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一
【
要
約
】
明
治
麟
の
毒
を
肇
派
同
果
ら
直
ち
に
論
じ
た
義
成
モ
羅
叢
記
の
階
級
纒
と
の
螺
に
臨
す
る
・
そ
の
矛
煙
・
鑑

　
来
の
諸
論
稿
が
、
討
幕
派
の
も
っ
と
も
重
要
な
時
期
一
慶
応
期
に
焦
点
を
合
せ
た
具
体
的
分
析
を
行
わ
ず
に
、
文
久
・
元
治
期
か
ら
一
挙
に
維
新
政
権
の
指

　
導
・
同
盟
関
係
を
論
じ
た
こ
と
に
基
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
討
幕
派
の
主
要
な
一
翼
た
る
長
州
藩
の
慶
応
期
の
分
析
は
当
然
果
さ
ね
ば

　
な
ら
ぬ
課
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
視
点
を
慶
応
元
～
二
年
（
一
八
六
五
～
六
）
の
軍
政
改
革
に
お
い
て
追
及
し
た
。
そ
れ
は
変
革
期
に
お
い
て

　
は
、
と
く
に
軍
事
力
に
端
的
に
指
導
・
同
盟
関
係
が
示
さ
れ
、
改
革
派
同
盟
と
対
比
し
て
そ
の
差
を
明
確
に
な
し
う
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
慶
応

　
軍
政
改
革
に
よ
る
討
幕
派
「
軍
事
窟
僚
」
の
指
導
権
の
確
立
i
そ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
り
、
結
論
で
も
あ
る
。

は
じ
め
に
l
i
問
題
の
所
在

　
長
州
藩
尊
譲
↓
討
幕
派
は
、
文
久
・
元
治
の
対
外
・
内
戦
を
経
て

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
初
頭
蕪
…
権
力
の
主
導
権
を
掌
握
し
た
。
こ
の

討
幕
派
藩
権
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
慶
応
元
～
照
年
（
一
八
穴
五

～
六
）
の
藩
政
改
革
で
あ
る
が
、
そ
の
「
當
國
強
兵
」
化
を
め
ざ
す
改

革
の
「
露
国
」
1
1
経
済
的
諸
改
革
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ふ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
「
強
兵
」
践
軍
政
改
革
に
視
点

を
お
い
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
本
稿
で
は
次

の
諸
点
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。

6
文
久
・
元
治
の
対
外
・
内
戦
で
典
型
酌
に
形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

　
改
革
派
同
盟
の
指
導
・
同
盟
関
係
か
ら
、
い
か
に
し
て
討
幕
派
軍

　
事
「
官
僚
」
の
指
導
権
が
確
立
し
て
い
く
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、

　
長
州
藩
に
お
け
る
闘
藩
倒
幕
と
い
う
政
治
態
勢
は
、
い
か
な
る
指
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導
の
下
に
ど
の
よ
う
な
組
織
の
軍
事
体
制
の
形
成
に
よ
っ
て
打
出

　
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
は
、
や
や
も
す
る
と
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も

　
来
文
久
・
元
治
の
改
革
派
同
盟
か
ら
維
新
の
主
体
を
直
ち
に
説
明

　
し
ょ
う
と
す
る
仕
方
に
対
し
て
、
に
も
拘
ら
ず
な
ぜ
成
立
し
た
維

　
新
政
権
で
討
幕
派
武
士
出
身
の
絶
対
主
義
官
僚
の
主
導
権
が
確
立

　
貫
徹
し
え
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
、
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え

　
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
、
更
に
ま
た
、
こ
の
慶
応
藩
政
改
革
に
つ
ぐ

　
明
治
初
年
藩
政
改
革
へ
の
一
つ
の
足
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
に
も

　
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
幕
末
・
維
新
と
い
う
変
革
期
の
政
治
過
程

　
の
追
及
に
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
各
時
点
に
お
け
る
政
治
情
勢

　
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
諸
改
革
の
中
で
指
導
・
同
盟
関
係
の
変
化

　
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⇔
第
一
の
問
題
と
密
接
に
か
ら
む
の
で
あ
る
が
、
維
新
の
主
体
を
問

　
題
に
す
る
場
合
、
常
に
ひ
き
合
い
に
出
さ
れ
る
奇
兵
隊
を
中
心
と

　
し
た
諸
隊
が
、
従
来
や
や
も
す
る
と
農
兵
隊
と
混
同
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
諸
隊
と
農
兵
隊
を
明
確
に
区
別
し
た
の
は
関
順
也
氏
で
あ
っ
た
が
、

　
軍
政
改
革
と
か
ら
ん
で
は
分
析
さ
れ
て
は
い
な
い
。
か
つ
て
の
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
山
・
井
上
論
争
に
お
け
る
奇
兵
隊
問
題
も
、
多
分
に
こ
の
二
つ
を

　
混
同
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
権
力
と
諸
隊

　
及
び
農
（
商
）
兵
隊
と
の
落
幕
係
を
明
確
に
し
て
誇
き
た
い
◎

⇔
こ
れ
ら
e
⇔
を
念
頭
に
お
い
て
の
分
析
に
よ
っ
て
藩
権
力
の
性
格

　
　
も
　
　
わ

　
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
「
あ
る
革
命
の
本
質
は
、
そ
の
革

　
命
を
た
た
か
い
と
る
と
き
の
軍
隊
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
明
確
に

　
表
現
さ
れ
る
。
革
命
は
特
定
階
級
の
権
力
に
た
い
す
る
、
特
定
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

．
階
級
の
指
導
・
同
盟
陣
の
、
　
会
戦
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
は
、
服

　
部
之
総
氏
の
言
葉
だ
が
、
今
慶
麻
軍
・
政
改
革
に
お
け
る
「
軍
隊
」

　
を
明
確
に
す
れ
ば
、
そ
れ
を
軍
事
的
基
礎
と
す
る
藩
権
力
の
性
格

　
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
軍
事
力

　
“
藩
権
力
を
基
盤
と
し
て
た
た
か
わ
れ
た
倒
幕
・
維
新
の
太
・
質
に

　
一
歩
近
づ
き
う
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
諸
点
に
十
分
に
答
え
う
る
の
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
が
、
出
来
る
だ
け
そ
れ
ら
に
焦
点
を
お
き
つ
つ
以
下
若
干

、
の
分
析
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
①
関
順
也
氏
「
藩
政
改
革
と
明
治
維
新
」
一
二
九
－
一
三
七
頁
。
氏
は
ま

　
　
た
農
丘
ハ
隊
を
ω
「
在
郷
〃
良
衛
㎜
凶
と
も
い
う
べ
き
郷
｝
男
（
饅
村
）
市
勇
（
町

　
　
方
）
」
と
、
②
「
有
志
の
浪
士
、
下
級
武
士
等
に
率
い
ら
れ
た
昆
兵
団
」
と

　
　
に
分
け
て
い
る
（
一
二
九
頁
）
。

　
◎
例
え
ば
、
石
井
孝
氏
「
最
近
に
お
け
る
明
治
維
新
史
の
諸
悶
題
…
遠
山
・
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井
上
両
氏
の
論
点
を
中
心
に
1
扁
　
（
ヒ
ス
ト
リ
ア
、
第
四
琴
）
等
h
参
照
。

③
駅
部
之
総
氏
「
明
治
維
漸
に
お
け
る
指
導
と
同
盟
」
（
社
会
構
成
史
体

系
、
第
二
回
）
四
五
頁
。

二
　
慶
応
軍
政
改
革
の
特
質

　
長
州
藩
に
お
け
る
慶
応
軍
政
改
革
の
分
析
に
先
立
っ
て
、
次
の
四

つ
の
条
件
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
一
は
、
こ
の
軍
政
改
革
指
導
の
主
体
は
、
他
な
ら
ぬ
文
久
・
元

治
の
対
外
・
内
戦
の
過
程
で
、
反
対
派
た
る
「
俗
論
」
派
を
打
倒
し

て
藩
権
力
を
握
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
正
義
」
派
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で

彼
ら
は
尊
者
派
か
ら
ま
こ
う
か
た
な
き
討
幕
派
に
生
長
し
た
政
治
勢

力
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
は
こ
の
倒
幕
と
い
う
政
治
目

標
を
既
に
明
確
に
つ
か
ん
だ
討
幕
派
が
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の

四
国
連
合
艦
隊
の
来
襲
の
体
験
と
幕
府
の
、
第
二
次
征
長
と
い
う
決
定

的
事
実
を
前
に
し
で
行
っ
た
肇
で
あ
る
こ
や
第
ご
一
に
は
・
こ
の

軍
政
改
革
・
の
過
程
に
お
い
て
は
、
討
幕
派
内
の
開
明
的
軍
事
「
官
僚
」

は
、
薩
長
同
盟
H
雄
藩
連
合
と
い
う
横
断
的
結
合
を
画
策
し
て
倒
幕

戦
線
の
統
二
を
企
図
・
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
四
に
は
、

こ
の
倒
幕
統
一
戦
線
と
幕
府
と
の
蔚
立
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
も

つ
た
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
国
際
勢
力
と
の
微
妙

な
か
ら
み
あ
い
を
竜
ち
、
幕
府
及
ゼ
雄
藩
連
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
対

主
義
プ
ラ
ン
政
治
路
線
の
対
決
の
過
程
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
軍
政

改
革
は
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
か
か
る
歴
史
的
諸
条
件
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
の
慶
応
軍
政
改
革
の

特
質
を
「
防
長
回
天
史
」
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

肇

「
慶
応
初
二
間
の
兵
舗
改
革
は
西
洋
陣
法
を
採
用
し
、
国
際
の
兵
を
以
て

尽
く
銃
隊
を
編
成
し
、
其
司
令
の
如
き
旧
例
を
一
変
し
、
専
ち
人
材
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
マ

ふ
る
の
欄
と
為
し
、
諸
家
の
倍
臣
と
難
ど
も
之
れ
を
隊
伍
に
編
成
し
、
其

隊
長
は
宗
藩
の
適
才
を
以
て
之
に
任
じ
、
以
て
其
実
権
を
統
一
し
た
る
も

の
に
し
て
、
是
齢
至
り
て
初
め
て
安
政
五
年
以
来
の
素
志
を
達
せ
し
も
の

　
　
　
③

と
謂
ふ
べ
し
」

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
特
質
を
換
言
し
て
い
う
な
ら
ば
、
第
一

に
は
「
心
々
陣
法
」
の
採
用
に
よ
る
藩
軍
事
力
の
近
代
装
備
化
の
問

題
で
あ
り
、
第
二
に
は
宮
制
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
人
材
登
用
の
問
題

で
あ
り
、
第
三
に
は
、
藩
軍
事
力
の
再
編
・
統
一
に
よ
る
讐
実
権
」

の
集
中
で
あ
る
。
そ
し
て
「
回
天
史
」
は
い
み
じ
く
も
こ
こ
に
安
政

五
～
六
年
（
一
八
五
八
～
九
）
の
周
布
政
之
助
を
中
心
と
し
た
安
政
改

革
以
来
の
成
果
が
初
め
て
定
着
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
も
こ
の
「
回
天
史
」
の
指
摘
す
る
特
質
は
正
鵠
を
え
て
い
る
と
考

　
③

え
る
。

　
と
こ
ろ
で
第
三
の
藩
軍
事
力
の
再
編
・
統
一
の
具
体
的
内
容
は
次

節
以
下
で
分
析
し
た
い
と
思
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
第
一
と
第
二
の
問

題
に
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
第
一
の
軍
事
力
の
近
代
装
備
化
の
問
題
で
あ
る
が
、
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
五
月
二
十
八
ほ
藩
は
、
「
兼
て
兵
制
三
儀
は
西
洋
陣
法
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

用
申
付
麗
候
通
、
速
に
二
州
一
致
之
軍
制
相
調
度
」
と
「
西
洋
陣
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

