
大
平
正
芳
氏
の
派
閥
観

宇
治
　
敏
彦

「
政
界
は
、
ジ
ェ
ラ
シ
ー
（
嫉
妬
）
の
海
だ
よ
。
人
間
が
三
人
集
ま
れ
ば
、
二
つ
の
派
閥
が
出
来
る
」
―
―
時
に
触
れ
て

大
平
正
芳
氏
の
口
か
ら
飛
び
出
し
た
言
葉
だ
が
、
同
氏
は
政
治
活
動
に
お
け
る
�
派
閥
�
の
存
在
を
決
し
て
否
定
的
に
は
と

ら
え
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
一
文
を
書
く
に
当
た
っ
て
、「
政
治
家
・
大
平
」
の
言
動
を
改
め
て
ト
レ
ー
ス
し
て
み
る
と
、

彼
が
そ
の
効
用
を
認
め
て
い
た
派
閥
に
は
次
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
浮
か
び
上
が
る
。

第
一
は
、
政
治
家
な
い
し
は
政
治
集
団
の
活
動
の
根
源
で
あ
る
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
活
力
を
生
む
場
所
と
し
て
の
派
閥

効
用
論
。

第
二
に
、
政
治
権
力
（
総
理
・
総
裁
、
党
執
行
部
な
ど
）
の
独
裁
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
と
し
て
の
集
団
。

そ
し
て
第
三
に
は
、
サ
ロ
ン
な
い
し
は
勉
強
会
的
に
気
心
の
知
れ
た
者
同
士
が
、
自
由
に
モ
ノ
を
言
い
、
親
睦
を
深
め
る

オ
ア
シ
ス
と
し
て
の
効
用
論
。

冒
頭
の
「
三
人
集
ま
れ
ば
…
…
」
発
言
も
、『
政
界
と
は
そ
う
い
う
非
情
な
世
界
な
の
だ
』
と
い
っ
た
大
平
氏
の
東
洋
的

諦
観
の
心
境
と
同
時
に
、『
三
人
が
一
人
ず
つ
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
ら
孤
独
だ
が
、
二
人
寄
れ
ば
哀
歓
を
共
に
で
き
る
』
と
い

う
前
記
第
三
の
オ
ア
シ
ス
論
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
の
取
材
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
大
平
氏
の
派
閥
観
は
佐
藤
誠
三
郎
東
大
教
授
ら
の
「
イ
エ
」
に
関
す
る
研
究
に
触
発
さ
れ

て
い
る
部
分
が
あ
る
。「
三
木
お
ろ
し
」
が
自
民
党
内
で
本
格
化
し
始
め
た
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月
六
日
の
私
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邸
夜
回
り
で
大
平
氏
（
当
時
蔵
相
）
は
、
政
治
の
近
代
化
に
関
連
し
て
派
閥
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
外
国
人
記
者
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
が
、『
事
件
が
一
過
性
的
な
も
の
か
、
日
本

政
治
の
構
造
的
な
も
の
か
は
自
分
に
は
良
く
分
か
ら
な
い
。
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
』
と
答
え
て
お
い

た
。
日
本
は
西
欧
並
み
に
近
代
化
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
強
み
が
あ
る
。『
中
央
公
論
』
三
月
号
に
佐
藤
誠
三
郎
氏
ら

若
手
の
学
者
が
イ
エ
（
家
）
の
研
究
を
書
い
て
い
る
が
、『
家
』
と
か
『
派
閥
』
と
い
っ
た
、
近
代
化
さ
れ
て
い
な
い
点
に

日
本
の
強
み
が
あ
る
ん
だ
。
自
民
党
だ
っ
て
派
閥
が
あ
る
か
ら
活
力
が
あ
る
。
近
代
化
政
党
に
し
た
ら
自
民
党
は
共
産
党
ぐ

ら
い
に
な
る
。
大
平
派
だ
っ
て
毎
週
木
曜
日
に
集
ま
っ
て
、
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
話
し
合
っ
て
い
る
か
ら
い
い
。
こ
れ
が
『
個
』

と
『
党
』
だ
け
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
の
か
。
わ
が
家
に
だ
っ
て
派
閥
が
あ
る
（
笑
い
）」。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
の
五
月
二
十
九
日
、
大
阪
を
訪
れ
た
大
平
氏
は
、
関
西
財
界
人
と
の
会
合
で
講
演
し
、「
み
そ

