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昭
和
三
十
二
年
（
一
九
四
七
）、
札
幌
市
生
ま
れ
。

カ
イ
ロ
大
学
客
員
助
教
授
、
八
―
バ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
、

東
京
大
学
大
学
院
教
授
な
ど
を
経
て
、
現
在
、
明
治
大
学
特
任
教
授
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
平
成
十
八
年
、
紫
綬
褒
章
を
受
章
。

・幕
末
維
新
に
学
ｄ
現
在
４
リ
ー
ダ
ー
シ
ツ
プ

胆
力
と
大
局
握

一中
東
国
際
関
係
史
研
究
生
歴
史
と
は
何
か
」な
ど
著
書
多
数
。
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幕
末
動
乱
の
時
代
、
維
新
へ
の
流
れ
を

常
に
リ
ー
ド
し
続
け
た
の
―ょ
ｉ母
椰
一藩
だ
つ
た
。

村
田
清
風
に
よ
る
天
保
の
藩
政
改
革
の
成
功
後
、

一
つ
の
転
機
を
も
た
ら
し
た
の
は
、

列
強
へ
の
危
機
感
か
ら
変
革
を
呼
び
か
け
る

吉
田
松
陰
の
登
場
で
あ
つ
た
ろ
う
。

そ
し
て
松
陰
が
幕
府
の
手
で
処
刑
さ
れ
る
と
、

機
，

枢
勢
ボ
轟
蹴
を
受
け
た
若
者
た
ち
や
、

彼
ら
に
共
鴫
す
る
者
た
ち
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

次
々
と
起
ち
上
が
る
。

耐
擁
辞
律
外ヽ
妬
理
解
群ヽ
田だ
鷲
庫
、

州
γＥぇ
好
ぃれヽ
仲
購
励
輔
（駐
党
）ヽ

ば
県
歴
斜
（打
脱
）ヽ
さ
ら
に
醍
朴
五ご
贈
（本と
戸ど
務
だ
）、

同十
れ
陳
み
財
卜ヽ
田た杜
仲
み
跡
…
。

彼
ら
は
た
び
た
び
逆
境
に
陥
り
な
が
ら
も
、

何
を
日
指
し
て
奔
走
し
、

維
新
を
導
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

幕
末
の
長
州
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
ボ
イ
ン
ト
非
】、

Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
よ
う
。

吉
田
松
陰
（枚
市
松
陰
仲
社
蔵
）
、

久
坂
玄
瑞
（山
日
県
上
山
Ｈ
博
物
館
茂
）
、

高
杉
晋
作
⌒阿
立
田
会
図
古
館
蔵
）
、

勤
郎
朽
剣
能
勤
ギ
　
　
判
靭
神
≧

ー

k
,‐

ー

▼   巫 ■…
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嘉
永
六
年
盆

八
五
三
）、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
ペ
リ
ー
率
い
る
東
イ
ン
ド
艦

隊
が
、
浦
賀
に
来
航
し
ま
し
た
。
＞」
の
事

件
が
「黒
船
来
航
」
と
呼
ば
れ
、
「幕
末
」

と
呼
ば
れ
る
時
代
の
始
ま
り
と
し
て
話

ら
れ
ま
す
。

日
本
近
海
に
異
国
の
船
が
現
わ
れ
た

の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
徳
川
幕
府
は
十
九
世
紀
初
頭
よ

▲
ヽ

り
、
し
ば
し
ば
姿
を
見
せ
る
ロ
シ
ア
船

へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
文
化
五
年

盆

人
〇
八
）
に
は
イ
ギ

リ
ス
船
が
長
崎
港
に
侵
入
す
る
事
件
も

起
き
て
い
ま
す
（
フ
エ
ー
ト
ン
号
事

件
）。
武
士
階
級
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、

日
本
に
異
国
の
脅
威
が
迫
っ
て
い
る
こ

と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
黒
船
来
航
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

〔[ 特集◎Q&A長州の幕末

右 イ新製輿地全図」(萩博物館蔵)。 地理学者箕作省吾が出版した世界地図で、松陰が下田で海外渡航を企てた時、荷物の中にあった

カ
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ヒは

お七

は

嘉
永
六
年

全

八
五
三
）
の
黒
船
来
航
を
機
に
訪
れ
た
幕
末
動
乱
の
世
。
長
州
藩
は
後
に

「雄
藩
」
と
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
幕
政
の
「蚊
帳
の
外
」
に
置
か
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
中
、
叔
父
・玉
木
文
之
進
の
後
を
受
け
て
松
下
村
塾
で
塾
生
に
教
え
た
の
が
、

吉
田
松
陰
で
あ
つ
た
。
長
州
藩
は
な
ぜ
反
幕
へ
と
能
を
切
り
、
や
が
て
維
新
を
目
指
し
た
の
か
。

幕
末
の
始
ま
り
は
黒
船
来
航
が
き
っ
か
け
と
い
わ
れ
ま
す
。

ど
ん
な
変
化
が
起
き
た
の
で
す
か
？

ッ
プ
さ
れ
る
の
は
、
庶
民
の
意
識
に
極

め
て
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
ら

で
す
。突
如
と
し
て
出
現
し
た
黒
船
を
、

武
士
た
ち
に
追
い
払
う
術
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
武
士
階
級
が