採
用
に
よ
る
藩
内
軍
制
の
統
一
化
を
令
し
、
装
条
銃
を
中
心
と
し
た

近
代
装
備
を
図
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
　
「
当
今
国
家
危
急
之
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
立
至
り
候
に
付
て
は
、
農
町
二
者
迄
も
報
国
之
覚
悟
致
し
居
候
」

と
い
う
状
況
の
下
で
、
挙
藩
体
制
を
か
た
め
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

　
第
一
表
は
こ
の
慶
応
元
年
五
月
に
お
け
る
軍
政
改
革
に
伴
う
別
条

銃
そ
の
他
の
購
入
支
出
概
算
で
あ
る
が
、
更
に
七
月
に
は
長
崎
の
井

上
馨
、
伊
藤
博
文
は
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
、
前
原
彦
太
郎
（
一
誠
）
他

の
藩
政
府
｝
嬰
筒
貝
層
に
、
ミ
ネ
ー
ゲ
ベ
ー
ル
一
短
筒
四
、
三
〇
〇
挺
・
七

撃
刀
七
千
・
㎜
悶
百
両
、
ゲ
ベ
ー
ル
一
『
○
○
○
挺
・
一
万
五
心
事
、
計
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

万
二
干
四
百
両
購
入
の
概
算
を
報
幽
し
て
い
る
。
藩
軍
事
力
の
近
代

的
装
備
を
め
ざ
す
こ
う
し
た
外
国
製
銃
砲
の
購
入
や
艦
船
の
買
入
れ

1
． 表

傭訳内額金

撫雪嵐方大砲澄三二分20，000

爾と御蔵元役所よりの注

文剣銃2，000二代分の内

500挺代振替

9，000両

5，400両

9，000両

装条銃　500挺

　〃　　300挺

　〃　　500挺

23，400両

装嫡…挺鵜灘纒鵬内・撫9，　000両

剣　銃2，000挺｝御蔵元役所御要用金引当14，000弼v

装条銃　1，800無

筆　銃2，000挺
糞1・46，400和智

「防長回天史」九，193～5頁より作製（註）

％
薩
叢
蕎

盟
の
主
要
な
一
環

で
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
、

更
に
こ
の
武
器
購

入
に
、
自
ら
「
徳

川
政
府
の
叛
逆
人

の
中
で
ハ
、
自
分

が
最
も
大
き
な
叛

　
　
　
　
　
　
③

夢
人
だ
と
思
っ
た
」

と
後
年
語
っ
て
い

る
イ
ギ
リ
ス
の
政

商
グ
ラ
ヴ
ア
ー

（
↓
9
愛
器
じ
d
冨
犀
①

O
H
o
＜
Φ
吐
）
が
介
入

し
て
い
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
⑨

有
名
な
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
の
武
器
購
入
に
、
先
の
井
、
上
・
伊
藤
の
書
翰
が
「
所
々
豪
農
其
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
組
等
買
得
申
出
候
者
有
之
候
避
難
り
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
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藩
内
の
豪
農
や
家
臣
鐡
の
要
求
が
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
ひ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
慶
応
元
年
十
月
に
は
「
怨
書
銃
其
屋
好
之
小
銃
売
払
被
仰
付
置
」

と
藩
内
へ
の
武
器
販
売
の
藩
令
を
下
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
軍
政

改
革
の
武
器
購
入
の
背
後
に
、
安
政
改
革
以
降
次
第
に
拾
頭
し
尊
撰

運
動
の
展
開
を
通
じ
て
尊
嬢
↓
討
幕
派
武
士
之
密
接
に
結
び
つ
い
て

　
　
　
　
⑯

き
允
豪
農
層
の
要
求
が
あ
っ
た
こ
と
は
企
画
し
て
は
な
る
ま
い
。
こ

れ
は
こ
の
軍
政
改
革
に
お
け
る
艦
船
購
入
が
「
海
軍
之
御
備
立
も
可

相
調
、
無
事
之
節
は
御
国
産
交
易
対
州
北
国
等
へ
致
運
用
候
得
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

又
窟
国
之
御
手
段
も
可
有
之
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
屯
関
連
す

る
。
す
な
わ
ち
、
艦
船
購
入
は
、
藩
必
至
農
商
の
掌
握
の
上
に
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
藩
権
力
の
全
国
市
揚
乗
出
し
の
一
環
な
の
で
あ
り
、
武
器
購
入
の

問
題
と
あ
い
ま
っ
て
こ
の
期
の
改
革
の
背
景
に
豪
農
道
導
の
あ
っ
た

こ
と
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
以
上
の
も
の

で
は
な
く
て
、
か
つ
て
の
改
革
派
同
盟
に
お
け
る
尊
撰
↓
討
幕
派
武

士
と
豪
農
商
層
と
の
指
導
・
同
盟
関
係
と
、
こ
の
期
の
そ
れ
と
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

か
に
変
化
し
、
い
ず
れ
に
そ
の
指
導
権
が
明
確
に
確
立
し
た
か
は
後

に
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
二
の
官
制
改
．
革
と
人
材
登
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
慶
応
二
年

（
一
八
六
六
）
　
四
日
”
一
偏
口
、
　
藩
は
　
「
琴
曲
図
根
田
川
雷
甲
政
の
こ
一
局
を
併
A
口
し
、

兼
重
蓄
蔵
の
軍
政
方
事
務
兼
務
を
免
じ
、
大
村
益
次
郎
敵
軍
繊
を
以
て

一二

ｺ
教
授
役
と
為
し
、
軍
政
用
掛
を
兼
ね
し
め
、
馬
屋
原
右
丘
開
業
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

以
て
砲
兵
用
掛
と
為
し
、
山
県
箴
の
軍
職
用
掛
を
免
ず
」
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
れ
は
「
非
常
の
時
態
に
応
ず
る
」
た
め
に
「
質
略
簡
易
之
御
政
体

　
　
　
　
　
⑧

を
以
軍
務
一
途
」
を
図
ろ
う
と
す
る
政
治
路
線
の
上
で
、
軍
事
力
の

統
二
・
集
中
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
記

引
用
に
そ
の
名
が
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
期
に
至
っ
て
、
既
に
そ
の

前
年
初
頭
以
来
「
藩
内
に
於
て
、
頭
角
を
現
は
」
し
、
　
「
漸
次
兵
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

改
革
の
大
任
を
託
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
」
て
い
た
大
村
益
次
郎
が

軍
政
改
革
の
中
心
に
登
場
し
て
き
た
。

　
既
に
封
建
家
臣
団
の
再
編
過
程
に
お
い
て
、
藩
は
慶
応
元
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

九
日
、
　
「
軍
綱
区
女
物
儀
無
之
、
併
合
区
分
等
差
玉
無
右
様
」
と
藩

令
を
下
し
、
ま
た
翌
七
月
間
は
、
　
コ
に
規
律
に
遵
ひ
進
退
の
統
一

を
期
し
、
丘
ハ
の
賞
罰
難
陽
は
中
隊
司
令
を
し
て
任
ぜ
し
め
、
兵
は
能

く
号
令
を
守
り
て
秩
序
を
乱
す
こ
と
な
く
、
旧
格
に
由
り
て
階
級
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

高
下
を
論
ず
る
こ
と
な
き
を
期
」
し
た
藩
令
を
布
達
し
、
　
更
に
、

同
月
に
は
手
廻
足
軽
や
各
装
条
銃
大
隊
の
指
揮
を
す
べ
て
「
大
頭
」

　
　
　
　
　
、
・
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動

に
移
し
て
「
動
員
の
便
」
（
傍
点
田
中
以
下
同
）
を
企
図
す
る
等
、
幾
多

の
諸
改
革
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
慶
応
二
年
四
月
の
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長州藩における慶応軍政改革（田中）

官
制
改
革
に
よ
っ
て
軍
事
力
の
統
一
・
集
中
と
そ
の
指
揮
・
動
員
は

機
構
的
に
一
層
整
備
確
立
さ
れ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
れ
に
伴
う
人
材
登
用
の
基
本
方
針
の
中
で
、
大
村
益
次
郎
は
登
場

し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
村
が
抱
い
て
い
た
改
革
案
は
、

「
罠
政
・
軍
制
の
改
革
で
、
殊
に
軍
制
に
於
て
は
、
四
境
に
幕
府
の
大
敵

を
引
受
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
日
ま
で
の
諸
隊
や
世
禄
の
三
族
雪
ぐ
ら

ゐ
で
は
、
到
底
対
抗
が
で
き
な
い
故
、
こ
の
際
農
民
町
人
か
ら
募
集
し
て

丘目

｡
の
任
に
就
か
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
防
長
二
州
が

出
る
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
世
禄
の
士
は
当
然
応
召
の
義
務

は
あ
る
が
、
農
民
・
町
人
は
職
業
を
拗
っ
て
応
召
す
る
場
合
の
給
与
が
問

題
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
藩
政
府
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
農
民
町

人
は
こ
れ
を
青
年
よ
り
採
用
す
る
が
、
徒
ら
に
烏
合
の
衆
を
集
め
た
の
で

は
戦
時
に
役
立
た
な
い
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
兵
式
訓
練
を
行
ふ
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
を
決
行
す
る
の
は
急
務
で
あ
る
。
次
ぎ
に
は
軍
艦
・
銃
器
の
準

　
　
　
　
⑳

備
で
あ
る
。
」

．
と
い
う
よ
う
な
竜
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
以
下
み
て
い
く
軍
事
力
の
再

編
・
統
一
を
め
ざ
す
軍
政
改
革
が
い
か
に
彼
と
密
接
不
可
分
で
あ
っ

た
か
は
推
測
に
難
く
な
い
。

　
で
は
、
こ
の
軍
政
改
革
に
よ
っ
て
軍
事
力
の
再
編
・
統
一
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、

と
（
し
よ
う
。

分
析
の
筆
を
進
め
て
そ
の
意
義
を
と
う
こ

①
維
新
史
料
編
纂
会
「
維
新
史
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
諸
藩

　
の
中
、
最
も
大
胆
に
兵
制
を
改
革
し
た
の
は
長
州
藩
で
あ
っ
た
。
蓋
し
岡

　
藩
は
襲
些
7
6
治
元
年
、
英
・
仏
・
米
・
蘭
四
国
艦
隊
の
来
襲
を
被
り
、
後

　
に
慶
応
二
年
幕
府
の
大
軍
を
四
境
に
迎
ふ
る
の
危
機
に
会
し
た
為
、
之
に

　
対
抗
す
る
必
要
上
、
こ
の
改
革
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
第
四
艦
、
三

　
六
八
頁
）
と
。

②
末
松
謙
南
受
「
修
訂
防
長
晒
天
史
」
九
、
二
二
〇
～
｝
二
頁
。
引
禦
文

　
及
び
史
料
の
句
読
点
は
適
当
に
附
し
た
。
以
下
同
。

③
こ
こ
で
は
ふ
れ
え
な
い
が
、
こ
の
期
に
お
け
る
外
国
貿
易
及
び
全
国
市

　
場
に
対
す
る
藩
権
力
の
動
向
な
い
し
は
経
済
的
諸
改
革
と
併
せ
考
え
て
の

　
上
で
あ
る
（
別
稿
未
発
表
「
幕
末
薩
長
交
易
の
研
究
扁
〔
仮
題
〕
参
照
）
。

④
⑤
　
「
親
書
」
　
（
門
防
長
諸
天
史
」
九
、
一
六
四
頁
所
収
）
。

⑥
春
畝
公
追
類
会
「
伊
藤
博
文
債
」
上
巻
、
二
二
八
～
三
一
頁
。
「
防
長

　
回
天
史
」
七
、
二
六
七
～
七
〇
頁
所
収
に
は
数
字
の
誤
り
が
あ
る
。

⑦
そ
の
他
、
藩
内
餐
地
で
も
銃
羅
・
弾
薬
等
を
製
造
し
た
（
門
維
新
史
」
第

　
四
巻
、
　
謡
｝
六
九
百
〔
）
。

⑧
「
デ
、
・
ビ
・
グ
ラ
バ
史
談
速
記
録
」
（
山
口
県
立
由
口
図
書
館
毛
利
文

確
蔵
、
以
下
文
庫
蔵
と
略
す
）
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
多
く
語
る
必
要
は
な
い
の
で
次
の
一