ぎ
論
」
を
展
開
し
た
。
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
へ
の
大
平
氏
な
り
の
対
応
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
論
理
立
て
は
、「
イ
エ
」
の
論
理

の
延
長
で
も
あ
っ
た
。

「
日
本
の
政
治
の
活
力
は
、
イ
エ
的
原
理
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
個
人
個
人
で
は
な
く
、
家
に
対
す
る
忠
誠
を
第
一
に

置
く
。
家
を
大
き
く
し
た
も
の
が
企
業
で
あ
り
、
政
党
で
あ
り
、
国
で
あ
る
。
企
業
別
組
合
、
終
身
雇
用
と
い
っ
た
制
度
は

外
国
に
は
な
い
。
ビ
ジ
ブ
ル
な
も
の
に
は
乏
し
い
が
、
こ
う
し
た
目
に
見
え
な
い
所
に
日
本
の
活
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

自
民
党
の
改
革
が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
。
派
閥
の
問
題
を
聞
か
れ
る
が
、
派
閥
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
が
問
題
で
は
な
く
、

問
題
は
そ
の
政
党
が
今
の
時
代
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
に
ど
れ
だ
け
の
対
応
力
を
持
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
政
党
が

厳
格
な
党
紀
、
精
緻
な
組
織
を
持
っ
て
い
る
立
派
な
近
代
政
党
で
あ
っ
て
も
、
天
下
を
預
か
る
力
量
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば

困
る
。
一
つ
の
商
品
し
か
売
れ
な
い
自
民
党
で
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
商
品
を
売
る
自
民
党
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
専
門
店

で
は
な
く
、
壮
大
な
デ
パ
ー
ト
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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ま
た
党
の
名
誉
、
活
力
、
規
律
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
我
々
は
絶
え
ず
謙
虚
に
反
省
し
、
心
身
を
洗
い
直
し
、
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
�
み
そ
ぎ
�
を
す
る
心
構
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。

後
年
、
大
平
氏
が
総
裁
選
挙
出
馬
に
当
た
っ
て
掲
げ
た
「
複
合
力
の
政
治
」
と
い
う
理
念
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
イ
エ
の

論
理
」、
派
閥
観
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

「
自
由
民
主
党
の
活
力
の
源
泉
は
、
党
内
に
自
由
で
多
様
な
見
解
が
つ
ね
に
活
き
活
き
と
息
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
無
数

の
パ
イ
プ
を
通
し
て
日
本
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
、
職
能
、
地
域
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
の
自
由
で
ゆ

た
か
な
源
泉
か
ら
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
国
民
の
創
意
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
ふ
れ
だ
し
て
く
る
よ
う
な
政
治
こ
そ
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
を
戦
後
第
二
の
黎
明
期
に
む
か
っ
て
出
発
さ
せ
る
エ
ン
ジ
ン
の
役
を
果
た
す
も
の
と
信
じ
る
」（『
複
合
力
の
時
代
』

か
ら
）。

「
非
近
代
」
な
い
し
は
「
脱
近
代
」
が
日
本
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
大
平
氏
の
歴
史
観
は
、「
ガ
ン
は
完

治
し
た
が
、
生
命
は
朽
ち
た
」
の
裏
返
し
で
も
あ
り
、
い
か
に
も
大
平
氏
ら
し
い
表
現
と
言
え
る
。

派
閥
の
評
価
が
時
に
よ
り
微
妙
に
変
化

だ
が
、
派
閥
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
時
々
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
同
氏
の
発
言
に
も
微
妙
な
変
化
が

み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、「
派
閥
解
消
」
を
し
た
福
田
内
閣
の
も
と
で
自
民
党
幹
事
長
を
務
め
て
い
た
昭
和
五
十
三
年
二
月
当
時
、
秋

の
総
裁
公
選
と
の
関
連
で
派
閥
復
活
ム
ー
ド
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
、「
自
由
新
報
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
五
十
三
年
二

月
十
四
日
付
）
で
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「
派
閥
が
批
判
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
党
の
主
体
性
を
侵
す
危
険
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
政
党
だ
け
に
限
ら
ず
、
ど

の
よ
う
な
人
間
集
団
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
の
派
閥
的
勢
力
が
そ
の
集
団
の
方
針
を
曲
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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こ
う
し
た
弊
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
党
の
主
体
性
を
強
め
る
こ
と
が
必
要
だ
。
党
の
主
体
性
を
強
め
、

権
威
を
高
め
て
い
け
ば
、
弊
害
は
陽
光
に
消
え
る
雪
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
と
思
う
」。