自
ら
勤
労
せ
ず
に
両
刀
を
差
し
て
暮
ら

せ
た
の
は
、
有
事
の
際
に
庶
民
を
守
る

と
い
つヽ
「
ノ
ブ
レ
ス
・オ
ブ
リ
ー
ジ
ユ
」
が

根
底
に
あ
つ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
一
一

百
数
十
年
の
泰
平
の
世
を
経
て
、
武
士

た
ち
に
そ
う
し
た
自
覚
と
自
信
は
薄
れ
、

危
機
に
対
処
す
る
力
も
失
わ
れ
て
い
ま

「黒
船
来
航
」
は
日
本
史
で
は
突
然
の

出
来
事
で
す
が
、
世
界
史
的
に
見
れ
ば

ひ
と
つ
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
捉
え
ら

れ
ま
す
。
一
人
四
〇
年
～
四
二
年
（天
保

十

一
年
～
同
十
三
年
）
に
ア
ヘ
ン
戦
争
、

一
人
正
三
年
～
五
六
年

（嘉
永
六
年
～

安
政
三
年
）に
ク
リ
ミ
ア
戦
争
が
起
こ
り

ま
し
た
。
＞」
の
二
つ
の
戦
争
を
契
機
に
、

ア
ジ
ア
の
老
大
国
で
あ
つ
た
中
華
帝
国

（清
朝
）と
、
中
東
を
支
配
し
て
い
た
オ

ス
マ
ン
帝
国
の
分
解
が
早
ま
り
、
国
の

幕
末
の
長
州
藩
を
考
え
る
際
に
、
地

政
学
的
観
点
は
非
常
に
重
要
で
す
。
地

図
を
見
れ
ば
分
か
る
通
り
、
長
州
藩
は

朝
鮮
半
島
を
介
し
て
最
も
大
陸
に
近
い

藩
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
自
ず
と
海
防
ヘ

の
意
識
は
高
く
な
り
ま
す
。
そ
の
先
駆

ー

の

た

僚
、
地
方
で
は
下
級
藩
士
が
新
た
な
工
　
　
　
を
機
に
、
い
わ
ば
「静
か
な
る
下
克
上
」

リ
ー
ト
と
し
て
台
頭
し
ま
す
。
黒
船
来
航
　
　
　
が
始
ま
る
の
で
す
。

日
本
は
黒
船
来
航
時
↑
世
界
史
的
観
点
で
は
、

ど
ん
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
か
？

土
台
が
脆
く
も
崩
れ
ま
す
。
一
方
、
世

界
市
場
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ

ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
の

ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
新
た
な
利
権
獲

得
を
目
指
し
て
世
界
を
席
拾
し
ま
し
た
。

折
し
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
開
拓
民
が
西

海
岸
ま
で
到
達
し
、
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
が

消
滅
し
つ
つ
あ
つ
た
時
期
で
す
。
欧
米

列
強
に
と
つ
て
最
後
に
残
さ
れ
た
巨
大

な
魅
力
あ
る
マ
ー
ケ
ツ
ト
こ
そ
、
国
を

閉
ざ
し
て
い
た
日
本
だ
つ
た
の
で
す
。

長
州
藩
は
、
黒
船
来
航
の
約
二
十
年
前
の
天
保
の

藩
政
改
革
で
海
防
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

他
藩
と
比
べ
て
国
防
意
識
が
高
か
っ
た
の
で
す
か
？

rし
た
。
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
求
め
る
ま

ま
に
和
親
条
約
が
締
結
さ
れ
、
日
本
が

置
か
れ
て
い
る
危
機
的
状
況
と
武
士
の

無
力
さ
が
自
日
の
も
と
に
晒
さ
れ
た
の

で
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
幕
府
で
は
川

路
聖
譲
や
勝
安
房
（海
舟
）
と
い
っ
た
下

級
旗
本
御
家
人
出
身
の
有
能
な
実
務
官

者
が
、
天
保
の
藩
政
改
革
を
行
な
つ
た

村
田
清
風
で
し
た
。
村
田
は
天
保
十

一

年
全

人
四
〇
）に
神
器
陣
用
掛
に
任
ぜ

ら
れ
る
と
、
藩
主
・毛
利
敬
親
に
「
い
つ

外
国
船
が
攻
め
て
き
て
も
お
か
し
く
な

い
の
で
、
軍
事
技
術
の
習
得
を
第

一
に

あ
，全

ギや
■

●
,

ト

ャⅢゃ ri

l

第

一
部
　
とユ
志
篇
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デ
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る
砂
糖
生
産
、
櫨
蟻
の
製
造
な
ど
、
長

州
藩
は
特
産
物
の
流
通
語
螢
冗
で
成
功
を

長
州
藩
と
薩
摩
藩
や
越
前
藩
と
の
間

に
は
、
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。そ

れ
は
、
徳
川
家
と
親
族
関
係
を
結
ん
で

い
る
か
否
か
、
で
す
。越
前
藩
松

平
家
は

徳
川
裂
購
の
次
男
・継
城き
裂
騨
を
藩
祖

と
す
る
、
御
三
家
に
次
ぐ
名
門
の
親
藩

で
あ
り
、
し
か
も
幕
末
の
十
六
代
藩
主
・

松
平
既
藩

（し
評
棘
）は
も
と
も
と
御
三
家

の
ひ
と
つ
。田
安
家
の
出
身
で
し
た
。
一

方
の
薩
摩
藩
島
津
家
は
、
毛
利
家
と
同

じ
く
関
ケ
原
の
戦
い
で
西
軍
に
つ
い
た

外
様
大
名
で
す
。
し
か
し
人
代
藩
主
・重

梨
の
娘
・辟
屈
、
十

一
代
藩
主
・蒲
秘
げ

養
女

・
篤
姫
が
将
軍
家
に
輿
入
れ
し
ま

し
た
（そ
れ
ぞ
れ
十

一
代
将
軍
・家
斉
、

十
三
代
将
軍
・癬
態
の
御み
針
膵
ぜ
す
）Ｏ

す
な
わ
ち
、
大
奥
へ
の
勢
力
の
扶
植
に

成
功
し
た
こ
と
で
、
幕
府
政
治
に
も
影

響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

片
や
、
毛
利
家
に
は
こ
つゝ
し
た
幕
府

収
め
、
実
質
百
万
石
の
収
入
と
な
る
の

で
す
。

と
の
パ
イ
プ
は
皆
無
で
あ
り
、
幕
政
の

「蚊
帳
の
外
」
に
お
か
れ
ま
し
た
。
し
か

し
長
州
藩
に
は
生
産
力
、
流
通
力
、
そ

し
て
情
報
力
に
つ
い
て
の
強
い
自
負
と
、

藩
校
。明
倫
館
か
ら
多
く
の
人
材
を
輩

出
し
て
い
る
自
信
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
関
ケ
原
の
戦
い
で
島
津
家
は
禄
高

を
削
ら
れ
な
か
つ
た
の
に
対
し
、
毛
利

家
は
人
力
国
百
二
十
万
石
か
ら
僅
か
防

長
二
州
に
押
し
込
め
ら
れ
た
ｉ
。
そ
う

し
た
因
縁
も
相
ま
っ
て
、
長
州
藩
は
他

松
下
村
塾
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、

吉
田
松
陰
で
は
な
く
叔
父
の
玉
木
文
之
進
で
す
。

玉
木
は
ど
ん
な
人
物
で
す
か
？

て
ノ
長
州
藩
は
、
後
世
に
「燃
潮
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
に

σ

Ｑ
　
な
り
ま
す
が
、
薩
摩
藩
や
越
前
藩
の
よ
う
に

幕
府
政
治
に
影
響
力
を
持
ち
ま
し
た
か
？

1 
特集⑤Q飢長州の幕末

村田清風 lオ↓田清風記念館蔵)。 要職を歴任し、
藩政、特に財政に手腕を発揮した

蔦

司,

苛
青

■
・ 寺

H持

増

綽

4
命士く■汗

ｉけ

．

～
ャⅢ:

Ⅲ

イ

覇「  市

Piヤ 常々 1

,■
tr.

「驚輿巡幸図」(萩博物館蔵)。 安政5年 (1858)以 前の萩城下町の賑わいの様子が描かれている

QQ

―
湘
引

Ｉ
Ｊ

す
べ
き
で
す
」
と
進
言
し
、
対
外
防
備
を

主
眼
と
す
る
大
規
模
な
操
練
を
行
な
い

ま
し
た
。
藩
全
体
で
海
防
に
取
り
組
む

べ
く
、
藩
士
た
ち
の
士
気
向
上
を
図
つ

た
の
で
す
。

村
田
は
黒
船
来
航
か
ら
二
年
後
の
安

政
二
年
全
八
五
五
）に
死
去
し
ま
す
が
、

政
治
革
命
は
、
い
つ
の
時
代
、
ど
の

地
域
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
で
な
く

財
政
的
基
盤
も
伴
わ
な
け
れ
ば
成
功
し

ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
長
州
藩
は
ま
さ
し

く
磐
石
で
し
た
。

「防

長

三
白
」と
で
２
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
長
門
と
周
防
の
名
産
三
点
で
あ
る

米
・紙
・塩
を
指
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も

白
く
輝
く
こ
と
か
ら
そ
う
表
現
さ
れ
ま

し
た
。
長
州
藩
は
十
八
世
紀
中
期
の
七

代
藩
主
に
就
い
た
毛
利
重
就
の
時
代
に
、

「撫
育
方
」
と
い
う
開
発
局
を
設
け
、
三

白
の
生
産
力
向
上
に
努
め
ま
し
た
。
撫

育
方
の
収
入
は

一
般
会
計
で
は
な
く
特

藩
の
よ
う
に
幕
政
改
革
に
関
心
を
示
さ

ず
、
最
初
か
ら
急
進
的
な
ス
タ
ン
ス
を

玉
木
文
之
進
は
、
非
常
に
面
白
い
人

物
で
す
。
も
と
も
と
吉
田
松
陰
の
実
家

で
あ
る
杉
家
の
出
身
で
、
松
陰
に
と
つ

て
血
の
つ
な
が
つ
た
叔
父
に
あ
た
り
ま

す
。
長
州
藩
は
歴
代
家
老
を
出
す
家
格

を
「寄
組
」、
そ
の
下
を
「大
組
」
と
呼
び

ま
す
が
、
「無
給
通
」
と
で
つ
家
格
の
低

い
杉
家
か
ら
文
之
進
が
養
子
に
入
っ
た

玉
木
家
も
大
組
で
し
た
。
文
之
進
は
江

戸
に
詰
め
て
当
役
（家
老
）
ま
で
務
め
て

い
ま
す
の
で
、
大
組
の
中
で
も
相
当
に

海
防
の
志
は
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
そ

の
代
表
的
人
物
が
、吉
田
松
陰
で
す
。松

陰
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
し
ま
す
が
、

彼
は
早
く
か
ら
、
日
本
海
に
浮
か
ぶ
竹

島
（現
在
の
鬱
陵
島
）Ω
開
発
に
強
い
関

心
を
向
け
て
い
ま
す
。
安
全
保
障

へ
の

意
識
の
表
わ
れ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

別
会
計
で
あ
り
、
藩
の
手
元
金
と
し
て

蓄
積
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、藩
の
財
政
は
次
第
に
余
裕
を
持