史
料
〃
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
恥
4
9
く
。

　
　
「
長
人
於
長
崎
小
銃
七
千
挺
買
入
候
ト
ノ
趣
ハ
、
先
達
テ
御
届
申
上
鷺
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候
通
ニ
テ
、
其
後
挺
数
ハ
綴
分
リ
旗
艦
候
得
共
、
大
砲
モ
響
応
販
入
、
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

引
合
山
王
勿
論
交
易
筋
ノ
儀
モ
有
之
、
英
人
カ
ラ
ハ
ニ
，
モ
近
畿
馬
関
へ
参
、

　
　
　
　
マ
マ

長
蘇
…
桂
馬
五
二
等
ヘ
モ
｝
礪
ム
瓢
イ
タ
シ
、
彼
方
ヨ
リ
除
程
町
曝
ム
鳳
釈
、
尤
長

人
瀞
ハ
人
気
モ
突
立
居
候
ト
ノ
趣
、
右
カ
ラ
ハ
賞
美
イ
タ
シ
候
由
：
：
：
し

　
（
慶
応
元
・
九
・
廿
九
、
小
倉
滞
在
懸
田
彦
左
衛
門
報
告
、
　
「
忠
義
公
史

料
」
　
〔
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
〕
慶
応
元
年
自
八
月
至
九
月
所
収
）
。

⑩
前
掲
「
伊
藤
博
文
伝
」
上
巻
、
ニ
ニ
八
頁
。

⑪
慶
応
元
年
七
月
十
六
日
附
の
山
照
宇
右
衛
門
よ
り
桂
小
五
郎
宛
の
書
翰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ガ
　
　
や
　
ね
　
ヵ

　
の
一
節
に
も
「
ミ
ネ
ー
六
百
挺
代
金
二
十
一
両
、
随
分
増
幅
諸
家
諸
郡
よ

　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
ち
　
　
も

　
り
買
得
願
之
分
へ
は
振
向
候
様
に
も
不
相
成
」
（
「
防
長
回
天
史
」
七
、
二

八
○
頁
）
と
あ
る
。

⑫
「
防
畏
回
天
史
」
九
、
二
〇
三
頁
。

⑬
拙
稿
「
討
幕
派
の
形
成
過
程
」
　
（
歴
史
学
研
究
、
二
〇
五
）
参
照
。

⑭
慶
応
元
・
八
・
三
・
戴
可
、
薄
政
府
議
案
（
「
防
長
園
法
史
」
七
、
二
九

　
二
頁
所
収
）
。
‘

＠＠＠＠＠＠＠＠＠
前
掲
別
稿
「
幕
宋
薩
長
交
易
の
研
究
」
参
照
。

「
防
長
圓
天
史
」
九
、
二
　
一
～
二
買
。

「
防
長
回
天
史
」
九
、
二
一
一
頁
。
，

際
晒
応
一
一
・
四
。
　
一
　
・
達
文
　
（
「
防
長
回
天
史
」
　
八
、
　
一
九
二
頁
）
。

大
村
益
次
郎
先
生
伝
記
刊
行
会
「
大
村
益
次
郎
」
三
九
二
頁
。

「
防
長
翻
天
史
」
九
、
　
　
七
〇
頁
。

「
防
長
回
天
史
」
九
、
一
八
三
頁
。

「
防
長
回
天
史
」
九
、
　
一
九
〇
頁
。
　
　
厄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

例
え
ば
、
慶
応
元
年
五
月
一
　
十
ヨ
日
の
軍
政
改
革
の
塞
本
方
針
を
示
す

藩
令
の
中
で
、
　
「
人
材
之
成
就
」
の
た
め
、
萩
・
山
鐸
両
学
校
へ
は
「
大

　
小
身
を
論
せ
ず
、
少
壮
之
者
は
一
端
入
学
を
も
可
被
益
付
」
と
い
い
（
「
防

　
長
囲
天
史
」
九
、
　
一
六
〇
～
六
…
頁
）
、
同
年
八
月
大
組
の
「
八
手
区
分
」

　
を
廃
止
し
て
統
一
し
た
の
も
、
人
材
登
用
の
た
め
「
八
手
の
根
縄
は
多
分

　
老
功
の
者
の
み
居
残
寒
様
」
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
藩
令
は
述
べ
て
い
る

（
同
上
、
　
一
八
七
－
八
頁
）
。

⑳
前
掲
「
大
村
益
次
郎
扁
三
九
四
頁
。

三
　
家
臣
団
再
編
と
諸
隊

　
慶
応
元
～
二
年
の
軍
政
改
華
当
時
存
在
を
確
認
し
え
、
ま
た
改
革

に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
隊
組
織
を
も
つ
た
軍
事
力
は
、
大
別
し
て
e

家
距
団
隊
（
足
軽
・
中
間
等
も
含
む
）
、
⇔
諸
隊
、
⇔
農
（
商
）
兵
隊
に

分
け
う
る
が
、
更
に
そ
れ
を
詳
細
に
分
類
す
る
と
大
体
次
め
よ
う
に

　
　
①

な
る
。

e
家
臣
闘
隊

　
ω
干
城
隊
…
門
鎮
静
会
議
」
家
罠
団
の
建
議
に
よ
り
編
成
、
後
述
。

　
　
支
隊
…
…
衝
繋
隊
、
浩
壁
貫
、
精
鋭
隊
、
集
英
隊
、
鐘
秀
演
、
酬
愚
隊

　　

@
国
人
隊
（
足
軽
）
、
多
治
比
隊
（
離
璽
Y
博
譲
（
埋
）
、
亀
山
隊

　
　
　
（
不
詳
）

　
⑭
第
四
大
隊
…
蔵
元
付
中
閥
・
大
組
（
十
三
組
）
中
聞
・
地
方
組
中
聞
・

　
　
百
人
中
間
・
凝
百
人
中
品
に
よ
る
銃
隊
編
成
。
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④
第
五
大
隊
…
一
五
〇
石
～
一
、
〇
五
〇
石
家
臣
団
よ
り
禄
高
に
応
じ
た

　
　
象
臣
進
致
に
よ
る
銃
隊
編
成
。

　
⇔
装
条
銃
隊
…
足
軽
隊
。
第
一
・
第
二
・
第
三
大
隊
よ
り
な
る
。

　
㈹
南
北
大
隊
…
一
、
○
○
○
石
以
上
の
家
匿
の
陪
臣
隊
。
南
大
隊
（
周
防
・

　
　
南
長
門
）
は
第
一
～
第
十
三
大
隊
、
北
大
隊
（
北
長
門
）
は
第
一
～
第

　
　
三
大
隊
よ
り
な
る
。

　
8
そ
の
他
…
南
第
十
四
・
南
第
十
五
大
隊
、
大
津
一
中
隊
（
以
上
家
臣
の

　
　
銃
卒
進
致
に
よ
る
編
成
）
、
　
北
第
四
～
六
大
隊
、
宣
除
隊
、
玉
子
隊
、

　
　
回
天
隊
、
北
強
団
、
繭
信
隊
、
忠
告
隊
、
正
名
隊
（
以
上
陪
臣
隊
）
、

　
　
廷
臣
申
隊
（
徒
士
以
下
）
等
。

　
㈹
支
藩
の
隊

　
　
報
国
隊
（
長
府
藩
士
）
、
山
崎
隊
（
謡
講
）
、
笙
大
隊
（
一
二
）
、
製
墜

　
　
斥
候
銃
隊
、
武
陽
隊
、
順
藤
（
以
上
徳
山
藩
士
）
、
育
藻
（
黛
簾
）
、
建

　
　
尚
隊
、
精
諜
、
日
新
隊
、
強
腰
（
以
上
岩
瞬
藩
土
）
、
逆
転
（
簾
耀
）

　
　
等
。

　
（
註
）
陪
臣
隊
・
支
藩
隊
で
士
・
農
・
商
混
合
隊
は
便
宜
こ
こ
に
加
∵
兄
た
。

⇔
諸
　
　
隊

御
楯
隊
、
鴻
城
隊
、
遊
撃
隊
、
南
園
隊
、
膚
艦
隊
、
奇
兵
隊
、
八
幡
隊
、

第
二
（
南
）
奇
兵
隊
、
集
義
隊
、
荻
野
隊
等
。

鋤
農
（
商
）
兵
隊
、
そ
の
他

撃
墜
支
配
－
饗
隊
（
殿
）
、
霧
隊
（
嫡
）
、
神
威
隊
（
轡
譲
隊

　
　
（
鮒
）
、
民
砲
隊
（
猷
瓢
侶
）
、
羅
隊
（
麟
銃
）
謹

話
の
絶
－
町
兵
（
膿
隊
）
、
郷
諜
（
胴
Y
発
隊
（
懸
軍
マ
維
新

　
　
黄
落
Y
難
曲
（
量
感
Y
山
代
三
二
〔
磯
曲
X
建

　　

K
行
団
（
融
）
、
猟
銃
隊
（
煕
）
、
剣
銃
隊
（
胴
）
、
山
纂
洗
掘
（
器
鍬
）

　　

�
｣
（
響
薪
轟
羅
％
出
力
墾
占
奥
麹

　
　
纂
隊
（
町
人
・
寄
兵
隊
附
属
）
籍

④
支
藩
の
隊
－
讐
隊
（
長
府
藩
力
士
・
報
国
隊
附
属
）
、
朝
嵐
、
濃
墨
（
羅
蔽

　
　
兵
）
、
箋
大
砲
隊
、
器
引
窓
．
霧
契
隊
、
下
松
砲
墜
擁

　　

堰
A
難
旦
鯉
難
）
、
鰻
隊
（
徳
山
藩
猟
師
）
、
羅
隊
（
翻
藩
）

　
　
野
男
隊
（
清
末
藩
農
民
）
、
箇
武
縁
、
敢
従
隊
、
北
緩
（
舗
藩
）
鰐

　
以
上
の
分
類
の
中
嘱
⇔
農
（
商
）
兵
隊
に
つ
い
て
は
次
節
で
あ
ら

た
め
て
み
・
て
い
く
が
、
こ
の
分
類
を
一
見
し
て
判
る
こ
と
は
、
正
規

の
封
建
家
臣
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
足
軽
・
中
問
以
下
軍
事
力
に
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら

員
可
能
な
も
の
は
す
べ
て
隊
編
成
を
行
い
、
　
「
動
員
の
便
」
を
図
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
隊
編
成
軍
事
力
の
中
心
に

お
か
れ
た
竜
の
が
、
他
な
ら
ぬ
干
城
隊
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
慶
応
元
年
三
月
八
田
、
　
「
正
」
　
「
俗
」
両
派
の
藩
内

戦
鎮
定
の
た
め
に
登
場
し
た
中
立
派
「
鎮
静
会
議
」
家
臣
団
は
、
干
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磯
魚
の
名
称
を
再
興
し
、
一
隊
を
編
成
す
べ
く
藩
庁
に
願
書
を
提
出

し
た
。
田
く
、

　
　
「
…
此
度
正
月
十
六
隅
慮
戦
鎮
静
の
歎
願
由
丁
上
候
人
数
を
種
子
と
致
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
う

　
精
鋭
の
土
を
網
選
び
、
麗
々
諸
隊
の
上
に
立
ち
折
衝
禦
侮
屹
と
相
整
ひ
、

　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
さ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
た
　
　
も
　
　
も

　
且
つ
総
御
家
来
中
之
模
範
と
も
相
成
候
口
取
建
、
千
城
隊
再
興
被
仰
付
度

　
　
　
③

　
良
工
候
…
偏
　
　
　
　
．

と
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
既
に
明
白
で
あ
る
が
、
次
の
一
書
翰

は
千
城
隊
再
興
の
理
由
を
も
つ
と
端
的
に
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
明

