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露
口
●
本
日
は
会
津
か
ら
、
お
二
人
の
方
が
来

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
学
芸
員
や
調

査
員
を
し
て
お
ら
れ
、
現
場
に
立
っ
て
様
々
な

こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
今
年
は

新
島
八
重
の
展
示
に
関
わ
る
な
ど
共
通
点
を
多

く
お
持
ち
な
の
で
、
本
日
は
ど
の
よ
う
な
お
話

を
伺
え
る
か
、
と
て
も
楽
し
み
で
す
。
ま
ず
は

皆
さ
ん
、
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

阿
部
●
福
島
県
立
博
物
館
で
学
芸
員
を
し
て
、

８
年
目
に
な
り
ま
す
。
県
庁
所
在
地
は
福
島
市

で
す
が
、
県
立
博
物
館
は
会
津
若
松
市
の
、
鶴

ヶ
城
の
三
の
丸
跡
地
に
あ
り
ま
す
。
私
の
担
当

は
近
世
、
江
戸
時
代
で
す
。
最
近
で
は
、
江
戸

時
代
初
期
の
会
津
藩
主
で
会
津
松
平
家
の
祖
で

あ
る
保
科
正
之
の
展
示
の
企
画
な
ど
に
携
わ
り

ま
し
た
。
今
日
の
お
話
に
も
出
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
新
島
八
重
と
、
会
津
藩
の
藩
是
で
あ

る
家か

訓き
ん

と
の
関
係
は
、
八
重
と
会
津
を
語
る
上

で
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
家
訓
は
保
科
正
之
が
定
め
た
も
の
で
す
の

で
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
今
後
は
家
訓
の

研
究
な
ど
も
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

湯
田
●
私
も
若
松
城
天
守
閣
郷
土
博
物
館
に
学

八
重
を
育
ん
だ
会
津
の
風
土

芸
員
と
し
て
勤
務
し
て
、
８
年
目
で
す
。
若
松

城
と
い
う
よ
り
「
鶴
ヶ
城
」
の
名
で
知
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
天
守
閣
の
内
部
が

博
物
館
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
の
方
は
、

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
し
で
も

若
松
城
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

日
々
勉
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
新
島
八
重

の
研
究
に
関
し
て
は
、
同
じ
女
性
と
い
う
観
点

で
取
り
上
げ
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
私

が
担
当
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
９
月
に
は
企
画

展
も
行
い
ま
し
た
。
会
津
の
歴
史
に
お
い
て
、

幕
末
と
い
う
時
代
は
一
つ
の
大
き
な
部
分
を
占

め
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
女
性
が
ど
う
関
わ

っ
て
い
た
の
か
。
分
か
り
に
く
い
部
分
が
多
い

と
は
思
い
ま
す
が
、
史
料
を
通
し
て
分
か
る
こ

と
を
皆
様
に
ご
紹
介
で
き
る
よ
う
、
勉
強
を
続

け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

小
枝
●
私
も
２
０
０
３
年
に
同
志
社
社
史
資
料

セ
ン
タ
ー
で
働
き
始
め
て
か
ら
８
年
目
と
い
う

こ
と
に
、
い
ま
気
づ
き
ま
し
た
。
現
在
は
八
重

の
史
料
を
整
理
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
史

料
を
対
外
的
に
活
用
す
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。
２
０
１
２
年
は
９
月
に
、
全
国
に
先

駆
け
て
福
島
県
の
二
本
松
市
と
白
河
市
で
特
別

企
画
展
「
新
島
八
重
の
生
涯
と
戊
辰
戦
争
展
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
催
は
福
島
県
と
両
市
、

福
島
県
観
光
物
産
交
流
協
会
で
、
両
方
の
会
場

を
合
わ
せ
て
１
０
０
点
以
上
、
八
重
・
襄
関
連

の
資
料
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
阿
部
さ
ん
に
は

二
本
松
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
し
、
湯
田
さ

ん
に
も
資
料
を
お
借
り
す
る
た
め
何
度
ご
相
談

し
た
こ
と
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
２
０
１
３
年
は

大
河
ド
ラ
マ
放
送
の
本
番
で
す
が
、
東
北
・
福

島
に
エ
ー
ル
を
送
る
と
い
う
ド
ラ
マ
の
主
旨
に

賛
同
し
、
我
々
も
八
重
の
展
示
を
す
る
と
き
は
、

こ
の
視
点
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
日

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
心
に
留
め
な
が
ら
お
話

が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

露
口
●
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、
お
仕
事
を
し
て
い

る
年
数
も
同
じ
く
ら
い
な
の
で
す
ね
。
さ
て
、

本
日
は
３
つ
の
テ
ー
マ
を
考
え
て
い
ま
す
。
一

つ
目
は
近
世
会
津
の
風
土
、
二
つ
目
は
幕
末
、

特
に
戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
。
そ
し
て
三
つ
目
が

八
重
自
身
に
つ
い
て
。
三
つ
目
は
会
津
時
代
の

八
重
と
同
時
に
、
京
都
時
代
の
八
重
、
そ
し
て

京
都
で
暮
ら
す
八
重
に
と
っ
て
の
会
津
を
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
近
世
会
津
の
風
土
に
つ
い
て
、
少
し
予

備
知
識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
八
重
に
関
す
る
史

料
か
ら
語
れ
る
会
津
は
狭
い
範
囲
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
広
げ
て
会
津
の
風
土
、

地
理
的
環
境
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
知
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
2₄
歳
ま
で
会
津
に
い

た
八
重
は
、
ど
ん
な
四
季
を
過
ご
し
た
の
か
、

ど
ん
な
ふ
う
に
育
っ
た
の
か
。
阿
部
さ
ん
は
会

津
の
風
土
を
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
お
ら
れ
ま

す
か
。

阿
部
●
ま
ず
現
在
の
福
島
県
で
す
が
、
日
本
で

は
北
海
道
、
岩
手
県
に
次
い
で
３
番
目
に
広
い

面
積
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
東
か
ら
、

浜
通
り
、
中
通
り
、
会
津
と
い
う
三
つ
の
地
域

に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
最
も
新
潟
県
寄
り
に
位

置
し
て
い
る
の
が
会
津
で
す
。
会
津
若
松
は
盆

地
で
、
冬
は
雪
に
覆
わ
れ
て
寒
く
、
夏
は
暑
い

と
い
う
、
四
季
を
体
感
で
き
る
土
地
で
も
あ
り

ま
す
。
現
在
の
福
島
県
で
は
白
河
、
郡
山
、
福

座 談 会

会津の武家の子として生まれた新島八重（旧姓山本）。八重の人生を語る上で欠くこ
とのできない「戊辰戦争」を中心に、八重のふるさとである会津について、歴史的
側面から語っていただき、人物像を深める企画とした。

八重と会津

出席者
 阿

あ

部
べ

　綾
あ や

子
こ

氏 （福島県立博物館主任学芸員）

 湯
ゆ

田
だ

　祥
さ ち

子
こ

氏 （若松城天守閣郷土博物館学芸員）

 小
こ

枝
え だ

　弘
ひ ろ

和
か ず

　 （同志社社史資料センター社史資料調査員）

司　会
 露

つ ゆ

口
ぐ ち

　卓
た く

也
や

　 （大学文学部教授、同志社社史資料センター所長）

阿部　綾子氏
福島県立博物館
主任学芸員
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こ
と
に
つ
い
て
で
し
た
。
こ
れ
を
皆
、
最
初
か

ら
本
当
に
遵
守
し
た
の
か
ど
う
か
。
そ
こ
で
、

会
津
藩
の
正
史
で
あ
る
『
家
世
実
紀
』
な
ど
を

調
べ
て
い
き
ま
し
た
。

露
口
●
会
津
藩
に
と
っ
て
家
訓
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
の
中
で
ど
の
程
度
、
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部
●
幕
末
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
家
訓
は
絶

少
し
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

阿
部
●
家
訓
は
正
之
が
晩
年
に
制
定
し
た
も
の

で
、
形
式
的
に
は
会
津
藩
の
家
老
た
ち
に
宛
て

て
書
か
れ
て
お
り
、
政
治
に
あ
た
る
際
の
心
構

え
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
私
が
会
津
に
来
た
当

初
に
家
訓
に
つ
い
て
一
番
知
り
た
い
と
思
っ
た

の
は
、
よ
く
耳
に
し
た
「
家
訓
は
会
津
藩
の
憲

法
で
あ
り
、
絶
対
的
な
教
え
で
あ
る
」
と
い
う

　
露
口
●
初
代
藩
主
、
保
科
正
之
の
話
に
入
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
保
科
と
徳
川
幕
府
の
関
係
、

