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で
、
三
条
実
美
が
五
箇
条
の
国
是
を
読
み

上
げ
、
神
々
に
新
し
い
国
の
方
針
を
誓
っ

た
。
こ
の
御
誓
文
に
、
当
時
の
公
家
や
武

士
の
役
人
な
ど
約
７
５
０
人
の
署
名
し
た

も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
広
く
会
議
を

興
し
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
で
始
ま
る

五
箇
条
の
国
是
を
、
日
本
国
中
の
神
々
に

誓
っ
て
、
実
現
を
誓
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
７
５
０
人
も
署
名
し
た
誓
紙
の
原

本
が
東
山
御
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
来
年
か
ら
再
来
年
に
か
け
て
「
明
治

維
新
１
５
０
年
」
の
節
目
に
、
こ
の
誓
紙

を
せ
め
て
複
製
で
も
広
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、「
五
箇

条
の
御
誓
文
」
が
決
し
て
上
意
下
達
の
命

令
文
で
は
な
く
、
当
時
の
為
政
者
や
実
務

官
人
た
ち
が
神
々
に
誓
っ
た
誓
約
文
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
新
し
い
方
針
を

み
ん
な
で
協
力
し
て
実
行
に
移
し
て
い
こ

う
と
し
た
こ
と
が
広
く
理
解
し
て
い
た
だ

け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
幕
末
ま
で
の
御
所
周
辺
に
は
、

四
親
王
家
と
呼
ば
れ
る
皇
族
方
や
、
五
摂

家
な
ど
公
家
の
お
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い

ま
し
た
。
明
治
に
入
り
多
く
は
東
京
へ
移

ら
れ
、
お
屋
敷
は
ほ
と
ん
ど
取
り
壊
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
幕
末
当
時

の
京
都
が
都
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
様
子

を
、
全
国
か
ら
修
学
旅
行
で
京
都
を
訪
れ

る
小
・
中
学
・
高
校
生
た
ち
に
も
分
か
る

よ
う
に
、
立
体
的
な
展
示
や
バ
ー
チ
ャ
ル

な
映
像
で
復
元
す
る
試
み
も
必
要
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
大
正
天
皇
の
御
大
礼
の
行

わ
れ
た
直
後
の
大
正
５
年
、 

京
都
教
育
会

が
京
都
市
内
に
あ
る
幕
末
か
ら
明
治
に
か

け
て
の
史
跡
に
、「
坂
本
龍
馬
遭
難
の
地
」

な
ど
の
石
標
を
た
く
さ
ん
建
立
し
ま
し

た
。
そ
の
大
部
分
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す

が
、
今
や
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
多
い
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
に
外
国
語
も
交
え
た
分

か
り
や
す
い
説
明
板
を
整
備
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
ど
、
文
化
庁
の
京
都
へ
の
全
面

移
転
が
決
ま
り
ま
し
た
。
20
年
前
に
は
誰

も
予
想
で
き
な
か
っ
た
快
挙
で
す
。
そ
れ

は
京
大
名
誉
教
授
（
臨
床
心
理
学
者
）
の

河
合
隼
雄
先
生
が
平
成
14
年
（
２
０
０
２

年
）
文
化
庁
長
官
に
就
任
さ
れ
、
長
官
の

分
室
を
京
都
国
立
博
物
館
に
置
か
れ
た
こ

と
が
契
機
と
な
り
、
文
化
庁
移
転
の
機
運

が
高
ま
り
、
今
回
の
決
定
に
つ
な
が
っ
た

の
で
す
。

　

こ
の
夏
、
今
上
陛
下
が
高
齢
を
理
由
に

退
位
の
御
意
向
を
表
明
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ

議
論
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
法

の
整
備
が
進
め
ば
、
お
そ
ら
く
３
年
以
内

に
（
平
成
31
年
初
め
か
）、
今
上
陛
下
の

代
変
わ
り
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
必

ず
新
天
皇
の
即
位
礼
と
大
嘗
祭
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
が
大
正
・
昭
和
天
皇
の
時
と
同
じ

よ
う
に
両
方
と
も
京
都
で
実
施
さ
れ
る
こ

と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
平
成
２

年
に
は
、
百
数
十
の
国
々
か
ら
た
く
さ
ん

の
賓
客
が
お
越
し
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、

即
位
礼
は
国
の
儀
式
と
し
て
東
京
で
挙
行

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
せ
め
て
皇
室
行
事
の
大
嘗

祭
は
、
夜
分
の
神
事
で
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
静
か
な
京
都
御
苑
内
の
仙
洞
御
所
跡

地
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
案
は
、
平
成
の
初
め
に
京
都
商
工

会
議
所
会
頭
の
塚
本
幸
一
さ
ん
が
中
心
に

な
り
、
大
阪
・
神
戸
の
商
工
会
議
所
と
と

も
に
政
府
へ
強
く
要
望
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
警
備
上
の
理
由

な
ど
で
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
課
題
は
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
過
去
２
回
、
御
大
礼

が
京
都
で
行
わ
れ
た
実
績
を
踏
ま
え
、
何

と
か
次
の
大
嘗
祭
は
京
都
で
実
施
さ
れ
る

よ
う
道
筋
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
念

願
し
て
い
ま
す
。

　

数
年
前
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
双
京

構
想
」
を
、
決
し
て
絵
に
描
い
た
餅
で
終

わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、
こ
の
構
想
を
私
ど

も
が
身
近
な
課
題
と
し
て
認
識
す
る
と
と

も
に
、
宮
廷
文
化
を
京
都
ら
し
い
儀
典
文

化
と
し
て
国
の
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ

の
一
環
と
し
て
、
明
後
年
（
平
成
30
年
）

に
は
、
京
都
市
な
ど
の
お
力
添
え
を
い
た

だ
い
て
、
近
代
大
礼
の
大
々
的
な
展
覧
会

を
開
催
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 
（
終
了
）
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