
あ
っ
た
。
明
治
な
か
ば
、
井
上
が
い
さ
さ
か
強
引
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
伊
藤
博
文
・
大
隈
重
信
と
と
も
に
日
本
近
代

化
の
牽
引
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

明
治
は
じ
め
、
井
上
が
盟
友
伊
藤
博
文
に
あ
て
た
手
紙
な
ど
に
頻
出
す
る
、
キ
ザ
で
イ
ヤ
ミ
で
、
ち
ょ
っ
と
コ
ミ
カ
ル
な

カ
タ
カ
ナ
外
国
語
に
、
私
は
こ
の
人
物
の
国
際
人
た
ら
ん
と
努
力
し
た
一
面
を
見
る
思
い
が
す
る
。
「
ハ
ン
ク
と
金
銀
取
引
之

都
合
」
「
一
日
も
早
く
テ
キ
チ
ヤ
ー
ジ
す
る
事
」
「
コ
ン
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
薄
き
よ
り
し
て
」
「
イ
ン
ダ
イ
レ
ク
ト
之
損
害
」

「
何
卒
ワ
イ
フ
に
御
見
せ
」
「
ワ
イ
フ
も
イ
シ
イ
ッ
キ
（
船
酔
い
）
候
得
共
」
「
竹
添
公
使
の
ア
ク
シ
ヨ
ン
」
な
ど
な
ど
、
こ
れ

ら
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
例
に
過
ぎ
な
い
（
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
よ
り
引
用
）
。

そ
う
し
て
見
る
と
、
井
上
が
銀
座
レ
ン
ガ
街
計
画
を
進
め
た
り
、
鹿
鳴
館
を
建
て
て
条
約
改
正
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の

も
、
な
ん
と
な
く
理
解
出
来
る
気
が
し
て
く
る
か
ら
不
思
議
だ
。

暴
走
、
迷
走
、
時
に
失
敗
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
井
上
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
排
他
的
な
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
。
そ

れ
か
ら
数
十
年
後
、
日
本
は
「
ワ
ン
ス
ト
ラ
イ
ク
」
を
「
い
い
球
一
本
」
と
呼
ば
な
け
れ
ば
野
球
も
出
来
な
い
よ
う
な
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
履
き
違
え
た
窮
屈
な
国
に
な
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
昨
今
タ
カ
派
を
気
取
る
政
治
家
た
ち
が
、
「
敵
」
を
見
つ

け
て
は
う
さ
ん
臭
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
り
立
て
、
自
分
へ
の
支
持
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
お
ぞ
ま
し
い
姿
を
見
る
に
つ
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け
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
で
、
井
上
の
再
評
価
が
進
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

井
上
の
正
伝
で
あ
る
『
世
外
井
上
公
伝
』
全
五
巻
が
、
い
よ
い
よ
復
刻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
九
年
に
出
た
元
版

は
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
復
刻
版
も
な
か
な
か
古
書
市
場
に
出
て
来
な
い
し
、
出
て
来
て
も
か
な
り
高
価
な
の
で
、
私
の
周
囲

で
も
マ
ツ
ノ
書
店
の
復
刻
に
期
待
す
る
声
を
ち
ら
ほ
ら
と
聞
く
。
だ
が
、
復
刻
を
誰
よ
り
も
喜
ん
で
い
る
の
は
、
地
下
の
井

上
ご
本
人
で
あ
ろ
う
。
人
間
誰
し
も
自
己
顕
示
欲
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
井
上
の
そ
れ
は
時
に
異
常
で
あ
り
、
し
か
も

年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
ひ
ど
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

存
命
中
の
明
治
四
十
年
五
月
、
中
原
邦
平
に
書
か
せ
た
幕
末
期
の
伝
記
『
井
上
伯
伝
』
を
出
版
（
こ
れ
は
マ
ツ
ノ
書
店
が
す

で
に
復
刻
）
。
明
治
四
十
三
年
三
月
に
は
快
気
祝
い
の
席
に
講
談
師
伊
藤
痴
遊
（
仁
太
郎
）
を
呼
び
、
幕
末
山
口
で
の
自
身
の