ち
始
め
ま
し
た
。重
就
は
散
財
す
る
こ

と
な
く
、有
事
に
備
え
た
の
で
す
。

ま
た
、
日
本
の
流
通
の
心
臓
部
で
あ

る
瀬
戸
内
海
と
、
外
洋
を
結
ぶ
位
置
に

藩
が
所
在
し
て
い
た
点
も
見
逃
せ
ま
せ

ん
。
商
品
流
通
の
面
で
他
藩
よ
り
も
極

め
て
有
利
で
あ
り
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
、
そ

し
て
情
報
も
自
然
と
長
州
に
集
ま
り
ま

し
た
。
手」
う
し
た
物
品
や
貨
幣
の
流
通

を
担
当
す
る
の
が
「越
荷
方
」
で
す
。
他

に
も
石
炭
の
産
出
や
サ
ト
ウ
キ
ビ
に
よ

と
り
、
い
ち
早
く

「反
幕
」
へ
と
舵
を
切

る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

優
秀
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
天
保

十

一
年

全
人
四
〇
）
に
部
下
の
不
始
末

で
免
職
に
な
り
、
二
年
後
に
萩
の
自
宅

で
私
塾
・松
下
村
塾
を
開
き
ま
し
た
。

松
陰
は
幼
少
時
に
兵
学
者
≧
日
田
大

助
の
養
子
と
な
り
ま
し
た
が
、
大
助
が

急

逝
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
松

陰
に
大
助
に
代
わ
つ
て
教
育
を
施
し
た

の
が
、
文
之
進
で
し
た
。
一
時
、
明
倫

館
で
山
鹿
流
兵
学
の
代
理
教
授
を
務
め

て
い
た
文
之
進
は
、
厳
格
、
品
行
方
正

を
画
に
描
い
た
よ
う
な
男
で
あ
り
、
時

に
は
松
陰
に
拳
を
振
り
上
げ
る
こ
と
も

あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
松
陰
は

文
之
進
の
教
育
に
喰
ら
い
付
き
、
「師
は

誰
か
」
と
問
わ
れ
た
際
に
は
「玉
本
文
之

進
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。

興
味
深
い
の
は
、
文
之
進
が
親
類
の

乃
木
希
典
の
師
で
も
あ
る
と
い
う
点
で

し
ょ
う
。
文
之
進
は
、
や
は
り
幼
い
乃

毛
利
家
は
関
ケ
原
で
敗
れ
、
百
二
十
万
石
か
ら

三
十
七
万
石
へ
減
封
さ
れ
ま
し
た
が
、
天
保
の
改
革
後
に
は

実
質
百
万
石
の
収
入
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

当
時
の
長
州
藩
の
内
情
を
教
え
て
下
さ
い
。

Ｉ

ｒ～‥
れ
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眸

蒟
張

木
も
厳
し
く
躾
け
ま
し
た
。
松
陰
と
乃
　
　

治
九
年

全

入
七
六
）
に
松
下
村
塾
生

木
を
育
て
た
わ
け
で
す
か
ら
、
相
当
高

　

　

の
前
原

一
謝
が
萩
の
乱
を
起
こ
す
と
、
教

″
懃
城
と
意
志
力
を
備
え
て
い
た
こ
と
　
　
　

えヽ
子
や
松
下
村
塾
生
の
多
く
が
参
加
し

が
窺
え
ま
す
。　

Ｒ
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ
と
の
責
任
を
と
つ
て
、
自
決
し
ま

し
か
し
、
そ
の
最
期
は
悲
劇
的
で
、明

　
　
し
た
。

フ

瞬

醍

囃
躍

拠

４
Ⅶ
松
下
村
塾
で
何
を
教
柔

生
か
す
べ
き
と
い
う
「実
践
知
」
を
弟
子

た
ち
に
教
え
ま
し
た
。

で
は
、
松
陰
は
具
体
的
に
日
本
を
ど

ん
な
方
向
に
導
い」ゝ
つ
と
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
彼
が
尊
王

攘

夷
論
者
で
あ

つ

た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「僕

は
毛
利
の
家
臣
な
り
」
と
書
簡
に
記
し

て
い
る
よ
う
に
、
毛
利
家
や
幕
藩
体
制

を
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
意
識
は
あ
り

ま
せ
ん
。
松
陰
が
真
に
目
指
し
た
の
は
、

開
国
し
て
欧
米
の
技
術
を
早
急
に
吸
収

し
、
日
本
を
列
強
争
覇
の
中
で
独
立
を

堅
持
で
き
る
国
に
つ
く
り
か
え
る
こ
と

だ
つ
た
で
し
よ
う
ｏ
そ
し
て
幕
府
政
治

が
そ
の
障
害
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
在

野
の
民
が

一
群
に
起
ち
上
が
っ
て
変
革

に
突
き
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
。

こ
れ
こ
そ
が
松
陰
が
唱
え
た
「草
芥
幌

起
」
で
し
た
。
松
陰
は
黒
船
に
乗
り
込

ん
で
密
航
を
図
っ
た
よ
う
に
、
決
し
て

単
純
な
排
外
論
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

非
常
に
柔
軟
な
思
考
の
持
ち
主
で
あ
る

と
同
時
に
、
行
動
に
矛
盾
や
過
不
足
が

一
切
な
い
、
極
め
て
純
粋
な
思
想
家
で

あ
り
革
命
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

山
鹿
流
兵
学
者
の
松
陰
は
、
脱
藩
の

罪
を
犯
し
て
ま
で
全
国
各
地
を
歩
き
、

日
本
の
海
防
の
実
情
を
見
て
回
り
ま
し

た
。
＞」
れ
は
彼
の
学
問
の
エ
ス
プ
リ
が
、

「知ち
行
σ
コ
っ」

の
防
叫
望
に
限
り
社
く
近

い
こ
と
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
知
識
を

得
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
そ
れ
を
生
か
す

べ
く
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
―
―
。
松
陰
は
、
「死
生
は
度
外
に
置

き
、
倒
れ
て
も
い
い
か
ら
進
め
」
と
弟
子

た
ち
に
手
紙
を
送
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
思
想
家
で
あ
り
な
が
ら
書
斎
に