あ
る
い
は
会
津
藩
と
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
。

保
科
正
之
の
定
め
た
家
訓
の
第
一
条
は
、
大
変

有
名
で
す
ね
。
こ
の
家
訓
十
五
箇
条
に
つ
い
て
、

会
津
の
よ
り
ど
こ
ろ

「
家
訓
十
五
箇
条
」

は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部
●
直
接
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
郭
内
へ
の
出
入
り
を
許
さ

れ
た
商
人
が
お
武
家
さ
ん
の
屋
敷
に
行
く
こ
と

は
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
。

露
口
●
八
重
が
郭
外
に
出
る
こ
と
は
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

湯
田
●
高
い
家
格
の
生
ま
れ
で
し
た
の
で
、
町

人
と
気
軽
に
交
流
で
き
る
立
場
で
は
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
八
重
は
女
性
で
も
あ
り
ま
し
た

し
、
目
立
っ
た
動
き
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
風
潮
は
強
か
っ
た
と
も
思
い
ま
す
。

露
口
●
旅
人
も
た
く
さ
ん
会
津
を
通
っ
た
の
で

し
ょ
う
ね
。

阿
部
●
旅
人
も
物
資
も
、
た
く
さ
ん
会
津
藩
の

領
内
を
通
り
ま
し
た
。
保
科
正
之
の
時
代
の
政

策
の
一
つ
に
は
、
会
津
に
来
た
旅
人
を
大
切
に

す
る
内
容
の
も
の
が
あ
り
、
病
気
に
な
っ
た
旅

人
は
看
病
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

露
口
●
参
勤
交
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。

阿
部
●
保
科
正
之
だ
け
は
例
外
で
、
４
代
将
軍

家
綱
の
補
佐
を
務
め
た
時
は
ず
っ
と
江
戸
住
ま

い
で
、
20
年
以
上
会
津
に
帰
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

２
代
目
以
降
の
藩
主
は
通
常
の
参
勤
交
代
を
行

っ
て
い
ま
す
。

屋
が
多
数
あ
り
ま
し
た
し
、
塗
り
職
人
の
多
い

と
こ
ろ
、
問
屋
の
多
い
と
こ
ろ
な
ど
、
郭
外
に

は
職
種
ご
と
に
町
が
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
城

下
町
で
す
の
で
文
化
も
花
開
き
ま
し
た
。
福
島

県
立
博
物
館
で
も
、
会
津
塗
の
漆
器
や
文
人
の

書
画
な
ど
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

湯
田
●
酒
造
り
も
発
展
し
ま
し
た
し
、
江
戸
時

代
は
朝
鮮
人
参
の
栽
培
に
成
功
し
た
お
か
げ
で
、

輸
出
が
貴
重
な
財
源
に
な
り
ま
し
た
。
人
参
役

所
と
い
う
部
署
も
設
け
ら
れ
た
ほ
ど
で
す
。
現

在
も
薬
用
人
参
の
栽
培
が
行
わ
れ
て
お
り
、
伝

統
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。

阿
部
●
会
津
藩
第
一
の
産
物
と
い
う
と
、
や
は

り
蝋
で
す
ね
。
会
津
藩
で
は
会
津
塗
に
使
う
漆

の
樹
液
を
と
て
も
大
切
に
し
ま
し
た
が
、
同
時

に
実
も
非
常
に
大
事
に
し
ま
し
て
、
こ
の
実
が

蝋
燭
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
会
津
藩
の
代
表

的
な
産
物
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

小
枝
●
会
津
は
、
漆
器
に
し
ろ
、
絵
ろ
う
そ
く

な
ど
様
々
な
モ
ノ
資
料
か
ら
時
代
の
空
気
を
感

じ
取
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
ね
。
八
重
も
、
同

じ
空
気
に
ふ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
重
研
究
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
理
解

す
る
の
は
興
味
深
い
で
す
ね
。

露
口
●
そ
う
い
う
職
人
町
と
武
家
町
と
の
交
流

島
の
あ
る
中
通
り
が
一
番
の
幹
線
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
会
津
藩
が
一
番
石
高
の

多
い
大
藩
で
し
た
。
城
下
町
と
し
て
も
、
一
番

人
口
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。そ
れ
ま
で
も「
奥

州
の
喉
元
」
と
言
わ
れ
、
時
の
政
権
か
ら
重
視

さ
れ
た
土
地
で
し
た
し
、
豊
臣
秀
吉
も
徳
川
将

軍
家
に
し
て
も
、
会
津
に
は
信
頼
の
で
き
る
大

名
を
配
置
し
て
い
ま
し
た
。
物
流
面
で
も
、

越
後
街
道
を
通
じ
て
新
潟
へ
出
る
と
、
そ
こ
か

ら
は
日
本
海
海
運
に
よ
っ
て
京
都
方
面
に
も
つ

な
が
っ
て
お
り
、
ま
た
白
河
街
道
・
下
野
街
道
・

米
沢
街
道
・
二
本
松
街
道
な
ど
主
要
街
道
の
結

節
点
で
も
あ
っ
て
、
交
通
の
要
衝
で
し
た
。

露
口
●
戊
辰
戦
争
で
も
、
会
津
に
攻
め
込
ん
で

く
る
戦
い
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
ね
。
越
後
、

日
光
、
白
河
、
二
本
松
。
こ
れ
ら
も
会
津
へ
通

じ
る
街
道
の
入
口
で
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
会
津

の
物
産
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
。
会
津
は
近

世
の
初
め
頃
に
城
下
町
の
町
割
り
を
行
い
、
武

士
の
住
む
郭
内
と
町
人
の
住
む
郭
外
と
に
分
け

ま
し
た
ね
。
郭
内
と
郭
外
は
、
堀
や
土
塁
な
ど

で
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
郭
外
で
の
産
業
は
ど
う

だ
っ
た
の
で
す
か
。

阿
部
●
会
津
で
は
お
城
の
北
側
に
町
が
開
け
て

い
ま
し
た
。
越
後
街
道
沿
い
の
七
日
町
に
は
宿

一
、
大
君
の
儀
、
一
心
大
切
に
忠
勤
を
存
す
べ
し
、
列
国
の
例
を
以

て
自
ら
處
す
べ
か
ら
ず
、
も
し
二
心
を
懐
か
ば
則
ち
我
が
子
孫

に
非
ず
、
面
々
決
し
て
従
う
べ
か
ら
ず

一
、
武
備
を
怠
る
べ
か
ら
ず
、
士
を
選
ぶ
を
本
と
な
す
べ
し
、
上
下

の
分
を
乱
す
べ
か
ら
ず

一
、
兄
を
敬
い
、
弟
を
愛
す
べ
し

一
、
婦
人
女
子
の
言
、
一
切
聞
く
べ
か
ら
ず

一
、
主
を
重
ん
じ
、
法
を
畏
る
べ
し

一
、
家
中
風
儀
を
励
ま
す
べ
し

一
、
賄
を
行
い
媚
を
求
む
る
べ
か
ら
ず

一
、
面
々
依
怙
贔
屓
す
べ
か
ら
ず

一
、
士
を
選
ぶ
に
、
弁
辟
弁
侫
の
者
を
取
る
べ
か
ら
ず

一
、
賞
罰
は
家
老
の
外
こ
れ
を
参
知
す
べ
か
ら
ず
、
若
ら
ば
位
を
出

る
者
あ
ら
ば
こ
れ
を
厳
格
に
す
べ
し

一
、
近
侍
の
者
を
し
て
人
の
善
悪
を
告
げ
し
む
べ
か
ら
ず

一
、
政
事
は
利
害
を
以
て
道
理
を
枉
げ
る
べ
か
ら
ず
、
僉
議
は
私
意

を
挟
み
人
の
言
を
拒
む
べ
か
ら
ず
、
思
う
所
を
蔵
さ
ず
し
て
以

て
こ
れ
を
争
う
べ
し
、
甚
だ
相
争
う
と
い
え
ど
も
我
意
を
介
さ

む
べ
か
ら
ず

一
、
法
を
犯
す
者
は
宥
む
べ
か
ら
ず

一
、
社
倉
は
民
の
為
に
こ
れ
を
置
き
永
利
と
為
す
も
の
な
り
、
歳
饑

は
則
ち
発
出
し
て
こ
れ
を
済
う
べ
し
、
こ
れ
を
他
に
用
う
べ
か

ら
ず

一
、
も
し
そ
の
志
を
失
い
遊
楽
を
好
み
驕
奢
を
致
し
、
士
民
を
し
て

そ
の
所
を
失
わ
し
め
ば
、
則
ち
何
の
面
目
あ
っ
て
封
印
を
戴
き

土
地
を
領
せ
ん
、
必
ず
上
表
し
て
蟄
居
す
べ
し

会
津
家
訓
十
五
箇
条
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藩
主
の
松
平
慶
永
が
、
ず
い
ぶ
ん
容
保
を
説
得

