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「
長
崎
の
幕
末
維
新
一
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
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」
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藤
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
前
も
っ
て

お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
本
日
の
基
調
講
演
は
、
こ
の
後
の
研
究
報
告
と
少

し
異
な
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
長
崎
そ
の
も
の
に
特
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り

ま
せ
ん
。
長
崎
に
お
け
る
幕
末
維
新
期
の
様
々
な
動
き
の
大
枠
の
話
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
、
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
幕
末
維
新
期
、
私
た
ち
は
維
新
変
革
な
ど
と
呼
び
ま
す
が
、
こ

れ
は
長
崎
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
、
大
坂
、
京
都
だ
け
で
も
な
く
お
そ
ら
く
日

本
中
隅
々
ま
で
、
津
々
浦
々
ま
で
な
ん
ら
か
の
変
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
決
し
て
局
地
的
な
物
事
の
変
化
で
は
な
く
て
全
国
的
な
大
き

な
変
化
の
う
ね
り
が
あ
っ
た
時
期
だ
と
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
が
大
切

と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
長
崎
は
背
負
っ
て
い
る
歴
史
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の

中
で
も
重
要
な
変
化
も
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
風
に
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
冒
頭
に
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
幕
末
か
ら
維
新
期
に
か
け
て
の

歴
史
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
一
八
世
紀
の
末
、
年
号
で
い
う
と
寛
政
頃
か
ら

説
き
起
こ
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
う
い

う
風
に
考
え
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
対
外
的
な
危
機
、
外
圧
で
す
ね
、
そ
れ
と

天
皇
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
ち
始
め
た
と
い
う
こ

と
で
、
幕
末
維
新
期
と
近
代
の
歴
史
過
程
を
理
解
す
る
う
え
で
こ
の
二
つ
の
要

素
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
が
歴
史
の
中
で
重
要
な
意
義
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
一
八
世
紀
の
末
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

こ
か
ら
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
多
く
の
人
び
と
が
身
分
で
い
う
と
百
姓
、
町
人
身
分
含
め
て
、
簡

単
に
言
う
と
江
戸
時
代
と
い
う
社
会
は
嫌
だ
と
、
飽
き
た
と
そ
う
い
う
風
な
意

識
を
持
ち
始
め
る
こ
と
が
、
実
は
大
き
な
社
会
の
変
化
の
一
番
深
部
に
あ
る
だ

ろ
う
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
探
る
こ
と
が
、
本
当
は
最

も
重
要
な
こ
と
だ
と
い
う
風
に
考
え
て
は
い
る
の
で
す
が
、
本
日
は
一
応
そ
う

い
う
話
は
抜
き
に
し
ま
し
て
、
対
外
的
な
危
機
と
天
皇
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を

取
り
上
げ
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
そ
の
一
八
世
紀
の
末
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
別
の
言
葉
で
い
う
と
内
憂
外
患
の
時
代
が
始
ま
っ
た
、
国
内
で

の
問
題
、
外
か
ら
の
問
題
、
こ
れ
が
同
時
に
始
ま
っ
た
時
期
と
い
う
こ
と
だ
と

捉
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
維
新
変
革
の
起
点
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
ず
、
外
患
な
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
か
ら
通
常
「
鎖
国
」
と
呼
ん
で
い

る
よ
う
な
、
江
戸
時
代
の
対
外

的
な
秩
序
が
動
揺
し
始
め
ま

す
。
ま
ず
、
最
初
は
北
方
か
ら

そ
の
危
機
が
や
っ
て
き
て
、
こ

れ
は
ロ
シ
ア
が
蝦
夷
地
（
北
海

道
）
に
接
近
し
て
き
て
、
そ
の

事
実
を
日
本
人
が
知
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
う
こ
う
し

て
い
る
う
ち
に
、
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
に
ラ
ク
ス
マ
ン

が
根
室
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
二
年
後
、
文
化
元
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年
（
一
八
〇
四
）
に
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ロ
シ

ア
が
日
本
に
対
し
て
、
国
交
と
通
商
を
要
求
す
る
と
い
う
事
態
を
迎
え
た
わ
け

で
す
。
長
崎
と
の
関
係
で
い
い
ま
す
と
、
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
に
や
っ
て
き
た
時

に
、
江
戸
か
ら
派
遣
さ
れ
て
、
方
針
を
伝
達
し
た
の
が
、
後
に
長
崎
奉
行
に
な

り
ま
す
目
付
の
遠
山
景
晋
（
金
四
郎
・
左
衛
門
尉
）
で
す
。
こ
れ
を
発
端
と
し

て
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
か
ら
ロ
シ
ア
と
紛
争
状
態
に
陥
る
と
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ゴ
ロ
ブ
ニ
ン
事

件
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
北
方
か
ら
の
危
機
で
す
が
、
実
際
に
は
長
崎
に
ロ

シ
ア
船
が
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
長
崎
に
は
深
い
縁
の
あ
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。「
鎖
国
」
は
い
ろ
ん
な
理
解
の
仕
方
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
場
合
は
対
外
的
な
関
係
を
朝
鮮
、
琉
球
、
中
国
（
清
国
）、
オ
ラ
ン
ダ
に

限
定
を
す
る
と
い
う
と
ら
え
方
、
こ
れ
が
祖
法
で
あ
る
と
ロ
シ
ア
と
の
接
触
あ

る
い
は
交
渉
の
過
程
が
起
点
と
な
っ
て
、
幕
府
は
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
中
で
、
一
つ
重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
根
室
に

や
っ
て
き
た
時
に
松
平
定
信
が
ど
う
対
応
し
た
の
か
と
い
う
点
で
す
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
定
信
は
大
国
ロ
シ
ア
と
紛
争
を
起
こ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
長
崎
に
回
れ
と
い
う
指
示
を
与
え
ま
し
た
。
た
だ
、
ロ
シ
ア
側
に
対