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
カ
　
　
ね
　
　
わ
　
　
も
　
　
カ

　
　
「
…
当
時
諸
隊
被
立
鷹
、
諸
処
分
配
被
仰
付
鷺
候
て
は
、
根
本
へ
一
隊
無

　
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
、
　
、
　
b
　
、
③

　
之
候
て
は
御
鎮
圧
之
御
手
難
被
為
届
候
付
：
・
」

　
こ
れ
は
在
山
口
の
山
田
宇
右
衛
門
・
兼
重
譲
蔵
・
波
多
野
金
吾

（
広
沢
真
臣
）
・
前
原
彦
太
郎
（
一
誠
）
が
萩
の
同
僚
に
送
っ
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
④

い
わ
れ
る
か
ら
、
今
や
藩
権
力
の
主
導
権
を
握
り
つ
つ
あ
っ
た
ま
ご

う
か
た
な
き
「
正
義
」
1
1
討
幕
派
の
意
図
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
そ
の
編
成
な
る
や
福
原
駒
之
進
を
そ
の
総
督
と
し
、

佐
世
八
十
郎
（
前
原
一
誠
）
を
頭
取
に
兼
任
、
更
に
山
内
梅
三
郎
が
総

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

督
見
習
と
な
り
、
同
時
に
奇
兵
隊
雨
曇
と
を
兼
評
し
た
。
そ
し
て
こ

の
干
城
隊
の
下
に
家
臣
善
業
た
る
衝
撃
隊
以
下
の
支
隊
を
お
き
、
同

時
に
書
誤
の
農
商
兵
軍
事
力
た
る
前
記
分
類
⇔
の
ω
の
郷
勇
隊
以
下

の
隊
に
は
、
干
城
隊
よ
り
指
揮
官
を
送
っ
て
そ
の
所
轄
と
し
、
今
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
れ
ら
は
す
べ
て
干
城
隊
の
管
轄
下
に
入
っ
て
い
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
前
記
分
類
⇔
の
諸
隊
に
眼
を
転
じ
よ
う
。

　
先
ず
慶
応
元
年
三
月
七
日
、
従
来
の
諸
隊
が
そ
の
「
用
愚
盲
支
趣

も
有
之
」
、
「
勘
場
其
外
諸
役
所
二
於
而
無
余
儀
金
銀
借
請
」
け
て
い

た
現
状
に
対
し
て
以
後
こ
れ
を
禁
止
し
、
今
後
は
そ
の
経
費
を
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
「
其
筋
」
す
な
わ
ち
山
口
蔵
元
役
所
よ
り
下
附
す
る
こ
と
と
し
、

つ
い
で
同
月
十
三
日
、
諸
隊
を
一
〇
隊
一
、
五
〇
〇
人
と
し
、
各
隊

の
総
督
・
定
員
・
営
所
を
定
め
た
。
そ
の
前
後
と
対
比
す
る
と
第
二

表
の
如
く
で
あ
る
。

　
つ
い
で
四
月
に
は
諸
隊
の
編
成
隊
形
を
整
備
す
べ
く
、
役
員
を
定

め
て
隊
員
五
〇
名
毎
に
総
管
・
軍
監
・
書
記
・
斥
候
・
隊
長
・
押
伍

を
各
二
一
名
宛
お
き
、
五
〇
名
増
す
毎
に
書
記
以
下
を
各
友
一
名
加

え
る
こ
と
と
し
て
組
織
の
強
化
を
図
り
、
ま
た
足
軽
以
下
の
入
隊
を

許
可
し
、
同
時
に
か
つ
て
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
十
二
月
発
布
の
農

町
民
の
入
隊
制
限
を
含
ん
だ
諸
規
則
を
各
条
項
増
補
の
上
再
発
令
し

⑧た
。
そ
の
「
刎
議
し
の
一
条
が
い
う
と
こ
ろ
は
、

　
　
「
此
度
煮
て
人
数
定
限
被
仰
付
牲
々
及
不
足
候
共
勝
手
に
入
隊
仕
ら
せ
ず
、
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第2表
隊
名
改
編
年
月
一

　
　
　
　
　
　
／
．

文
久
三
年
（
　
八
穴
薫
）
十
二
月

総

督

御
　
　
楯
　
　
隊

鴻
　
　
城
　
　
柵

工
皇
駐
屯
処

1一

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
三

大i総

潮
回霊管

．um．：：’Llun

［
二
丈

　
月
．
一

営
　
所

．
森

皆
兵
壷
8
α
；
岳
韮

一
五
三
三
田
尻

　
　
　
　
　
　
　

浩
　
蔵
…
　
一
〇
〇
．
由

遊
　
灘
　
隊
㎝
来

口

南
　
　
園
　
　
隊

石
川
小
五
郎
［

二
五
〇
…
讐
莇
森

膚
　
　
懲
　
　
隊

㎜
覆
泉
男
也
董
・
照
後
黙

赤
　
川
敬
　
竃

一
二
五
徳
　
　
地

き
・
…
赤
間
別
撚
艶
翫
三
蓋

一
同
年
五
月

一
定
員

　
　
ん

二
三
〇

一
五
〇

三
下
○

二
〇
〇

一
七
五

奇
　
兵
　
隊
冨
弥
　
太
　
郎

八
　
　
幡
　
　
隊

繍
㌔
政
炉
鰯
．
δ
・
…
・
・
卿
真
五
郎

丁
目
聞
関
…
…
四
〇
〇

第
二
奇
兵
隊

　
（
南
奇
兵
隊
）

曹
井
小
塾

五
〇

小

郡

二
〇
〇

δ
○
暫
城
山
…
…

一
二
五

集
　
　
義
　
　
隊
　
桜
　
井
　
慎
　
平

五
〇

荻
　
　
野
　
　
隊

小

郡

桜

井
　
慎

平
…
五
〇
屍
翻
組
「
…

森

永

吉

十

郎

＝
一
〇

義
　
　
勇
　
　
四

一依
々
木
亀
之
助

秋
良
敦
之
助

五
〇

小

郡
の

内

五
・
…
上
旦

「覆ノ長回ヲミ史」プし．　607～8頁．　612～3頁．

617～19頁より（乍婁襲

（註）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
第
八
条
の
心
得
を
以
て
其
節
被
申
出
候
様
被
仰
付
八
事
」

と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
第
八
条
と
は
、
文
久
三
年
十
二
月
発
令
の

「
農
商
兵
の
儀
は
別
紙
雛
形
之
通
町
奉
行
御
代
官
役
等
よ
り
送
状
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

被
差
遣
に
付
、
夫
を
目
途
に
入
隊
可
被
差
免
定
事
」
と
い
う
条
項
を

さ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
添
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
つ
に
は
人
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
樹
由
な
入
隊
の
阻
止
に
よ
る
諸
隊
の
再
編
で
あ
り
、
他
方
で
臓
、

こ
の
岡
じ
布
令
が
い
う
よ
う
に
諸
隊
の
人
員
の
増
加
は
「
数
千
の
人

数
莫
大
の
御
物
入
に
て
量
入
墨
出
之
御
目
途
更
に
無
之
、
立
て
国
力

　
　
　
　
　
　
⑫

衰
弱
に
立
至
可
申
」
と
い
う
経
済
的
負
担
の
問
題
で
あ
り
、
と
同
時

に
、
入
隊
者
に
よ
っ
て
「
年
貢
未
進
宰
相
嵩
、
離
散
同
様
二
立
去
、

顕
者
農
業
二
概
リ
分
過
之
風
儀
二
泥
ミ
記
者
茂
有
之
、
終
二
者
門
目

を
潰
し
及
絶
三
二
、
お
の
つ
か
ら
田
白
里
扱
臨
監
立
到
り
可
申
、
太
以
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⑧

歎
ケ
敷
儀
」
と
い
う
現
状
に
対
す
る
、
封
建
権
力
の
経
済
的
基
礎
の

確
保
の
聞
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
討
幕
派
権
力
と
い

　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
づ
　
　
ミ

え
ど
も
、
本
質
酌
に
は
封
建
権
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ

と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
更
に
陪
臣
に
つ
い
て
も
、

　
　
「
諸
隊
之
内
陪
臣
入
隊
も
不
出
龍
門
相
聞
候
処
、
此
度
御
軍
制
改
革
被
仰

　
長
唄
、
工
一
石
以
」
工
之
｝
闇
凹
々
一
王
」
鰍
閉
ユ
伽
似
魚
押
付
候
。
就
一
ア
一
士
山
家
差
㎜
則
ウ
隔
面
々

　
モ
可
有
之
哉
阿
付
、
右
等
ノ
部
ヨ
リ
帰
省
之
義
申
出
候
ハ
・
早
々
入
隊
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
除
、
主
家
差
止
候
様
被
仰
付
候
事
」

と
藩
令
を
下
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
諸
隊
と
干
城
隊
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
干
城
隊
再
興
理
由
や
、
あ
る
い
は
先
述
し

た
干
城
隊
と
奇
兵
隊
の
上
層
幹
部
の
人
的
配
澄
等
か
ら
も
み
て
ほ
ぼ

推
察
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
期
に
至
っ
て
の
干
城
隊
と
諸
隊
と

の
関
係
は
、
従
来
の
封
建
家
臣
鰯
干
た
る
先
鋒
隊
と
諸
隊
と
の
対
立

的
関
係
と
は
全
く
異
っ
て
、
家
臣
団
隊
た
る
干
城
隊
を
藩
軍
事
力
の

中
核
と
し
、
そ
の
指
揮
の
下
に
諸
隊
以
下
は
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
当
時
の
藩
政
府
に
提
出
し
た
諸
隊
の
歎
願
書
は
、

　
　
「
蕉
邪
分
関
御
実
効
相
挙
り
落
筆
ば
、
干
城
隊
を
以
御
国
第
一
之
精
兵
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ち
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
む
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
も
　
　
も

　
被
相
成
、
御
壁
殿
様
御
守
衛
、
尚
諸
隊
之
指
揮
を
も
仕
候
様
相
成
、
四
方

　
、
、
、
、
、
ヤ
、
》
、
、
・
・
　
D
、
　
　
⑲

　
要
衝
の
地
へ
諸
隊
分
配
田
張
被
仰
付
…
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
も
は
や
諸
隊
は
、
文
久
・
元
治
期
の
内
戦
期
に
お
け
る
よ
う
な
、

藩
権
力
と
対
立
す
る
存
在
で
は
な
く
、
討
幕
派
藩
政
府
の
正
規
軍
夢

力
の
一
環
と
し
て
組
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
農
商
兵
軍
事
力
も
す
べ
て
干
城
隊
の
直
接
指
揮
の
下

に
組
み
込
ま
れ
た
。
更
に
そ
れ
は
諸
隊
や
農
商
兵
隊
の
み
で
は
な
い
。

　
慶
応
元
年
十
月
朔
日
に
は
、
小
姓
新
山
彦
五
郎
以
下
を
一
門
六
象
、

永
代
家
老
二
家
の
采
邑
に
派
遣
し
て
そ
の
階
臣
の
軍
監
た
ら
し
め
、

つ
い
で
五
日
、
八
家
以
下
禄
高
干
石
以
上
の
陪
臣
を
大
隊
に
編
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
南
北
大
隊
と
称
せ
し
め
た
。
更
に
十
日
に
は
滝
弥
太
郎
を
軍
敗
胴

掛
と
し
、
支
藩
徳
山
の
山
崎
隊
総
督
に
任
じ
、
小
姓
井
上
兵
部
及
び
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

学
校
生
徒
河
北
四
郎
を
徳
山
に
派
し
て
銃
宮
作
輿
の
事
に
当
ら
し
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

溶
末
藩
に
も
人
を
送
っ
て
藩
士
の
銃
陣
講
習
を
行
い
、
越
え
て
十
一

月
九
日
に
は
、
据
附
軍
政
方
教
授
各
々
一
人
を
選
ん
で
一
門
老
臣
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

下
の
知
行
地
を
巡
廻
せ
し
め
て
、
そ
の
軍
備
を
視
察
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
鼠
講
及
び
支
藩
の
軍
事
力
す
ら
本
態
の
指
揮
統
一
の
下