し
か
し
、
そ
の
四
か
月
後
、
総
裁
選
挙
が
迫
っ
て
き
た
時
の
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
同
年
六
月
十
八
日

号
）
で
は
「
幹
事
長
は
派
閥
解
消
に
消
極
的
と
聞
き
ま
す
が
、
派
閥
は
有
用
な
ん
で
す
か
」
と
の
質
問
に
こ
う
答
え
た
。

「
派
閥
が
党
の
土
俵
を
割
る
、
と
い
う
か
党
の
主
体
性
を
壊
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
派

閥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
そ
の
党
が
独
裁
政
党
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
ろ
ん
な
分
派
の
行

動
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
党
の
独
裁
化
の
歯
止
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
確
か
に
派
閥
は
、
必
ず
し
も
政
策
を
一
つ
に
す

る
分
派
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
政
策
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
、
オ
レ
は
こ
う
思
う
、
い
や
こ
う
だ
と
議
論
し
て
一

つ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
練
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
（
派
閥
は
）
ず
い
分
貴
重
な
役
割
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
党
と
派
閥
の

関
係
は
だ
ね
ェ
…
…
（
と
紙
を
取
り
出
し
て
太
陽
を
中
心
と
す
る
惑
星
の
よ
う
な
図
を
書
き
な
が
ら
）
党
と
派
閥
は
、
一
定

の
距
離
を
保
っ
て
常
に
緊
張
し
た
関
係
に
あ
る
ん
だ
。
こ
の
緊
張
関
係
が
切
れ
て
と
ん
で
も
な
い
方
向
へ
派
閥
が
と
び
出
す

よ
う
で
は
、
問
題
だ
け
れ
ど
ね
。
党
と
派
閥
は
、
楕
円
形
の
二
つ
の
焦
点
み
た
い
な
も
の
だ
。
政
党
は
同
心
円
で
は
な
い
と

思
う
よ
」。

前
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
「
派
閥
が
党
の
主
体
性
を
侵
し
て
は
い
け
な
い
」
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
は
「
派
閥
は
党
の
独
裁
化
の
歯
止
め
」
と
い
う
論
点
が
前
面
に
出
て
い
る
。

こ
れ
は
前
者
で
は
党
幹
事
長
、
後
者
で
は
総
裁
候
補
を
自
覚
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
昭
和
五
十
三
年
二
月

当
時
は
ま
だ
「
大
福
蜜
月
」
の
名
残
が
あ
っ
た
が
、
同
六
月
ご
ろ
に
は
福
田
首
相
の
「
解
散
示
唆
」「
再
選
へ
の
意
欲
」
発

言
も
あ
っ
て
大
福
関
係
が
冷
え
始
め
て
い
た
こ
と
も
、
論
点
の
違
い
を
も
た
ら
す
心
因
だ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

同
年
秋
の
総
裁
公
選
当
時
に
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
事
の
一
つ
は
、「
政
党
と
派
閥
」
の
関
係
に
向
け
ら
れ
た
。
大
平
氏
は
、

こ
こ
で
も
派
閥
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
両
面
に
言
及
し
て
い
る
。
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「
現
実
の
水
はH

2O

で
は
な
い
。
蒸
留
水
で
は
な
い
ん
で
、
人
間
の
社
会
も
そ
ん
な
に
純
粋
じ
ゃ
な
い
。
派
閥
的
活
動
と

い
う
も
の
は
、
い
い
方
向
に
働
け
ば
許
容
で
き
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
人
事
そ
の
他
で
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
走
る
こ
と
が
あ

れ
ば
、
矯
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
派
閥
的
活
動
は
人
間
の
集
団
に
は
あ
る
程
度
、
避
け
が
た
い
も
の
が
あ
る
。」

（
同
年
十
月
二
十
二
日
、
日
経
）

「
い
ろ
い
ろ
な
人
間
の
活
動
様
式
は
い
ろ
ん
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
派
閥
的
動
き
は
、
い
い
悪
い
の
判
断
は
別
に
し
て
現

に
あ
る
。
派
閥
が
党
の
調
和
、
秩
序
を
乱
し
、
主
体
性
を
こ
わ
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
大
変
だ
と
思
う
。
派
閥
有
用
論
を
唱
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。」（
十
月
二
十
二
日
、
読
売
）

プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
両
面
を
熟
知

大
平
正
芳
と
い
う
政
治
家
は
、
ゾ
ッ
レ
ン
（
理
想
論
）
と
ザ
イ
ン
（
現
実
論
）
の
両
面
を
常
に
考
慮
し
つ
つ
行
動
し
た
よ