し
、
単
に
長
崎
に
回
る
よ
う
に
と
言
っ
て
も
承
諾
し
ま
せ
ん
か
ら
、
長
崎
に
入

港
す
る
許
可
証
で
あ
る
信
牌
を
渡
し
ま
し
た
。

定
信
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
長
崎
に

や
っ
て
き
た
ら
、
仕
方
が
な
い
か
ら
長
崎
で
貿
易
を
す
る
か
あ
る
い
は
蝦
夷
地

で
貿
易
を
す
る
か
検
討
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
貿
易
を
認
め

る
こ
と
で
紛
争
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
方
針
を
立
て
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
時

は
、
ラ
ク
ス
マ
ン
は
長
崎
に
は
回
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
事
態
に

は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
レ
ザ
ノ
フ
が
松
平
定
信
の
指
示
通
り
長

崎
に
や
っ
て
き
て
貿
易
を
求
め
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
は
、
松
平
定
信
が

幕
府
政
治
の
中
で
地
位
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
の
方
針
は
実
行

さ
れ
ず
紛
争
と
な
り
ま
し
た
。

結
局
、
定
信
が
示
し
た
の
は
、
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
に
は
通
商
は
許
可
す

る
と
い
う
方
策
で
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
重
要
な
の
は
、
通
商
は
許
可
す
る
け

れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
長
崎
で
行
っ
て
い
た
よ
う
な
会
所
貿
易
、
管
理
貿
易
の
ス

タ
イ
ル
な
ら
ば
許
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
要
す
る
に
一
か
国

ぐ
ら
い
は
増
や
し
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
れ
が
北
か
ら
の
外
患

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
危
機
は
北
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
は
、
毛
皮

貿
易
、
捕
鯨
業
が
活
発
化
し
て
お
り
、
外
国
船
の
渡
来
や
日
本
の
近
海
へ
の
接

近
が
非
常
に
頻
繁
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

背
景
か
ら
、
寛
政
三
年
に
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
商
船
が
渡
来
し
ま
す
。
さ

ら
に
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
イ
ギ
リ
ス
の
捕
鯨
船
が
現
在
の
茨
城
県
北
部

の
大
津
浜
、
ま
た
薩
摩
藩
領
の
宝
島
に
上
陸
し
ま
す
。
こ
ん
な
事
件
ま
で
起

こ
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
危
機
は
北
か
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
、
西
洋
世
界
で

の
変
動
が
日
本
に
ま
で
及
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も
文
化
五
年（
一
八
〇
八
）

の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
の
ワ
ル
デ
ナ
ー
ル
に
よ

る
出
島
接
収
事
件
が
お
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
総
じ
て
為
政
者
た
ち
は
対
外

的
な
危
機
と
捉
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
に
、
内
憂
と
い
う
面
で
は
、
天
皇
権
威
の
浮
上
と
い
う
事
実
が
見
ら

れ
ま
す
。
一
八
世
紀
の
末
、
当
時
は
光
格
天
皇
の
時
代
で
し
た
。
光
格
天
皇
を

ご
存
知
の
方
は
少
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
上
天
皇
が
生
前
に
退
位
し
た
い

と
言
っ
た
際
に
直
近
の
先
例
と
し
て
挙
が
っ
た
の
が
、こ
の
光
格
天
皇
で
し
た
。

直
近
と
言
っ
て
も
二
百
年
前
で
す
が
、
生
前
退
位
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
天

皇
の
時
代
に
朝
廷
で
は
、
廃
れ
略
式
化
さ
れ
て
い
た
様
々
な
儀
式
あ
る
い
は
神
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事
を
古
い
形
に
引
き
戻
そ
う
と
い
う
、
再
興
復
古
が
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
う
い
っ
た
再
興
復
古
さ
せ
た
も
の
を
十
全
に
行
う
た
め
に
は
建
物
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
御
所
が
火
災
に

遭
い
、
建
て
直
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
儀
式
を
十
全
に
行
う
た
め
江
戸
幕
府

と
か
な
り
厳
し
い
交
渉
の
末
、
平
安
時
代
と
同
規
模
・
同
様
式
の
紫
宸
殿
と
清

涼
殿
を
造
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

に
も
御
所
は
焼
失
し
て
い
る
の
で
す
が
、ほ
ぼ
同
じ
形
で
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
「
皇
統
縷い

と

の
如
し
」
と
公
家
が
日
記
に
書
く
ほ
ど
、
皇
統
の
存
在
感
は

薄
く
、
や
っ
と
継
承
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
し
た
が
、
天
皇
お
よ
び
朝
廷
の

公
家
た
ち
が
努
力
す
る
中
で
天
皇
や
朝
廷
の
権
威
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う

事
態
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
も
う
一
つ
、
大
政
委
任
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
頃
か
ら
出
て
き
ま
す
。

代
表
的
な
も
の
が
本
居
宣
長
の
「
御み

よ
さ
し任

」
論
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
天

皇
は
自
分
で
は
国
政
が
で
き
な
い
か
ら
将
軍
に
委
任
し
て
い
る
。
将
軍
も
す
べ

て
を
一
人
で
は
統
治
を
で
き
な
い
か
ら
、
大
名
に
政
治
を
行
う
権
限
を
分
け
て

預
け
て
い
る
。
要
す
る
に
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
委
任
関
係
に
あ
る
と
い
う
よ

う
な
考
え
方
で
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
一
八
世
紀
の
末
に
出
て
き
ま
し
た
。

本
来
は
天
皇
権
威
に
よ
っ
て
将
軍
家
を
正
当
化
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す

の
で
す
が
、
政
治
秩
序
と
し
て
は
天
皇
を
頂
点
と
し
て
委
任
関
係
に
あ
る
と
い

う
風
に
整
理
し
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
が

広
ま
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
起
点
が
一
八
世
紀
の
末
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

