
119

新
し
い
時
代
の
リ
ー
ダ
ー

小
松
帯
刀

た
て
わ
き

江
戸
幕
府
が
朝
廷
に

大
政
を
奉
還
し
、
新
し
い
時
代
が
始
ま

※

ほ
う
か
ん

る
頃
の
こ
と
で
す
。
西
郷
隆
盛
が
坂
本
龍
馬
に
尋
ね
ま
し
た
。

り
ょ
う
ま

「
坂
本
さ
ん
。
新
政
府
に
最
も
必
要
な
人
は
誰
で
し
ょ
う
か

」。

す
る
と
、
龍
馬
は
間
髪
を
入
れ
ず
、

か
ん
ぱ
つ

「
そ
れ
は
、
薩
摩
の
小
松
さ
ん
で
し
ょ
う

」。

さ
つ
ま

と
、
小
松
帯
刀
の
名
前
を
挙
げ
ま
し
た
。
多
く
の
要
人
と
の
付
き

合
い
が
あ
り
、
人
を
見
る
力
に
長
け
て
い
た
坂
本
龍
馬
を
し
て
、

た

そ
う
言
わ
し
め
た
小
松
帯
刀
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
人

物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
松
帯
刀
は
、
一
八
三
五
年
（
天
保
六
年

、
薩
摩
国
喜
入
領

）

き

い
れ

【
小
松
帯
刀
】

（
尚
古
集
成
館
所
蔵
）

【
大
政
奉
還
】

一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
。
政
権
を

）

江
戸
幕
府
か
ら
朝
廷
（
天
皇
）
へ
返
す

こ
と
。

※

こ
の
章
で
は
、
年
齢
は
満
年
齢
で

表
記
す
る
。
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主
肝
付
兼
善
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
頃
は
尚
五
郎

き
も
つ
き
か
ね
よ
し

な
お
ご
ろ
う

と
呼
ば
れ
、
十
五
歳
に
な
る
頃
に
は
、
薩
摩
藩
内
の
若
手
下
級
武

士
の
集
ま
り
（
後
の

精
忠
組
）
へ
積
極
的
に
顔
を
出
し
、
中
心

※
せ
い
ち
ゅ
う

人
物
で
あ
る
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
達
と
も
意
見
交
換
を
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
時
折
出
か
け
た
温
泉
で
も
、
正
体
を
隠

し
、
民
衆
と
気
さ
く
に
語
り
合
い
な
が
ら
多
く
の
情
報
を
得
て
い

た
と
い
い
ま
す
。
あ
る
日
、
お
付
き
の
者
が
、

「
や
は
り
温
泉
は
薬
に
な
り
ま
す
ね

」。

と
話
し
か
け
る
と
、
尚
五
郎
は
、

「
そ
う
だ
な
。
し
か
し
、
温
泉
は
保
養
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い

よ
。
湯
船
の
中
で
は
、
多
く
の
人
々
と
世
間
話
を
し
、
た
め
に
な

る
話
を
た
く
さ
ん
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
は
、
温
泉
で
は

生
き
た
学
問
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
よ

」。

と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。
尚
五
郎
に
は
、
多
く
の
人
々
の
考
え
を

素
直
に
聞
く
こ
と
の
で
き
る
才
能
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

【

】

関
連
年
表

一
八
三
五
年

誕
生

一
八
五
六
年

小
松
家
養
子
と
な
り
家
督
を
継
ぐ
。

か
と
く

一
八
五
八
年

小
松
帯
刀
清
廉
と
改
名
す
る
。

一
八
六
二
年

薩
摩
藩
の
家
老
と
な
る
。

一
八
六
三
年

薩
英
戦
争

一
八
六
五
年

薩
摩
藩
英
国
留
学
生
出
発
。

一
八
六
六
年

京
都
小
松
邸
で
、
薩
長
同
盟
が
結
ば
れ

る
。

一
八
六
七
年

薩
摩
藩
の
城
代
家
老
と
な
る
。

同
年
、
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
る
。

一
八
六
八
年

明
治
政
府
の
参
与
職
と
総
裁
局
顧
問
に

こ
も
ん

就
任
す
る
。

一
八
七
○
年

死
去

【
考
え
て
み
よ
う
】

帯
刀
が
人
々
の
話
を
積
極
的
に
聞
こ

う
と
し
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。

【
精
忠
組
】

西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
ら
が
結
成

し
た
薩
摩
藩
の
中
の
組
織
で
、
同
志
が

は
ん

定
期
的
に
集
ま
り
、
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
語
り
合
っ
て
い
た
。
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一
八
五
六
年
（
安
政
三
年