し
た
。
そ
こ
で
家
訓
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な

る
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
慶
永
は
、
ど
う
い
う

言
い
方
で
容
保
を
説
得
し
た
の
で
す
か
。

湯
田
●
保
科
正
之
公
が
定
め
た
家
訓
第
一
条
を

持
ち
出
し
、
正
之
公
だ
っ
た
ら
受
け
た
で
あ
ろ

う
と
説
得
し
ま
し
た
。
家
訓
を
盾
に
迫
っ
た
と

言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
容
保
は
、

就
任
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
つ
く

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
容
保
が
養
子

で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

露
口
●
８
代
会
津
藩
主
の
甥
だ
っ
た
容
保
は
、

他
藩
か
ら
会
津
藩
へ
養
子
に
来
た
の
で
す
ね
。

湯
田
●
会
津
藩
の
命
運
を
、
自
分
は
握
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
自
分
の
代
で
会
津
藩
を
ど
う
に

阿
部
●
武
力
を
期
待
さ
れ
た
会
津
藩
は
、
特
に

19
世
紀
に
入
る
と
、
外
圧
に
対
す
る
備
え
と
し

て
蝦
夷
地
出
兵
を
し
ま
す
し
、
房
総
の
湾
岸
警

備
に
も
あ
た
り
、
実
際
に
武
力
を
期
待
さ
れ
る

場
面
が
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ

の
最
た
る
も
の
が
、
幕
末
の
京
都
守
護
職
で
す
。

そ
れ
ま
で
京
都
の
治
安
を
守
る
役
職
と
し
て
は

京
都
所
司
代
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
任

せ
れ
ば
い
い
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
京

都
を
守
り
き
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
有
事
の

際
に
は
将
軍
家
の
代
わ
り
と
な
る
会
津
藩
を
、

京
都
所
司
代
よ
り
も
上
級
の
地
位
に
就
け
て
、

京
都
の
防
備
に
当
た
ら
せ
る
目
的
で
生
ま
れ
た

の
が
京
都
守
護
職
で
し
た
。
こ
れ
は
新
設
の
役

職
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
奇
し
く
も
最
初
と

最
後
の
藩
主
が
幕
府
の
中
枢
に
入
っ
た
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

　
露
口
●
な
る
ほ
ど
。
そ
こ
で
湯
田
さ
ん
に
お
聞

き
し
た
い
の
で
す
が
、
京
都
守
護
職
へ
の
就
任

を
、
松
平
容
保
は
懸
命
に
何
度
も
辞
退
し
ま
す

ね
。
で
も
、
中
央
政
権
に
関
わ
っ
て
い
た
福
井

家
訓
を
盾
に
押
し
切
ら
れ
た

京
都
守
護
職
就
任

せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
も
『
家
世
実
紀
』
に
書
い

て
あ
る
こ
と
で
す
が
、
３
代
藩
主
正
容
の
時
代

に
、
幕
府
の
儒
官
だ
っ
た
林
信
篤
と
い
う
人
が
、

会
津
藩
の
財
政
が
苦
し
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て

苦
言
を
呈
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会
津
松
平

家
は
「
公
儀
之
御
血
統
ニ
候
間
、
公
方
様
之
御

身
上
同
前
」
と
。
徳
川
将
軍
家
の
血
筋
で
あ
る

か
ら
、
将
軍
の
身
の
上
と
同
然
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
す
。
続
い
て
「
只
今
静
成
代
ニ
候
故
何

之
事
も
無
之
候
へ
と
も
、
若
非
常
之
時
其
御
勤

被
成
候
段
、
御
血
脈
之
筋
目
と
申
ニ
而
、
御
名

代
ニ
御
立
可
被
成
御
家
」
と
あ
り
ま
す
。
会
津

松
平
家
は
公
儀
の
ご
血
統
で
あ
る
の
で
、
ひ
と

た
び
有
事
が
起
き
れ
ば
、
将
軍
の
名
代
に
立
つ

べ
き
家
柄
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
自
覚
し

て
非
常
時
の
た
め
に
普
段
か
ら
倹
約
に
努
め
、

家
来
を
統
率
し
て
軍
を
す
ぐ
に
動
か
せ
る
よ
う
、

す
ぐ
に
十
万
両
を
用
意
で
き
る
よ
う
な
財
力
を

蓄
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
意
見
し

た
の
で
す
。
こ
れ
が
、
当
時
の
会
津
藩
の
立
場

で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
が
幕
末
に
つ
な
が

っ
て
く
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

露
口
●
幕
末
へ
向
け
て
、
ど
ん
な
動
き
が
あ
り

ま
し
た
か
。

最
初
は
信
州
高
遠
の
保
科
家
で
養
子
と
し
て
育

て
ら
れ
た
。
３
代
将
軍
家
光
に
弟
と
し
て
認
め

ら
れ
、
会
津
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
３
代
藩

主
の
時
代
か
ら
、
既
に
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
て

い
た
松
平
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す

ね
。

阿
部
●
正
之
に
始
ま
る
会
津
松
平
家
の
歴
史
に

お
い
て
、
幕
府
と
の
関
係
で
特
徴
的
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
幕
府
政
治
の
中
枢
に

関
わ
る
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、
初
代
の
正
之
と

９
代
の
容か
た

保も
り

の
二
人
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
正
之
の
時
代
は
、
や
は
り
４
代
将
軍
家

綱
の
補
佐
を
し
た
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
特
徴

で
し
た
。
そ
の
頃
、
ま
だ
幕
府
で
は
大
老
職
が

固
ま
っ
て
い
な
い
時
期
で
し
た
の
で
、
正
之
の

役
職
や
立
場
も
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
て
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
正
之
が
幕

府
の
中
枢
で
果
た
し
た
役
割
は
、
２
代
目
に
は

引
き
継
が
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
は
大
き
な

特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

露
口
●
２
代
目
以
降
の
藩
主
た
ち
は
、
ど
の
よ

う
な
立
場
に
い
た
の
で
す
か
。

阿
部
●
幕
府
に
対
し
て
あ
る
程
度
オ
ブ
ザ
ー
バ

ー
の
よ
う
な
立
場
は
取
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
具
体
的
な
政
権
運
営
に
は
関
わ
っ
て
い
ま

程
度
違
い
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

露
口
●
十
五
箇
条
全
般
で
述
べ
て
い
る
の
は
、

道
徳
訓
で
し
ょ
う
か
。

阿
部
●
そ
う
で
す
ね
。
第
一
義
的
に
は
、
会
津

藩
を
統
治
す
る
上
で
の
心
構
え
を
重
臣
た
ち
に

説
い
た
内
容
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
広
く
、

多
く
の
人
に
行
き
わ
た
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
露
口
●
第
一
条
も
含
め
て
言
い
ま
す
と
、
要
す

る
に
藩
の
憲
法
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ

藩
主
を
縛
り
つ
け
る
よ
う
な
規
則
で
あ
る
わ
け

で
す
ね
。
将
軍
に
従
わ
な
い
藩
主
に
は
従
わ
な

く
て
い
い
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

そ
こ
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

さ
て
、
会
津
藩
が
幕
府
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
初
代
藩
主
の
保
科
正

之
は
、
徳
川
第
２
代
将
軍
秀
忠
の
子
で
す
ね
。

秀
忠
の
存
命
中
は
実
子
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、

徳
川
将
軍
家
の
血
縁
と
し
て

会
津
松
平
家
に
求
め
ら
れ
た
役
割

対
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
藩

主
の
代
替
わ
り
の
と
き
は
、
重
臣
た
ち
が
家
訓

を
前
に
し
て
誓
詞
血
判
を
し
ま
す
。
正
月
に
は
、

藩
主
も
正
装
の
う
え
居
ず
ま
い
を
正
し
、
家
訓

の
拝
読
式
を
行
う
。
家
老
が
初
め
て
職
に
就
く

と
き
は
、
正
之
の
画
像
を
前
に
し
て
、
家
訓
を

広
げ
て
誓
詞
血
判
を
行
っ
た
。
か
な
り
浸
透
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
正
之
が
亡
く
な
っ
て
す
ぐ
く
ら
い

の
時
期
、
江
戸
時
代
の
初
め
頃
で
す
と
、
誓
詞

を
拒
否
し
た
重
臣
も
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

家
訓
第
一
条
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
第

一
条
は
将
軍
家
に
絶
対
的
な
忠
誠
を
誓
う
と
い

う
内
容
で
す
が
、
そ
の
後
に
、
も
し
従
わ
な
い

藩
主
が
い
た
ら
、
そ
の
藩
主
に
は
従
う
な
と
書

い
て
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
家
臣
と
し
て
藩
主
に

は
絶
対
に
従
う
べ
き
な
の
で
、
第
一
条
は
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
、
誓
詞
血
判
を
拒
否