に
お
こ
う
と
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
第
二
次
征
長
戦
を
前

に
し
て
、
縦
の
深
さ
に
お
い
て
も
、
横
の
広
さ
に
お
い
て
も
、
討
幕
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派
藩
権
力
が
そ
の
軍
事
力
の
集
中
と
統
一
を
企
図
し
た
明
白
な
事
実

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
慶
応
軍
政
改
革
の
も
っ
と

も
基
本
的
な
音
心
図
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
第
二
次
征
長
戦
へ
の
対
応
と
い
う
異
状
な
軍
事
的

動
員
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
の
期
の
改
革
の
必
然
的
要
請

で
も
あ
っ
た
、
と
い
い
う
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
軍
事
的
要

因
に
決
定
的
由
来
を
も
つ
た
こ
の
軍
政
改
革
が
、
先
に
述
、
へ
て
き
た

よ
う
に
千
城
隊
を
中
核
に
据
え
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
単
に
軍
・
事
的

意
義
に
の
み
倭
小
化
し
て
考
え
て
は
事
の
本
質
を
見
過
し
た
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
一
。

　
こ
の
期
の
藩
権
力
は
文
久
・
元
治
の
内
戦
で
勝
利
を
え
た
尊
擬
↓

討
幕
派
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
。
彼
ら
の
内
戦
の
軍
事
的
勝
利
の
背

景
に
は
諸
隊
が
あ
り
、
瀬
戸
内
地
帯
を
中
心
と
し
た
豪
農
商
層
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
経
済
的
軍
事
的
基
盤
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
諸
隊
を
中
核

と
し
た
軍
事
力
構
築
を
こ
の
期
の
軍
政
改
革
に
期
待
す
る
こ
と
も
可

能
の
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
先
に
み
た
よ
う
に
干
城
隊
を
「
根

本
」
の
一
隊
と
し
、
「
鎮
圧
」
の
中
核
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
、
指

導
・
同
盟
関
係
の
指
導
権
が
ど
こ
に
あ
り
、
ま
た
ど
こ
に
お
こ
う
と

さ
れ
て
い
た
か
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
α
も
ち
ろ
ん
諸
隊
と
い
え

ど
も
そ
れ
自
体
に
多
く
の
括
弧
を
必
要
と
す
る
性
格
を
も
つ
て
は
い

た
が
、
諸
隊
が
中
核
に
す
え
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
の
背
後
に
は
豪
農
商

層
が
あ
り
、
事
態
の
本
質
は
よ
ほ
ど
異
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
こ
の
改

革
で
、
服
部
氏
の
い
わ
ゆ
る
ル
ッ
タ
ー
的
一
同
盟
e
騎
士
的
n
浪
士

的
要
素
に
そ
の
指
導
権
が
明
確
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
慶
応
軍
政

改
革
は
、
そ
う
し
た
指
導
・
同
盟
関
係
を
藩
全
体
の
中
に
完
全
に
貫

い
た
の
で
あ
る
。
干
城
隊
を
中
核
に
据
え
、
「
諸
隊
の
上
」
に
そ
れ
を

お
い
た
こ
と
の
意
味
す
る
本
質
は
、
け
だ
し
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え

る
。
服
都
氏
は
「
草
葬
嚢
浪
士
の
政
治
運
動
で
指
導
権
が
草
葬
に
あ

り
、
『
豪
家
の
農
商
』
に
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
か
れ
ら
の
『
首
唱
』

が
藩
論
を
動
か
し
て
成
立
し
た
諸
藩
絶
対
主
義
の
下
で
は
、
指
導
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
で
に
新
官
僚
武
士
に
あ
っ
て
か
れ
ら
の
手
か
ら
は
す
べ
り
去
っ
て

い
る
。
」
と
、
幕
末
期
の
指
導
・
同
盟
関
係
の
変
化
を
看
破
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
ル
ッ
タ
ー
的
1
1
騎
士
的
同
盟
の
「
必
然
酌
な
運
命
」
と
断
定
さ
れ

　
　
　
⑳

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
新
官
僚
武
士
」
の
指
導
権
が

確
立
し
、
　
「
必
然
的
な
運
命
」
の
途
を
決
定
的
に
歩
み
始
め
た
の
が

こ
の
慶
応
軍
政
改
革
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
農
（
商
）
兵
隊
の

分
析
は
更
に
そ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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①
天
野
御
鏡
氏
「
諸
隊
編
製
」
（
文
庫
蔵
）
、
門
轟
轟
藩
諸
隊
表
」
（
時
山
脚

　
八
民
「
増
補
訂
正
も
り
の
し
げ
り
」
三
四
七
と
六
〇
頁
嫁
取
）
、
「
防
長
回

　
再
議
偏
九
、
　
一
五
四
～
二
二
一
頁
・
穴
〇
五
～
五
七
｝
員
、
　
同
七
、
　
九
〇
～

九
一
頁
等
よ
り
作
製
。
但
し
、
慶
応
元
～
二
年
軍
政
改
革
当
時
存
在
不
明

　
の
も
の
及
び
分
類
不
能
の
も
の
は
除
い
た
。
な
お
、
慶
応
三
年
（
一
八
六

　
七
）
の
編
成
変
え
等
に
つ
い
て
は
第
五
節
註
①
参
照
。

②
前
掲
天
野
「
諸
隊
編
製
」
、
「
防
長
回
天
史
」
九
、
穴
四
三
頁
。

③
慶
応
元
年
三
月
八
日
附
、
「
防
長
回
天
史
」
九
、
六
甲
瞬
頁
。

④
前
掲
天
野
「
諸
隊
繋
馬
扁
。

⑤
「
防
長
圓
天
史
」
九
、
穴
四
四
～
五
頁
、
前
掲
天
野
「
諸
隊
編
製
扁
。

⑥
「
防
長
圓
天
端
」
九
、
六
四
七
頁
、
前
掲
天
野
門
諸
隊
編
製
出
。

⑦
「
忠
正
公
一
代
編
年
史
」
（
山
口
図
書
館
蔵
）
慶
応
元
年
三
月
七
日
条
。

⑧
「
防
長
圓
天
史
」
九
、
六
二
二
～
覧
頁
、
「
奇
兵
隊
日
記
扁
第
四
、
一

　
四
二
～
六
頁
、
　
一
四
九
～
五
三
頁
。

⑨
「
防
長
回
天
史
」
九
、
六
一
四
頁
、
「
奇
兵
隊
日
記
」
第
四
、
一
四
二
頁
。

⑩
　
「
防
長
回
天
史
」
九
、
六
一
〇
頁
、
　
「
斎
兵
隊
日
記
」
第
四
、
　
一
四
四

～
｝
血
百
ハ
、
　
五
二
山
ハ
頁
。

⑪
そ
れ
は
慶
応
元
年
閏
五
月
廿
日
の
諸
隊
総
督
宛
の
藩
令
が
、
「
百
姓
町

　
人
乳
妄
二
入
隊
不
相
三
段
、
張
ル
高
年
（
文
久
三
年
－
田
中
註
）
沙
汰
被

　
仰
付
鼻
候
処
、
其
後
茂
無
言
入
隊
せ
し
め
候
潜
有
之
哉
二
辮
空
襲
扁
（
「
諸

　
隊
史
料
集
」
〔
文
廊
蔵
）
下
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
片
の
藩
令
に
よ

　
つ
て
は
農
町
民
の
諸
隊
入
隊
を
と
ど
め
え
な
か
っ
た
愚
妻
を
示
し
て
い
る

　
の
で
あ
る
が
、
慶
応
軍
政
改
革
は
こ
の
喜
実
に
対
し
て
、
「
太
以
不
謂
義
、

　
第
一
人
沙
汰
之
義
者
重
御
大
法
も
有
之
、
溶
易
二
可
相
心
得
薯
目
無
之
、

　
昨
奉
行
所
御
代
官
所
等
支
配
々
々
二
お
み
て
詑
欝
欝
糺
嫉
様
被
仰
付
候
。

鋤く

X
支
配
ム
々
及
た
乙
ム
周
候
ハ
、
一
ル
兀
舶
庇
返
、
改
｝
冊
断
鰯
顧
収
を
憎
収
L
田
」
山
山
候
ハ
、
亥

年
御
沙
汰
垣
通
支
配
分
方
之
〆
リ
書
取
萱
門
二
丁
申
付
候
事
漏
　
（
同
上
）

　
と
断
乎
た
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑫
　
「
防
長
頴
田
史
」
九
、
六
二
ご
頁
、
門
奇
兵
隊
日
記
L
第
四
、
　
一
四
九
頁
。

⑪
慶
応
元
年
五
月
附
井
上
五
郎
三
郎
よ
り
の
書
翰
（
「
諸
隊
史
料
集
」
・
下
、

所
収
）
。

⑭
　
「
忠
正
公
一
代
編
年
史
」
慶
応
元
年
閏
五
月
廿
日
条
。

⑮
　
「
防
長
回
天
史
扁
七
、
一
二
五
買
。
奇
兵
隊
を
創
設
し
た
高
杉
晋
作
も

　
こ
の
期
に
至
っ
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
此
度
干
城
隊
振
興
に
相
成
候
者
、
大
幸
之
盃
に
候
、
早
々
午
城
隊
総
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
　
　
　
も

英
気
尽
目
御
撰
に
相
成
、
諸
隊
の
規
律
法
度
も
干
城
隊
よ
り
初
ま
り
、
諸

　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
も
　
　
カ
　
　
や
　
　
も
　
　
わ
　
　
う
　
　
わ
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
わ
　
　
や
　
　
セ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
や
　
　
ね

　
隊
隠
題
揮
追
金
も
干
城
隊
総
督
政
府
よ
り
請
け
、
会
議
処
江
諸
隊
の
総
管

　
も
　
　
ね
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
ね

を
呼
出
し
串
合
様
相
戒
、
奇
兵
隊
半
分
、
游
撃
隊
半
分
、
赤
間
関
小
瀬
川

　
口
江
交
代
に
し
て
出
張
致
せ
概
き
、
其
外
八
幡
、
御
楯
、
南
園
、
集
義
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
カ
　
　
う
　
　
も

　
隊
、
馬
関
、
小
瀬
川
、
石
州
口
江
手
分
し
衙
出
張
さ
せ
、
午
露
玉
鴻
城
に
常

　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
も
　
　
む
　
　
わ
　
　
も

厨
と
し
て
政
府
の
命
を
請
け
、
諸
隊
に
丹
令
し
御
両
殿
様
に
も
再
ひ
鴻
城

江
御
帰
城
被
遊
、
八
家
一
門
土
着
に
而
某
々
江
出
張
さ
せ
、
自
夫
し
而
御
師

願
之
御
使
被
差
立
、
遂
に
防
長
之
御
大
憲
と
天
下
に
書
誌
仰
二
様
不
致
而

煮
、
義
兵
之
詮
は
無
之
候
扁
　
（
慶
応
元
年
月
不
詳
五
羅
附
高
杉
よ
り
前
原

　
一
誠
宛
、
　
「
東
行
先
生
遺
文
」
書
翰
、
一
穴
○
頁
、
村
頭
峰
次
部
「
高
杉

習
作
」
二
三
三
頁
以
下
参
照
）
と
。
干
城
隊
と
諸
隊
の
関
係
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

⑯
「
防
長
回
天
史
邪
思
、
一
九
七
～
二
〇
一
頁
、
前
記
本
文
分
類
参
照
。
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喪州羅における慶応軍政改革（照中）

⑰
　
「
防
長
回
天
史
」
九
、
二
〇
一
～
二
頁
。

⑱
⑲
「
防
長
回
天
史
」
九
、
二
〇
二
頁
。

⑳
前
掲
拙
稿
「
討
幕
派
の
形
成
過
程
」
。

⑳
⑫
前
掲
服
部
氏
．
「
暁
治
維
新
に
お
け
る
括
導
と
同
盟
」
四
〇
頁
。

⑳
服
都
氏
の
場
合
、
そ
の
「
草
恭
」
の
評
価
に
若
干
問
題
が
残
る
が
、
私

　
な
り
の
立
場
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
文
久
・
元
治
期
の
改
革
派
問
盟
が
、
改