こ
も
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
松
陰
の
偉
さ

で
あ
り
凄
み
で
し
ょ
う
。
松
下
村
塾
の

講
義
で
は
、
必
ず
世
相
の
諸
問
題
に
結

び
つ
け
た
具
体
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ

た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
松
陰
は
、
学

ん
だ
知
識
を
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に

』０
松下村塾の特色は何ですか？

間
身
分
の
山
県
有
朋
（狂
介
）
や
、
農
民

出
身
の
仲
騰
満
町
輔

（醒
球
）
は
ヽ
明
倫
館

で
は
学
べ
な
か
つ
た
の
で
す
。
ま
た
、
緒

潔
涛
蔵
の
連
動
す
牌
瀬せ
産
経
の
理
件
所

と
比
べ
る
と
、
地
元
出
身
者
の
占
め
る

割
合
が
ず
ば
抜
け
て
い
ま
す
。
松
下
村

塾
で
は
、
松
陰
の
評
判
を
聞
き
つ
け
た

青
年
た
ち
が
自
由
に
知
識
を
吸
収
し
、

オ
能
を
仲
ば
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

な
お
、
松
陰
が
安
政
六
年
全
八
五
九
）

に
安
政
の
大
獄
で
江
戸
の
牢
屋
に
送
ら

下
級
藩
士
や
そ
れ
以
下
の
身
分
の
人

物
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
藩
内
で

は
「
一
部
の
有
志
」
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
長

州
藩
政
の
主
流
に
座

っ
て
い
た
の
は
、

や
は
り
寄
組
や
大
組
ら
上
位
の
身
分
の

面
々
で
し
た
。

た
だ
し
、
幕
末
史
の
中

れ
る
と
、
松
陰
の
妹
。文
（四
女
）
と
結
婚

し
た
久
坂
玄
瑞
や
、同
じ
く
妹
の
寿
（次

女
）と
結
婚
し
た
卜
田だ
構
仲
之の
嚇
（後
の

群
馬
県
令
・料
取
素
彦
で
す
。
な
お
、
栂

取
は
明
治
に
未
亡
人
と
な
つ
た
文
と
再

婚
し
ま
す
）ら
に
よ
つ
て
断
続
的
に
勉
強

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
小
田
村
は
藩
医

の
息
子
で
、
明
倫
館
で
教
鞭
を
執
っ
て

い
た
俊
才
で
あ
り
、
松
陰
も
信
頼
す
る

人
物
で
し
た
。
な
お
、
明
治
に
入
る
と
、

松
陰
の
顕
彰
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。

ば
、
松
下
村
塾
生
た
ち
が
、
や
が
て
長

州
藩
を
動
か
し
て
ゆ
く
大
き
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
本
流
と
な
つ
た
こ
と
は
疑
い
よ

う
の
な
い
事
実
で
す
。
彼
ら
の
存
在
と

活
躍
が
、
や
が
て
大
き
な
う
ね
り
と
な

り
、
幕
末
史
を
ダ
イ
ナ
ミ
ツ
ク
に
動
か

し
て
ゆ
く
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
０

前
述
し
た
よ
う
に
、
実
践
を
重
視
し

た
こ
と
が
最
大
の
特
徴
で
す
が
、
残
さ

れ
た
松
陰
の
手
紙
な
ど
か
ら
推
察
す
る

に
、
教
育
者
と
し
て
の
松
陰
は
個
々
の

弟
子
を
よ
く
観
察
し
、
長
所
を
伸
ば
す

人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
ｏ
ま
た
、
松
下

村
塾
に
は
厳
し
い
塾
則
や
テ
キ
ス
ト
、

さ
ら
に
は
時
間
割
す
ら
存
在
し
て
い
ま

せ
ん
。
あ
く
ま
で
塾
生
個
人
の
意
欲
に

任
せ
る
指
導
方
針
で
し
た
。

藩
校
。明
倫
館
と
の
大
き
な
違
い
で

い
え
ば
、
明
倫
館
が
武
士
し
か
入
校
で

き
な
か
つ
た
の
に
対
し
て
、
松
下
村
塾

は
螂
獣
身
分
の
財
軽
やち
鍔
Ｍ
ヽ
さ
ら
に

は
農
民
や
町
人
な
ど
、
身
分
を
問
わ
ず

誰
も
が
入
塾
で
き
た
点
で
し
ょ
う
。
中

特集◎Q&A長州の幕末

小田村伊之助 (村取素彦、提供 :群馬県立歴史博物館)
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松
陰
の
松
下
村
塾
は
、

長
州
藩
肉
の
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勢
力
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た
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か
？

ム
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第
二
部
　
回
天
庸

t,安
政
六
年
全
八
五
九
）
十
月
二
十
七

日
、
松
陰
は
三
十
歳
の
若
さ
で
、
幕
府

に
よ
り
斬
首
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
大
老

井
伊
直
弼
に
よ
る
「安
政
の
大
獄
」
の
中

で
の
出
来
事
で
す
。

遺
書
『留
魂
録
』
の
中
で
松
陰
は
、
同

志
た
ち
が
遺
志
を
継
い
で
く
れ
る
な
ら

ば
、私
が
撤
い
た
種
は
尽
き
ず
、収
穫
の

で
は
な
か
つ
た
た
め
、
松
陰
の
処
刑
が

即
座
に
藩
論
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
松
陰
の
死
は

弟
子
た
ち
に
不
退
転
の
覚
悟
を
抱
か
せ

た
点
で
、
幕
末
史
に
甚
大
な
影
響
を
及

ば
し
ま
し
た
。

当
時
、び
癖
農
ぽ
あ
つ
た
誡
膚
コ
っ謝

は

「先
師
既
に
忠
義
に
死
す
。余
門
生
た
り
。

井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
の
変
で
討
た

れ
た
後
、
文
久
年
間
に
入
る
と
、
幕
府

は
朝
廷
と
の
硼
級
を
酬
る
「斜
弾
評
肘
」

に
方
針
を
転
換
。
そ
れ
を
背
景
に
長
州

藩
は
京
都
に
次
々
と
藩
士
を
送
り
込
み
、

朝
廷
と
関
係
を
深
め
て
政
治
の
主
導
権

あ
っ
た
年
に
恥
じ
な
い
だ
ろ
う
と
記
し
、

弟
子
た
ち

一
人
ひ
と
り
に
細
か
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
の
文
章

は
高
い
精
神
性
に
浴
れ
て
お
り
、
死
の

直
前
に
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
け
る
人

物
は
、
世
界
史
の
中
に
も
そ
う
は
い
な

い
で
し
ょ
う
。

と
は
い
え
、
松
下
村
塾
は
藩
の
主
流

●

こ
の
強
硬
論
は
、
朝
廷
の
方
針
と

一

致
し
ま
す
。
長
州
藩
は
幕
府
で
な
く
、

朝
廷
を
第

一
に
す
べ
き
と
藩
論
を
転
換

し
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
長
州
藩
は
朝

廷
の
方
針
を
盾
に
、
幕
府
か
ら
政
治
の

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
奪
う
、
す
な
わ
ち

「反
幕
」
を
明
確
に
視
野
に
入
れ
始
め
ま

し
た
。

傑
物
。長
井
が
志
半
ば
で
＞」の
世
を
去

り
、
今
な
お
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
悪
役

と
し
て
語
ら
れ
が
ち
な
の
は
遺
憾
で
す

が
、
京
都
で
は
次
第
に
長
州
派
の
志
士

が
佐
幕
派
の
人
物
を
暗
殺
し
、
力
ず
く

で
政
局
を
リ
ー
ド
し
ま
し
た
。

に
奏
上
し
、各
藩
に
通
達
し
ま
し
た
。そ

し
て
当
日
、
長
州
藩
の
み
が
関
門
海
峡

を
通
過
す
る
ア
メ
リ
カ
商
船
や
フ
ラ
ン

手部
分
も
多
く
、
実
際
、
後
の
明
治
政
府

は
こ
の
路
線
を
採
り
ま
す
。

し
か
し
文
久
二
年

盆

八
六
二
）、
薩

摩ま
藩
殴
卸
・離
｝
架
遅
が
挙
麻
上
京
し
、

朝
廷
の
信
任
を
得
た
こ
と
か
ら
長
井
の

策
や
長
州
藩
の
影
が
薄
く
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
攘
夷
を
唱
え
る
松
下
村
塾
の
塾