す
か
ら
、
幕
末
に
大
政
奉
還
と
い
う
表
現
に
な
る
。
な
ぜ
返
す
の
か
と
言
い
ま

す
と
、
こ
れ
は
預
か
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
将
軍
は
天
皇
か
ら
政
治
を
行
う

権
限
を
預
か
っ
て
い
る
か
ら
お
返
し
す
る
。
だ
か
ら
、
大
政
奉
還
と
い
う
形
を

と
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
大
政
委
任
が
底
流
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
皇
国
観
念
と
い
う
の
が
普
及
し
ま
す
。「
皇
国
」
は
今
で
こ
そ

あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
が
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
前
は
し
ば
し
ば
使
わ

れ
た
言
葉
で
す
。「
皇
国
」
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
天
皇
が
統
治
す
る
国
、

あ
る
い
は
天
皇
を
頂
点
に
頂
く
世
界
一
の
国
、
こ
れ
が
「
皇
国
」
と
い
う
考
え

方
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
国
学
の
発
展
と
と
も
に
生
ま
れ
て

き
ま
し
て
、
一
般
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
や
は
り
一
八
世
紀
の
末
だ

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
天
皇
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
の
印
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
以
上
が
前
提
と
な
り
ま
す
が
「
幕
末
維
新
期
の
天
皇
と
外
圧
」
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
を
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
幕
末
維
新
期
の
対

外
的
な
危
機
が
、
一
八
世
紀
の
末
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
深
刻
な
こ
と
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
、
し
き
り
に
や
っ
て
く
る
外
国
船
に
対
し

て
、
江
戸
幕
府
は
松
平
定
信
以
来
、
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
場
合
も
放
っ
て
お

く
、
穏
便
に
帰
し
紛
争
を
回
避
す
る
と
い
う
策
を
ず
っ
と
取
り
続
け
て
い
き
ま

す
。
た
だ
一
度
だ
け
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
異
国
船
打
払
令
が
だ
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
沿
岸
に
や
っ
て
く
る
船
を
無
差
別
に
砲
撃
、
撃
退
す
る

と
い
う
非
常
に
危
険
な
策
で
す
。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
が
、
当
時
の
勘
定
奉
行

で
か
つ
て
の
長
崎
奉
行
で
あ
っ
た
遠
山
景
晋
で
し
た
。
彼
は
非
常
に
強
く
異
国

船
を
打
ち
払
う
こ
と
を
主
張
し
、
こ
れ
に
沿
っ
て
異
国
船
打
払
令
と
い
う
、
今

思
う
と
危
険
な
策
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
、
遠
山
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
か
と
い
う
と
、
彼
が
書
い

た
も
の
を
読
む
と
、
日
本
に
や
っ
て
く
る
の
は
捕
鯨
船
や
海
賊
船
な
の

で
問
題
に
な
ら
な
い
、
ま
た
問
題
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
は
る
ば
る
イ

ギ
リ
ス
が
日
本
ま
で
や
っ
て
き
て
攻
撃
を
す
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な

い
、
だ
か
ら
異
国
船
打
払
令
で
良
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
よ
う
な
甘
い
認
識
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
ま
す
。
イ

ギ
リ
ス
は
は
る
ば
る
艦
隊
を
派
遣
し
て
中
国
を
攻
撃
し
ま
し
た
。
遠
山
が
考
え
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て
も
い
な
か
っ
た
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
、
当
時
の

老
中
で
あ
る
水
野
忠
邦
は
手
紙
の
中
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
異
国

の
義
に
候
え
ど
も
、
即
ち
自
国
の
戒
め
と
成
る
べ
き
事
」
つ
ま
り
、
中
国
と
い

う
異
国
の
出
来
事
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
日
本
の
教
訓
に
す
る
べ
き
事

で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

当
時
あ
る
い
は
そ
の
後
の
人
び
と
が
よ
く
使
っ
た
言
葉
に
「
広か

ん
と
ん東

の
覆ふ

く
て
つ轍

」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に
お
け
る
中
国
の
二
の
舞
を

避
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
外
国
と
の
戦
争
に
な
っ
て
負
け
る
と
い

う
事
態
は
避
け
る
と
い
う
、
基
本
的
な
方
針
が
こ
の
時
か
ら
立
て
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

松
平
定
信
が
ラ
ク
ス
マ
ン
と
の
交
渉
の
中
で
と
っ
た
、
大
国
で
あ
る
ロ
シ
ア

と
は
紛
争
を
起
こ
せ
な
い
、
紛
争
を
起
こ
す
の
は
間
違
い
だ
か
ら
仕
方
な
け
れ

ば
貿
易
は
認
め
る
と
い
う
、
柔
軟
な
対
応
が
そ
れ
な
り
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
水
野
忠
邦
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍

艦
が
来
日
す
る
計
画
が
あ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
か
ら
秘
密
情
報
を
与
え
ら

れ
驚
き
ま
す
。こ
の
情
報
に
よ
り
、異
国
船
打
払
令
を
実
行
し
て
は
紛
争
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
を
撤
回
し
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
天
保
の

薪
水
給
与
令
を
発
令
し
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
軍
備
を
増
強
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
長
崎

の
町
年
寄
で
あ
る
高
島
秋
帆
を
江
戸
に
招
い
て
武
蔵
徳
丸
原
（
現
、
東
京
都
板

橋
区
徳
丸
）
に
て
西
洋
砲
術
を
演
習
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
海
岸
防
備
を
強
化

す
る
と
い
う
こ
と
で
オ
ラ
ン
ダ
を
通
し
て
洋
式
の
銃
や
大
砲
を
輸
入
し
て
い
ま

す
。
西
洋
砲
術
を
部
分
的
に
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
過
程

で
蒸
気
機
関
車
と
蒸
気
船
を
輸
入
し
た
い
と
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
働
き
か

け
ま
す
。
水
野
忠
邦
は
こ
の
後
失
脚
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

