
こ
の
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

名
は
、
戦
争
時
代
に｢

お
上
」

の
命
令
で
つ
く
ら
れ
た｢

隣

組
」
の
宣
伝
歌
（
作
詞
岡
本
一
平
、

作
曲
飯
田
信
夫
）

の
一
節
を
借
用

し
て
い
る
。
（
注
岡
本
一
平
氏
は
著

名
な
漫
画
家
、
妻
は
文
筆
家
岡
本
か
の

子

・

太

陽

の

塔

作

者

岡

本

太

郎

は

そ

の

ご

子
息
）

戦
時
の
歌
だ
が
軽
快
な
テ
ン

ポ
、
軽
く
明
る
く
調
子
の
良

い
歌
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
で

｢

ト
ン
ト
ン
ト
ン
カ
ラ
リ
ン｣

で
検
索
さ
れ
る
と
懐
か
し
い

画
像
と
共
に
歌
が
聞
け
る

（
無
料
）
。
多
く
の｢

友
の
会
員

さ
ん
」
は
ご
存
知
だ
と
思
う

が
三
番
を
選
び
書
く
。

♪
と
ん
と
ん

と
ん
か
ら
り
ん
と
隣
組

地
震
カ
ミ
ナ
リ

火
事
ど
ろ
ぼ
う

互
い
に
役
立
つ
用
心
棒

助
け
ら
れ
た
り
助
け
た
り
♪

わ
が
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

は1
9
9
6

年
（
平

8
）

以
前
は

｢

マ
イ
ド
ウ
」
と
名
付
け
て

い
た
。
そ
の1

9
9
6

年
（
平

8
）

４
月
東
京
都
豊
島
区
で
親
子

餓
死
体
が
死
後

20
日
経
っ

て
発
見
さ
れ
た
事
件
あ
っ
た
。

そ
れ
を
聞
き
地
域
の
つ
な
が

り
が
大
切
と
感
じ
、
「
と
ん

か
ら
り
ん
」
と
代
え
た
。

そ
の
事
件
は
、
２
名
の
発

見
が

20
日
遅
れ
て
都
職
員

等
が
処
分
を
受
け
た
。
多
分
、

記
者
会
見
で
関
係
者
は
（
今
や

パ
タ
ー
ン
化
し
て
る
）
「
こ
の
度

は
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
二
度
と

起
こ
し
ま
せ
ん
」
と
一
同
お

揃
い
で
頭
を
深
く
下
げ
ら
れ

た
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら

14
年
後
、
先

月
初
旬
百
歳
を
越
さ
れ
た
老

人
が
所
在
不
明
だ
と
報
じ
ら

れ
た
。
家
族
や
役
所
も
所
在

が
判
ら
な
い
（
？
）
と
言
う
。

今
回
は
何
年
も
所
在
不
明
、

人
数
も
多
い
。
政
府
や
お
役

所
大
会
社
は
「
喉
元
過
ぎ
れ

ば
熱
さ
を
忘
れ
」
ら
れ
る
。

親
方
は｢

日
の
丸
」
だ
か
ら
。

小
会
社
や
個
人
が
同
様
の

こ
と
を
起
こ
せ
ば
再
び
立
ち

上
が
る
の
は
至
難
の
技
だ
。

だ
か
ら
常
に
危
機
感
を
持
ち

「
己
を
つ
ね
っ
て
人
の
痛
さ

を
知
れ
」
の
精
神
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
。

平
和
と
経
済
発
展
の
中
で
、

個
人
主
義
が
蔓
延
。
個
人
情

報
を
名
目
に
他
人
事
に
目
を

瞑
り
耳
を
ふ
さ
ぐ
傾
向
が
役

所
で
も
地
域
・
個
人
で
も
増

え
た
。
子
供
部
屋
が
出
来
、

お
膳
（
ご
飯
机
・
チ
ャ
ブ
ダ
イ
）

夏
の
甲
子
園
、
春
の
選
抜

に
続
き
夏
大
会
も｢

沖
縄
興

南
高
校
が
神
奈
川
県
代
表
東

海
大
相
模
相
模
高
校
を
下
し

優
勝
し
た
。
（
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
・

本
土
言
葉
で
？
）
「
頑
張
っ
た
ね
ぇ

オ
メ
デ
ト
ウ
」
は
沖
縄
弁
で

「
チ
バ
タ
ね
か
り
ゆ
し
」
と
言

う
と
か
？
。

沖

縄

代

表

で

首

利

里

高

校

が

甲

子

園

大

会

に

出

場

し

た
の
は1

9
5
8

年
（
昭

33
）

マ
ダ
米
軍
占
領
下
で
「
外
国
」。

野
球
に
負
け
て
球
児
た
ち
が

を
囲
ん
で
食
事
を
を
囲
ん
で

食
事
す
る
習
慣
が
少
な
く
、

孤
食
時
代
だ
。
向
う
三
軒
両

隣
り
の
「
隣
の
芝
生
」
を
気

に
は
す
る
が
、
何
処
の
誰
か

知
ら
な
い
、
知
ろ
う
と
し
な

い
様
に
な
っ
た
。
経
済
も
大

事
だ
が
人
間
と
そ
の｢

命
」

は
モ
ッ
ト
大
事
。
バ
ラ
バ
ラ

で
な
く
手
を
結
び
繋
ぎ
あ
う

方
法
は
キ
ッ
ト
あ
る
筈
。
弱

者
に
は
そ
れ
が
一
番
の
力
だ
。

持
ち
帰
っ
た
「
甲
子
園
の
土
」

は
防
疫
法
に
触
れ
る
と
那
覇

港
に
捨
て
ら
れ
、
後
そ
れ
を

聞
い
た
航
空
会
社
の
客
室
乗

務
員
た
ち
が
同
情
し
消
毒
し

た
甲
子
園
の
小
石
を
学
校
に

届
け
た
。

（
参
考
：
朝
日
天
声
人
語

8
月

22
日
・

そ
し
て
戦
後

27
年
経
ぎ

た1
9
7
2

年
（
昭

38
）
5
月

に
日
本
へ
復
帰
し
た
。
だ
が

マ

ダ

多

く

の

米

軍

基

地

が
残
り