生
ら
藩
内
勢
力
は
、
遠
略
策
を
幕
府
に

お
も
ね
る
考
え
方
と
捉
え
、
長
井
は
失

脚
し
、
自
決
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。
そ

し
て
長
州
藩
内
で
は
、
諸
外
国
と
結
ん

だ
条
約
を
破
棄
し
て
攘
夷
決
行
を
主
張

す
る
「破
約
攘
夷
論
」
派
が
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
と
り
ま
し
た
。

文
久
三
年
三
月
、
長
州
藩
の
朝
廷
ヘ

の
政
治
工
作
も
あ
り
、
幕
府
は
五
月
十

日
を
期
し
て
の
攘
夷
決
行
を
孝
明
天
皇

文
久
三
年

盆

八
六
三
）
五
月
に
攘
夷
を
決
行
し
た
長
州
藩
は
、
そ
の
後
、
八

禁
門
の
変
、
そ
し
て
四
カ
国
連
合
艦
隊
と
の
馬
関
戦
争
で
敗
北
を
喫
し

し
か
し
長
州
藩
は
、
あ
く
ま
で
反
幕
と
尊
王
攘
夷
を
貫
く
。

反
幕
路
線
を
確
立
す
る
と
、
宿
敵
・薩
摩
藩
と
同
盟
を
締
結

長
州
藩
こ
そ
、
変
革
の
先
駆
者
で
あ
り
、
原
動
力
で
あ

っ
た
。

』Ч謝州田た潮悧爾抑制疑蜘儡批ｒきましたか？

防ン
鱒刻瞬剛賃ｍ障」胆蝉電製柄疵判‐ドします。
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長井雅楽(萩博物館蔵)

遺
志
を
奉
じ
て
忠
義
に
死
せ
ざ
れ
ば
何

の
面
目
あ
り
て
地
下
に
先
師
に
見
え
ん
」

と
決
意
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
師
の
無

念
の
死
に
接
し
た
弟
子
た
ち
は
、
幕
府

に
対
し
て
怒
り
と
不
信
感
を
大
い
に
募

ら
せ
、
必
ず
や
松
陰
の
志
を
継
ぎ
、
日

本
の
変
革
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
心
に
誓

っ
た
の
で
す
。

を
握
ろ
う
と
画
策
し
ま
す
。中
心
は
、「航

脚
蔵
畔

策
」
を
唱
え
た
餅
ヵ
雅ぅ
楽た
で
し

た
。
航
海
道
略
策
は
い
わ
ゆ
る
積
極
的

開
国
策
で
あ
り
、
外
国
と
の
交
易
で
国

の
富
を
増
や
す
、
と
い
う
非
常
に
合
埋

的
な
論
で
す
。
松
陰
の
考
え
と
通
じ
る

高
杉
晋
作
の
活
躍
で

し
、
維
新
回
天
ヘ

お

跨
鍛
狂神
築
搾洋
鯨
謝
鮒
ｒ
？

ヒ

，球

「馬関戦争図」(下関市立長府博物館蔵)。

長州藩はあくまで接夷を決行した

市
卿
が

，，■
■

，
，

∂/



長
丼
雅
楽
の

航
海
遠
略
策

四
侯
会
議

率
兵
上
洛

周

塁

八
月
十
八
日
の
取
Ｈ

薩

長

同

盟

タ
ー
、
藩
論
を
倒
幕
に

（馬
関
戦
争
）

倒
幕

倒
尋

薩
摩
藩

長
鰯
艤

会
津
藩

慶応 2年 慶応元年 文久 3年 支久 2年文久 4年
r元治元年 )

安政 フ年
(万延元年 )

慶応 3年 維
観
を
切
錐
し
て
　
，最
　
　
　
一ェギ
騨

特集OQ&A長州の幕末

阿岬
朧
斜
撃

（土と
佐さ
藩
）、
伊だ
き
熱
嚇
（宇ぅ

和
島
藩
）
ら
後
の
四
侯
会
議
の
面
々
を

加
え
た
「参
預
会
議
」
で
国
政
を
議
論
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
久
光
と
考
え
を
異
に

し
、
後
に
薩
長
同
盟
に
踏
み
切
る
の
が

酎
婿
隣
閣
や
対
久く
仲
祉
越
ら
で
し
た
。

と
も
あ
れ
、
薩
摩
藩
は
会
津
藩
と
同

池
田
屋
事
件
で
命
を
落
と
し
た
吉
田
稔
麿
は

ど
ん
な
人
物
と
評
価
で
き
ま
す
か
？

元
治
元
年

盆

八
六
四
ｒ
ハ
月
、
一爪
都

三
条

小
橋
の
旅
籠
池
田
屋
で
、
反
幕

派
の
志
士
と
新
選
組
が
斬
り
合
い
ま
し

た
。
こ
の
池
田
屋
事
件
で
、
肥
後
藩
士
・

騨
静
肺
離
を
は
じ
め
何
人
も
のし魁
蒲
が

命
を
落
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
松

下
村
塾
出
身
の
吉
田
稔
麿
も
い
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
稔
麿
は
、
強
硬
な
反
幕
思

想
の
持
ち
主
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
長
州
藩
内
で
は
「幕
府
通
」
と
し
て
知

ら
れ
ま
し
た
。
稔
麿
は
松
陰
死
後
の
万

延
元
年

盆

八
六
〇
）、
脱
藩
し
て
江
戸

に
向
か
い
、旗
本
の
妻
本
家
に
仕
え
て
、

そ
の
能
力
か
ら
重
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
幕
臣
の
人
脈
を
持

っ
た
の
は
、

こ
の
時
で
す
。池
田
屋
で
凶
刃
に
斃
れ

禁
門
の
変
で
長
州
藩
は
敗
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
戦
っ
た
の
で
す
か
？