う
に
思
う
が
、「
派
閥
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
昭
和
五

十
二
年
四
月
二
十
五
日
の
党
改
革
・
躍
進
総
決
起
大
会
に
お
け
る
報
告
で
大
平
幹
事
長
（
当
時
）
は
、
派
閥
の
こ
と
を
「
宿

弊
」
と
表
現
し
て
い
る
。
派
閥
の
持
つ
活
力
と
弊
害
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
も
の
が
、
大
平
氏
の
派
閥
観
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
宿
弊
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

彼
が
派
閥
を
自
ら
の
政
治
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
直
接
的
に
意
識
し
た
の
は
、
前
尾
繁
三
郎
氏
か
ら
宏
池
会
会
長
を

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
時
で
あ
ろ
う
。

「
権
力
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
自
体
孤
立
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
力
が
奉
仕
す
る
何
か
の
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
だ
。
権
力
は
そ
れ
が
奉
仕
す
る
目
的
に
必
要
な
限
り
そ
の
存
在
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
必
要
な

限
度
に
お
い
て
許
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。」（
昭
和
四
十
六
年
三
月
九
日
、
日
経
）

派
閥
が
権
力
奪
取
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
す
れ
ば
、
派
閥
そ
れ
自
体
に
も
当
然
「
奉
仕
す
る
目
的
」
が
な
け
れ
ば
な
る

大平正芳氏の派閥観



ま
い
。
派
閥
の
目
的
は
、
自
民
党
内
に
お
い
て
考
え
方
や
利
害
が
共
通
す
る
政
治
家
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
そ
の
代
表
を
総
理

総
裁
に
押
し
上
げ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

確
か
に
、「
八
個
師
団
」
や
「
三
角
大
福
中
」
の
時
代
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
田
中
角
栄
首
相
が

退
陣
後
の
「
田
中
派
支
配
」、
竹
下
登
首
相
退
陣
後
の
「
竹
下
派
支
配
」
は
、
最
大
派
閥
が
自
分
の
と
こ
ろ
か
ら
は
総
理
総

裁
を
出
さ
ず
、
他
派
の
候
補
を
担
い
だ
「
ね
じ
れ
現
象
」
に
問
題
が
あ
っ
た
。
東
京
佐
川
急
便
事
件
を
き
っ
か
け
と
す
る
政

治
の
混
迷
、
そ
の
中
で
の
竹
下
派
分
裂
は
、
明
ら
か
に
派
閥
政
治
と
い
う
「
宿
弊
」
が
制
度
疲
労
を
来
し
て
い
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
派
閥
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
共
通
の
考
え
方
の
実
現
と
い
う
よ
り
個
々
の
議
員
の
利
害
の
実
現
へ

と
変
質
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
の
衆
院
総
選
挙
に
お
け
る
自
民
党
の
敗
北
で
、
一
九
五
五
年
体

制
が
崩
壊
し
、
細
川
連
立
政
権
の
誕
生
に
伴
い
自
民
党
が
野
党
に
転
ず
る
と
、
自
民
党
の
派
閥
も
無
気
力
状
態
に
陥
っ
た
。

派
閥
解
消
論
も
強
ま
っ
て
い
る
。
い
ま
大
平
氏
が
生
き
て
い
た
ら
、
今
日
の
政
治
を
ど
う
論
評
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

大
平
氏
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
自
民
党
「
一
党
支
配
」
下
で
よ
く
も
悪
く
も
「
派
閥
」
が
派
閥
と
し
て
機
能
し
た
時
代
だ

っ
た
と
も
い
え
る
。
強
力
な
反
主
流
派
閥
を
失
っ
た
総
主
流
派
体
制
で
は
、
派
閥
の
存
在
意
義
は
ほ
と
ん
ど
無
き
に
等
し
い
。

「
活
力
の
源
泉
」「
権
力
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
」「
心
の
オ
ア
シ
ス
」
と
い
う
、
大
平
氏
の
三
つ
の
派
閥
効
用
論
は
、
派
閥
が
本

来
的
な
姿
で
機
能
し
た
時
に
初
め
て
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
半
面
、
派
閥
の
弊
害
と
し
て
大
平
氏
自

身
が
首
相
在
職
中
に
派
閥
抗
争
の
海
の
中
で
�
戦
死
�
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

（
東
京
新
聞
編
集
局
次
長)

大平正芳―政治的遺産
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