、

県

民

は

危

険

と

同

居

さ

せ

ら

れ

て
い
る
。

昨

年

の

鳩

山

首

相
発
言
で
普
天
間
基
地
が
県

外
に
移
転
さ
れ
る
と
喜
ん
だ

が
辞
職
で
ど
う
も
様
子
が
オ

カ
シ
イ
く
な
っ
て
い
る
。

常
は
高
校
野
球
に
興
味
を

持
っ
て
い
な
い
が
今
回
は

「
興
南
高
」
を
懸
命
に
応
援

し
た
。
否
、
正
確
に
は
沖
縄

を
応
援
し
た
の
だ
。
球
場
で

も
日
本
中
も
同
じ
気
持
ち
の

人
が
多
か
っ
た
と
思
う
。

先
の
戦
争
で
は
日
米
両
軍
が

住
民
を
巻
込
ん
で
地
上
戦
、

数
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
。

米
軍
占
領
時
、
強
引
に
土
地

田
畑
を
奪
わ
れ
基
地
に
さ
れ

て
今
に
至
る
。
同
情
以
上
の

感
情
を
持
っ
て
応
援
し
た
。

球
児
た
ち
は
真
紅
の
優
勝

旗
を
堂
々
と
誇
ら
し
く
、
そ

し
て｢

気
兼
ね
な
く
」
甲
子

園
の
土
を
持
ち
帰
っ
た
で
あ

ろ
う
。
次
は
基
地
を
取
り
戻

す
番
だ
。
幾
千
万
の
大
和
人

が
応
援
を
す
る
番
で
も
あ
る
。

近
頃
は
政
治
に
無
関
心
な

人
も
多
い
。
歴
史
に｢

も
し

は
通
用
し
な
い
」
と
言
わ
れ

る
が
、
沖
縄
敗
戦
時
に
政
治

が
日
本
の
降
伏
決
断
を
し
て

い
れ
ば
広
島
長
崎
は
無
事
。

千
島
問
題
や
ソ
連
抑
留
者
も

な
い
。
数
百
万
の
命
が
救
わ

れ
て
い
る
。
関
心
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
政
治
の
決
断
は
全

国
民
が
責
任
を
取
る
こ
と
に

な
る
。
が
、
現
憲
法
で
は
、

政
治
を
選
ぶ
権
利
は
私
た
ち

国
民
の
手
に
あ
る
。
万
歳
。
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▽
最
高
気
温
35
℃
以
上
の
日

の
こ
と
を
「
猛
暑
日
」
と
言

う
。
こ
の
夏
は
そ
の
日
が
多

か
っ
た
。

▼
モ
ス
ク
ワ
で
も
40
℃
を
超

え
る
歴
史
的
な
猛
暑
、
米
国

東
部
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
南
部
も

記
録
的
で
世
界
規
模
だ
と
か
。

▽
サ
ン
マ
が
取
れ
な
い
。
野

菜
が
高
く
な
る
。
小
麦
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
輸
入
価
格
上
昇

し
、
食
料
品
値
上
が
る
。

▼
看
取
ら
れ
ず
、
助
け
ら
れ

ず
高
齢
者
が
熱
中
症
で
多
く

亡
く
な
っ
た
。
老
い
る
ま
で

懸
命
に
働
い
た
人
た
ち
が
。

▽
何
処
か
何
時
か
ら
か
変
っ

て
来
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
ま

ま
で
良
い
、
今
が
幸
せ
な
ら

と
無
関
心
で
い
ら
れ
な
い
。

▼
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
。
春

夏
秋
冬
、
自
然
と
共
に
生
き

て
き
た
。
日
本
も
人
類
全
て

が
自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
。

▽
人
類
は
地
球
を
支
配
で
き

る
と
過
信
し
た
。
が
、
そ
れ

は
誤
り
だ
よ
と
自
然
が
警
告

を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

▼
20
世
紀
末
か
ら
人
類
は
物

欲
の
欲
す
る
ま
ま
ア
ク
セ
ル

を
踏
み
込
み
ス
ピ
ー
ド
を
上

げ
過
ぎ
た
。

▽
自
然
の
黄
信
号
は
間
も
な

く｢

赤
」
に
変
り
「
ど
ん
つ

き
だ
」
信
号
を
無
視
し
て
進

め
ば
人
類
は
自
滅
し
か
無
い
。

◎

今
直
ぐ
ブ
レ
ー
キ
を
踏
め
ば

「
ど
ん
つ
き
」
は
避
け
ら
れ
る
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

チ
バ
タ
ね

か
り
ゆ
し

沖
縄
興
南
高
校

Ｐ
Ｈ
Ｐ
発
行
監
修
か
ら
引
用
で

連
載
の

「
今
日
か
ら
で
き

る
健
康
法
！
」
は
都
合
に

よ
り
中
止
い
た
し
ま
し
た
。



朝

4
時
過
ぎ
に
起
き
乾
布
摩
擦
、

体
操
、
朝
食
を
済
ま
し
、
6
時
に

店
に
向
か
い
ま
す
。
夜
は
６
時
に

帰
宅
。
お
酒
と
食
事
と
風
呂
で
９

時
頃
に
寝
る
パ
タ
ー
ン
の
生
活
で

す
。
で
す
か
ら
そ
の
間
に
し
か
テ

レ
ビ
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。
さ

り
と
て
ビ
デ
オ
と
っ
て
も
再
生
し

て
見
る
時
間
が
と
れ
ま
せ
ん
。

朝
は
時
計
代
わ
り
、
夜
は
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
気
に
入
っ
た
番
組
を
見
る