ドZ

反耳

1863   ・   1862   ・ 1861 ‐
    1860

幕公
政武
改合
革体

1866 1865 18641867

公
武
合
体

開
国
攘
夷

・
…
…

倒
幕
と
幕
政
改
革

推
進
で
藩
論
割
れ
る

即
時
破
約

，
標
夷
（反
幕

ヽ
）

直
接
の
原
因
は
、
薩
摩
藩
が
会
津
藩

と
手
を
組
ん
で
長
州
藩
を
朝
廷
か
ら

一

掃
し
た
、
文
久
三
年
の
人
月
十
八
日
の

政
変
で
す
。
ま
ず
は
、
薩
摩
藩
の
政
治

ス
タ
ン
ス
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

薩
摩
藩
は
長
州
藩
と
同
じ
く
「攘
夷
」

を
掲
げ
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
自

体
は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し

一
方
で
、
薩
摩
藩
は
藩
主
の
息
女
や

養
女
を
将
軍
家
に
輿
入
れ
さ
せ
、
幕
府

杢

呂

通
盟
を
結
び
、
八
月
十
八
日
の
政
変
で
ク

ー
デ
タ
ー
を
決
行
。
朝
廷
か
ら
長
州
贔

届
の
公
卿
が
こ
と
ご
と
く
追
放
さ
れ
、

長
州
藩
は
御
所
の
守
衛
を
解
か
れ
て
、

京
都
を
追
わ
れ
ま
し
た
。
長
州
藩
に
と

っ
て
、
幕
府
以
上
に
憎
む
べ
き
が
薩
摩
・

会
津
の
同
盟
と
な
つ
た
瞬
間
で
し
た
。

た
の
も
、
江
戸
と
長
州
を
行
き
来
す
る

最
中
の
こ
と
で
し
た
。

稔
麿
は
高
杉
晋
作
、
久
坂
玄
瑞
、
入

江
九

一
と
と
も
に
「松
門
四
天
王
」
に
名

を
連
ね
ま
す
。
松
陰
は
そ
の
才
能
を
深

く
愛
し
、
高
杉
の
「陽
頑
」
に
対
し
て
稔

麿
を
「陰
頑
」
と
評
し
ま
し
た
。
勤
勉
実

直
で
他
人
の
言
葉
に
左
右
さ
れ
な
い
芯

の
強
さ
を
持
つ
て
い
る
、と
い
つゝ
の
で
す
。

逸
話
を

一
つ
紹
介
し
ま
し
よ
う
ｏ
稔

麿
は
あ
る
日
、　
一
枚
の
紙
に
放
牛
、
烏

ぼ　し
か
みしも

帽
子
癬
を
着
た
坊
主
と
も
）、木
刀
、そ

し
て
片
隅
に
棒
を
描
き
ま
し
た
。
山
県

狂
介
が
意
味
を
問
う
と
、
高
杉
は
途
れ

る
オ
を
御
し
き
れ
て
い
な
い
「放
牛
」
で

あ
り
、
久
坂
は
気
位
が
高
く
て
人
を
率

ス
の
通
報
艦
、
オ
ラ
ン
グ
の
軍
艦
に
砲

撃
を
仕
掛
け
た
の
で
す
。

翌
月
に
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
に
襲
撃
さ
れ

て
下
関
の
前
田
砲
台
を
占
領
さ
れ
ま
す

が
、
藩
論
で
掲
げ
た
「攘
夷
」
を
実
行
し

た
こ
と
こ
そ
、
長
州
藩
の
他
藩
と
の
違

い
で
す
。
例
え
ば
、
桜
田
門
外
の
変
な

ど
か
ら
「過
激
」
な
印
象
の
あ
る
水
戸
藩

は
、
攘
夷
を
唱
え
な
が
ら
も
具
体
的
な

行
動
は
起
こ
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し

長
州
藩
は
、
攘
夷
を
唱
え
た
以
上
は
実

行
す
る
、
知
識
と
行
動
は
二
体
化
し
な

く
て
は
い
け
な
い
、
と
ロ
シ
ア
十
月
革

命
を
主
導
し
た
ボ
リ
シ
エ
ヴ
イ
キ
の
よ

う
に
一
切
の
妥
協
を
許
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
方
、
そ
の
陰
で
長
井
雅
楽
や
周

布
政
之
助
が
自
決
に
追
い
込
ま
れ
た
よ

う
に
、
凄
惨
な
藩
内
政
争
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
点
が
、
現
実
感
覚
と
リ

ア
リ
ズ
ム
で
妥
協
を
厭
わ
な
い
薩
摩
藩

と
の
差
異
で
す
。
そ
ん
な
長
州
藩
に
リ

ア
リ
ズ
ム
を
持
ち
込
み
、
藩
論
を
ま
と

め
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
っ
た
の
が
、海

外
渡
航
経
験
の
あ
る
高
杉
晋
作
や
伊
藤

俊

輔
、
井
上
聞
多

（馨
）
ら
松
陰
の
衣

鉢
を
継
ぐ
者
た
ち
で
し
た
。

内
に
影
響
力
を
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
点
、

反
幕
を
指
向
し
た
長
州
藩
と
は
大
き
く

異
な
り
ま
す
。
特
に
島
津
久
光
は
幕
政

改
革
推
進
を
目
指
し
て
お
り
、
会
津
藩

な
ど
幕
府
の
京
都
出
先
機
関
に
協
力
す

る
こ
と
で
、
政
局
へ
の
影
響
力
を
持
と

う
と
い
う
藩
益
感
覚
を
抱
い
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。実
際
、久
光
は
文
久
三
年

末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、　
一
橋
慶
喜
と

松

平

容
保

（会
津
藩
）
に
松
平
慶
永
、

い
る
器
の
人
物
な
の
で
「鳥
帽
子
」、
入

江
は
や
や
鈍
く
斬
る
こ
と
は
で
き
な
い

け
れ
ど
も
、
持
っ
て
い
る
だ
け
で
人
を

脅
か
す
こ
と
が
で
き
る
「木
刀
」
だ
と
い

い
ま
す
。
山
県
が
「
で
は
、
端
の
棒
は
」

と
問
う
と
、
「そ
れ
は
お
前
だ
よ
」
と
笑

元
治
元
年
七
月
「
長
州
藩
は
福
原
越

後ご
、
酢
司し
柱
勝
、
縛
田だ
右ぅ
衛ぇ
鵡

州
の
三

家
老
が
兵
を
率
い
て
上
京
、
禁
門
の
変

こ
と
蛤
御
門
の
変
が
起
き
ま
す
。
福
原

な
ど
の
エ
リ
ー
ト
上
層
部
か
ら
久
坂
玄

瑞
ら
下
級
武
士
ま
で
も
が
反
幕
、
さ
ら

に
は
「薩
賊
会
奸
」
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

取
っ
て
（久
坂
は
、
実
は
当
初
は
威
力
上

訴
に
反
対
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し

て
は
次
の
問
い
で
言
及
し
ま
す
）、
京
都

御
所
へ
と
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
藩
主
の

冤
罪
を
帝
に
訴
え
る
と
い
う
名
日
で
、

八
月
十
八
日
の
政
変
以
来
の
、
京
都
で

の
失
地
回
復
を
図
る
た
め
で
す
。

し
か
し
尊
王
攘
夷
の
旗
を
掲
げ
、
藩

主
の
黒
印
を
捺
し
た
軍
令
状
を
持
っ
た

軍
隊
が
、
天
皇
の
御
座
所
で
あ
る
御
所

に
向
け
て
砲
撃
す
る
ｉ
。
筒
先
は
会
津

い
な
が
ら
答
え
ま
し
た
。
「員
に
備
ふ
る

の
み
」、
す
な
わ
ち
人
数
に
は
入
れ
る

が
、
特
筆
す
べ
き
点
は
な
い
と
い
う
の

が
、
稔
麿
の
山
県
評
だ
っ
た
の
で
す
。人

の
オ
能
を
見
極
め
る
力
も
、
師
譲
り
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
Ъ

や
薩
摩
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
は
ｒ
え
、

長
州
藩
が
い
か
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

長
州
霜
と
醸
摩
君
は
同
じ
「猥
夷
」
を
掲
げ
て
い
た

は
ず
で
す
が
、
な
ぜ
犬
損
の
伸
な
の
で
す
か
？

:

|

下関の前田砲台跡。文久3年 (1863)、

攘夷決行に用いられた
(写真 :近戸秀夫)
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久
坂
は
、
し
ば
し
ば
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

反
幕
主
義
者
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
実
際
に
は
京
都
で
長
州
藩
の

宥
免
を
幕
府
に
請
い
続
け
る
べ
き
と
主

張
し
て
お
り
、
禁
門
の
変
で
は
決
し
て

即
時
進
撃
の
主
張
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。さ
ら
に
一言甲
え
ば
、
彼
は
医
者
の