割
と
早
い
時
期
に
蒸
気
船
が
輸
入
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う

に
軍
備
の
増
強
が
長
崎
と
関
係
の
深
い
形
で
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す

が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
あ
た
る
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
に
高
島
秋
帆
が
謀
反

の
疑
い
で
捕
縛
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
逆
向
き
の
動
き
も
現
れ
ま
す
。
す
べ

て
は
ジ
グ
ザ
グ
と
し
た
進
行
を
取
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
天
保
期
は
、

紛
争
は
回
避
し
他
方
軍
備
は
増
強
す
る
と
い
う
路
線
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
の
後
、
頻
繁
に
英
米
仏
露
の
軍
艦
が
や
っ
て
き
ま
す
。
長
崎
に
限

り
ま
す
と
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
艦
が
長
崎
に
や
っ
て
き
て
、

い
わ
ゆ
る
「
開
国
勧
告
」
を
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
サ
マ
ラ

ン
グ
号
が
長
崎
に
来
航
し
測
量
を
行
い
、
翌
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ

艦
隊
司
令
官
セ
シ
ュ
が
長
崎
に
来
航
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ

は
長
崎
に
限
定
し
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
諸
外
国
の
船
が
や
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
事
態
に
危
機
感
を
抱
い
た
と
考
え
ら

れ
る
天
皇
と
公
家
た
ち
が
幕
府
に
対
し
て
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
海
防

を
強
化
せ
よ
と
勅
書
を
下
し
ま
す
。

朝
廷
や
天
皇
が
幕
府
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
政
治
的
な
指
示
を
す
る
と
い
う

の
は
そ
れ
ま
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
上
天
皇
が
政
治
的
な
発
言
を
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
の
と
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
当
時
そ
う
い
う
憲

法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
天
皇
や
朝
廷
が
政
治
向
き

の
発
言
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
弘
化
三
年

の
海
防
勅
書
と
い
う
の
は
、
天
皇
や
朝
廷
が
現
実
の
政
治
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
、

関
わ
る
、
発
言
す
る
と
い
う
こ
と
の
始
ま
り
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
次
に
維
新
変
革
へ
の
転
換
点
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
が
本
格
的

な
維
新
変
革
の
は
じ
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
に
ペ
リ
ー
が
来
航
し
ま
す
。
そ
の
翌
年
に
日
米
和
親
条
約
が
締

結
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
は
、
下
田
、
箱
館
の
開
港
と
欠
乏
品
の
供
給
・
漂
流
民
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保
護
が
基
本
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
と
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
窓
を
開
け
る
と
も
っ
と
開
け
ろ
と
い
う
要
求
が
出
て
く

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
一
度
開
け
た
も
の
は
も
う
閉
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
事

態
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。こ
の
中
で
江
戸
幕
府
は
重
要
な
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
回
答
を
何
と
答
え
る
か
を
大
名
以
下
幕
臣
、
大
名
の

家
来
た
ち
に
諮
問
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
前
代
未
聞
の
出
来
事
で

し
た
。

江
戸
幕
府
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
幕
府
専
制
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
幕
府
が
独
自
に
物
事
を
判
断
し
て
政
策
を
打
ち
、
対
応
す

る
と
い
う
、
こ
う
い
う
政
治
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
物
事
を
決

め
る
際
に
大
名
や
陪
臣
に
ま
で
意
見
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
全

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
非
常
に
意
味

が
あ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
大
名
ら
の
幕
政
へ
の
参
加
、
発
言
と
い
う
も
の

に
道
を
開
い
た
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
は
、
公
議
政
治
や
公
論
政
治
と
い
う
の

で
す
が
、
要
す
る
に
多
く
の
人
の
意
見
や
議
論
を
踏
ま
え
て
政
治
を
進
め
て
い

く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
公
議
政
治
に
道
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
諮

問
は
幕
末
政
治
史
の
画
期
・
転
機
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
こ

の
段
階
で
幕
府
専
制
を
放
棄
し
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

ま
ま
幕
府
専
制
の
政
治
を
行
う
の
か
、
こ
れ
に
大
名
た
ち
が
加
わ
っ
た
政
治
の

仕
組
み
を
作
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

最
も
重
要
な
の
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
） 

日
米
修
好
通
商
条
約
が
締
結

さ
れ
た
と
い
う
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、な
ぜ
重
要
か
と
い
い
ま
す
と
、

そ
れ
ま
で
長
崎
で
行
わ
れ
て
い
た
会
所
貿
易
、
管
理
貿
易
が
自
由
貿
易
へ
転
換

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
原
則
的
に
言
い
ま
す
と
、
商
人
と
商
人
同
士
が
取
引

を
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
転
換
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
「
資
本

主
義
的
世
界
市
場
へ
の
編
入
」
こ
の
よ
う
な
用
語
を
使
い
ま
す
の
で
、
今
回
も

使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
近
世
江
戸
時
代
経
済
の
大
変
動
を

生
ん
で
い
き
ま
す
。

今
ま
で
国
内
で
閉
じ
て
い
た
、
厳
密
に
い
う
と
完
全
に
閉
じ
て
い
る
か
は
と

も
か
く
異
論
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の
貿
易
の
規
模
、
質
量
を
考
え

る
と
概
ね
国
内
で
モ
ノ
の
流
れ
は
閉
じ
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
の
も

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
外
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
す
ね
。
無
制
限

に
で
も
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
そ
れ
ま
で
の
流

通
や
そ
の
仕
組
み
が
大
転
換
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
中
に
日
本
人
は
叩

き
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
転
換
点
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
条
約
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
幕
府
は
欧
米
諸
国
を
敵
に
回
し
て
戦
争
は

で
き
な
い
と
い
う
判
断
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
松
平

定
信
以
来
の
伝
統
的
な
幕
府
の
人
び
と
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
勝

て
な
い
戦
争
は
避
け
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
貿
易
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
結
局
貿
易