し
た
そ
う
で
す
。

露
口
●
ほ
ぉ
、
言
い
ま
す
ね
。

阿
部
●
そ
れ
で
重
役
を
降
り
た
よ
う
で
す
。
降

ろ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
と
こ

ろ
が
時
代
が
進
ん
で
い
く
と
、
無
条
件
で
誓
詞

血
判
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
江
戸
の
初
期
、
中
期
、
後
期
で
、
あ
る

湯田　祥子氏
若松城天守閣郷土博物館
学芸員
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会
津
藩
の
負
わ
さ
れ
た
責
任
だ
と
考
え
て
い
い

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
血
筋
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
将
軍
家
に
と
っ
て
会
津
松
平

家
は
非
常
に
特
殊
な
、
と
て
も
頼
り
に
す
べ
き

家
柄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

　
露
口
●
会
津
が
京
都
守
護
職
に
な
っ
た
時
の
、

朝
廷
や
孝
明
天
皇
と
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

湯
田
●
幕
末
に
な
る
と
、
朝
廷
と
の
関
係
は
形

骸
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

露
口
●
た
だ
松
平
容
保
は
、
孝
明
天
皇
と
の
関

係
が
深
か
っ
た
で
す
ね
。
福
島
県
で
行
わ
れ
た

展
示
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
容
保
に
は
孝
明
天

皇
か
ら
御ご

宸し
ん

翰か
ん

も
送
ら
れ
ま
し
た
。
あ
の
御
宸

翰
ほ
ど
歴
史
を
証
言
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
大
事
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

湯
田
●
あ
の
御
宸
翰
は
、
孝
明
天
皇
が
容
保
の

京
都
守
護
職
と
し
て
の
働
き
に
感
謝
さ
れ
、
容

保
に
篤
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

孝
明
天
皇
崩
御
で
一
転
し
た

会
津
藩
の
運
命

が
務
め
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、
加
冠
之
役
は

彦
根
藩
の
井
伊
家
、
理
髪
之
役
は
ず
っ
と
会
津

松
平
家
が
務
め
ま
し
た
。
室
町
時
代
、
足
利
将

軍
家
の
世
継
ぎ
の
元
服
式
に
お
け
る
加
冠
之
役

や
理
髪
之
役
は
、
政
権
の
中
枢
に
い
た
人
物
、

つ
ま
り
管か
ん

領れ
い

が
務
め
る
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で

し
た
。
家
綱
の
元
服
の
際
は
、
家
光
が
い
わ
ば

家
綱
の
後
見
を
託
せ
る
人
物
と
し
て
、
井
伊
直

孝
と
保
科
正
之
を
両
役
に
任
命
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

露
口
●
家
綱
が
元
服
し
た
時
は
ま
だ
幼
く
、
将

軍
職
に
就
い
た
時
で
さ
え
、
ま
だ
11
歳
（
数

え
年
）
で
し
た
ね
。

阿
部
●
２
代
将
軍
秀
忠
と
３
代
将
軍
家
光
は
、

将
軍
職
に
就
い
た
時
に
は
父
親
が
大
御
所
と
し

て
ま
だ
政
権
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
、

父
親
の
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
上
で
の
就
任
で
す
。

と
こ
ろ
が
４
代
将
軍
家
綱
は
、
父
親
が
亡
く
な

っ
て
か
ら
将
軍
職
に
就
い
た
。
そ
こ
で
、
父
親

に
代
わ
る
よ
う
な
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
必

要
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
補
佐
役
を

正
之
が
担
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、

も
し
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
後
見
と
し
て
働
く

べ
き
家
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
将
軍
家
は

会
津
松
平
家
に
求
め
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が

露
口
●
そ
う
で
す
ね
。
近
世
に
お
い
て
会
津
藩

が
も
っ
て
い
た
役
割
、
業
績
が
そ
こ
に
凝
縮
さ

れ
て
い
る
と
、
僕
は
思
い
ま
す
。
京
都
守
護
職

に
就
い
た
会
津
藩
は
、
あ
の
よ
う
に
遠
い
と
こ

ろ
か
ら
京
都
ま
で
大
量
の
兵
を
送
っ
た
わ
け
で

す
。
兵
は
１
年
お
き
に
交
代
は
し
ま
し
た
が
、

も
っ
と
近
く
に
、
京
都
を
警
護
し
に
い
け
る
藩

も
あ
っ
た
。
近
畿
近
辺
の
藩
を
持
っ
て
く
る
の

が
一
番
い
い
と
思
う
し
、
近
く
の
大
き
な
藩
な

ら
、
彦
根
藩
と
い
う
手
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で

す
ね
。
そ
の
方
が
、
よ
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
京
都

を
警
護
で
き
る
。
徳
川
御
三
家
の
藩
で
も
よ
か

っ
た
わ
け
で
す
。
で
も
、
選
ば
れ
た
の
は
会
津

藩
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
会
津
が
京
都
守
護
職
に

就
い
た
意
味
は
大
き
か
っ
た
。
幕
府
へ
の
忠
誠

を
保
ち
続
け
る
気
風
が
強
く
信
頼
さ
れ
た
。
こ

れ
は
特
殊
な
話
だ
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

阿
部
●
会
津
松
平
家
と
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係

で
、
一
つ
特
異
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
将
軍
家

の
世
継
ぎ
の
元
服
式
で
は
、「
加か

冠か
ん

之の

役や
く

」
と

「
理り

髪は
つ

之の

役や
く

」と
い
う
大
切
な
役
が
あ
り
ま
し
た
。

理
髪
之
役
と
は
髪
を
整
え
る
役
で
す
。
徳
川
将

軍
家
で
は
４
代
将
軍
家
綱
の
時
に
初
め
て
盛
大

な
元
服
式
が
行
わ
れ
、
理
髪
之
役
を
保
科
正
之

だ
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
他
藩
か
ら
見
れ
ば
、

全
国
的
に
絶
対
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
正
之
は
、
立
派
な
編
纂
物
も
作
っ
た
文
化

人
で
し
た
。
で
も
、
京
都
守
護
職
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
時
の
会
津
藩
は
、
武
力
、
兵
力
を
大

変
期
待
さ
れ
た
。
会
津
藩
が
京
都
守
護
職
に
指

名
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
は
、
あ
る
程
度
分
か
る

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
の
藩
が
選

択
肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
上
で
の
決
定
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

湯
田
●
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に

会
津
藩
は
房
総
半
島
な
ど
の
警
備
に
あ
た
っ
て

い
ま
し
た
。
実
際
に
戦
闘
は
経
験
し
て
い
な
い

ま
で
も
、
そ
う
い
う
力
を
内
外
に
示
す
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
実
績
が
あ
っ
た
。
京
都
守
護
職

を
や
り
た
い
と
考
え
た
外
様
藩
も
あ
っ
た
よ
う

な
の
で
、
選
択
肢
に
は
会
津
藩
も
他
藩
も
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
い
ざ
危
急
の
事
態
に
な
っ
た
と

き
に
、
武
力
を
も
っ
て
そ
れ
を
排
除
す
る
役
割

を
信
頼
し
て
任
せ
ら
れ
る
藩
と
な
る
と
、
本
当

に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
正
之
公
の
定
め

た
家
訓
が
守
ら
れ
て
き
た
会
津
藩
な
ら
絶
対
的

な
信
頼
が
お
け
る
と
い
う
点
で
、
他
の
藩
は
考

え
ら
れ
な
い
と
い
う
選
択
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

に
お
け
る
会
津
藩
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
代
に
よ

っ
て
差
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
幕
末
に
か
け

て
、
会
津
は
積
極
的
に
湾
岸
警
備
を
受
け
持
ち

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
会
津
藩
が
さ
ら
に
武
力
を

も
っ
て
幕
府
の
力
に
な
れ
る
こ
と
を
内
外
に
示

せ
る
時
代
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た

意
味
で
の
会
津
藩
に
対
す
る
意
識
は
、
全
国
的

と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
幕
府
の
中
枢
に
近

い
と
こ
ろ
で
は
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
江
戸
中
期
や
幕
府
が
盤
石
だ

っ
た
時
代
に
、
そ
れ
が
全
国
的
に
意
識
さ
れ
て

い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
に
思
い
ま
す
。

露
口
●
近
世
の
各
藩
で
は
、
た
と
え
ば
水
戸
な

ら
光
圀
と
い
う
人
の
存
在
が
大
き
く
、
彼
が
藩

の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
同
様
に
、

会
津
は
保
科
正
之
と
い
う
ビ
ッ
グ
ス
タ
ー
の
藩

か
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が
、

最
初
か
ら
会
津
で
育
っ
た
人
よ
り
も
強
く
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
藩
祖
の
作
っ
た
家
訓