だ
け
だ
か
ら
、
今
の
ア
ナ
ロ
グ
で

充
分｢

地
デ
ジ
」
は
他
人
事
の
意

識
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
後
一
年
で

ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
無
く
な
る
し
、

十
数
年
使
っ
て
き
た
テ
レ
ビ
も
寿

命
の
よ
う
な
の
で｢

地
デ
ジ
Ｔ
Ｖ
」

を
買
い
ま
し
た
。
シ
ン
プ
ル
で
映

像
が
映
れ
ば
良
い
の
で
す
が
全
て

パ
ソ
コ
ン
並
の
機
能
付
し
か
な
く

お
奨
め
の
も
の
で
妥
協
し
ま
し
た
。

生
活
パ
タ
ー
ン
に
合
わ
せ
早
朝

に
テ
レ
ビ
を
つ
け
ま
す
か
ら
、
家

内
や
ご
近
所
に
気
を
使
い
音
量
は

聞
こ
え
る
程
度
に
落
と
し
て
い
ま

す
（
耳
の
老
化
ヤ
ヤ
大
で
す
）

が
、
「
Ｃ

Ｍ
］
に
な
る
と
突
然
音
量
が
倍
程

上
が
り
ま
す
。
ジ
ャ
パ
ネ
ッ
ト
高

田
さ
ん
が
怒
鳴
る
よ
う
に
お
シ
ャ

ベ
リ
。
マ
タ
、
今
朝
の
新
聞
を
見

て
！
と
大
声
の
ワ
メ
キ
ま
す
。
慌

て
て
音
量
を
下
げ
る
と
通
常
の
番

組
が
聞
こ
え
難
い
の
で
す
。

Ｃ
Ｍ
の
大
き
な
音
は
良
い
番
組
の

雰
囲
気
が
「
ワ
ヤ
」
に
し
ま
す
。

新
Ｔ
Ｖ
に
Ｃ
Ｍ
音
量
を
オ
ー
ト
マ

チ
ッ
ク
に
調
整
で
き
る
機
能
が
附

い
て
い
な
い
か
と｢

マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
見
た
が
あ
り
ま
せ
ん
。
製
造
会

社
は
そ
れ
を
考
え
る
よ
り
色
々
な

機
能
を
つ
け
て
少
し
で
も
高
く
売

り
た
い
の
で
し
ょ
う
。

一
方
、
放
送
会
社
は
、
番
組
よ
り

Ｃ
Ｍ
は
音
量
を
上
げ
て
（
見
せ
る
・
聞

か
せ
る
）

努
力
し
て
い
る
と
ス
ポ
ン

サ
ー
に
護
摩
す
り
。
そ
の
目
に
は

視
聴
者
は
入
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

京
都
駅
近
く
に
梅

小
路
公
園
と
い
う

市
民
の
憩
い
の
場

が
あ
り
ま
す
。

旧
国
鉄
の
敷
地
で

す
が
南
に
は
平
清

盛
の
邸
宅
西
八
条
第
が
あ
っ
た
と

か
で
庭
園
や
森
や
広
場
が
よ
い
雰

囲
気
で
す
。
隣
接
す
る
蒸
気
機
関

車
館
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

SL
が
置

か
れ
人
気
で
す
。

そ
こ
に
突
如
水
族
館
を
出
現
さ

せ
る
と
い
う
の
で
す
。
初
め
て
聞

い
た
時
は
冗
談
か
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
「
日
本
で
最
大
の
内

陸
型
水
族
館
」
を
謳
い
文
句
に
人

民
間
放
送
の
Ｃ
Ｍ
だ
け
な
ら
商
売

上
許
す
と
し
て
某
国
営
的
テ
レ
ビ

も
番
組
予
告
は
同
じ
手
を
使
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。
結
す
る
と
こ
ろ

｢

Ｃ
Ｍ
」
や｢

自
分
の
お
知
ら
せ
」

の
押
し
売
り
を
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
老
人
は
思
い
ま
す
。