を
す
る
こ
と
で
富
国
を
図
る
、
こ
れ
し
か
道
は
な
い
と
い
う
判
断
を
当
時
の
老

中
阿
部
正
弘
が
下
し
て
、
条
約
を
結
ぶ
と
い
う
方
向
に
も
っ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
中
に
は
反
対
す
る
人
た
ち
も
い
て
、
多
数
派
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど

も
有
力
な
大
名
に
も
反
対
論
者
、
危
惧
す
る
人
が
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態

の
中
で
条
約
調
印
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
反
対
論
が
沸
騰
す
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
抑
え
る
か
と
い
う
と
き
に
天

皇
の
権
威
を
利
用
し
、
日
米
修
好
通
商
条
約
を
締
結
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

幕
府
と
し
て
は
、
今
ま
で
朝
廷
、
天
皇
は
幕
府
の
言
う
と
お
り
に
従
っ
て
い

た
の
で
、
今
回
も
協
力
し
て
く
れ
る
は
ず
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

二
〇
〇
年
間
、
朝
廷
と
江
戸
幕
府
の
関
係
は
構
築
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
幕

府
の
判
断
に
反
対
せ
ず
、
勅
許
が
お
り
る
も
の
と
考
え
る
の
も
ご
く
自
然
な
思
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考
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
計
画
は
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
当
時
の
天
皇
は
孝
明
天
皇
で
攘
夷
主
義
者
で
あ
り
ま
し
た
。

彼
は
、
そ
れ
ま
で
自
分
の
先
祖
に
あ
た
る
天
皇
た
ち
が
生
き
て
き
た
、
鎖
国
と

い
う
仕
組
み
な
ど
を
自
分
の
代
で
変
え
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
こ
の
案
に
賛

成
で
き
な
い
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
若
い
下
級
の
公
家
た
ち
が

そ
れ
に
同
調
し
て
、
強
く
こ
の
条
約
に
反
対
し
ま
し
た
。
結
果
、
孝
明
天
皇
は

こ
の
よ
う
な
人
び
と
に
支
え
ら
れ
勅
許
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
件
の
問
題
点
は
、
幕
府
と
朝
廷
が
こ
の
よ
う
な
重
要
問
題
を
巡
っ
て
、

意
見
が
対
立
し
た
点
に
あ
り
ま
す
。
江
戸
幕
府
は
条
約
に
調
印
す
る
、
朝
廷
は

調
印
に
反
対
す
る
と
い
う
立
場
に
な
り
ま
し
た
。
国
論
が
二
分
し
た
の
で
す
。

幕
府
は
大
老
に
な
っ
た
井
伊
直
弼
の
下
で
、
大
名
た
ち
の
意
見
を
聞
い
て
勅

許
を
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
総
領
事
の
ハ
リ
ス
か
ら
「
こ
ん
な

に
の
ろ
の
ろ
動
い
て
い
た
の
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
軍
艦
を
派
遣
し

て
酷
い
こ
と
に
な
る
」
と
脅
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
怯
え
た
幕
府
は
、
勅
許
を

得
ず
に
日
米
修
好
通
商
条
約
に
サ
イ
ン
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

天
皇
が
反
対
し
て
い
る
の
に
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
調
印
す
る
と
は
何
事
か
と

幕
府
を
批
判
す
る
世
論
が
沸
騰
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
尊
王
攘
夷
論
に
火
を
つ
け

ま
す
。
あ
る
い
は
、
天
皇
の
権
威
を
利
用
し
て
幕
府
を
批
判
す
る
、
抵
抗
す
る

運
動
が
高
揚
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
び
と
に
支
え
ら
れ
て
、
天
皇
の

権
威
が
頂
点
ま
で
昇
り
詰
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
悪
化
し
て
い
き
ま
す
。
対
外

的
な
、
国
家
的
な
自
立
を
維
持
出
来
る
の
か
と
い
う
非
常
な
危
機
感
が
生
ま
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
中
で
対
外
的
な
独
立

を
実
現
で
き
る
国
家
体
制
を
い
か
に
し
て
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
模
索
が
始

ま
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
幕
府
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と

し
た
か
と
い
う
と
、
国
論
の
分
裂
状
況
を
解
決
す
る
た
め
に
孝
明
天
皇
の
妹
の

和
宮
を
将
軍
の
御
台
所
に
す
る
と
い
う
、
和
宮
降
嫁
を
行
い
、
公
武
合
体
を
実

現
し
て
、
国
論
の
分
裂
を
修
復
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の
下
で
、
諸
外
国
と

の
関
係
に
も
あ
た
っ
て
い
こ
う
、
要
す
る
に
内
憂
外
患
に
対
応
し
よ
う
と
し
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
諸
大
名
の
中
か
ら
、
幕
政
を
改
革
し
て
よ
り
強
力
な
幕
府
を
中

央
に
作
ろ
う
と
い
う
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
決
し
て
幕
府
を
否
定
し

よ
う
と
か
、
倒
そ
う
と
か
、
そ
う
い
う
運
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
初

に
動
き
出
し
た
の
が
長
州
藩
で
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
） 

長
井
雅
楽
に
よ
る

航
海
遠
略
策
と
い
う
考
え
を
携
え
て
動
き
出
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
朝
廷
と
幕

府
に
、
公
武
合
体
を
行
い
海
外
に
雄
飛
す
る
策
を
献
策
し
ま
す
。
こ
の
時
期
の

長
州
藩
は
公
武
合
体
派
で
し
た
。

長
州
藩
か
ら
一
年
遅
れ
た
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
薩
摩
藩
の
島
津
久
光

が
兵
を
率
い
て
上
洛
し
ま
す
。
そ
し
て
、
公
家
の
大
原
重
富
が
勅
使
に
な
り
、

幕
府
へ
幕
政
改
革
を
要
求
す
る
際
に
随
行
し
、
江
戸
下
向
し
ま
す
。
江
戸
幕
府

は
、
こ
の
要
求
を
受
け
て
、
将
軍
後
見
職
と
政
事
総
裁
職
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
こ
の
時
島
津
久
光
ら
が
要
求
し
た
、
有
力
大
名
を
大
老
な
ど
に
据
え