、
二
十
一
歳
の
尚
五
郎
は
、
薩
摩

）

国
吉
利
領
主
で
あ
っ
た
小
松
家
の
養
子
と
し
て
家
督
を
継
ぐ
こ
と

よ
し
と
し

か
と
く

つ

、

、

。

に
な
り

そ
の
二
年
後

名
前
を
小
松
帯
刀
清
廉
と
改
め
ま
し
た

き
よ
か
ど

、

、

初
め
て
領
地
の
吉
利
に
入
っ
た
帯
刀
は

家
臣
と
食
事
を
共
に
し

、

。

領
地
や
領
民
の
生
活
に
つ
い
て

様
々
な
話
を
聞
い
て
い
き
ま
す

「
昨
年
は
こ
の
地
方
が
干
ば
つ
で
、
米
の
収

穫
が
半
分
し
か
あ

し
ゅ
う
か
く

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
生
活
の
苦
し
い
農
民
た
ち
が
、
年
貢
を
減
ら

ね
ん
ぐ

し
て
く
れ
る
よ
う
願
い
出
て
き
ま
し
た

」。

と
家
臣
が
報
告
す
る
と
、
領
民
の
こ
と
を
心
配
し
た
帯
刀
は
、

「

。

、

分
か
っ
た

そ
の
よ
う
な
状
況
な
ら
農
民
も
大
変
だ
ろ
う
か
ら

年
貢
を
減
ら
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う

」。

つ
か

と
、
す
ぐ
に
そ
の
家
臣
に
命
じ
、

年
貢
を
軽
く
し
た
と
伝
え
ら

※

れ
て
い
ま
す
。

ま
た

「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
と
い
う
田
植
え
踊
り
や
「
十
五
夜

、

お
ど

じ
ゅ
う

ご

や

綱
引
き

「
草
相
撲
」
な
ど
、
領
民
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
行
事

」

ず
も
う

【
年
貢
】

そ
の
頃
の
薩
摩
藩
で
は
、
六
公
四
民

か
ら
七
公
三
民
、
つ
ま
り
十
分
の
六
か

ら
七
ま
で
の
米
を
年
貢
と
し
て
納
め
さ

せ
て
い
た
が
、
年
貢
が
軽
く
な
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

【

】

吉
利
屋
敷
跡

（
現
在
の
日
置
市
立
吉
利
小
学
校
）

【
領
主
の
仕
事
】

当
時
の
地
方
の
領
主
は
、
普
段
は
鹿

児
島
の
城
下
に
住
み
、
時
々
自
分
の
領

地
に
帰
っ
て
い
た
。
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に
も
進
ん
で
参
加
し
、
皆
と
分
け
隔
て
な
く
、
楽
し
く
酒
を
酌
み

へ
だ

く

交
わ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
領
民
達
は
、

「
あ
あ
、
立
派
な
お
殿
様
が
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
度
の
お
殿
様

は
、
我
々
の
こ
と
を
大
切
に
し
て
く
れ
る
お
方
じ
ゃ

」。

と
と
て
も
喜
び

「
小
松
家
の
名
君
」
と
の
評
判
は
、
た
ち
ま
ち

、

藩
内
に
知
れ
渡
り
ま
し
た
。

わ
た

こ
の
評
判
は
、
や
が
て
当
時
の
薩
摩
藩
で
実
権
を
握
っ
て
い
た

島
津
久
光
に
ま
で
伝
わ
り
、
一
八
六
一
年
（
文
久
一
年

、
帯

※

）

刀
は

御
側
役
に
登
用
さ
れ
、
翌
年
に
は

家
老
に
昇
格
し
ま
す
。

※

※

お

そ
ば
や
く

と
う
よ
う

帯
刀
が
、
ま
だ
二
十
七
歳
の
時
の
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
い
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
の

薩
英
戦

※

、

。

争
で

薩
摩
藩
は
イ
ギ
リ
ス
の
優
れ
た
兵
器
の
前
に
完
敗
し
ま
す

西
洋
の
科
学
力
に
驚
い
た
帯
刀
は
、
こ
れ
ら
の
進
ん
だ
技
術
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
蒸
気
船
二
隻
の
購
入
や
、
留
学