輩
下
同
盟
一
庄
麗
同
盟
i
一
般
農
民
層
（
一
揆
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
と
内
包

的
諸
矛
盾
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
中
間
項
的
な
環
を
経
て
成
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
（
前
掲
拙
稿
「
討
幕
派
の
形
成
過
程
」
）
に
由
来
す

　
る
必
然
性
で
も
あ
っ
た
、
と
も
い
え
よ
う
。

四
　
農
（
商
）
兵
隊
の
再
編

　
農
（
商
）
兵
隊
設
立
は
、
　
既
に
安
政
改
革
の
綱
領
の
中
に
う
た
わ

れ
、
文
久
・
元
治
期
の
危
機
に
当
っ
て
い
か
に
相
つ
い
で
農
兵
が
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

立
て
ら
れ
た
か
は
、
既
に
別
の
機
会
に
み
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
以
降
の
農
（
商
）
兵
組
織
の
変
遷
を
藩
令
そ

の
他
を
通
し
て
先
ず
み
て
い
こ
う
。

　
文
久
三
年
十
月
、
藩
は
「
此
度
御
軍
用
御
仕
方
有
之
驚
異
」
と
し

て
、
e
「
先
達
而
京
都
江
被
差
登
候
狙
撃
隊
濡
者
」
、
　
⇔
「
地
話
地

下
猟
師
付
膝
下
部
共
学
小
銃
取
扱
候
強
壮
成
者
」
、
　
㊧
「
黒
雲
致
調

候
農
兵
之
者
」
、
以
上
の
三
ケ
条
に
該
当
す
る
嚢
の
中
か
ら
、
各
宰
判

毎
に
第
三
表
の
如
き
定
員
を
割
当
て
て
「
三
女
所
持
之
筒
持
参
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

上
山
口
政
事
堂
へ
出
頭
す
る
よ
う
藩
令
を
下
し
た
。

第3表

宰　判　1定員

当　　病

前大津
先輩津
吉　　田

船　　木

小　　郡

熊　　毛

都濃郡
大島郡
徳　　地
　　　　］山　　代1
奥阿武郡i

山　　口

演　　翻

lsJK

15

！5

25

2Jr

25

1g．

15

15

15

35

20

30

15美

三田
剥
尻｝

15

30

の

（
註
）
文
久
三
年
十
月
「
覚
」
（
「
諸
隊
史
料
集
」
中
、
所
収
）
よ
り
作
製

　
既
に
各
地
方
に
郷
土
防
衛
的
に
組
織
さ
れ
て
い
た
郷
勇
隊
以
下
の

　
③

農
兵
を
「
御
軍
用
」
と
い
う
名
欝
で
、
藩
中
央
軍
事
力
に
登
用
し
始

め
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
同
じ
十
月
に
は
、
　
万
一
に
備
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
農
商
兵
共
異
変
滑
節
ハ
帯
刀
被
差
免
候
事
」
と
し
、
お
し
迫
る
危

機
に
対
処
し
て
、
　
上
関
・
三
田
慌
．
・
小
郡
等
の
瀬
戸
内
一
帯
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
義
勇
撃
殺
団
丘
ハ
取
立
」
と
し
て
義
勇
団
が
組
織
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
一
旦
危
機
が
回
避
さ
れ
る
と
、
十
二
月
度
は
諸
隊
へ
の

農
町
民
の
入
隊
制
限
を
行
い
、
農
商
兵
に
つ
い
て
も
そ
の
入
隊
を
町

奉
行
・
代
官
の
「
送
状
」
に
よ
つ
て
許
可
す
る
と
い
う
厳
重
な
制
限

　
　
　
　
　
　
　
◎

を
設
け
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
農
兵
の
「
一
先
顕
在
」
が
主
張
さ
れ

た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
っ
た
か
は
次
の
史
料
が
明
白
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に
物
語
っ
て
ぐ
れ
る
。

　
　
「
諸
郡
農
兵
之
考
、
御
軍
臨
御
遣
方
有
之
候
付
、
山
口
罷
幽
旧
事
、
先
達

　
而
御
沙
汰
糊
成
、
其
後
諸
所
御
手
当
人
数
に
被
柑
加
禺
張
被
仰
付
候
処
、
最

　
早
年
内
ニ
臨
御
上
京
御
仕
方
等
有
之
關
敷
、
左
候
ハ
・
一
先
上
食
仰
付
度
、

　
元
来
農
民
共
耕
作
二
怠
リ
候
而
者
田
畠
衰
亡
二
立
至
り
、
兼
而
強
壮
之
も

　
の
ハ
多
分
之
作
方
を
致
候
処
、
数
塗
鞘
出
仕
、
留
主
ハ
老
人
婦
女
子
而
已

　
　
二
て
麦
其
外
作
物
之
植
付
も
難
相
調
、
夫
の
ミ
な
ら
す
此
節
御
年
貢
之
仕

　
構
等
も
出
来
兼
候
も
の
多
分
有
之
由
相
聞
候
。
歎
ヶ
監
事
二
御
座
候
。

　
　
（
中
略
）
無
事
之
時
も
本
業
を
忘
れ
候
様
蝉
茸
候
而
ハ
不
相
流
事
貼
付
、

　
農
兵
二
部
一
一
長
吏
在
被
仰
付
、
御
物
野
駈
相
納
候
上
、
又
々
被
召
出
御

　
仕
方
被
下
候
。
　
（
中
略
）
尤
当
世
嬢
夷
不
堪
憤
満
、
農
に
不
帰
せ
潅
も
可

　
有
之
、
其
党
ハ
人
撰
を
以
農
を
引
揚
ケ
実
地
相
当
之
御
払
ひ
方
被
御
付
度

　
　
　
　
⑦

　
　
（
下
略
）
」

　
こ
こ
に
は
如
実
に
封
建
権
力
の
本
質
が
窺
え
る
の
で
あ
り
、
貢
租

を
納
め
て
権
力
の
経
済
的
基
礎
を
確
保
し
た
上
で
、
再
び
農
兵
に
取

立
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
外
圧
の
危
機
が
再
び
迫
る
や
再

組
織
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
六
月
に
農
商
四

兵
に
つ
い
て
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
内
容
の
藩
令
が
発
せ
ら
れ
た
。

0
◇
農
商
兵
は
春
秋
二
度
十
日
宛
兵
学
校
に
入
る
こ
と
、

②
農
商
兵
は
毎
月
二
臼
宛
調
練
す
る
こ
と
、

㈲
農
兵
は
四
・
五
・
八
・
九
月
は
「
饗
事
繁
忙
二
元
」
調
練
を
や
め
る
こ
と

　
（
翌
七
月
の
藤
令
で
四
～
十
月
の
六
ケ
月
闘
に
変
更
）
、

㈲
農
兵
は
十
六
歳
か
ら
三
十
五
歳
迄
（
翌
七
月
蟹
隈
で
十
八
歳
よ
り
三
十
五

　
歳
迄
）
　
と
し
、
ふ
1
五
歳
以
下
－
は
勲
概
手
能
惜
士
H
と
し
、
商
丘
ハ
は
十
六
歳
よ
ハ
リ
四

　
十
歳
迄
、
十
五
歳
以
下
は
同
様
と
す
る
、

㈲
「
農
商
兵
上
等
入
之
部
」
は
是
迄
通
り
調
練
の
際
も
帯
刀
を
許
し
、
　
「
其

余
書
留
劣
時
だ
け
帯
刀
を
許
可
す
る
・
等
掴

　
こ
う
し
て
既
に
軍
事
力
化
さ
れ
て
い
た
農
商
兵
に
対
し
て
、
慶
応

軍
政
改
革
は
い
か
な
る
再
編
の
手
を
う
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
軍
政
改
革
に
お
け
る
農
商
兵
に
対
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て

慶
応
元
年
五
月
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
「
農
町
兵
等
一
＝
ア
モ
御
取
立
相
成
候
上
記
、
農
町
兵
丈
之
疎
剛
ハ
規
則
二

　
而
厳
重
二
栢
立
、
非
常
之
節
ハ
、
何
地
之
農
町
兵
ハ
何
々
隊
へ
附
属
被
仰

　
付
ト
鰍
、
何
ト
敷
、
是
等
之
事
迄
モ
迅
速
ユ
詑
事
相
定
リ
居
候
得
ハ
、
兼

　
　
　
マ
マ

　
而
名
々
其
心
得
モ
可
有
之
、
無
左
候
而
ハ
、
必
万
事
不
都
合
而
已
二
相
成

　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
可
申
ト
奉
存
候
」

と
。
そ
れ
は
第
二
次
上
長
と
い
う
危
機
に
対
し
て
一
切
の
軍
事
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

統
一
・
集
中
を
図
り
、
彼
の
い
う
「
粛
然
深
夜
選
集
キ
形
情
」
を
現

出
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
も
は
や
そ
れ
に
は
自
由
な
農
商

兵
の
取
立
で
あ
っ
て
鳳
な
ら
な
い
。
　
「
妄
二
諸
郡
江
罷
越
勝
手
二
野

118（118）



羽州藩における慶応軍政改草（田中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

商
愚
者
兵
事
二
引
立
語
義
ハ
堅
く
被
笠
転
業
事
」
…
一
こ
の
五
月
の

血
餅
は
更
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
　
「
銃
砲
其
外
之
技
芸
を

以
是
迄
師
弟
之
盟
約
せ
し
め
居
候
と
も
、
前
件
両
条
之
管
轄
を
外
れ

農
商
慌
者
を
勝
手
二
取
悩
候
儀
被
差
留
意
事
、
あ
る
い
は
、
　
「
当
今

之
兵
制
火
技
第
一
之
事
二
付
、
銃
砲
卒
二
被
芝
浦
講
者
ハ
其
工
専
一

二
可
令
修
業
ハ
勿
論
之
事
二
付
、
共
余
者
産
業
令
出
精
下
様
有
之
度
、

冗
兵
者
実
地
之
大
害
二
付
、
銃
砲
意
外
撃
剣
盤
外
諸
種
之
武
術
一
統

　
　
　
　
⑫

垂
幕
留
意
事
」
と
、

　
こ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
藩
権
力
の
掌
握
以
外
の
軍
・
事

力
は
、
い
か
な
る
「
師
弟
之
盟
約
」
1
1
私
的
関
係
で
あ
ろ
う
と
．
も
こ
れ

を
許
さ
ず
、
か
つ
ま
た
軍
事
力
の
す
べ
て
は
こ
の
軍
政
改
革
に
お
け

る
近
代
的
装
備
化
と
い
う
先
に
み
た
基
本
綱
領
に
則
っ
て
再
編
・
統

一
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
述
の

慶
応
元
年
閏
五
月
廿
日
の
藩
令
に
み
ら
れ
る
農
町
民
の
諸
隊
へ
の
厳

重
な
入
隊
制
限
と
も
対
応
し
た
竜
の
で
あ
り
、
一
切
の
軍
事
力
は
藩

権
力
に
直
結
さ
せ
、
討
幕
派
武
士
且
「
新
官
僚
武
士
」
の
掌
握
下
に

お
か
れ
、
私
的
軍
事
力
の
存
在
は
す
べ
て
拒
否
し
た
、
ま
さ
に
そ
の

指
導
権
が
藩
内
の
す
み
ず
み
ま
で
貫
徹
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
去
女
亥
年
（
文
久
三
年
－
田
中
註
）

以
来
小
郡
宰
利
二
お
み
て
農
兵
数
百
人
相
集
め
．
自
力
を
以
一
隊
取

建
、
追
々
御
免
を
茂
被
仰
付
、
当
今
切
迫
之
御
下
勢
二
付
髭
者
引
続

　
マ
マ

き
織
笠
被
成
置
度
段
歎
願
」
し
た
、
小
郡
佐
分
利
隊
の
農
兵
組
織
者

佐
分
利
顕
民
に
対
し
て
す
ら
、
藩
は
「
此
度
御
軍
制
御
改
正
被
漏
出
、

諸
差
一
統
之
御
規
則
二
茂
相
拘
諜
報
余
儀
次
第
二
二
不
被
差
免
罪
」

と
い
っ
て
、
そ
の
農
兵
隊
組
織
を
許
可
せ
ず
、
　
「
袴
地
遠
端
」
を
下

賜
し
て
そ
の
「
神
妙
」
さ
を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
態
度
に
出
て
い
る
の
で