出
身
で
あ
り
、極
め
て
緻
密
な
男
で
す
。

む
し
ろ
、
来
島
又
兵
衛
や
真
本
和
泉

の
よ
う
な
久
坂
よ
り
も
遥
か
に
年
か
さ

の
リ
ー
ダ
ー
の
ほ
う
が
過
激
で
し
た
。来

島
ほ
久
坂
に
、
「お
前
の
よ
う
な
意
気
地

無
し
は
、
東
寺
の
塔
か
天
王
山
に
で
も

上
っ
て
見
物
し
て
お
れ
」
と
罵
っ
た
と
い

い
ま
す
。
当
時
、
一
一十
五
歳
の
久
坂
が
、

四
十
八
歳
の
来
島
に
こ
つゝ
ま
で
面
罵
さ

れ
て
は
、
久
坂
が
武
士
と
し
て
進
撃
に

踏
み
切
る
の
は
当
然
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

軍
議
の
後
、
久
坂
は
入
江
九

一
と
永
別

を
覚
悟
し
、
二
人
は
路
傍
の
木
材
に
腰

か
け
て
、
川
の
水
で
別
杯
を
征
讐
白
で
交

わ
し
あ
い
ま
す
。
勝
算
の
な
い
戦
い
に

挑
む
久
坂
の
決
死
の
覚
悟
が
感
じ
ら
れ

る
大
変
感
動
的
な
シ
ー
ン
で
あ
る
と
と

も
に
、
誠
に
痛
ま
し
い
犠
牲
で
あ
っ
た

と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

襲
し
た
わ
け
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
か

ら
急
き
ょ
帰
国
し
た
伊
藤
俊
輔
や
井
上

聞
多
は
、
連
合
艦
隊
と
の
戦
い
を
止
め

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
藩
内
を
説
得
で

戦
争
の
大
敗
で
、
長
州
藩
が
「攘
夷
を
放

棄
」
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
確
か
に

一
時
的
に
、
幕
府
と

の
融
和
を
目
指
す
上
士
中
心
の
「俗
論

賠
」
の
械
射
朧
太た
ら
が
政
権
を
握
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
俗
論
党
は
勢
力
と
し

て
広
が
り
を
欠
き
、
む
し
ろ
体
戦
交
渉

で
鮮
や
か
な
活
躍
を
見
せ
た
高
杉
晋
作

ら
「正
義
党
」
へ
の
待
望
論
が
巻
き
起
こ

る
の
で
す
。

た
か
と
と
も
に
、
彼
ら
の
「狂
気
」
を
感

　
　
藩
は
大
敗
を
喫
し
、「幕
末
最
大
の
危
機
」

じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
結
果
と
し
て
長
州
　

　

に
陥
り
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
馬
関
戦
争
で
す
。
一削
述
し

た
よ
う
に
、
前
年
二
月
に
長
州
藩
は
攘

夷
を
決
行
し
ま
し
た
。
そ
の
本
格
的
な

報
復
と
し
て
、
四
カ
国
連
合
艦
隊
が
来

き
ず
戦
端
は
開
か
れ
、長
州
は
惨
敗
。改

め
て
列
強
の
脅
威
を
肌
で
知
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
時
に
冨
全
戸
刑
馬
」
の
名

で
体
戦
交
渉
に
当
た
っ
た
の
が
高
杉
晋

作
で
し
た
。
高
杉
は
「長
州
藩
が
領
土
を

割
譲
す
る
条
約
を
結
ぶ
な
ら
ば
、
貴
国

は
長
州
を

一
つ
の
国
と
認
め
た
こ
と
と

な
る
。
一二
百
諸
侯
と
い
ち
い
ち
個
別
に

条
約
を
結
ぶ
つ
も
り
企
と
唆
呵
を
切
Ｌ

領
上
を
守
り
ま
し
た
。
凄
ま
じ
い
開
き

直
り
で
す
が
、
国
際
法
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
も
つ
と
も
、
高
杉
に
正
確
な

国
際
法
の
知
識
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
は

疑
問
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
禁
門
の
変
に
続
く
馬
関

禁
円
の
変
で
討
死
し
た
久
坂
玄
瑞
は
，

禁
円
の
変
の
直
後
、
長
州
藩
は
英
仏
蘭
米
の

連
合
艦
隊
の
襲
撃
を
受
け
て
敗
れ
ま
し
た
。

こ
の
戦
争
は
長
州
藩
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
か
？

ウ
久
坂
と
並
び
称
さ
れ
た
高
杉
は
、

「オ
の
久
坂
」
に
対
し
て
「識
の
高
杉
」
　

　

と
謳
わ
れ
た
の
が
、
幕
末
、
八
面
六
膏

の
活
躍
を
見
せ
た
高
杉
晋
作
で
す
。
高

杉
は
、
往
々
に
し
て
革
命
家
と
し
て
の

資
質
の
み
が
語
ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か

し
、
彼
が
毛
利
家
代
々
恩
顧
の
臣
で
、
一
一

百
石
取
り
の
大
組
に
属
す
る
名
家
に
生

ま
れ
た
こ
ど
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
高
杉

は
世
子
・定
広
の
小
姓
か
ら
キ
ヤ
リ
ア

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
が
、
藩
上
層
部

に
は
多
く
の
親
戚
が
い
ま
し
た
ｏ
周
布

久坂玄瑞 (上、山口県立山口博物館蔵)と 高
杉晋作(国立国会図書館蔵)は松下村塾の両
雄としてその名を語かせた

った長州軍の旗が見える
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東日本大震災の最大の教訓。

それは、災書対策は
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大災害が起きたとき、
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あの震災で学んだことを、

未来のために。

銀行名 :三 菱東京UF」 銀行

支店名 :本 店

預金種別 :普 通

口座番号 :1660782
日座名 (藻 字 ):公益 財団法人日本財団

口座名 (カ ナ):ザイ)ニ ッポンザイダン

THE NIPPON
FOUNDATION

震
災
の
制
∪

教
訓
を
い
か
す
基
金
を
。

本

賜 回

[歴史街道 20151]フ′



賄 や
椋
梨
も
そ
の
交
友
範
囲
の
中
に
入
っ

て
い
た
の
で
す
。
ま
た
松
下
村
塾
で
は
、

下
級
武
士
出
身
の
尊
王
攘
夷
派
と
通
じ

て
お
り
、
実
に
幅
広
い
政
治
基
盤
の
持

ち
主
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、
単

な
る
松
下
村
塾
生
で
あ
れ
ば
、
藩
か
ら

馬
関
戦
争
の
和
平
交
渉
を
任
せ
ら
れ
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

高
杉
の
数
あ
る
活
躍
の
中
で
も
、
元

治
元
年
十
二
月
の
「功
山
寺
決
起
」
は
特

筆
す
べ
き
で
し
ょ
う
。馬
関
戦
争
後
、
高

杉
は

一
時
亡
命
す
る
も
の
の
、
功
山
寺

決
起
で
俗
論
党
を
鮮
や
か
に
破
っ
て
の

け
、
長
州
藩
は
一
転
、
反
幕
路
線
を
確

立
す
る
の
で
す
。
高
杉
は
若
く
し
て
病

魔
に
斃
れ
ま
す
が
、
藩
庁
の
金
を
芸
者

を
総
揚
げ
し
て
使
う
な
ど
、
ま
さ
に
破

格
の
男
で
し
た
。
そ
ん
な
人
間
的
魅
カ

も
相
ま
っ
て
、
今
も
活
躍
ぶ
り
が
盛
ん

に
語
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

府
軍
に
参
加
し
て
い
れ
ば
、
長
州
藩
の

運
命
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ

つゝ
。薩

長
同
盟
締
結
の
背
景
の
一
つ
は
、

第

一
次
長
州
征
伐
頃
か
ら
、
西
郷
隆
盛

が
長
州
藩
に
同
情
的
に
な
っ
た
点
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。西
郷
は
薩
長
同
盟
後
、イ