せ
き

【
家
老
】

藩
の
政
治
の
責
任
者
で
あ
り
、
複
数

人
い
る
。

な
お
、
帯
刀
が
こ
の
後
に
三
十
二
歳

で
昇
格
し
た
城
代
家
老
は
、
そ
の
中
で

も
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
藩
主
の
い
な

い
間
、
城
を
守
る
役
目
を
負
っ
た
。

【
薩
英
戦
争
】

横
浜
の
生
麦
事
件
が
原
因
で
起
こ
っ

た
、
薩
摩
藩
と
イ
ギ
リ
ス
の
戦
争
。
こ
の

戦
い
で
敗
れ
た
薩
摩
藩
は
、
外
国
の
優
れ

た
技
術
を
知
る
こ
と
と
な
る
。

【
島
津
久
光
】

薩
摩
藩
第
十
代
藩
主
斉
興
の
三
男
。

な
り
お
き

異
母
兄
の
斉
彬
の
死
去
に
伴
い
、
子
の

忠
義
が
藩
主
に
就
く
と
、
後
見
役
と
し
て

つ

藩
の
実
権
を
握
る
。

【
御
側
役
】

藩
主
の
近
く
に
仕
え
、
政
治
の
取
り

、

。

継
ぎ
を
行
う

家
老
に
次
ぐ
重
要
な
役
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生
の
派
遣
な
ど
の
事
業
を
進
め
ま
し
た
。
ま
た
、
磯
の

集
成
館

※

の
再
興
に
も
取
り
組
み
、
軍
艦
や
汽
船
の
修
理
を
行
う
蒸
気
機
械

ぐ
ん
か
ん

鉄
工
場
の
設
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

「
修
理
工
場
を
作
る
よ
り
、
軍
艦
・
武
器
を
買
っ
た
方
が
い
い
で

は
な
い
か
。
な
ぜ
修
理
工
場
を
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

」。

「
せ
っ
か
く
交
易
を
盛
ん
に
し
て
、
苦
労
し
て
金
を
儲
け
て
い
る

も
う

の
に
、
そ
の
金
で
修
理
工
場
な
ど
作
る
必
要
は
な
い

」。

と
い
っ
た
反
対
意
見
が
た
く
さ
ん
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
帯

刀
は
、
藩
の
命
運
を
握
る
立
場
と
し
て
、

「
こ
れ
か
ら
我
が
藩
は
、
軍
艦
や
汽
船
を
た
く
さ
ん
購

入
し
て

こ
う
に
ゅ
う

い
く
だ
ろ
う
。
船
が
増
え
る
と
、
必
ず
修
理
が
必
要
に
な
る
。
だ

か
ら
、
今
は
余
計
な
お
金
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
藩
の
将

来
の
発
展
に
必
ず
役
に
立
つ
は
ず
だ

」。

と
、
反
対
す
る
人
た
ち
を
粘
り
強
く
説
得
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
帯
刀
の
、
新
し
い
も
の
を
進
ん
で
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
考
え

【
読
ん
で
み
よ
う
】

「
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
（
一
〇
九
ペ

」

）

、

。

ー
ジ

も

あ
わ
せ
て
読
ん
で
み
よ
う

【
集
成
館
】

島
津
斉
彬
が
現
在
の
磯
地
区
に
整
備

し
た
、
西
洋
の
様
々
な
技
術
を
取
り
入

れ
た
日
本
で
最
初
の
工
場
群
。

現
在
の
鹿
児
島
市
に
あ
る
尚
古
集
成

館
は
、
そ
の
一
部
を
保
存
・
再
現
し
た

も
の
。

】

【
尚
古
集
成
館

し
ょ
う
こ
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方
や
将
来
を
見
通
す
力
が
、
他
の
藩
に
先
ん
じ
て
薩
摩
藩
の
近
代

化
を
進
め
、
財
政
を
豊
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年

、
京
都
の
二
条
城
で
は
、
幕
府
と

）

し
て
大
政
奉
還
に
踏
み
切
る
べ
き
か
否
か
の
話
合
い
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
会
議
に
は
、
各
藩
の
藩
主
や
、
幕
府
の
重
臣
が