戦
後
間
も
な
い
頃
、
強
引
な
訪
問
販
売

増
え
困
り
そ
の
予
防
の
た
め
に｢

押
し
売
り

は
お
断
り
」
の
小
さ
な
プ
レ
ー
ト
を
抑
止

力
に
門
口
に
附
け
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

今
は
戦
後
ス
タ
イ
ル
の
押
売
り
は

な
く
視
聴
者
は
賢
い
か
ら
、
番
組

と
同
音
量
で
も
効
果
は
不
変
で
す
。

音
を
大
き
く
す
る
と
む
し
ろ
逆
効

果
に
な
る
と
思
う
の
で
す
が
・
・
。

工
海
水
で
つ
く
る

と
い
う
こ
と

で
す
。

こ
こ
で
私
が
筋
を
疑
う
の
は
、

こ
れ
が
「
多
様
な
生
物
の
命
の
輝

き
・
つ
な
が
り
を
体
験
す
る
場
で

地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
学
習
で

き
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
豊
か
な
森
が
豊
か
な
海
を
育
て

る
と
い
う
森
と
海
の
一
体
の
環
境

保
全
が
重
視
さ
れ
る
中
、
森
と
海

と
都
市
を
一
つ
の
融
合
し
た
環
境

と
し
て
捉
え
、
地
球
環
境
を
考
え

る
絶
好
の
機
会
に
な
る
」
と
い
う

文
章
を
読
ん
で
仰
天
し
ま
し
た
。

東
寺
の
五
重
の
塔
の
近
く
に
人
工

海
水
の
水
族
館
を
作
り
、
そ
れ
を

「
豊
か
な
森
が
豊
か
な
海
を
育
て

る
」
と
い
う
言
葉
で
語
る
と
は
、

俗
っ
ぽ
く
言
う
な
ら
「
よ
く
言
う

よ
」
で
す
。
自
然
に
対
し
て
失
礼
、

言
葉
に
対
し
て
失
礼
、
文
化
に
対

し
て
失
礼
で
す
。
空
海
に
も
。

財
政
難
の
折
か
ら
娯
楽
施
設
を

作
っ
て
集
客
を
し
、
少
し
で
も
助

け
に
し
よ
う
と
考
え
た
ら
水
族
館

に
な
り
ま
し
た
と
お
っ
し
ゃ
る
な

ら
、
そ
う
で
す
か
と
言
う
ほ
か
あ

り
ま
せ
ん
（
そ
れ
で
も
、
京
都
な

ん
で
す
よ
、
も
っ
と
他
に
よ
い
考

え
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

と
い
う
気
持
は
強
い
で
す
け
れ
ど
）。

し
か
し
、
「
命
の
輝
き
」
と
か

「
豊
か
な
森
と
豊
か
な
海
の
一
体

化
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
と
、
ち
ょ
っ

と
待
っ
て
と
言
わ
な
い
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。

「
生
命
を
基
本
に
置
く
社
会
」
を

作
り
た
い
と
思
っ
て
多
く
の
方
に

”
い
の
ち
の
つ
な
が
り
”
を
感
じ

た
り
、
考
え
た
り
し
て
い
た
だ
く

活
動
を
し
て
い
る
生
命
誌
と
し
て

は
、
い
く
ら
な
ん
で
も
そ
れ
は
な

い
で
し
ょ
う
、
い
い
加
減
に
言
葉

を
使
わ
な
い
で
下
さ
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

筋
が
悪
い
と
き
は
、
い
か
に
も

す
ば
ら
し
い
か
の
よ
う
に
見
せ
か

け
る
も
の
で
あ
り
、
最
近
は
そ
れ

に
「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
と
て
も

気
に
な
り
ま
す
。
「
い
の
ち
」
は

免
罪
符
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
を

と
っ
た
の
か
な
。

と
く
に
大
人
が
子
ど
も
た
ち
に
イ

ン
チ
キ
を
す
る
の
が
と
て
も
気
に

な
っ
て
つ
い
。

中
村
桂
子
先
生
「
ち
ょ
っ
と
一
言
」7

/
3
0

の
文

を
お
許
し
を
得
て
引
用
い
た
し
ま
し
た
。
（
前

6
行
記
載
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
）
「J

T

生
命
誌

研
究
館
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

店は、人と人のふれ合いの場でありたい！ とんからりん VOL132 2010(平成22年）9月1日（水）P2

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

押
し
売
り

お
断
り
！

ＣＭ
ｃｍ

東
寺
の

塔
と

競
っ
て

イ
ル
カ
が

ジ
ャ
ン
プ
？

Ｊ
Ｔ
生
命
誌
研
究
館
館
長

中
村
桂
子

８
／
22
・
第

３

日

曜

日

68
回
も
定
刻
９
時
に
ス
タ
ー
ト
。

例
年
の
こ
と
で
す
が
８
月
は
、
京
都

の
町
々
は
「
地
蔵
盆
」
と
重
な
り
ヤ

ヤ
少
な
く
定
員
割
れ
の
29
名
様
の
ご

参
加
で
し
た
。

今
回
は
柳
田
吉
秋
先
生
か
ら
、
日

本
語
教
師
体
験
か
ら
見
た
「
現
代
中

国
の
大
学
生
の
実
像
」
の
お
話
を
お

聞
き
し
ま
し
た
。
先
生
は
中
国
山
東

省
済
南
「
済
南
大
学
」
日
本
語
講
師

で
60
名
2
ク
ラ
ス
を
受
持
ち
さ
れ
、

そ
の
ご
経
験
か
ら
現
代
中
国
の
大
学

生
の
日
常
生
活
な
ど
に
つ
い
て
ご
自

身
が
見
た
こ
と

聴
い
た
こ
と
を
、
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の

よ
う
に
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
ご
出
身
地
の
沖
縄
の
「
ゆ
と