を
盾
に
取
ら
れ
る
と
、
も
う
断
り
よ
う
が
な
か

っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

か
。

露
口
●
家
訓
の
第
一
条
に
あ
る
よ
う
な
幕
府
守

護
と
い
う
認
識
が
、
会
津
藩
に
伝
統
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、

そ
の
中
身
で
す
ね
。
林
信
篤
は
、
非
常
時
に
あ

な
た
方
は
幕
府
の
武
力
に
な
っ
て
働
く
ん
だ
よ
、

と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世

に
お
い
て
は
他
藩
に
も
、
会
津
藩
は
そ
う
い
う

藩
な
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

小
枝
●
そ
れ
は
僕
も
知
り
た
い
で
す
ね
。
す
べ

て
の
藩
が
、
会
津
藩
は
保
科
正
之
が
開
い
た
藩

だ
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
の
か
。
僕
た
ち
は

家
訓
の
中
身
を
重
視
し
ま
す
が
、
正
之
か
ら
９

代
も
経
た
容
保
の
時
代
で
も
、
な
お
国
中
に
、

会
津
藩
に
つ
い
て
は
初
代
正
之
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
な
ら
、
家
訓
を

盾
に
迫
っ
た
話
も
納
得
で
き
ま
す
。
す
ご
い
圧

力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

湯
田
●
こ
れ
は
個
人
的
な
考
え
で
す
が
、
他
藩

小枝　弘和
同志社社史資料センター
社史資料調査員
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負
に
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
23
日
に
は
城
下
に
侵
入
さ
れ
て
、

１
か
月
の
籠
城
戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。

露
口
●
８
月
23
日
の
早
朝
に
半
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
、

城
に
入
れ
と
い
う
合
図
が
出
さ
れ
た
。
あ
の
時

は
も
う
既
に
、
新
政
府
軍
は
会
津
城
下
に
な
だ

れ
込
ん
で
き
て
い
た
の
で
す
ね
。

湯
田
●
い
ろ
ん
な
方
の
回
想
録
を
読
む
と
、
ま

さ
か
そ
れ
ほ
ど
早
く
侵
入
さ
れ
る
と
は
思
っ
て

い
な
か
っ
た
、
会
津
藩
が
劣
勢
に
な
る
の
が
想

像
以
上
に
早
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

早
朝
で
油
断
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
半
鐘
が
鳴
っ
て
か
ら
身
支
度
を
し
て
城

に
駆
け
つ
け
た
時
に
は
、
既
に
門
が
閉
ま
っ
て

い
て
入
城
で
き
ず
、
城
下
に
戦
い
に
出
て
い
っ

た
人
た
ち
や
、
他
へ
避
難
し
て
い
っ
た
人
た
ち

が
多
く
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

小
枝
●
僕
は
会
津
の
人
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
た
中

で
思
っ
た
の
で
す
が
、
皆
が
会
津
を
守
る
た
め

に
戦
っ
た
。
若
い
人
た
ち
が
国
を
守
る
た
め
に

戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
戦
い
に
い
く
こ
と
を
、
誰
も
悲
惨
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ

名
誉
だ
と
思
っ
て
い
た
。
客
観
的
に
言
え
ば
、

新
し
い
時
代
を
迎
え
る
た
め
に
、
ど
こ
か
で
誰

思
い
ま
す
。
そ
の
後
は
も
う
、
戊
辰
戦
争
に
突

入
し
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

露
口
●
戊
辰
戦
争
は
１
８
６
８
年

の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
に
始
ま
り
、

薩
長
の
新
政
府
軍
の
勝
利
に
よ
っ

て
、
会
津
藩
は
「
朝
敵
」
に
さ
れ

た
。
新
政
府
軍
は
会
津
を
討
つ
た

め
東
進
を
続
け
、
つ
い
に
会
津
戦

争
に
至
り
ま
す
。
会
津
戦
争
の
中

で
、
こ
れ
は
致
命
的
だ
っ
た
と
お

考
え
の
戦
い
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
。

湯
田
●
８
月
21
日
（
※
旧
暦
）
の

母ぼ

成な
り

峠と
う
げ

の
戦
い
は
、
一
つ
の
ポ
イ

ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
を
破

ら
れ
た
こ
と
が
、
新
政
府
軍
の
直

接
的
な
侵
入
を
許
す
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
会
津
藩
は
ま
さ
か

そ
こ
か
ら
攻
め
込
ま
れ
る
と
は
思

っ
て
お
ら
ず
、
戦
略
上
の
弱
点
を

た
ま
た
ま
突
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
の
戦
い
は
、
ま
っ
た
く
勝

会
津
藩
が
負
わ
さ
れ
た

時
代
の
幕
引
き

の
立
場
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
し
、

周
囲
の
状
況
も
一
変
し
ま
し
た
。
や
は
り
最
終

的
に
は
、
会
津
藩
は
幕
府
に
身
を
さ
さ
げ
る
部

分
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
会
津
藩
と
朝

廷
と
の
良
好
な
関
係
は
、
将
軍
家
茂
と
孝
明
天

皇
が
亡
く
な
る
ま
で
の
期
間
に
限
定
さ
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
も
の
は
二
、
三
で
は
な
い
で
す
ね
。

た
と
え
ば
尊
王
攘
夷
派
を
京
都
か
ら
追
放
し
た
、

１
８
６
３
年
の
「
八
月
十
八
日
の
政
変
」
の
後

で
は
、
会
津
は
よ
く
働
い
て
く
れ
た
と
い
う
一

節
が
あ
っ
た
り
す
る
。
孝
明
天
皇
か
ら
他
の
藩

主
に
宛
て
た
御
宸
翰
で
も
、
孝
明
天
皇
の
会
津

藩
に
対
す
る
気
持
ち
が
分
か
る
よ
う
な
史
料
は

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

湯
田
●
徳
川
将
軍
家
に
残
さ
れ
て
い
る
御
宸
翰

が
あ
り
、
う
ち
の
天
守
閣
で
も
展
示
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

露
口
●
京
都
守
護
職
時
代
、
会
津
藩
と
孝
明
天

皇
と
の
関
係
が
良
好
だ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か

で
す
ね
。
た
だ
、
朝
廷
か
幕
府
か
と
い
う
局
面

に
な
っ
た
と
き
、
会
津
藩
は
ど
ち
ら
に
つ
い
た

の
か
。
容
保
は
徳
川
慶
喜
と
、
少
な
く
と
も
盟

友
関
係
は
結
ん
で
い
る
。
孝
明
天
皇
と
も
意
思

の
疎
通
を
し
て
い
る
。
政
治
的
に
は
、
こ
の
二

者
を
講
和
さ
せ
る
の
が
容
保
の
何
よ
り
の
願
い

で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
そ
う
は
い
か
な
い
政
治

情
勢
が
あ
っ
た
と
き
に
、
僕
は
、
や
は
り
会
津

は
幕
府
に
つ
い
た
と
思
う
。

湯
田
●
会
津
藩
が
朝
廷
と
良
好
な
関
係
を
結
べ

て
い
た
の
は
孝
明
天
皇
の
存
在
が
大
き
か
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
孝
明
天
皇
の
崩
御
後
、
容
保

の
で
す
。
代
々
、
松
平
家
で
大
事
に
保
管
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
戊
辰
戦
争
の
際
、
松
平
家

が
財
政
的
に
大
変
苦
し
い
時
期
に
あ
っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
は
絶
対
に
手
放
す
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
天
皇
が
会
津
藩
主
を

信
頼
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
新
政
府
に
と
っ
て
は
大
変
都
合

の
悪
い
史
料
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
後

年
、
政
府
が
御
宸
翰
を
買
い
取
ろ
う
と
い
う

動
き
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
容
保
は
そ
れ
だ

け
は
断
っ
た
そ
う
で
す
。

露
口
●
孝
明
天
皇
か
ら
容
保
に
送
ら
れ
た
御

宸
翰
は
、
あ
の
１
通
だ
け
で
す
か
。

湯
田
●
会
津
の
松
平
家
に
伝
来
す
る
も
の
は
。

御
宸
翰
が
１
通
と
、
同
時
に
御ぎ
ょ

製せ
い

も
贈
ら
れ

て
い
ま
す
。「
和
ら
ぐ
も　

た
け
き
心
も
相

生
の　

ま
つ
の
落
葉
の　

あ
ら
ず
栄
へ
む
」

と
「
武
士
と　

こ
こ
ろ
あ
は
し
て　

い
は
ほ

を
も　

つ
ら
ぬ
き
て
ま
し　

世
々
の
お
も
ひ

て
」
と
い
う
和
歌
で
す
。
孝
明
天
皇
は
御
宸

翰
は
少
な
か
ら
ず
発
布
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

御
製
は
な
か
な
か
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ

け
容
保
に
対
す
る
高
い
信
頼
と
、
感
謝
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