参
加
し
て
い
ま
す
。
帯
刀
も
薩
摩
藩
主
の

名
代
と
し
て
出
席
し

※

て
い
ま
し
た
が
、
二
百
六
十
年
も
続
い
た
江
戸
幕
府
の
将
来
が
か

か
る
大
会
議
だ
け
に
、
誰
も
が
緊
張
し
て
、
声
ひ
と
つ
出
せ
な
い

様
子
で
し
た
。
や
が
て
、

「
将
軍
様
、
お
な
り
ー

」。

と
い
う
声
と
と
も
に
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
が
、
し
ず
し
ず
と

よ
し
の
ぶ

上
座
に
着
き
ま
し
た
。
ま
ず
、

老
中
筆
頭
の
板
倉
勝
静
が
、
大

※

か
つ
き
よ

政
奉
還
の

趣
意
書
を
読
み
上
げ
ま
す
。
次
に
大
目
付
の
永
井

※

尚
志
が
、

な
お
ゆ
き

【
老
中
筆
頭
】

幕
府
の
政
治
を
行
う
実
質
の
責
任
者

で
、
老
中
の
ま
と
め
役
。

【
名
代
】

代
理
を
務
め
る
者
。

【
趣
意
書
】

行
お
う
と
す
る
事
柄
の
趣
旨
を
記
し
た

文
の
こ
と
。
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「
上
様
（
将
軍
）
に
す
ぐ
に
拝
見
し
、
意
見
を
申
し
述
べ
た
い
方

は
、
そ
の
姓
名
を
こ
の

手
控
帳
に

記
帳
さ
れ
よ

」

※

※

。

て
び
か
え
ち
ょ
う

と
告
げ
、
手
控
帳
が
出
席
者
の
間
を
回
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
案
に
賛
成
す
れ
ば
倒
幕
派
と
見
ら
れ
る
し
、
反
対
す
れ

と
う
ば
く

ば
朝
廷
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
出
席
し
た
者
た
ち
は
皆
、

自
分
の
立
場
を
明
確
に
で
き
ず
、
な
か
な
か
筆
を
執
る
者
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
手
控
帳
が
帯
刀
の
と
こ
ろ
に
回
っ
て
き
ま
し

た
。
す
る
と
、
意
を
決
し
た
帯
刀
は
筆
を
執
り
、
真
っ
先
に
手
控

帳
に
署
名
し
た
の
で
す
。
帯
刀
が
署
名
す
る
と
、
土
佐
藩
の

後
※

藤
象
二
郎
ら
四
名
も
、
次
々
に
署
名
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

し
ょ
う
じ
ろ
う

、

、

会
議
終
了
後

帯
刀
を
は
じ
め
と
す
る
五
名
が
別
室
に
招
か
れ

将
軍
と
話
す
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
帯
刀
は
、

「
日
本
国
の
た
め
に
大
政
奉
還
の
御
英
断
、
誠
に
感
銘
の
至
り
と

か
ん
め
い

存
じ
ま
す
。
こ
の
上
は
、
一
刻
も
早
く
政
権
を
朝
廷
へ
返
上
な
さ

【
後
藤
象
二
郎
】

土
佐
出
身
の
藩
士
で
、
薩
土
盟
約
の

締
結
に
か
か
わ
る
。

【
手
控
帳
】

署
名
を
行
う
記
録
簿
の
よ
う
な
も
の
。

【
記
帳
】

氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
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れ
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

」。

と
、
自
分
の
意
見
を
堂
々
と
述
べ
ま
し
た
。
慶
喜
は
他
の
者
に
も

意
見
を
求
め
ま
し
た
が
、
全
員
が
帯
刀
と
同
じ
考
え
で
し
た
。

「
分
か
っ
た
。
皆
の
意
見
を
聞
き
、
決
心
が
つ
い
た
。
決
心
し
た

上
は
、
早
速
、
明
日
に
で
も
返
上
の
手
続
き
を
取
り
た
い

」。

慶
喜
が
そ
う
言
う
と
、
老
中
筆
頭
の
板
倉
勝
静
が
、

「
明
日
は
朝
廷
の

式
日
で
あ
る
か
ら
、
返
還
に
差
し
支
え
が
あ

※

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

」。

と
難
色
を
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
頃
は
温
厚
な
帯
刀
が
、
そ

れ
を
聞
く
や
い
な
や
、
大
き
な
声
で
詰
め
寄
り
ま
す
。

「
何
を
言
わ
れ
る
。
式
日
と
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
大
事
な
問