て
ほ
し
い
と
い
う
策
に
つ
い
て
は
幕
府
が
拒
絶
を
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
幕
府

は
西
洋
式
陸
軍
を
創
設
す
る
と
い
う
軍
事
改
革
に
着
手
し
て
い
ま
す
。
以
上
を

私
た
ち
は
文
久
の
幕
政
改
革
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
公
武
の
間
を
斡

旋
し
て
、
幕
府
の
機
能
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
幕
府
の
政
治
に
有
力
な
大
名
が
参
加
を
す
る
と
い
う
運

動
で
も
あ
り
、
こ
れ
が
長
く
続
く
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
の
動
き
が
鎖
国
攘
夷
運
動
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
長
州
藩

と
草
莽
層
・
過
激
派
公
家
た
ち
に
よ
る
尊
王
攘
夷
派
の
動
き
で
あ
り
ま
す
。
彼

ら
は
朝
廷
を
占
拠
し
、
朝
廷
の
様
々
な
決
定
を
左
右
し
て
し
ま
う
事
態
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
当
時
の
孝
明
天
皇
は
、
自
分
で
は
賛
成
で
は
な
い
こ
と
で
も
、
彼
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ら
が
協
議
を
す
る
と「
ふ
ん
ふ
ん
」と
そ
れ
に
う
な
ず
い
て
い
た
。「
ふ
ん
ふ
ん
」

と
う
な
ず
く
の
は
お
そ
ら
く
反
対
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
天
皇
か

ら
幕
府
や
大
名
に
だ
さ
れ
た
叡え

い
り
ょ慮

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。当
時
の
史
料
に「
下

か
ら
出
る
叡
慮
の
み
」
と
い
う
風
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

孝
明
天
皇
本
人
に
つ
い
て
は
、
周
り
の
人
び
と
が
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
権
威
が
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
天
皇
と
い
う

立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た
叡
慮
に
は
権
威
が
と
も
な
い
ま
す
の
で
、
天
皇
の
権
威

は
頂
点
に
達
し
ま
す
。
私
は
、
歴
史
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
彼
ら
は
、
幕
府
に
攘
夷
戦
争
を
行
わ
せ
て
、
条
約
を
破
棄
さ
せ
よ
う

と
し
ま
す
。
条
約
を
破
棄
さ
せ
る
と
、
対
外
的
な
戦
争
に
な
る
の
で
、
攘
夷
戦

争
を
す
る
と
い
う
手
順
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
幕
府
は
元
々
、
戦
争
を
避
け
る

と
い
う
方
針
な
の
で
、
そ
れ
を
は
じ
め
は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
天
皇
の
叡
慮
と
し
て
攘
夷
要
求
が
出
て
く
る
の
で
、
受
け
入
れ
た
く
も
な

い
け
れ
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
攘
夷
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
文
久
三

年
（
一
八
六
三
）
五
月
に
攘
夷
を
行
う
と
触
れ
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
が
続
く
の
は
天
皇
も
困
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
事

態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
薩
摩
藩
、
あ
る
い
は
桑
名
藩
、
会
津
藩
な
ど
の
兵
を

動
員
し
、
ク
ー
デ
タ
ー
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
八
月
一
八
日
政
変
と
言
わ

れ
る
も
の
で
、
こ
の
政
変
に
よ
っ
て
尊
王
攘
夷
派
は
朝
廷
か
ら
追
放
さ
れ
ま

す
。
特
に
中
心
と
な
っ
た
、
長
州
藩
が
京
都
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

一
旦
、
京
都
に
お
け
る
勢
力
を
失
っ
た
長
州
藩
は
再
び
そ
の
勢
力
を
京
都
に

戻
そ
う
と
し
て
、
京
都
に
兵
を
派
遣
し
上
洛
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
迎
え
撃
っ
た

幕
府
側
の
兵
と
戦
争
と
な
り
ま
す
。こ
れ
が
禁
門
の
変
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
す
。

今
で
も
京
都
御
所
の
外
郭
の
門
扉
に
は
こ
の
時
の
鉄
砲
の
跡
と
言
わ
れ
る
穴
が

空
い
て
い
ま
す
。

加
え
て
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
英
米
仏
蘭
が
下
関
を
砲
撃
し
ま
す
。
今
は

下
関
戦
争
と
呼
ば
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
尊
王
攘
夷
派
は

勢
力
を
低
下
さ
せ
退
場
し
て
い
き
ま
す
。

た
だ
し
気
を
付
け
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、長
州
藩
は
尊
王
攘
夷
を
軍
事
面
、

経
済
面
で
支
え
て
い
た
の
で
す
ね
。
彼
ら
の
攘
夷
論
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
長
州
藩
は
和
親
条
約
で
あ
っ
て
も
通
商
条
約
で
あ
っ
て
も
、

欧
米
諸
国
の
圧
力
に
よ
っ
て
屈
服
し
て
結
ん
だ
条
約
で
あ
り
、
こ
れ
が
よ
く
な

い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
脅
し
や
圧
力
に
よ
っ
て
結
ば
さ
れ
た
通

商
条
約
を
一
旦
破
棄
す
れ
ば
攘
夷
戦
争
に
な
る
が
、
そ
の
後
に
主
体
的
に
条
約

を
結
び
な
お
そ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
開
国
す
る
た
め

に
攘
夷
戦
争
を
す
る
と
い
う
主
張
だ
っ
た
の
で
す
。
単
純
で
狂
信
的
な
攘
夷
論

と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
長
州
藩
の
考
え
と
草
莽
層
や
過
激
派
の
公
家
が
描
い
て
い
た