露
口
●
孝
明
天
皇
の
御
宸
翰
で
会
津
に
言
及

孝明天皇御宸翰（写本）（会津若松市蔵）

孝明天皇御製（写本）（会津若松市蔵）
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い
ぶ
り
を
見
せ
た
と
こ
ろ
へ
と
、
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　
露
口
●
僕
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
生
き
残
っ
た
人
た
ち
が
、
あ
の
会
津
戦
争
を

共
通
体
験
と
し
な
が
ら
、
明
治
を
生
き
て
い
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
人
に
は
い
ろ
い
ろ
な
生
き
方

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
治
以
後
の
生
き
方
を
一

色
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。
あ
の
戦
争
で
受
け
た
大
き
な
傷
痕

か
ら
は
誰
も
が
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
明
治
時
代
を
ど
う
生
き
る
か
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
環
境
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

考
え
方
の
違
い
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

よ
う
や
く
、
京
都
時
代
の
八
重
に
話
を
移
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
京
都
時
代
の
八
重
に
と
っ
て
、

会
津
時
代
の
体
験
は
ど
う
生
き
て
い
た
の
で
し

ょ
う
か
。

小
枝
●
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
手
紙
も
史
料
も
あ

ま
り
な
く
、
物
か
ら
類
推
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
９
月
の
展
示
は
良
い
契
機
に
な
り
ま
し
た
。

今
ま
で
未
整
理
で
残
さ
れ
て
い
た
新
島
家
の
６

会
津
を
思
い
続
け
た

京
都
時
代
の
八
重

ょ
う
し
、
そ
の
話
を
ま
と
め
た
の
も
ま
た
、
相

手
な
ん
で
す
ね
。
八
重
が
自
分
で
添
削
し
た
わ

け
で
も
何
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
聴
き
手
に
と

っ
て
都
合
の
よ
い
話
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

き
ち
ん
と
検
証
す
る
必
要
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

湯
田
●
こ
れ
は
個
人
的
な
感
覚
で
す
が
、
籠
城

し
て
女
性
た
ち
が
戦
う
と
い
う
大
変
珍
し
い
状

況
の
根
底
に
は
、
彼
女
た
ち
は
武
家
の
女
性
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

武
士
の
階
級
は
特
権
階
級
で
す
の
で
、
他
の
人

た
ち
の
手
本
に
な
る
生
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
考
え
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

籠
城
戦
で
は
特
に
家
柄
の
高
い
女
性
た
ち
が
城

内
を
指
揮
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
身

分
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
そ
う
い
う
意
識
を

持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
武
家
の
人
間
と

し
て
、
恥
ず
か
し
い
行
い
は
で
き
な
い
と
。
そ

の
中
で
西
郷
頼
母
の
家
族
の
よ
う
に
、
敵
の
辱

め
を
受
け
る
く
ら
い
な
ら
自
刃
す
る
と
い
う
方

向
に
い
っ
た
人
も
い
た
で
し
ょ
う
。
会
津
と
い

う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
武
家
の
人
間
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
女
性
と
し
て
あ
の
よ
う
な
戦

い
て
い
て
思
う
の
は
、
男
性
が
前
面
に
出
る
藩

で
、
八
重
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
男
親
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
男
っ
ぽ
い
部
分
が
あ
り
、

「
悲
し
い
」
と
い
う
よ
り
「
悔
し
い
」
と
い
う

感
情
を
持
つ
。
そ
う
い
う
女
性
は
、
当
時
は
少

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
時
代
の
女
性

像
と
い
う
の
は
、
史
料
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部
●
戊
辰
戦
争
の
頃
の
女
性
は
、
ひ
と
口
に

会
津
藩
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
対
応
の
仕

方
が
あ
り
ま
し
た
。
家
老
の
西
郷
頼
母
の
家
族

の
よ
う
に
皆
が
自
刃
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
し
、
女
性
だ
け
の
隊
を
指
揮
し
た
中

野
孝
子
・
竹
子
母
子
の
よ
う
に
、
な
ぎ
な
た
で

打
っ
て
出
る
女
性
も
い
ま
し
た
し
、
農
村
部
へ

避
難
し
た
人
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
道
を

選
ぶ
に
し
て
も
、
女
性
が
鉄
砲
を
持
っ
て
戦
う

と
い
う
の
は
、
他
藩
で
も
な
か
な
か
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
八
重
自

身
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

露
口
●
明
治
時
代
に
八
重
が
語
っ
た
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
聴
き
手
が
い
て
、
そ
の
相
手
に
合
わ

せ
た
語
り
に
な
っ
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
で
し

と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

八
重
の
戦
い
は
独
自
の
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

露
口
●
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

湯
田
●
そ
れ
か
ら
八
重
以
外
の
方
の
回
想
録
を

読
ん
で
、
と
て
も
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
鶴
ヶ
城
の
鉄
く
ろ
が
ね

門
で
、
八
重
が
藩
主
に

直
接
、
砲
弾
の
解
説
を
し
て
い
た
と
い
う
回
想

で
す
。
こ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
と
。
女
性
が
藩

主
の
前
で
そ
う
い
う
行
為
を
す
る
の
が
許
さ
れ

る
こ
と
な
ど
、
当
時
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
方
が
目
に
し
た
も
の
を
自

分
の
言
葉
で
書
い
た
記
録
な
の
で
す
か
ら
、
嘘

で
は
な
い
だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。
も
し
こ
の

話
が
本
当
な
ら
、
会
津
藩
は
籠
城
と
い
う
非
日

常
下
で
、
大
き
な
方
針
転
換
を
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

小
枝
●
八
重
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
あ
り
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
日
中
戦
争
時
に

「
戦
争
あ
が
り
の
お
て
ん
ば
娘
で
す
か
ら
」
な

ど
と
、
将
校
関
係
者
に
対
し
て
話
し
て
い
る
。

『
会
津
戊
辰
戦
争
』
の
著
者
で
あ
る
平
石
弁
蔵

さ
ん
に
も
、
幼
い
頃
の
自
分
の
特
徴
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
、
少
し
誇
張
し
て
話
す
こ
と
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
湯
田
さ
ん
の
話
を
聞

っ
て
い
る
も
の
は
３
種
類
く
ら
い
だ
と
思
い
ま

す
が
。

湯
田
●
八
重
が
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
女
性

で
あ
り
な
が
ら
銃
を
取
っ
て
戦
い
に
出
向
い
た

と
い
う
の
が
、
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

思
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
場
合
、「
幕
末
の
ジ
ャ

ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と
い
う
表
現
も
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
一
般
的
に
は
、
他
の
藩
士
を
率
い
て
敵

に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
場
面
を
想
像

し
や
す
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
八
重
が
女
性

で
あ
る
こ
と
は
変
え
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。

籠
城
と
い
う
危
急
時
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
八

重
の
働
き
に
藩
士
た
ち
が
進
ん
で
率
い
ら
れ
て

い
っ
た
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
と
思
い
ま
す
。

会
津
藩
の
体
質
と
し
て
も
、
女
性
が
前
面
に
出

る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
風
潮
が
強
く
あ
っ
た

か
が
、
そ
の
戦
い
に
身
を
置
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
徳
川
幕
府
か
ら
あ
れ
だ
け
信
頼
さ
れ
て

い
な
が
ら
、
な
ぜ
会
津
が
こ
こ
ま
で
打
ち
の
め

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
、

個
人
的
な
感
情
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
戦
い
は
、
誤
解
を
恐
れ
な
け
れ
ば
、
あ
る
意

味
、
時
代
の
け
じ
め
で
あ
っ
た
。
業
を
背
負
っ

た
の
が
彼
ら
だ
っ
た
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。

だ
か
ら
会
津
藩
も
、
白
虎
隊
も
二
本
松
少
年
隊

も
、
そ
の
存
在
を
僕
た
ち
は
認
識
し
て
お
か
な

い
と
、
今
の
時
代
を
語
れ
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
露
口
●
１
か
月
間
に
わ
た
る
籠
城
戦
で
一
つ
驚