　
⑱

あ
る
。
文
久
・
元
治
の
対
外
・
内
戦
期
の
改
革
派
同
盟
の
主
要
な
軍
事

的
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
瀬
戸
内
地
帯
小
郡
宰
判
の
農
兵
軍
事
指
導

層
に
対
し
て
す
ら
こ
う
し
た
断
乎
た
る
態
度
は
、
先
に
指
摘
し
た
藩

権
力
の
意
図
1
1
討
幕
派
「
新
官
僚
武
士
」
の
指
導
権
の
確
立
が
い
か
に

強
く
か
つ
深
か
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
意
図
の
中
で
、
五
月
の
藩
令
は
藩
内
の
農
商
兵
の
定
員
を

一
、
、
六
〇
〇
人
と
定
め
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
規
定
し
た
。

ω
十
六
歳
よ
り
三
十
五
歳
迄
軍
役
に
召
仕
い
、
年
限
中
は
毎
年
人
捌
米
一
俵

　
宛
を
支
給
す
る
。

②
「
技
芸
試
之
上
上
等
入
聾
者
扁
は
年
限
中
新
組
足
軽
に
準
じ
て
苗
字
帯
刀

　
を
許
可
す
る
。
　
　
　
　
　
，

③
調
練
定
罠
は
～
ケ
年
十
八
日
と
し
、
正
月
、
二
月
、
三
月
、
七
月
、
十
一
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理
＋
二
月
の
穴
ケ
昆
を
月
腿
三
昆
と
す
る
・
㌔

　
か
く
し
て
、
農
商
兵
は
討
幕
派
藩
権
力
の
下
に
完
全
に
組
織
化
さ

れ
、
藩
軍
事
力
の
中
に
組
入
れ
ら
れ
た
。
今
そ
の
農
兵
（
及
び
郷
勇

隊
）
の
地
域
的
分
布
状
況
を
船
木
宰
判
の
例
に
つ
い
て
み
る
と
第
四

表
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
の
表
に
つ
い
て
若
干
の
備
考
的
附
言
を
試
み
る
な
ら
ば
、
例
え

ば
西
高
泊
村
郷
勇
隊
八
人
は
、
毎
月
三
日
宛
船
木
市
正
円
寺
へ
屯
集

し
、
彼
ら
郷
勇
隊
二
小
隊
は
岡
崎
八
幡
社
で
銃
陣
稽
古
を
し
て
い
る

し
、
有
帆
村
（
宍
戸
丹
後
知
行
所
）
の
農
兵
六
人
も
「
丹
後
住
所
へ
稽

古
二
罷
出
ル
由
候
事
」
と
あ
る
か
ら
、
先
に
述
べ
た
藩
令
に
基
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
調
練
を
行
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
万

倉
村
の
場
合
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
こ
の
村
払
住
の
高
田
健
之

助
「
手
当
」
と
し
て
左
記
の
よ
う
な
装
備
と
軍
事
編
成
を
行
っ
て
い

る
。

コ
、
仏
蘭
式
十
二
度
二

一
、
モ
ロ
チ
イ
ル
右

心
、
ケ
ヘ
エ
ル

一
、
ミ
子
エ
ル
持
筒

一
、
三
貫
召
玉
車
蓋

三
島

廻
挺

六
十
四
挺

壱
挺

壱
挺

～
、
弐
百
臼
玉
概

一
、
ハ
ト
ロ
ソ

ー
、
鉛

一
、
合
薬

一
、
小
銃
カ
ン

　
〆

一
、
壱
小
隊

一
、
壱
小
隊

一
、
弐
小
隊

　
右
半
大
隊

一
、
半
大
隊
役
人

　
　
マ
マ

一
、
惣
鑑

一
、
家
老

一
、
器
械
小
荷
駄
方

一
、
兵
糠
米

土
一

足
下
中
問

農
兵

壱
挺

壱
万
五
百
発

九
拾
貫
召

四
拾
貫
臼

三
万
七
千
発

　
在
郷
家
臣
を
中
心
と
し
て
、

編
成
が
各
地
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
五
表
に
み
ら
れ
る
船
木
勘
場
の
例
の
よ
う
に
銃
砲
を
装
備
し
て
万

一
に
備
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
武
具
方
か
ら
の
下
渡
し
と
代

官
所
で
調
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
拾
六
人

壱
人

弐
人

六
人

百
五
拾
俵
一

　
　
こ
の
よ
う
な
地
域
的
な
軍
事
組
織
の

　
　
　
　
　
更
に
勘
…
笏
に
つ
い
て
み
て
も
、
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長州藩における慶応軍政改革（田中）

第　4　裏

村 名 考傭兵
郷
勇
同

姓
数

首
軒

　
高

　
村

西回覧・編尉胡
　　〃（知）＊

有　帆（知）

東高瀬．
．禾

｣堅臨）

、53・｝・・；（不…・）1

｛S，15r，5i　　　　　　ol　6

唖唖・！
ttgirmo．LL，fiL，Lgllsfll

村 名

東吉部（知）

〃　（知）

村高

石
9
0

　
4

郷
勇
隊

姓
数

百
軒

蘇
　　100117

宇 pEFj　1　1，8351　210

（不

6

農兵備考

　　f’

・調

明）

o

il．liliiilllgi．1’一，．g　g，／｛，／t・IITEti　i・jN　op］・itfi，soil　i301310

一　
刷

　
　
一
　
‘

西須恵移・・gL，・・…

東須恵い，583・831・1

41　・oI

　j　　i

0

際 波、畷・8・4i・鵯r持’

中野村妻 ｣・1・召・い

鴛壇㈹1ド1謡lll．

〃（知）1…！25・1・i
・・（知）い・・i・・81・1・嘱1・

　　　　　　　　75133i・回浜田村ニノ露■
　　　（知）1

山

繭　　万

z’r－a：　1．一i｝t・lsunetl　．？．llLiimlmTg

　　　　　　　・・締司z66gl頭

逢坂（知）唖・い64 el　6

船木（知）

）1三

豊

菓　吉

互．熱遍い歴輪
廻』・9・i…i囎聯入

1一，，iig’1i－iiiS’riiii．［illl［il．g．llii

副測33・■・

櫟
ELLI　etgsirmlz2・796127g．IAIai

藤河内（知）
　　　　　　ぼ
5331671 ol　2

　1
下・小野（知）1・W中・・i・1・sl

上．小野伽）｝61062

見i繭…1

ol　sl

吉 31　oi

〃　（知）
　ミ　　　く　　　　

63i22i（不i明）

〃　（知）

木 田

捻小野（知）

平　地（知）

ニツ這祖（知）

22・い4醐）

2・55・c・
3001　3el　o

4001・　3sl　e

o

4

3

・帥・gl・26

堀越（知）i・7・｝・2・1・1　・・

TJ @創・・入瞬塑
宇部碑（…）　1　・・…73・1・・36圃

宇部（動・247i・・91・1・i．j筒・1

＊L（知）は知行所を示す

　以下瞬。

（註）　（慶応元年蟹）　「長府報回報組織搾船木部内農兵数諸準備物」より作製
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①
拙
稿
「
長
州
藩
改
革
派
の
蕪
盤
」
（
史
潮
五
一
号
）
、
前
掲
「
討
幕
派
の

形
成
過
程
偏
。

②
　
「
諸
隊
史
料
集
」
中
。

③
郷
舶
載
と
農
兵
の
関
係
を
「
防
長
回
天
史
」
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

　
る
。
「
（
郷
勇
隊
は
）
農
属
の
有
志
看
よ
り
成
る
。
抑
も
農
筑
の
団
隊
た
る

　
各
処
に
勃
興
し
、
所
謂
農
兵
を
以
て
知
ら
る
。
郷
勇
隊
は
普
通
の
濃
兵
に

比
す
れ
ば
隊
形
の
更
に
整
備
せ
し
も
の
な
り
。
」
（
九
、
六
二
八
頁
）
と
。

④
「
諸
隊
史
料
集
」
中
。

⑤
　
「
諸
隊
史
料
集
」
上
。

⑥
「
防
長
園
天
史
扁
九
、
穴
○
八
一
二
頁
、
「
奇
兵
隊
巳
記
」
第
四
、

　
一
悶
＝
～
～
論
ハ
百
ハ
。

⑦
文
久
三
・
十
一
・
糸
賀
外
衛
意
見
書
（
「
御
書
附
控
」
所
収
）
。

第5表
考装傭種Ell員数i備

震弾100発実弾
100発合薬共
実弾100発合薬
共

榴弾80発合薬共

弾薬1，000発

｝弾薬8・…発

弾薬3，100発

弾薬300発

弾薬7，000発

弾薬3，200発

雛
P
肋
獅
伽
蜘
鋤
臼
枷
脚
跳

三斤度野戦炮

三百目玉野戦炮

十三栂忽炮

古流三匁玉筒

肩　　穴匁玉響

天肉流六匁玉筒

和流十匁玉酒

筒猟

舶来剣塾
長装条銃
要fil合薬
（註）　「長府三二隊組織舛船木都内機二二

　　諸準備物」より作製

③
「
諸
取
集
記
録
」
（
文
庫
蔵
）
二
。

⑨
⑩
木
戸
公
伝
記
編
纂
所
「
松
菊
木
戸
公
伝
」
上
、
四
七
〇
頁
、
　
「
防
長

　
圓
訟
八
史
」
　
七
、
　
一
五
五
…
六
｝
貝
。

⑪
⑫
「
御
書
上
巴
」
（
山
口
図
書
館
蔵
）
、
「
忠
正
公
一
代
編
年
史
」
慶
応

　
元
年
五
月
十
一
日
条
、
　
「
防
畏
下
天
史
」
九
、
一
五
九
頁
。

⑱
「
諸
隊
史
料
集
」
下
（
慶
応
元
年
八
月
廿
一
日
）
。

⑭
　
「
諸
隊
史
料
集
」
中
、
　
「
忠
正
公
　
代
編
年
史
扁
慶
癒
元
年
五
月
廿
二

日
条
、
　
「
防
長
圃
天
史
」
九
、
　
一
五
九
…
六
〇
頁
。

⑮
以
下
引
網
は
「
長
府
報
国
隊
組
織
井
船
木
都
内
農
兵
数
諸
準
備
物
」

　
（
慶
応
元
年
頃
）
　
（
交
庫
蔵
）
に
よ
る
。

五
　
慶
応
軍
政
改
革
の
意
義

　
こ
の
慶
応
元
～
二
年
の
軍
政
改
革
は
、
翌
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

若
干
の
改
編
を
み
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

　
以
上
み
て
き
た
慶
応
軍
政
改
革
の
歴
史
的
意
義
を
問
う
に
当
っ
て
、

先
の
折
々
に
ふ
れ
た
よ
う
に
藩
が
諸
隊
や
農
（
商
）
兵
を
再
編
す
る

に
際
し
て
、
常
に
封
建
権
力
の
経
済
的
基
礎
の
確
保
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
改
革
の
指
導
的
主
体
で
あ
っ
た
討
幕
派
藩
権
力
と

い
え
ど
も
、
究
極
の
本
質
に
封
建
性
を
見
出
す
こ
と
を
指
摘
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
し
、
ま
た
当
然
の
こ
と
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
も

あ
ろ
う
。
が
、
問
題
は
、
む
し
ろ
そ
の
究
極
の
本
質
の
同
一
性
に
も
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長州藩における慶応軍政改輩（贋中）

へ
　
　
め
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

拘
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
に
こ
の
期
に
は
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
の