遭
難
事
件
を
語
ら
せ
た
上
、
あ
れ
こ
れ
と
ア
ド
バ
イ
ス
。
つ
い
に
は
奥
津
別
荘
の
庭
に
、
自
分
の
巨
大
な
銅
像
（
ど
れ
く
ら
い

大
き
か
っ
た
か
は
、
『
世
外
井
上
公
伝
』
五
巻
掲
載
の
写
真
を
ご
覧
あ
れ
）
が
建
立
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
恐
れ
入
る
。

幕
末
、
井
上
青
年
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
に
放
火
し
、
ロ
ン
ド
ン
に
秘
密
留
学
す
る
熱
血
漢
だ
っ
た
。
だ
が
、
明
治
に
な
っ

て
絶
大
な
権
力
を
握
る
や
、
財
界
と
癒
着
し
、
汚
職
事
件
に
関
わ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
か
、
同
じ
長
州
出
身

の
伊
藤
博
文
や
山
県
有
朋
は
、
年
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
度
か
宰
相
の
椅
子
に
座
っ
た
が
、
井
上
に
は
巡
っ
て
来
な
か
っ
た
。

爵
位
も
伊
藤
・
山
県
は
公
爵
だ
が
、
井
上
は
一
段
下
の
侯
爵
だ
。
そ
う
し
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
が
、
自
分
で
自
分

を
顕
彰
す
る
と
い
っ
た
行
為
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

あ
る
時
井
上
は
面
白
く
な
い
こ
と
が
あ
り
、
東
京
を
飛
び
出
し
、
奥
津
の
別
荘
に
引
き
籠
も
っ
た
。

「
人
間
を
や
め
て
世
外
に
す
む
か
ら
だ

猿
に
し
て
お
け
さ
る
に
し
て
お
け
」
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な
ど
と
歌
っ
て
ニ
ヒ
ル
を
気
取
っ
た
つ
も
り
だ
ろ
う
が
、
世
外
に
棲
む
猿
に
な
ど
到
底
な
れ
な
い
俗
臭
が
漂
っ
て
い
る
か

ら
、
実
に
お
か
し
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
本
人
も
ご
承
知
だ
っ
た
よ
う
で
、
還
暦
の
さ
い
は
開
き
直
っ
た
の
か
、

「
け
ふ
よ
り
は
も
と
の
赤
子(

あ
か
ご)

に
か
へ
り
け
り

皆
ち
ゃ
ん
御
免
だ
ゝ
を
こ
ね
て
も
」
と
、
茶
目
っ
気
あ
ふ
れ
る
歌
も

残
し
て
い
る
か
ら
、
一
抹
の
可
愛
ら
し
さ
も
感
じ
ら
れ
な
く
は
な
い
。
い
ま
流
に
言
え
ば
「
キ
ャ
ラ
」
が
立
っ
て
い
る
と
い

う
の
が
、
井
上
と
い
う
人
物
の
魅
力
の
ひ
と
つ
と
言
え
そ
う
だ
。

そ
れ
は
『
世
外
井
上
公
伝
』
の
編
者
も
心
得
て
い
た
と
み
え
、
第
五
巻
で
「
性
格
及
び
逸
事
」
「
諸
家
の
評
論
」
と
い
う
章

を
設
け
て
、
二
百
ペ
ー
ジ
以
上
（
こ
れ
だ
け
で
、
通
常
の
単
行
本
一
冊
分
は
あ
る
）
に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
を
紹
介
し
て

い
る
。
毎
朝
冷
水
浴
を
し
た
と
か
、
年
中
薄
着
で
過
ご
し
た
と
か
、
珍
妙
な
料
理
を
客
に
出
し
た
と
か
、
贔
屓
の
俳
優
や
落

語
家
を
支
援
し
た
と
か
、
建
物
を
設
計
し
た
と
か
、
生
々
し
い
井
上
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
数
あ
る
明
治
の
軍
人
や
政
治

家
の
伝
記
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
味
あ
ふ
れ
る
内
容
の
も
の
も
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
丁
寧
な
索
引
が
付
い
て

い
る
の
も
有
り
難
い
。

井
上
は
大
正
四
年
九
月
四
日
、
八
十
一
歳
で
没
。
割
り
と
長
生
き
を
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
私
の
周
囲
に
は
二
十
数
年