り
」
の
あ
る
生
活
習
慣
も
話
さ
れ
随

分
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

次
回
９
月
19
日
要
予
約
前
日
迄
・

第
68
回

朝
粥
食
べ
て

お
シ
ャ
ベ
リ
会
報
告



東
大
路

か

ら

京

都

護

国

神

社

へ

向

か

う

道
の
右
手
（
南
側
）

に
京
都
人
な
ら

誰
も
が
ご
存
知
の
京
懐
石
で
有
名

な｢

京
大
和
」
が
あ
る
。

そ
こ
は
鷲
尾
（
十
九
代
目
）
隆
聚
（
た

か
あ
つ
・
勤
皇
派
公
卿
）

が
、
自
家
の
別

荘
地
を
幕
末
西
本
願
寺
に
寄
贈
さ

れ
、
所
有
者
は
幾
人
か
変
り
、
料

亭
に
な
っ
た
の
は
１
９
５
１
年

（
昭
24
）

に
大
阪
大
和
屋
に
よ
っ
て

料
亭
「
京
大
和
」
に
な
っ
た
。

邸
内
に
は
「
翠
紅
館
広
間
」
と

「

送

陽

亭

」

の
二
つ
の
部

屋
が
あ
り
幕

末
の
こ
ろ
、

西
本
願
寺
の

ご
門
主
が
勤

皇
派
の
方
々

に
秘
密
の
会

合
を
す
る
場

所
と
し
て
提
供
な
さ
れ
た
。

特
に
著
名
な
会
議
は
、
１
８
６

３
年
（
文
久
3
年
）

一
月
二
十
七
日
翆

紅
館
に
、
土
佐
藩

武
市
半
平
太
、

長
州
藩

井
上
聞
多
、
久
坂
玄
瑞

ら
多
数
が
集
ま
り
、
同
年
六
月
十

七
日
に
は
、
長
州
藩

桂
小
五
郎
、

久
留
米
藩

真
木
和
泉
守
ら
、
各

藩
の
代
表
者
が
集
ま
っ
て
、
攘
夷

や
討
幕
な
ど
の
具
体
的
方
策
を
検

討
し
た
。
こ
れ
を
指
し
て
歴
史
的

な
「
翠
紅
館
会
議
」
と
呼
ぶ
。

翠
紅
館
広
間
は
、
三
条
実
美
、

桂
小
五
郎
、
坂
本
龍
馬
ら
攘
夷
や

討
幕
な
ど
、
志
士
た
ち
の
会
合
の

場
所
で
あ
り
、
送
陽
亭
に
は
、
桂

小
五
郎
、
武
市
半
平
太
、
久
坂
玄

端
、
井
上
馨
、
真
木
泉
守
が
集
ま

り
会
合
を
開
い
た
部
屋
と
言
わ
れ
、

保
護
建
造
物
と
な
っ
て
い
る
。

「
京
大
和
」
さ
ん
に
は
窓
を
開

け
ば
正
面
に｢

八
坂
の
五
重
の
塔
」

が
見
え
（
私
は
見
て
な
く
文
や
写
真
の
み
）
眼

下
に
京
の
町
が
広
が
る
絶
景
の
部

屋
も
あ
る
ら
し
い
。

こ
れ
を
調
べ
た
京
大
和
さ
ん
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
る
と
「
昼
の
お
料
理

二
段
御
重
錦
重
（
に
し
き
が
さ
ね
）8

4
0
0

円
（
税
サ
ー
ビ
ス
料
別
）
と
あ
っ
た
。

良
い
お
庭
と
歴
史
的
な
お
部
屋
で

食
べ
る
こ
と
や
拝
観
可
否
は
そ
れ

に
書
い
て
な
か
っ
た
の
で
℡0
7
5
-

5
2
5
-
1
5
5
5
.