題
を
、
わ
ず
か
で
も
延
ば
さ
れ
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
。
一
刻

も
早
く
、
返
上
方
、
ぜ
ひ
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

」。

帯
刀
が
、
強

硬
に
早
期
の
大
政
奉
還
を
主
張
し
た
の
に
は
、

き
ょ
う
こ
う

理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
返
上
が
一
刻
で
も
遅
れ
て
し
ま

お
く

【
考
え
て
み
よ
う
】

日
頃
は
温
厚
な
帯
刀
が
、
大
き
な
声

で
意
見
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

【
式
日
】

重
要
な
儀
式
を
行
う
日
の
こ
と
。

ぎ
し
き
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え
ば
、
賛
成
派
と
反
対
派
で
国
内
が
真
っ
二
つ
に
割
れ
、
内
戦
が

起
こ
っ
た
り
、
そ
れ
に
乗
じ
て
外
国
が
つ
け
込
ん
で
く
る
恐
れ
が

あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

帯
刀
の
迫
力
に
押
さ
れ
た
慶
喜
は
、

「
よ
く
分
か
っ
た
。
明
日
に
で
も
返
上
し
よ
う

」。

と
応
じ
、
大
政
奉
還
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
後
発
足
し
た
明
治
政
府
で
、
あ
の
坂
本
龍
馬
の
言
葉
ど
お

り
、
帯
刀
は

参
与
職
と

総
裁
局
顧
問
に
任
ぜ
ら
れ
た
ほ
か
、
そ

※

※

さ
ん
よ

こ
も
ん

の
後
も
、

外
交
事
務
掛
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
ま
し
た
。
ま
た

※

か
か
り

帯
刀
は

「
新
政
の
改
革
は
、
ま
ず
土
地
人
民
を
朝
廷
に
返
す
べ

、

き
で
あ
る
」
と
考
え
、
率
先
し
て
小
松
家
の
領
地
の
返
上
や

家
※

格
の
廃
止
を
提
案
し
、
そ
の
手
本
を
示
し
ま
し
た
。
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
の
外
交
官
の

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
が
、
そ
の
著
書
「
一

※

外
交
官
か
ら
み
た
明
治
維
新
」
の
中
で
、
帯
刀
の
こ
と
を
次
の
よ

【
参
与
職
・
総
裁
局
顧
問
】

。

内
閣
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
要
職

【
外
交
事
務
掛
】

今
で
い
う
外
務
大
臣
の
職
。

【
家
格
】

そ
の
家
に
代
々
与
え
ら
れ
た
格
式
。

【
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
】

イ
ギ
リ
ス
の
公
使
館
の
通
訳
や
駐
日

英
国
公
使
を
務
め
た
人
物
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
日
本
学
の
基
礎

を
築
い
た
こ
と
で
も
有
名
。
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う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
小
松
は
私
の
知
っ
て
い
る
日
本
人
の
中
で
、
一
番
魅
力
の
あ

み

り
ょ
く

る
人
物
で
あ
る
。
家
老
の
家
柄
だ
が
、
そ
う
い
う
階
級
の
人
間
に

似
合
わ
ず
、
政
治
的
才
能
が
あ
り
、
態
度
が
人
に
優
れ
、
そ
し
て

友
情
に
厚
い
。
そ
ん
な
点
で
人
々
に
傑
出
し
て
い
た

」。

け
っ
し
ゅ
つ

帯
刀
は
、
い
ず
れ
首
相
と
な
り
、
新
し
い
日
本
の
良
き
リ
ー
ダ

ー
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
病
弱
で
あ
っ
た

帯
刀
は
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
の
七
月
、
闘
病
中
の
大
阪

の
地
で
三
十
四
年
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
ま
す
。
そ
の
早
す
ぎ
る
死

は
多
く
の
人
々
か
ら
惜
し
ま
れ
、
悲
し
ま
れ
ま
し
た
が
、
帯
刀
の

気
さ
く
な
人
柄
や
将
来
を
見
す
え
る
力
、
強
い
信
念
と
責
任
感
な

ど
は
、
新
し
い
時
代
の
リ
ー
ダ
ー
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
多
く

の
同
志
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

【
小
松
帯
刀
墓
地
】

（
日
置
市
吉
利
）

【
考
え
て
み
よ
う
】

小
松
が
示
し
た
リ
ー
ダ
ー
の
あ
る
べ

き
姿
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。