こ
と
が
イ
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
か
は
、
非
常
に
微
妙
な
問
題
の
よ
う
で
す
。
こ
れ

ぐ
ら
い
の
リ
ア
ル
さ
が
な
い
と
、
幕
末
の
政
治
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
は
お
そ
ら

く
無
理
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
こ
う
い
う
時
に
リ
ア
ル
さ
を
感
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
動
き
が
三
方
向
か
ら
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
危
機
の

深
刻
化
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
幕
府
専
制
と
か
幕
府
を
強
化
す
る
た
め
に
諸

大
名
が
幕
政
に
参
加
し
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
幕
府
な
ど
で
は
な
い
、

新
し
い
政
体
を
樹
立
し
て
い
こ
う
と
い
う
運
動
が
強
ま
り
ま
す
。
こ
れ
が
次
の

段
階
で
す
。
こ
れ
以
前
の
長
州
藩
や
薩
摩
藩
の
よ
う
に
朝
幕
の
間
、
天
皇
と
将

軍
の
間
を
取
り
持
っ
て
、
政
治
参
加
を
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
幕
府
の
存
在

を
前
提
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
の
長
州
藩
の
よ
う
な
、
尊
王
攘
夷
で
攘
夷

戦
争
を
し
よ
う
と
す
る
の
も
、幕
府
に
戦
争
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

幕
府
の
存
在
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
幕
府
抜
き
に
新
し
い
政
治
体
制

を
作
ろ
う
と
す
る
動
き
が
次
の
段
階
で
や
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
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ら
が
倒
幕
と
い
う
運
動
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。先
取
り
の
よ
う
で
す
が
、

私
も
最
初
の
頃
は
「
と
う
ば
く
」
に
ど
の
字
を
あ
て
れ
ば
い
い
か
迷
い
ま
し
た
。

「
倒
幕
」「
討
幕
」
と
わ
か
り
に
く
か
っ
た
の
で
す
が
、
要
す
る
に
幕
府
抜
き
の

政
治
体
制
を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
は
す
べ
て
幕
府
を
倒
そ
う
と
す
る
運
動

で
す
ね
。
だ
か
ら
幕
府
を
倒
す
と
い
う
こ
と
で
「
倒
幕
運
動
」
な
の
で
す
。
こ

の
中
で
さ
ら
に
武
力
を
行
使
し
て
幕
府
を
討
つ
と
い
う
の
が
「
討
幕
運
動
」
だ

ろ
う
と
、
分
け
て
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
州
藩
を
主
体
と
し
た
尊
王
攘
夷
派
が
退
潮
し
、
勢
力
を
失
っ
て
く
る
と
、

そ
の
中
で
幕
府
は
天
皇
に
銃
口
を
向
け
た
古
今
未
曽
有
の
朝
敵
と
い
っ
て
長
州

藩
を
攻
撃
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
元
治
元
年
の
第
一
次
幕
長
戦
争
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
長
州
藩
は
家
老
な
ど
の
首
を
差
し
出
し
て
、
幸
い
戦
う
こ
と
な
く
屈
服

を
し
ま
し
た
。
実
際
の
戦
火
を
交
え
る
こ
と
な
く
収
束
し
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
長
州
藩
の
内
部
で
は
幕
府
に
首
だ
け
差
し
出
し
て
、
ひ
た
す
ら
従

う
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
反
対
だ
と
い
う
勢
力
、
高
杉
晋
作
ら
が
藩
内
で
内
戦

を
繰
り
広
げ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
藩
内
の
主
導
権
を
握
り
、
そ
こ
で
打
ち

立
て
ら
れ
た
方
針
が
幕
府
に
対
し
て
抵
抗
は
す
る
、
そ
の
た
め
に
軍
備
は
整
え

る
。
幕
府
側
が
長
州
藩
の
望
む
動
き
を
す
る
な
ら
従
う
け
れ
ど
、
こ
れ
に
反
す

る
な
ら
ば
抵
抗
す
る
、
と
い
う
方
針
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
見
た
幕
府
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
動
き
が
長
州
藩
に
あ
る
と
、
再
び
長

州
を
討
つ
と
い
う
戦
争
を
始
め
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
第
二
次
幕
長
戦
争
で

す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
ど
う
考
え
て
も
長
州
藩
に
対
し
諸
大
名
を
軍
事
動
員

し
て
叩
き
潰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
権
威
を
再
強
化
し
よ
う
と
い
う
動
き

で
は
な
い
か
と
、西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
に
読
ま
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
結
果
、
薩
摩
藩
は
そ
れ
ま
で
路
線
の
違
い
で
対
立
し
て
い
た
長
州
藩
を
支

援
す
る
と
い
う
動
き
を
取
り
ま
す
。

そ
の
中
で
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
薩
長
盟
約
（
薩
長
同
盟
）
に
よ
っ
て
、

協
力
し
て
幕
府
に
抗
戦
す
る
と
い
う
体
制
を
と
り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
坂
本
龍

馬
な
ど
が
活
躍
を
す
る
と
い
う
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
第

二
次
幕
長
戦
争
の
中
で
、
幕
府
軍
は
敗
北
し
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
れ
だ
け
の
軍

事
動
員
を
し
な
が
ら
長
州
藩
領
に
入
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
大
敗
北

で
し
た
。
こ
れ
は
、
幕
府
と
将
軍
の
権
力
お
よ
び
権
威
の
決
定
的
な
失
墜
で
し

た
。
こ
れ
か
ら
幕
府
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
事
態
に
な
り

ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
幕
府
に
代
わ
る
政
治
体
制
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
、
動
き
が
急

ピ
ッ
チ
で
進
み
ま
す
。
そ
の
新
し
い
政
体
は
結
局
、
西
周
や
坂
本
龍
馬
の
い
わ

ゆ
る
船
中
八
策
な
ど
に
描
か
れ
る
よ
う
な
、
幕
府
を
否
定
し
諸
大
名
が
会
議
を

し
て
政
治
を
運
営
し
て
い
く
、
議
会
な
ど
も
作
る
と
い
う
よ
う
な
新
し
い
政
治

体
制
、
つ
ま
り
、
公
議
政
体
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
す
が
、
路
線
が
二

つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
欧
米
諸
国
は
自
由
貿
易
を
日
本
に
強
制

し
、
一
旦
認
め
て
始
ま
っ
た
自
由
貿
易
を
ひ
た
す
ら
維
持
・
拡
大
し
よ
う
と
し

て
軍
事
的
な
圧
力
を
か
け
る
、
単
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
る
だ
け
で
は
な
く
て

実
際
に
攻
撃
も
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
生
麦
事
件
で
賠
償

金
を
支
払
え
と
言
わ
れ
、
幕
府
は
こ
れ
を
一
旦
拒
否
し
ま
す
が
イ
ギ
リ
ス
に
圧

力
を
か
け
ら
れ
、
開
戦
や
む
な
し
の
状
況
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
事
態
に

な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
自
由
貿
易
を
阻
害
す
る
な
ら
軍
事
力
は
行
使
す
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
の
で
す
。
さ
ら
に
生
麦
事
件
に
関
わ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
艦
隊
が
薩
摩

藩
を
攻
撃
し
ま
す
。
ま
た
、
自
由
貿
易
を
阻
害
す
る
最
大
の
震
源
地
で
あ
る
長

州
藩
を
四
国
連
合
艦
隊
が
攻
撃
を
す
る
、
下
関
戦
争
が
起
こ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
決
し
て
、
欧
米
諸
国
は
に
こ
や
か
な
顔
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
自

由
貿
易
を
妨
げ
る
な
ら
軍
事
圧
力
だ
け
で
な
く
て
、
軍
事
行
動
を
と
る
ぞ
と
示

し
て
い
る
の
で
す
。



− −75

そ
の
中
で
、
深
刻
な
国
家
的
民
族
的
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新

し
い
政
治
組
織
の
樹
立
が
急
が
れ
た
わ
け
で
す
。
一
つ
は
公
議
政
体
派
と
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
が
、
土
佐
藩
で
は
坂
本
龍
馬
や
後
藤
象
二
郎
ら
が
中
心
と
な
っ

て
、
今
は
国
内
で
戦
争
を
し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
、
平
和
的
に
政
体
変
革
を

す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
し
た
。
彼
ら
は
、
徳
川
慶
喜
を
説
得
し
て
大
政
奉
還

に
よ
り
平
和
的
に
政
治
体
制
を
移
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
う

ま
く
成
功
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
政
奉
還
後
は
、
天
皇
を
頂
点
に
徳
川
家
ら

諸
大
名
が
並
列
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
仕
組
み
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
ど
う

や
っ
て
新
し
い
政
治
体
制
を
作
る
の
か
と
い
う
点
は
は
っ
き
り
と
決
ま
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
、
薩
長
を
中
心
と
し
た
討
幕
派
は
、
武
力

行
使
に
よ
る
政
体
の
樹
立
を
目
指
し
ま
す
。
そ
の
前
提
に
「
討
幕
の
密
勅
」
と

い
う
非
常
に
危
う
い
、
い
い
加
減
な
も
の
を
朝
廷
か
ら
引
き
出
し
ま
す
。
そ
し

て
、
土
佐
藩
を
中
心
と
し
た
公
議
政
体
派
の
新
政
体
の
樹
立
が
も
た
つ
い
て
い

る
間
隙
を
突
い
て
、
武
力
行
使
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
、
王
政
復
古
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、
天
皇
を
頂
点
に
大
名
や
公
家
ら
を
結
集
さ
せ
た
新
政
体
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
政
権
に
徳
川
慶
喜
を
い
れ
る
か
い
れ
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
揉
め
て
、
一
度
は
い
れ
る
と
い
う
方
向
に
な
っ
た
の
だ
け
れ
ど

も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
薩
長
は
入
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
様
々

旧
幕
府
勢
力
を
挑
発
し
ま
す
。
こ
の
挑
発
に
乗
っ
た
た
め
に
、
鳥
羽
伏
見
の
戦

い
へ
と
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
戊
辰
戦
争
が
一
年
以
上
に
わ
た
っ

て
続
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

お
お
ま
か
に
説
明
し
ま
す
と
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
当
時
渦
中
の
人
び
と
は
、
こ
う
い
う
動
き
に

な
る
な
ん
て
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
み
ん
な
が
先
を
読
め
て
行
動

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
彼
ら
な
り
に
先
を
見
な
が
ら
行
動
し
て
い
る
の
だ
と
は
思
う
の
で

す
が
、
し
か
し
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
ん
な
人
び
と

が
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
持
ち
な
が
ら
行
動
し
て
、
そ
れ
が
寄
り
集
ま
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

私
は
結
果
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
当
時
の
人
び
と
が
こ
の
よ
う
に
認
識

で
き
た
か
と
い
う
と
全
く
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
え
ば
、

現
代
も
全
く
同
じ
で
い
ろ
ん
な
考
え
方
の
人
が
い
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ

た
り
や
っ
た
り
し
て
、
あ
る
い
は
政
治
な
ん
か
一
切
か
か
わ
り
合
い
た
く
な
い

と
い
う
人
も
い
ま
す
。
こ
の
時
代
そ
う
い
う
人
も
多
く
い
た
の
で
す
。
そ
れ
も

政
治
へ
の
参
加
の
仕
方
で
あ
り
ま
す
。
先
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
な
り
に
自
分
た
ち
の
考
え
方
を
も
っ
て
、
勢
力
を
拡
大
し
て
突
き
進
ん
で

い
っ
た
と
こ
ろ
に
維
新
変
革
が
生
ま
れ
た
、
と
い
う
の
が
生
々
し
い
歴
史
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

雑
駁
で
駆
け
足
な
話
で
し
た
が
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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