で
お
問
合
せ
頂
き
た

い
。
只
、
風
景
や
小
五
郎
と
同
じ

空
間
を
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
と
す

れ
ば
お
値

段
は
お
手

頃
。

食
後
に
は

直
ぐ
近
く

の
、
京
都

護
国
神
社
に
お
参
リ
後
そ
の
上
に

あ
る｢

坂
本
龍
馬
・
中
岡
慎
太
郎｣

の
お
墓
も
近
い
。
３
０
０
円
要
す

る
が
二
人
の
像
も
あ
り｢

龍
馬
伝
」
が
、

よ
り
親
し
く
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

昔
、
鳥
居
が
無
か
っ
た
記
憶
し
て

い
る
が
。
（
注
・
石
の
階
段
を
上
が
る
覚
悟
要
）

連
載
・
京
阪
電
車
」
写
真
の
関
連
記
事

正
面
橋
付
近
の

疎
水
閘
門

琵
琶
湖
疎
水
は1

8
8
5

年
（
明
18
）

着
工1

8
9
4

年
（
明
27
年
）

に
伏
見
豪

川
に
つ
な
が
り
発
電
・
水
道
と
運

河
〈
船
で
運
搬
）

の
役
割
を
持
っ
た
。

そ

の

船

の

運

航

と

水

流

調

整

の

た

め

旧

市

内

に

幾
つ
も｢

閘
門
（
こ
う
も
ん
・
俗
語
ド
ン
ド

ン
）
が
設
け
ら
れ
、
正
面
橋
北
の
閘

門
が
最
後
で
音
羽
川
は
そ
こ
で
合

流
し
、
疎
水
は
伏
見
に
至
る
。

又
、
大
地
主
の
伊
籐
氏
等
が
私
費

で
つ
け
た
と
言
う
「
井
出
川
」
は

閘
門
に
取
水
口
が
あ
り
、
正
面
下

か
ら
七
条
ま
で
の
川
端
通
の
東
側

に
三
米
弱
幅
の
小
川
が
流
れ
、
末

は
、
一
橋
野
本
町
南
で
水
は
疎
水

に
戻
さ
れ
て
居
た
。

閘
門
～
正
面
ま
で
は
市
公
設
市
場

下
を
暗
渠
で
正
面
南
の
調
整
口
か

ら
地
上
に
出
て
い
た
。
そ
の
辺
り

に
は
川
魚
も
泳
ぎ
、
夏
に
は
そ
の

近
く
の
柳
に
は
蛍
が
群
が
り
見
事

な
夜
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。

⑫
・1937

年
の
上
海
事
変
か
ら
日
本

は
戦
時
体
制
に
入
り
、1941

年
暮
に
は

第
2
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
ま
し
た
。

国
策
で1943

年
か
ら
6
年
間
、
阪
急
電

車
と
合
併
し
て
京
阪
神
急
行
電
鉄
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

1949

年
12
月
、
京
阪
神
急
行
電
鉄
か
ら

分
離
独
立
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た

が
、
京
阪
電
車
が
心
血
を
注
い
で
造
っ

た
新
京
阪
線
は
京
阪
神
急
行
電
鉄
に

残
さ
れ
ま
し
た
。
新
京
阪
線
は
直
線

区
間
が
多
く
高
規
格
で
建
設
さ
れ
た

電
鉄
で
、
西
院
・
大
宮
間
の
地
下
線

は
関
西
最
初
の
も
の
で
し
た
。
超
特

急
は
京
阪
間
34
分
で
走
り
ま
し
た
。

⑬
・
新
京
阪
線
が
な
く
な
っ
た
新
生

京
阪
電
車
は
、
カ
ー
ブ
式
会
社
で
も

早
く
快
適
な
電
車
を
走
る
こ
と
が
で

き
る
と
、
新
技
術
開
発
を
進
め
ま
し

た
。
先
ず
京
阪
線
で
特
急
を
走
ら
せ

る
こ
と
に
な
り
、
京
都
七
条
・
大
阪

京
橋
間
を
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
運
転
と
し

ま
し
た
。

1950

年9
月
に
運
転
開
始
と
な
り
、
朝

は
京
都
か
ら
、
夕
は
天
満
橋
か
ら
2

本
ず
つ
運
転
で
し
た
が
、
好
評
の
た

め
利
用
者
増
加
に
従
い
増
発
さ
れ
ま

し
た
。

特
急
の
車
両
は1938

年
新
造
の
流
線
型

1000

系
で
、
青
と
ク
リ
ー
ム
に
塗
り
分

け
ら
れ
新
生
京
阪
色
と
言
わ
れ
た
ロ

マ
ン
ス
カ
ー
で
、
京
阪
間
を
53
分
で

走
り
ま
し
た
。

⑭
・
翌
年4

月
か
ら
特
急
運
転
は
本
格

的
に
な
り
ま
し
た
。
朝
夕
ラ
ッ
シ
ュ

時
は
20
分
毎
、
昼
間
は
30
分
毎
運
転

と
な
り
ま
し
た
。

特
急
専
用
の
新
車1700

系10

両
が
投
入

さ
れ
ま
し
た
。
専
用
車
は
上
半
黄
、

下
半
赤
の
派
手
な
色
で
登
場
し
評
判

に
な
り
ま
し
た
。
ロ
マ
ン
ス
シ
ー
ト

の
え
ん
じ
色
の
生
地
は
国
鉄
特
別2

等

車
と
同
じ
、
網
棚
下
に
は
座
席
灯
も

あ
り
ま
し
た
。
バ
ネ
は
コ
イ
ル
ス
プ

リ
ン
グ
中
心
で
、
柔
ら
か
く
揺
れ
る

防
振
台
車
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

1700

系
は
増
備
さ
れ
昼
間
も
20
分
毎
に

な
り
、2

年
後
に
は
京
阪
間
5
分
短
縮

の
48
分
と
な
り
ま
し
た
。1952

年
7
月

特
急
マ
ー
ク
に
鳩
を
あ
し
ら
っ
た
、

「
鳩
特
急
」
は
人
気
者
に
な
り
ま
し

た
。
写
真
は
福
田
静
二
様
提
供
。
右
側
建
物

は
戦
後
、
六
三
三
制
で
改
築
さ
れ
た
貞
教
小
学

校
。
間
に
疎
水
が
流
れ
、
川
端
通
を
歩
く
人
。

左
の
後
に
正
面
橋
と
警
手
小
屋
が
見
え
ま
す
。

地域とお客様のお役に立つ店をめざして！ とんからりんVOL132 2010(平成22年）9月1日（水）P3

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
24

高

台

寺

・

京

大

和

す
い

こ
う

か
ん

翆

紅

館

（
連
載
）

京
阪
電
車
・

走
り

続
け
て

１
０
０
年
・
④

夷川ダムの閘門



前
号

で
貞

教
学
区
の
酒
蔵
名
を
三
蔵
と
書
き

ま
し
た
が
後
資
料
【1904
年
（
明
37
）

京
都
酒
造
組
合
名
簿
】
が
出
て
き

て
六
蔵
で
し
た
。
そ
の
名
簿
に
旧

京
都
市
内
八
十
三
蔵
が
載
っ
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
こ
と
で
す
か
ら