前
ま
で
は
、
井
上
の
残
像
の
よ
う
な
も
の
が
転
が
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

た
と
え
ば
明
治
四
十
四
年
五
月
、
山
口
県
厚
狭
郡
吉
田
村
清
水
山
で
行
わ
れ
た
、
高
杉
晋
作
顕
彰
碑
の
除
幕
式
に
駆
け
つ

け
た
井
上
は
、
炎
天
下
で
声
涙
く
だ
る
大
演
説
を
長
時
間
（
一
時
間
と
も
二
時
間
と
も
）
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
参
列
さ
せ
ら
れ

て
い
た
地
元
の
小
学
生
た
ち
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
日
射
病
で
倒
れ
た
と
い
う
話
を
、
近
所
に
住
む
お
爺
さ
ん
か
ら
、
う
ん
ざ
り

す
る
く
ら
い
何
度
も
聞
か
さ
れ
た
。
実
は
こ
の
お
爺
さ
ん
は
七
十
数
年
前
、
倒
れ
た
小
学
生
の
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
高
杉
家
が
東
京
麻
布
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
ろ
、
晋
作
の
息
子
の
嫁
茂
子
は
近
所
に
住
む
井
上
の
茶
飲
み
友
達

だ
っ
た
ら
し
い
。
あ
る
時
、
井
上
が
「
今
度
わ
し
の
孫
が
小
学
校
に
上
が
っ
た
」
と
言
う
か
ら
、
茂
子
は
近
所
の
小
学
校
の

名
を
出
し
た
ら
、
井
上
が
急
に
不
機
嫌
に
な
っ
て
「
ナ
ニ
、
ウ
チ
は
学
習
院
じ
ゃ
！
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
高
杉
家

に
伝
わ
る
話
と
し
て
、
先
年
亡
く
な
っ
た
晋
作
曾
孫
高
杉
勝
さ
ん
か
ら
聞
い
た
（
確
か
に
『
世
外
井
上
公
伝
』
五
巻
に
も
「
或
は

長
井
雅
楽
・
高
杉
晋
作
そ
の
他
の
遺
族
を
眷
顧
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る
）
。
さ
ら
に
は
私
の
曽
祖
父
も
明
治
始
め
、
あ
る
筆
禍
事
件
で

除
族
（
士
族
か
ら
除
か
れ
る
）
さ
れ
か
け
た
と
こ
ろ
を
、
井
上
に
助
け
て
も
ら
っ
た
よ
う
だ
。

と
も
か
く
、
幕
末
、
明
治
の
歴
史
に
関
心
を
抱
く
者
に
と
っ
て
は
必
備
の
文
献
で
あ
り
、
今
回
の
復
刻
は
朗
報
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
井
上
絡
み
の
ニ
ュ
ー
ス
を
一
つ
。
先
に
述
べ
た
、
井
上
の
山
口
で
の
遭
難
事
件
を
題
材
と

し
た
講
談
は
、
長
ら
く
上
演
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
台
本
も
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
。
何
と
か
探
し
て
欲
し
い
と
、
以
前

か
ら
あ
る
方
に
懇
願
し
て
い
た
の
だ
が
、
先
日
見
つ
か
っ
た
と
の
朗
報
を
も
ら
っ
た
。
い
ま
、
そ
れ
を
ラ
イ
ブ
で
楽
し
ん
で

も
ら
う
企
画
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
今
秋
萩
で
）
明
治
の
大
衆
が
親
し
ん
だ
井
上
像
が
再
現
さ
れ
る
日
も
近
い
。

こ
ち
ら
も
地
下
の
井
上
は
、
喜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。

今
年
（
平
成
二
十
五
年
）
は
井
上
が
決
死
の
覚
悟
を
も
っ
て
ロ
ン
ド
ン
に
密
航
留
学
し
て
か
ら
、
百
五
十
年
の
節
目
に
あ
た

る
。

（
本
書
販
売
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
い
て
頂
い
た
「
推
薦
文
」
を
、
筆
者
の
ご
了
解
を
得
て
こ
こ
に
転
載
致
し
ま
す
。
）
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