か
、
換
気
す
れ
ば
、
幕
藩
体
制
下
に
原
理
的
に
幕
藩
権
力
の
一
環
を

構
成
し
て
い
た
藩
権
力
と
、
既
に
そ
の
矛
盾
の
深
化
の
中
か
ら
、
遂

に
倒
幕
戦
を
決
意
し
、
ひ
い
て
は
幕
藩
制
解
体
へ
の
途
を
歩
ん
で
い

く
こ
の
時
点
の
討
幕
派
藩
権
力
と
の
差
違
を
問
う
方
が
、
こ
こ
で
は

有
効
な
問
題
設
定
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
期
の
軍
政
改
革
の
嫉
心
義
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
端
的
に

指
摘
し
う
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
慶
応
軍
政
改
革
は
、
干
城
隊
の
下
に
足
軽
・
中

間
を
も
再
編
し
、
諸
隊
及
び
農
（
商
）
丘
ハ
も
そ
の
一
切
を
軍
事
的
基

礎
に
組
み
入
れ
、
そ
し
て
そ
の
末
端
ま
で
討
幕
派
「
新
官
僚
武
士
」

の
指
導
権
を
貫
徹
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
い
わ
ゆ
る
ル
ッ
タ
ー
三
一
騎
士
的
同
盟
の
騎
士
的
要
素
の
指
導

の
確
立
と
い
っ
て
竜
よ
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
諸
隊
や
農
（
商
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

兵
は
、
嘗
て
高
杉
が
奇
兵
隊
設
立
当
時
云
っ
た
よ
う
な
、
惣
奉
行
支

配
下
の
「
正
兵
」
に
対
す
る
「
奇
兵
し
と
い
う
正
規
の
軍
事
力
の
枠

外
の
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
慶
応
軍
政
改
革
で
は
、
従
来
の
封
建
家

臣
鋼
よ
り
も
む
し
ろ
主
要
な
軍
事
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
封
建

家
臣
団
そ
れ
自
体
の
内
部
に
お
い
て
も
、
従
来
は
疎
外
な
い
し
は
軽

視
さ
れ
て
い
た
足
軽
・
中
間
の
方
が
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
軍
事

力
と
し
て
再
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
的
装
備
化

の
必
然
的
要
因
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
断
行
し
、
そ
の
よ
う

に
軍
事
的
基
礎
が
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
身
分
的

封
建
家
臣
國
に
本
来
的
基
礎
を
お
く
封
建
権
力
の
変
容
に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
来
る
べ
き
権
力
に
一
歩
近
ず
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
期
の
改
革
の
指
導
層
の
思
考
論

理
の
中
に
も
明
確
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
二
港
の
藩

政
改
革
を
指
導
し
つ
つ
も
、
視
野
は
も
は
や
藩
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に

あ
り
、
　
「
日
太
・
」
の
絶
対
主
義
官
僚
へ
と
脱
皮
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い

え
る
。
例
え
ば
木
戸
は
い
う
。

「
実
に
弓
勢
も
日
に
遍
迫
、
臼
本
国
中
い
つ
れ
に
居
留
三
三
而
も
御
互
に
不

安
心
の
事
の
み
。
　
（
中
略
）
今
田
の
風
体
に
て
は
思
き
っ
た
る
霧
も
十
分

に
は
出
来
兼
、
只
々
冷
遇
仕
候
の
み
。
十
年
之
後
を
思
候
而
も
悲
泣
に
堪

　
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
も
　
　
や
　
　
む
　
　
も
　
　
う
　
　
わ
　
　
や
　
　
も
　
　
や
　
　
む
　
　
も
　
　
な
　
　
り
　
　
つ
　
　
　
　
　
し
　
　
う
　
　
カ
　
　
う

不
申
候
。
江
戸
は
如
御
承
知
大
名
も
自
分
領
丈
の
百
姓
を
せ
り
立
、
女
と

も
　
　
り
　
　
む
　
　
つ
　
　
お
　
　
カ
　
　
ち
　
　
め
　
　
も
　
　
カ
　
　
わ
　
　
さ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
つ
　
　
セ
　
　
お
　
　
わ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
め

酒
と
楡
安
之
事
に
の
み
に
日
を
送
り
、
天
地
之
累
卵
よ
り
も
危
は
他
の
事

も
　
　
う
　
　
し
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
や
　
　
し
　
　
も
　
　
セ
　
　
ち
　
　
わ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ね
　
　
も
　
　
わ
　
　
も
　
　
り
　
　
リ
　
　
へ
　
　
ね
　
　
　
　
し
　
　
も

と
の
み
柑
心
得
、
世
間
の
事
は
何
集
も
知
ら
ぬ
顔
に
而
生
を
楡
み
、
尊
家

も
　
　
カ
　
　
し
　
　
り
　
　
う
　
　
　
　
も
　
　
む
　
　
ち
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
リ
　
　
ら
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
り
　
　
も

来
は
々
々
々
、
其
僕
は
々
々
、
何
れ
の
日
か
青
天
を
望
み
候
事
出
来
申
候
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③

　
哉
、
実
に
悲
泣
に
不
堪
也
。
」

　
彼
ら
は
、
　
「
自
分
領
丈
の
百
姓
を
せ
り
立
」
て
る
藩
的
規
模
の
思

考
論
理
を
遙
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
に
自
己
の
立
脚
点
を
見
回
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
絶
対
主
義
官
僚
へ
一
歩
々
々
脱
皮
し
つ
つ
あ
っ
た
討

幕
派
の
指
導
権
の
下
に
行
わ
れ
た
慶
応
軍
政
改
革
の
改
編
軍
事
力
が
、

来
る
べ
き
権
力
、
す
な
わ
ち
明
治
絶
対
主
義
の
軍
事
的
基
礎
一
常
備

軍
へ
「
精
選
」
再
編
…
さ
れ
る
に
は
、
更
に
明
治
初
年
の
藩
政
改
革
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

i
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
い
わ
ゆ
る
脱
酸
騒
動
一
を
経
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
う

ら
な
い
し
、
こ
れ
を
通
し
て
慶
応
軍
政
改
革
の
指
導
層
は
、
名
実
共

やに
絶
対
主
義
官
僚
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
慶
応

軍
政
改
革
は
、
そ
う
し
た
権
力
の
変
容
過
程
一
絶
対
主
義
化
を
そ
の

軍
事
的
基
礎
に
お
い
て
一
暦
明
確
化
さ
せ
、
か
つ
指
導
・
同
盟
関
係

に
お
け
る
指
導
権
を
確
定
し
た
改
革
と
し
て
捉
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
①
例
え
ば
、
諸
士
大
隊
改
編
、
足
軽
組
代
の
廃
止
、
諸
隊
合
併
等
（
「
防

　
長
回
天
史
」
九
、
五
七
六
頁
以
下
参
照
）
、
　
主
と
し
て
大
隊
編
成
を
主
眠

　
と
し
て
い
る
。

諸
隊
合
併
は
次
表
の
髄
り
α

こ
の
期
に
新
た
に
編
成
さ
れ
た
隊
に
は
、
第
六
大
隊
（
陪
臣
隊
）
、

軍
等
が
あ
る
（
前
掲
「
も
り
の
し
げ
り
」
参
照
）
。

農
丘
ハ
が
な
お
開
治
初
年
ま
で
各
郡
毎
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

1川村圃擬i幽
（註）　天野御晟「諸隊縮
製」より作製「防長回天
史」　ブL，　581～2頁参照

梅
枝

隊
　
　
名

集八μ

義幡園

獅
論
証
｝隊隊

v

霧荻南

昌野園
墜隊隊
Y一一r一一”

離
塁
ハ
塑

合
併
玉
陣
　
　
営

整
武
墜
三
田

｝
鋭
武
三

振
武
隊

健
武
隊

小石
州
郷
田
村

岩
　
城
　
山

　
　
　
　
例
え
ば

「
忠
正
公
一
代
編

年
史
」
明
治
元
年

十
二
月
廿
七
臼
条

に
各
郡
縫
兵
司
令

宮
の
免
職
を
令
し

て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
知
り
う
る
。

ま
た
二
年
五
月
骨

　
四
日
条
に
は
林
省
吾
を
熊
歪
郡
農
兵
引
立
用
掛
に
命
じ
て
い
る
こ
と
も
見

え
る
。
「
藩
舗
一
覧
」
に
は
「
兵
隊
」
は
「
拾
七
大
隊
毎
隊
四
望
練
士
二
人
、
六

　
砲
隊
有
半
砲
隊
毎
隊
八
門
嬉
野
九
十
三
人
一
一
シ
テ
長
官
共
騎
兵
一
中
隊
長
窟
ト
モ
九

十
三
人
」
と
あ
っ
て
と
く
に
「
農
兵
」
と
は
見
え
な
い
（
下
巻
、
三
八
五
頁
）
。

②
　
「
奇
兵
隊
日
詑
」
繁
一
、
八
四
頁
。

③
慶
応
二
年
八
月
二
十
八
日
附
、
木
戸
牽
允
よ
り
渡
辺
昇
平
講
翰
（
「
木

　
一
戸
孝
允
す
〔
漁
“
扁
　
第
二
、
　
二
二
五
…
湘
ハ
管
貝
）
。

④
拙
稿
「
明
治
絶
対
密
義
政
権
成
立
の
　
過
程
一
（
歴
史
評
論
七
五
号
）

参
照
。
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・of　their　v圭ews　is　found　iパ‘Chung一ω動”（種橿），　and　its　location　is　an

／important　theme　for　studying　the　then　trathc　routes　from　west　to　east．

　　The　main　purpose　of　thls　artlcle　ls　to　consider　the　locatlon　of

イ‘ b1η魏g－z〃動”（．種橿）which　should　be　Yin一？ni（ll今次）of　the　presnt　day．

Under　the　close　investigation　of　the　historical　mac　terial　about　the

tributebringing　by　．Yrk’一tien　（干關）　in　May　of　the　6th　year　of】勉αη拶πg

（元豊）also，　there　are　found　the　route　cutting　vertically　Ho－hsi　south一

’wards　along　the　Etzina　River，　the　route　from　Tatar　（eseeif，ndB）　area

’along　the　southern　edge　of　the　Ordos　desert　to　Ch‘ing－t‘ang－ch‘eAng

（青面前），or　the　foute　round　the　west　of　Sha－chou（沙州）to　Ch‘ing－

t‘ang－ch‘6π9　（青唐城）；this　means　the　existence　of　internatienal　traflic

・routes　passing　the　surroundings　of　Hsi・hsia（西夏），　contrary　to　the

・established　theory．

On　the　Reformation　of　Military　Administration　by　the

　　　　ChoshZt（長州）Clan　in　the　Keio（慶応）Era。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Al〈ira　Tanaka

　　Trying　to　trace　the　bearer　of　the　Mei2’i　Restoration　directly　to　the

league　of　reform　parties，　one　will　ftnd　its　dlfference　from　the　dlass

－disposition　in　the　estoration　administration．　This　contradiction　seems

to　be　caused　by　the　interpretation　of　accepted　articles　which　discussed

leadership－league　relation　of　the　Restoration　administratlon　from　the

B観勿76－Gθ嬢（文久・元治）era　at　a　leap，　without　any　concrete　analysis

focusing　the　raost　important　period　for　£he　anti－Shogunate　．party　or

．the翫勿（慶応）period．

　　Therefore，　the　analysis　of　the　Choshu（長州）　clan　in　the　Keio　period

，as　a　main　wing　of　the　anti－Shogunate　ls　the　subject　to　be　carried　out．

In　this　article　our　point　is　set　in　the　reformation　of　military　admi－

nistration　ln　the　lst　and　2nd　years　of　Keio　（1865－66），　fer　the　reason

why　leadership－league　relation　appears　plainly　in　military　power

especialiy　in　the　revolutionary　stage，　to　reveal　its　difference　frem　the

league　of　reform　parties．　Establishment　of　leadership　by　“　military

oMcers”　in　the　antl－Shogunate－this　is　the　very　subject　of　tlais

，article　and　also　our　conclusion．

（　150　）