分
家
や
暖
簾
分
け
で
あ
ろ
う
と
推

定
で
き
る
名
前
も
含
ん
で
い
ま
す
。

今
は
同
じ
区
域
で
は
上
京

区
（
聚

楽
第

）
佐
々
木
酒
造

左
京
区
（
富
士
千
歳
）

松
井
酒
造
の
二
蔵
。

京
都
酒
造
組
合
員
は

京
北
（
右
京
区
併
合
）

羽
田
酒
造
を
加
え
三

蔵
で
す
（
初
日
の
出
）

。

伏
見
は
、
豊

臣
秀
吉
が
造
っ
た

伏
見
城
城
下
町
、

1
9
3
1

年
（
昭
7
）

に
京
都
市
と
合
併

し
伏
見
区
と
な
る
が
一
時
合
併
を

前
提
に
反
対
を
治
め
る
た
め
か
伏

見
市
と
な
っ
た
時
期
（
昭
４
年
～
）

が

有
り
ま
す
。
初
代
で
最
後
の
伏
見

市
長
は
中
野
種
一
郎
氏
（
京
都
名
誉
市
民
）

酒
造
家
（
銘
柄
・
明
治
冠
？
）

で
し
た
。

明
治
政
府
は
京
都
護
衛
の
た
め

に
伏
見
に
陸
軍
第
１
６
師
団
を
置

き
軍
人
の
町
に
変
化
し
ま
し
た
。

軍
人
は
男
子
、
一
挙
に
酒
の
需
要

が
増
え
、
京
都
市
内
で
は
酒
蔵
が

狭
く
て
も
拡
張
が
難
し
く
酒
蔵
の

伏
見
移
転
が
進
み
蔵
も
大
き
く
醸

造
量
も
増
え
ま
し
た
。
軍
都
に
相

応
し
い
銘
柄
、
キ
ン
シ
正
宗
、
英

勲
等
。
当
社
二
階
の
月
桂
冠
の
木

製
看
板
に
軍
旗
が
入
っ
て
い
ま
す
。

伏
見
は
軍
隊
の
増
加
と
共
に
灘
と

並
ぶ
日
本
酒
の
町
に
な
り
ま
し
た
。

今
も
昔
も
酒
は
（
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
）

｢

権
力
者｣

に
よ
り｢

租
税
」
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
明
治
以
後
は
、

戦
費
に
あ
て
る
今
の
消
費
税
の
よ

う
な
良
き
財
源
で
し
た
。
製
造
か

ら
販
売
ま
で
政
府
が
統
制
管
理
し
、

醸
造
蔵
に
お
金
を
与
え
て
合
併
や

廃
業
。
小
売
卸
も
強
制
的
に
廃
業

を
さ
せ
ま
し
た
。1

9
3
8

年
（
昭1

3

）

頃
で
す
。
市
内
の
蔵
の
多
く
が
そ

の
時
期
に
酒
造
り
を
辞
め
ら
れ
ま

し
た
。
残
ら
れ
た
酒
蔵
も｢

製
造

米
」
の
割
り
当
て
少
量
で
造
っ
た

量
の
殆
ん
ど
を｢

伏
見
や
灘
」
の

酒
蔵
に
売
る｢

桶
売
り
」
と
い
う

形
を
選
ば
れ
ま
し
た
。
米
の
割
り

当
て
と
言
う
「
売
り
手
相
場
」
の

時
代
は
売
る
方
法
を
考
え
な
く
て

も
楽
に｢

儲
け｣

ら
れ
た
の
で
す
。

戦
後
経
済
発
展
と
共
に｢

ビ
ー

ル
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
」
が
売
れ
出
し

米
の
統
制
が
無
く｢

灘
伏
見
」
の

大
手
蔵
は｢

桶
買
い
」
を
減
ら
し

自
分
の
蔵
で
酒
を
造
る
よ
う
に
な

り
、｢

桶
売
り｣

主
体
の
酒
造
り
は

経
過
上
難
し
、
酒
造
業
廃
業
さ
れ

る
蔵
が
増
え
現
在
の
状
況
に
な
り

ま
し
た
。
明
治
～
平
成
初
期
ま
で

は
、
酒
業
界
と
大
蔵
省
は
夫
婦
の

よ
う
な
関
係
で
し
た
。
酒
造
家
の

総
理
大
臣
は
池
田
、
宇
野
、
竹
下

さ
ん
他
。
大
蔵
省
（
酒
に
関
る
）

関
税

局
長
の
政
治
家
転
進
は
、
京
都
で

は
前
尾
繁
三
郎
・
滋
賀
・
山
下
元

利
両
氏
で
他
も
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
今
は
「
天
下
り
」
が
問

題
で
す
が
昔
は｢

さ
か
（
逆
＝
酒
）

上

が
り
」
が
良
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
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○
「
と
ん
か
ら