く
べ
き
こ
と
は
、
会
津
藩
は
圧
倒
的
に
不
利
な

兵
力
で
１
か
月
も
持
ち
こ
た
え
た
こ
と
で
す
。

圧
倒
的
に
周
辺
を
固
め
ら
れ
、
新
政
府
軍
に
は

も
の
凄
い
大
砲
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鶴

ヶ
城
は
１
か
月
間
、
落
ち
な
か
っ
た
。
こ
の
事

実
は
重
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
間
、
八

重
た
ち
は
一
生
懸
命
に
城
内
で
戦
っ
て
い
た
。

八
重
は
こ
の
籠
城
時
の
様
子
を
、
明
治
時
代
に

な
っ
て
何
度
か
語
っ
て
い
ま
す
ね
。
活
字
に
な

鶴
ヶ
城
で
戦
っ
た
女
性
た
ち

露口　卓也
大学文学部教授、
同志社社史資料センター所長



20

特
集
　
八
重
と
会
津

21

座 談 会

せ
よ
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
解

釈
が
難
し
い
内
容
で
は
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か

く
道
理
に
従
っ
て
物
事
を
進
め
な
さ
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
十
三
条
は
「
法
を
犯
す
者
は
宥
む

べ
か
ら
ず
」。
法
度
に
少
し
で
も
背
く
も
の
が

あ
れ
ば
、
そ
の
者
を
許
さ
ず
、
そ
の
罪
相
応
に

処
罰
せ
よ
と
い
う
意
味
で
す
。
も
し
そ
う
い
う

者
を
放
置
す
れ
ば
、
命
令
は
聞
か
な
く
て
も
よ

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
政
事
に
も
支
障

が
出
る
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
人
は
法
度
に
背

き
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
度
に

背
く
も
の
を
す
べ
て
刑
罰
に
処
す
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
背
い
た
者
を
徐
々
に
許
す
よ
う
に

な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
法
度
の
数
を

少
な
く
す
れ
ば
法
に
背
く
者
も
自
然
に
少
な
く

な
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

八
重
も
兄
嫁
の
不
貞
に
対
し
て
厳
し
か
っ
た

で
す
し
、
だ
め
な
も
の
は
だ
め
で
あ
る
と
い
う

部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
と
な
り
は
、

家
訓
に
よ
っ
て
血
や
骨
に
な
っ
た
部
分
が
あ
っ

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
会

津
藩
全
体
で
共
有
し
て
い
た
中
で
、
お
父
さ
ん

や
、
お
兄
さ
ん
の
山
本
覚
馬
か
ら
の
感
化
も
大

き
か
っ
た
。
推
測
の
域
は
出
ま
せ
ん
が
、
そ
う

い
う
土
壌
に
育
っ
た
こ
と
が
、
八
重
の
精
神
を

怒
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま

す
。
む
し
ろ
八
重
は
家
訓
の
精
神
を
咀
嚼
し
て
、

体
に
し
み
込
ま
せ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
つ
の
強

さ
に
な
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

露
口
●
具
体
的
に
は
、
家
訓
の
ど
の
条
文
が
関

係
し
て
い
ま
す
か
。

阿
部
●
八
重
に
よ
く
通
じ
て
い
る
と
思
う
の
は
、

十
二
条
と
十
三
条
で
す
。
十
二
条
は
「
政
事
は

利
害
を
以
て
道
理
を
枉ま

げ
る
べ
か
ら
ず
、
僉
儀

は
私
意
を
挟
み
人
の
言
を
拒
む
べ
か
ら
ず
、
思

う
所
を
蔵
さ
ず
し
て
以
て
こ
れ
を
争
う
べ
し
、

甚
だ
相
争
う
と
い
え
ど
も
我
意
を
介
さ
む
べ
か

ら
ず
」
で
す
。
家
訓
に
は
、
会
津
藩
中
期
の
家

老
が
注
釈
を
つ
け
た
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
十
二
条
は
、「
人
が
行
わ
な
く

て
は
い
け
な
い
こ
と
を
捨
て
て
利
害
を
も
っ
ぱ

ら
に
す
れ
ば
、
下
の
者
も
そ
れ
に
習
い
、
つ
い

に
主
君
を
殺
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
く

さ
ん
の
人
で
評
議
を
行
う
時
は
、
自
分
の
了
簡

を
押
し
通
し
て
、
他
の
人
の
良
い
意
見
を
拒
む

こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
道
理
に
気
づ
い
た

ら
、
後
難
が
身
に
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
ず
に
意
見

せ
よ
。
評
定
の
時
、
意
見
が
対
立
し
た
ら
、
自

分
の
意
見
を
押
し
通
し
て
他
人
の
意
見
を
押
し

伏
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
と
に
か
く
道
理
次
第
に

は
精
神
的
に
と
て
も
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、

八
重
は
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
し
っ
か
り
と
構
え

て
い
た
。
自
分
な
り
の
ス
タ
ン
ス
が
、
ち
ゃ
ん

と
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
が
八
重
の
魅
力
で
あ
り
、

わ
た
し
個
人
と
し
て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
と

常
々
思
っ
て
い
ま
す
。

　
露
口
●
八
重
の
強
さ
、
明
る
さ
は
、
ど
う
や
っ

て
培
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部
●
八
重
の
強
さ
を
形
作
っ
た
も
の
の
一
つ

に
、
会
津
藩
の
家
訓
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
平
石
弁
蔵
と
の
対
話
の
中
で
、

八
重
が
家
訓
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
場
面
が
あ

る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
家
訓
を
「
畢
竟
、
土は
に

津つ

様さ
ま

（
※
保
科
正
之
の
こ
と
）
の
御
遺
訓
た
る

寡
言
実
行
の
精
神
を
発
揮
さ
れ
た
も
の
」
と
い

う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
会
津
藩
の

家
訓
に
対
し
て
、
言
う
よ
り
行
う
精
神
で
あ
る

と
、
八
重
は
受
け
止
め
て
い
る
。
家
訓
十
五
条

の
中
に
は
、「
婦
女
子
の
言
、
一
切
聞
く
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

当
時
の
婦
女
子
は
、
こ
の
家
訓
の
条
項
を
見
て

「
家
訓
」
に
見
る

八
重
の
精
神
的
基
盤

値
観
を
す
り
合
わ
せ
た
の
か
。
僕
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
最
大
の
疑
問
で
す
。
先
ほ
ど
か
ら
も
話

に
出
て
い
る
よ
う
に
、
会
津
藩
の
人
た
ち
は
同

じ
思
い
を
胸
に
生
き
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
襄

は
、
全
然
違
う
と
こ
ろ
に
い
ま
し
た
。
残
っ
て

い
る
史
料
は
仲
の
良
い
こ
と
を
示
す
も
の
し
か

な
い
の
で
、
ま
す
ま
す
不
思
議
で
す
。
む
し
ろ

八
重
が
、
襄
の
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う

な
姿
勢
が
見
え
る
手
紙
ば
か
り
で
す
か
ら
。
た

だ
、
八
重
は
結
婚
前
に
は
戊
辰
戦
争
の
体
験
を

語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

湯
田
●
会
津
の
人
た
ち
が
抱
い
て
い
た
思
い
は
、

夫
婦
の
間
で
も
共
有
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
ん

で
す
ね
。
あ
と
で
言
葉
や
文
字
で
伝
え
合
う
こ

と
は
で
き
た
と
し
て
も
。
そ
の
共
有
で
き
な
い

思
い
は
八
重
の
あ
り
方
と
し
て
、
全
部
受
け
止

め
て
い
た
の
が
襄
だ
っ
た
の
で
は
と
、
私
は
勝

手
に
想
像
す
る
の
で
す
が
。

阿
部
●
八
重
の
す
ご
さ
を
一
番
感
じ
る
の
は
、

戊
辰
戦
争
を
生
き
抜
い
て
大
変
な
経
験
を
し
、

ま
た
身
近
な
人
と
の
別
れ
も
次
々
に
訪
れ
て
い

る
の
に
、
悲
壮
感
が
漂
っ
て
い
な
い
点
で
す
。

ど
ん
な
場
面
か
ら
も
、
前
向
き
な
姿
勢
が
見
て

取
れ
ま
す
。
特
に
現
代
に
置
き
換
え
て
考
え
る

と
、
あ
れ
だ
け
の
辛
い
体
験
を
乗
り
越
え
る
の

る
と
思
い
ま
す
。
和
歌
で
は
会
津
に
自
分
の
心

が
帰
れ
た
ら
と
い
う
歌
は
あ
り
ま
す
が
、
現
代

は
誰
の
目
で
見
て
も
、
写
真
が
一
番
分
か
り
や

す
い
で
す
ね
。

露
口
●
八
重
さ
ん
の
詠
ん
だ
和
歌
は
た
く
さ
ん

あ
る
の
で
す
か
。

小
枝
●
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。「
帰
ら
ざ

る　

こ
と
と
し
れ
ど
も
い
く
た
び
か　

思
い
い

た
し
て　

ぬ
る
る
袖
か
な
」
な
ど
は
、
い
つ
書

い
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
故
郷
を
思
う

歌
で
す
ね
。「
千
代
ふ
と
も　

い
ろ
も
か
わ
ら

ぬ
若
松
の　

木
の
下
か
げ
に　

遊
ぶ
む
れ
つ

る
」
が
、
い
ち
ば
ん
象
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。

八
重
は
同
志
社
に
来
て
か
ら
も
、
会
津
の
人
が

来
れ
ば
温
か
く
迎
え
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
八
重
は
会
津
に
も
行
き
ま
し
た
。
い
ま
分