ギ
リ
ス
外
交
官
。ア
ー
ネ
ス
ト
・サ
ト
ウ

に
、
長
州
問
題
を
解
決
で
き
な
い
ほ
ど

弱
体
化
し
た
幕
府
に
外
交
を
委
ね
る
の

は
弊
害
が
多
い
と
語
つ
て
お
り
、
こ
の

頃
か
ら
倒
幕
の
構
想
を
描
き
始
め
た
の

で
し
ょ
う
。

ｔ
コ

『

維
新
へ
の
流
れ
の
中
で
、

長
州
藩
が
果
た
し
た
役
割
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
？

「醸
長
同
盟
」
が
幕
末
史
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
．

何
で
す
か
？
　
　
　
，

慶
応
三
年
全
人
六
七
）
の
大
政
奉
退

と
王
政
復
古
に
よ
る
新
政
権
樹
立
、
そ

し
て
翌
年
の
戊
辰
戦
争
を
経
て
、
我
が

国
は
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
の
辺
り
の
流
れ
は
、
歴
史
の

教
科
書
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
運
動

の
中
心
に
長
州
藩
が
い
た
こ
と
も
ご
承

知
の
通
り
で
す
。
で
は
、
長
州
藩
が
幕

末
の
日
本
で
果
た
し
た
役
割
は
何
で
あ

っ
た
か
を
考
察
し
て
、
本
特
集
の
締
め

く
く
り
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
州
藩
は
薩
摩
藩
の
よ
う
に
、
外
交

や
樹
譜
従

妍
の
限
り
を
尽
く
し
て
ば

天
の
事
業
に
関
与
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
最
後
の
最
後
で
徳
川

を
見
捨
て
、
鳥
羽
・伏
見
の
戦
い
で
不
承

不
承
倒
幕
軍
に
与
し
た
土
佐
藩
や
、
そ

の
他
の
勝
ち
馬
に
乗
っ
た
佐
賀
藩
な
ど

の
諸
藩
と
も
全
く
異
な
り
ま
す
。
長
州

藩
は
紆
余

山

折
は
あ
り
な
が
ら
、　
一

貫
し
て
尊
王
攘
夷
と
反
幕
を
「狂
信
的
」

と
も
い
う
べ
き
純
粋
さ
で
行
動
原
理
の

中
軸
に
据
え
続
け
、
政
治
の
局
面
を
動

か
し
ま
し
た
。
世
界
史
を
見
て
も
、
国

や
社
会
の
体
制
を
大
き
く
変
え
る
時
に

は
、
章
引
力
と
し
て
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ

ム
が
不
可
欠
で
す
。
幕
末
の
日
本
に
お

い
て
は
、
長
州
藩
こ
そ
が
そ
の
先
駆
者

で
あ
り
原
動
力
と
な
つ
た
の
で
す
。

そ
の
一
方
で
長
州
藩
は
、
多
く
の
犠

牲
を
払
い
ま
し
た
。
幕
府
と
戦
い
、
列

強
と
も
戦
い
、
ま
た
内
戦
も
絶
え
な
か

っ
た
稀
有
な
藩
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。多

く
の
同
志
を
失
い
な
が
ら
も
、
彼
ら
は

尊
王
攘
夷
、
そ
し
て
反
幕
を
貫
き
、
最

終
的
に
は
倒
幕
を
成
し
遂
げ
る
リ
ゴ
リ

ズ
ム
（厳
し
さ
）を
有
し
て
い
ま
し
た
。
む

し
ろ
吉
田
松
陰
ら
の
死
が
、
リ
ゴ
リ
ズ

ム
を
も
た
ら
し
た
と
も
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
点
を
鑑
み
れ
ば
、

長
州
藩
は
維
新
結
実
の
中
で
「革
命
の

先
兵
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
し
た
。
し

か
も
急
進
的
な
政
治
革
命
に
成
功
し
た

と
い
う
点
で
も
、
世
界
史
で
も
特
筆
す
　
　
日

べ
き
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
べ
き
で
　
　
微

は
な
い
で
し
ょ
つゝか
。　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
陣

慶
応
二
年

全

八
六
六
）
一
月
、
長
州

藩
は
土
佐
の
坂
本
龍
馬
を
立
会
人
に
、

薩
摩
藩
と
同
盟
を
結
び
ま
し
た
。
人
月

十
八
日
の
政
変
以
来
、
犬
猿
の
仲
の
二

つ
の
雄
藩
が
手
を
結
ん
だ
こ
と
は
、
幕

末
史
の
流
れ
を
大
き
く
変
え
ま
す
。
長

州
の
み
で
は
幕
府
と
渡
り
合
え
な
い
の

は
石
高
や
軍
事
力
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
り
、
他
藩
と
の
コ
ア
リ
シ
ョ
ン
（提
携
）

は
必
要
不
可
欠
で
し
た
。
そ
こ
で
過
去

の
恨
み
辛
み
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
い
て
、

同
盟
が
結
ば
れ
ま
す
。
実
際
、
同
年
六

月
の
第
二
次
長
州
征
伐
で
薩
摩
藩
が
幕

与

|
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ミ
ミ
郵
↓
慾
７
ァ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
四
六
判
上
製
カ
バ
１
／
毎
月
１０
日
刊

笹本正治著  3000円

渡邊大門著  3000円

福田千鶴著  2500円

田端泰子著  2600円

小和田哲男著  3000円

世 ▲

武
威
天
下
無
双
、

下
民
憐
愁
の
文
徳
は
未
だ

岸
田
裕
之
著

４７２
頁
　
３
８
０
０
円

安
芸
の
国
衆
か
ら

一
代
に
し
て
中
国
地
方
を

一
手
に
お
さ
め
る
大
名
へ
と
毛
利
家
を
導
い
た
毛
利

元
就
。
激
動
の
時
代
に
あ

つ
て
元
就
は
ど
の
よ
う
に
領
域
を
拡
大
し
、
広
大
な
領
国
を
掌
握
す
る

に
至

っ
た
の
か
。
「法
制
」
、
「経
済
」
、
「意
識
」
の
側
面
か
ら
毛
利
元
就
勇
躍
の
秘
密
に
迫
る
。

宇喜多直家・秀家 西回進発の魁とならん

は
じ
め
に

序
　
境
目
地
域
の
領
主
連
合

Ｉ
　
家
中
支
配
か
ら
領
国
統
治

ヘ

ー
　
高
橋
氏
の
計
滅
と
大
学
府
下
向
／
２
　
郡
山
合
戦

と
隆
元

へ
の
家
督
譲
与
／
３
　
井
上
元
兼
の
誅
罰
と
領

国

「
国
家
」
の
成
立
／
４
　
陶
隆
房
の
挙
兵
と
元
就
直

轄
領
佐
東
／
５
　
家
中
法
と
領
国
法
／
６
　
一二
子
教
訓

状
と
張
良
兵
書
／
７
　
領
国
統
治
と
法
制
度

Ⅱ
　
商
人
的
領
主
と
領
国
経
済

１
　
安
芸
国
佐
東
の
堀
立
直
正
／
２
　
赤
間
関
問
丸
役

の
佐
甲
氏
／
３
　
雲
州
商
人
司
石
橋
氏
と
杵
築
相
物
親

方
職
の
坪
内
氏
／
４
　
出
雲
国
由
来
村
の
森
氏
／
５

硝
石
の
輸
入
外
交
と
西
国
大
名
の
自
立
性
／
６
　
能
島

村
上
氏
の
海
上
支
配
権
の
構
造
と
秀
吉
政
権

Ⅲ
　
元
就
の
意
識
と
統
治
秩
序

１

「書
違
」
の
こ
と
ば
と
そ
の
変
化
／
２
　
屋
形
様
の

「
国
家
」
か
ら

「
天
下
」
の
も
と
の

「
国
家
」

へ
／
３

毛
利
氏
が
用
い
た
文
書
様
式
と
主
従
関
係
／
４
　
一死
就

と
隆
元
／
５
　
一死
就
と
輝
元

終
　
一死
就
が
遺
し
た
も
の

お
わ
り
に
／
毛
利
元
就
年
譜
／
人
名
索
引

☆好評既刊☆

真田氏三代 真田は日本一の兵

われ太間の妻となりて

散りぬべき時知りてこそ

黒 田 如 水 臣下百姓の罰恐るべし

淀 殿
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