り
ん
九
月
号
」

出
来
上
が
り
ま
し
た
。
チ
ョ
ッ
ト

耳
が
遠
く
な
り
ま
し
た
が
他
は
元

気
で
当
分
続
け
ら
れ
そ
う
で
す
。

●
今
号
は
７
月
に
「
梅
小
路
水
族

館
～
い
の
ち
と
環
境
か
ら
考
え
る

～
」
講
演
会
で
お
話
を
お
聞
き
し

た
中
村
桂
子
先
生
の
お
文
を
拝
借

し
掲
載
し
ま
し
た
。

○
パ
リ
と
京
都
は
姉
妹
都
市
。
パ

リ
と
京
都
で
は
景
観
を
守
る
姿
勢

（
市
政
？
）
は
「
月
と
ス
ッ
ポ
ン
」

で
す
。
ス
ッ
ポ
ン
は
月
の
妹
に
は

な
れ
ま
せ
ん
。

●
今
、
30
年
で
大
修
理
が
要
る
と

か
で
日
本
各
地
で
「
水
族
館
３
０

年
」
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
そ
う

だ
。
市
長
さ
ん
が
決
め
ら
れ
た
そ

う
だ
が
、
30
年
後
も
大
丈
夫
か
な
。

○
今
々
の
こ
と
で
判
断
し
安
易
に
、

人
（
オ
リ
ッ
ク
ス
）

頼
み
で
計
画
を
た

て
る
と
末
々
が
心
配
。
後
は
野
と

な
れ
山
と
な
れ
で
は
困
り
ま
す
。

●
京
都
の
暖
簾
が
汚
れ
そ
う
な
の

に
市
民
も
お
寺
も
役
所
も
静
か
！
。

酒
屋
で
生
き
て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
五
十
五
話

日
本
の
酒(

二
）

京
都(

旧
市
内
）
の
酒
蔵

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
竜
馬
伝

第
37
話
は｢

竜
馬
の
妻
」
お
龍
と
の

結
婚
が
放
映9

/1
2

に
さ
れ
る
。

お
龍
は
、
医
師
で
あ
っ
た
父
を
亡

く
し
、
困
窮
し
て
い
た
頃
に
龍
馬

と
出
会
い
、
伏
見
寺
田
屋
に
預
け

ら
れ
た
。1

86
6

年
（
慶
応
2
）

）
1
月

22
日
、
薩
長
同
盟
成
立
直
後
に
寺

田
屋
で
宿
泊
の
竜
馬
は
幕
吏
等
に

襲
わ
れ
〈
寺
田
屋
騒
動
）

お
龍
の
素
早

い
機
転
で
危

機
を
脱
し
た
。

そ
の
際
の
負

傷
療
養
の
た

め
西
郷
隆
盛

の
勧
め
も
あ
っ

て
船
で
薩
摩
へ
。

竜
馬
お
龍
二
人
は
、

鹿
児
島
周
辺
の
温

泉
を
巡
る
。
こ
れ

を
指
し
て
日
本
初
の
新
婚
旅
行
と

言
わ
れ
て
い
る
。

竜
馬
は
そ
の
旅
で
「
日
本
を
変

え
る
決
意
」
し
、
そ
の
表
明
と
し

て
高
千
穂
峰
山
の
頂
に
あ
る
天
の

逆
鉾
を
引
き
抜
き
、
再
び
突
き
立

て
と
さ
れ
る
。
竜

馬
は
、
そ
の
模
様

を
「
絵
入
り
手
紙

（
京
都
博
物
↑
館
所
蔵
？
）
」

で
残
し
て
い
る
。

寺
田
屋
以
前
の

お
龍
は｢

七
条
新

地
」
〈
木
屋
町
正
面
上
）

「
扇
岩
」
に
勤
め
、
母｢

貞
」
は
三

十
三
間
堂
裏
の
土
佐
藩
密
会
所
で

働
い
た
た
め
「
お
龍
・
竜
馬
」
の

出
会
い
が
有
っ
た
。
そ
の
偶
然
の

よ
う
な
「
時
」
と
七
条
の｢

地
縁
」

が
な
け
れ
ば
、
竜
馬
は
寺
田
屋
事

件
で
死
し
、
結
果｢

明
治
維
新
」
は

少
し
遅
れ
た
の
で
無
か
ろ
う
か
？

18
5
8

年
（
安
政
5
）
日
本
〈
徳
川

幕
府
）
と
ア
メ
リ
カ
間
で
、
多
く

の
不
平
等
が
あ
る
日
米
修
好
通
商

条
約
通
商
条
約
が
（
同
条
件
で
英
仏
蘭
露

も
）

結
ば
れ
て
い
る
。

不
平
等
条
約
が
解
消
し
た
の
は
、

41
年
後1

8
99

年
（
明
32
）
で
あ
る
。

戦
後
65
年
経
過
し
た
沖
縄
に
は
多
く

の
米
軍
基
地
が
あ
る
。
日
本
に
は

も
う
竜
馬
は
い
な
い
の
か
！
。

竜
馬
伝
先
読
み
情
報

坂
本
竜
馬
新
婚
の
碑

８
月
11
日
定
期
健
診
、
東
山
武
田

病
院
で
計
ら
れ
た
血
圧
は
、
上
が

151
下
72
。
先
生
に
「
朝
夕
計
っ
た

血
圧
は
も
っ
と
低
い
」
と
異
議
を

申
し
立
て
た
。

お
渡
し
た
血
圧
手
帖
を
み
て｢

随

分
下
が
り
ま
し
た
な
ぁ
。
薬
を
少

し
減
ら
そ
う
」
と
言
わ
れ
る
。

｢

そ
れ
で
も
今
は
高
い
」
と
私
。

先
生
は｢

普
通
の
人
は
病
院
で
計

る
と
少
し
高
く
な
り
手
帖
の
方
が

正
確
で
す
。
何
か
し
て
ま
す
か
」

と
問
わ
れ
「
三
ヶ
月
ほ
ど
玄
米
黒

酢
を
飲
み
続
け
た
」
と
応
え
た
。

先
生
「
そ
れ
は
良
い
。
お
続
け
な

さ
い
」
と
お
仰
る
。
今
回
で
黒
酢

効
果
と
血
圧
計
の
正
常
は
証
明
さ

れ
た
。
が
一
つ
合
点
が
出
来
な
い
。

私
は
人
様
よ
り
（
精
神
的
部
分
の
）

心
臓
は
強
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ

れ
な
の
に｢

普
通
の
人
」
扱
い
だ
。

よ
っ
し
ゃ
！
。
日
本
酒
の
量
を
増

や
し
て
優
し
い
心
臓
を
「
面
の
皮
」

負
け
な
い
よ
う
に
鍛
え
る
べ
し
！

高
血
圧
に
玄
米
黒
酢
続
報