か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
襄
と
帰
っ
て
い
る
し
、

大
正
10
年
と
昭
和
５
年
に
も
帰
郷
し
て
い
ま
す
。

故
郷
に
は
帰
れ
な
い
け
れ
ど
、
会
津
と
い
う
文

化
情
景
は
八
重
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。

露
口
●
新
島
襄
が
生
き
て
い
る
間
も
、
会
津
の

話
は
夫
婦
の
間
で
よ
く
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像

さ
れ
ま
す
。

小
枝
●
た
だ
、
戊
辰
戦
争
の
時
に
日
本
に
い
な

か
っ
た
襄
と
、
会
津
に
い
た
八
重
が
、
ど
う
価

０
０
点
の
写
真
の
中
に
、
八
重
が
残
し
た
写
真

が
22
点
あ
り
ま
す
。
鶴
ヶ
城
関
係
が
４
点
、
あ

と
は
会
津
若
松
の
名
所
が
写
さ
れ
た
も
の
で
す
。

絵
は
が
き
の
よ
う
に
売
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
写
真

の
裏
に
八
重
の
直
筆
で
写
真
の
タ
イ
ト
ル
が
書

い
て
あ
る
。
こ
れ
を
、
ど
う
理
解
す
る
か
。
僕

は
最
終
的
に
は
、
八
重
は
そ
の
写
真
を
大
切
に

し
て
い
た
と
理
解
を
し
ま
し
た
。
他
に
は
、
篤

志
看
護
婦
の
仲
間
や
当
時
の
患
者
さ
ん
と
の
集

合
写
真
、
襄
が
イ
タ
リ
ア
で
買
っ
て
き
た
写
真

な
ど
が
６
０
０
枚
の
中
に
含
ま
れ
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
写
真
群
は
、
八
重
に
と
っ
て

残
し
て
お
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

少
な
く
と
も
客
観
的
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の

上
で
、
裏
に
墨
書
き
が
あ
っ
た
り
、
白
虎
隊
の

お
墓
の
写
真
に
は
、
八
重
が
砲
術
を
教
え
た
伊

東
悌
次
郎
の
名
が
見
え
た
り
す
る
。
磐
梯
山
の

写
真
も
あ
り
ま
す
。

露
口
●
ど
う
い
う
気
持
ち
で
、
そ
れ
ら
の
写
真

を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
枝
●
会
津
の
写
真
を
撮
っ
た
時
期
は
、
襄
が

永
眠
す
る
前
後
ま
で
く
ら
い
で
す
。
そ
れ
を
き

れ
い
に
残
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
八
重
が
故
郷

を
ど
う
思
っ
て
い
た
か
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
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ろ
う
か
と
感
じ
ま
し
た
。
赤
十
字
の
仕
事
に
し

て
も
、
看
護
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
患
者
の
向

こ
う
に
い
る
ご
遺
族
に
対
し
て
経
済
支
援
を
す

る
。
あ
る
い
は
、
戦
争
以
外
で
も
身
体
に
障
が

い
が
あ
る
人
を
支
援
す
る
、
貧
困
層
へ
寄
付
行

為
を
す
る
団
体
に
関
わ
る
。
今
日
の
お
話
は
、

八
重
の
こ
れ
ら
の
活
動
を
ど
う
理
解
す
る
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
へ
関
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す

し
、
こ
れ
を
ど
う
紐
解
い
て
い
く
か
は
僕
た
ち

の
研
究
使
命
で
あ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。
阿
部

さ
ん
と
湯
田
さ
ん
が
八
重
の
史
料
を
通
じ
て
、

新
し
い
ど
の
よ
う
な
視
点
を
提
示
し
て
下
さ
る

か
今
後
も
楽
し
み
で
す
。
今
日
は
と
て
も
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。

露
口
●
本
日
は
長
き
に
わ
た
り
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
１
２
年
12
月
６
日
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
・

ク
ラ
ー
ク
記
念
館
）

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て

も
、
八
重
自
身
の
道
理
が
あ
っ
た
の
か
な
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
曲
げ
な
か
っ
た
。
京
都
時

代
の
八
重
の
生
き
方
も
、
家
訓
か
ら
も
分
か
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
性
の
表
れ
な
の
か
な

と
思
い
ま
し
た
。

露
口
●
会
津
の
人
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ

と
な
の
で
す
ね
。

小
枝
●
会
津
の
人
た
ち
は
、
と
て
も
心
穏
や
か

で
親
切
な
人
ば
か
り
で
す
。
で
も
僕
は
会
津
で

あ
っ
た
共
通
体
験
や
、
共
通
意
識
を
持
ち
よ
う

の
な
い
県
外
人
で
す
。
会
津
の
人
で
な
け
れ
ば

分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

会
津
の
人
た
ち
は
郷
土
愛
が
強
い
の
か
な
と
思

い
ま
す
。
一
方
で
、
同
志
社
時
代
以
降
の
八
重

の
活
動
を
ど
う
理
解
し
て
い
く
の
か
。
特
に
、

篤
志
看
護
婦
の
よ
う
に
社
会
的
影
響
力
の
あ
る

人
間
と
し
て
、
国
策
に
乗
り
な
が
ら
、
女
性
と

し
て
自
分
の
存
在
や
看
護
婦
の
地
位
向
上
を
め

ざ
し
て
活
動
し
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の

は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
セ
ン
チ

メ
ン
タ
ル
な
考
え
で
す
が
、
一
つ
に
は
、
八
重

自
身
が
遺
族
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
で
も
今
日
の
話
を
聞
く
と
、
後
年

の
八
重
に
は
、
ま
た
別
の
背
景
が
あ
っ
た
の
だ

の
精
神
力
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考

え
る
上
で
大
き
い
意
味
が
あ
り
ま
す
ね
。

湯
田
●
八
重
は
京
都
に
移
り
住
ん
で
何
十
年
経

っ
て
も
、
た
ぶ
ん
会
津
へ
の
思
い
は
ず
っ
と
色

あ
せ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
昭
和

３
年
の
写
真
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

松
平
容
保
の
孫
で
あ
る
勢
津
子
様
と
秩
父
宮
様

と
の
ご
成
婚
時
に
八
重
が
東
京
へ
お
祝
い
に
駆

け
つ
け
、
撮
影
し
た
写
真
で
す
。
あ
の
ご
成
婚

は
会
津
藩
に
と
っ
て
、
戊
辰
戦
争
以
来
の
朝
敵

と
い
う
汚
名
を
返
上
で
き
た
も
の
で
し
た
。
そ

れ
だ
け
会
津
の
人
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た

戊
辰
戦
争
で
の
出
来
事
が
、
60
年
を
経
て
ひ
と

区
切
り
つ
い
た
。
八
重
に
と
っ
て
も
会
津
へ
の

思
い
は
、
ず
っ
と
心
の
一
番
底
に
残
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
枝
●
会
津
に
行
っ
て
思
う
こ
と
は
、
会
津
の

人
た
ち
に
と
っ
て
保
科
正
之
と
会
津
藩
と
の
関

係
は
あ
る
意
味
自
明
の
こ
と
で
あ
る
し
、
戊
辰

戦
争
で
の
経
験
は
、
自
分
の
中
で
は
と
て
も
清

算
で
き
な
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
先
ほ

ど
も
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
し
て
こ
れ
か
ら
会
津
の
人
は

生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
八
重
自

身
も
、
そ
う
い
う
部
分
は
感
じ
な
が
ら
生
き
て

培
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

湯
田
●
山
川
捨
松
の

お
母
さ
ん
の
艶
さ
ん

に
つ
い
て
、
捨
松
の

兄
の
山
川
健
次
郎
が

回
想
し
て
い
る
文
が

あ
り
ま
す
。
お
母
さ

ん
は
教
育
熱
心
で
、

特
に
変
わ
っ
た
こ
と

を
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
道
に
背
く
こ
と

だ
け
は
決
し
て
許
さ

な
か
っ
た
と
。
確
か

に
そ
う
い
う
気
風
は

会
津
に
根
づ
い
て
い

て
、
当
た
り
前
に
浸

透
し
て
い
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

露
口
●
会
津
と
い
う

風
土
で
、
お
の
ず
か

ら
培
わ
れ
た
も
の
な

の
で
す
ね
。
今
の
お

話
は
、
ま
さ
に
八
重


