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八

〓不
圭
Ｊ日
日

剣
術
家
に
し
て
政
治
家
籠
手
田
安
定

平
戸
藩
士
で
心
形
刀
流
と

一
刀
正
伝
無
刀
流
免
許
皆
伝
の
籠
手
田

（こ
て
だ
）
安
定

と
い
う
人
物
が
い
ま
し
た
。
生
れ
は
天
保

一
一
年

（
一
八
四
〇
）、
五
代
友
厚
よ
り
五

歳
年
下
で
す
。
稀
代
の
こ
の
剣
術
家
は
政
治
家
で
も
あ
り
、
大
津
県
判
事
試
補
を
皮
切

り
に
大
津
県

（現
滋
賀
県
）
大
参
事

。
滋
賀
県
権
令

・
滋
賀
県
令

・
元
老
院
議
員

。
各

県
知
事

・貴
族
院
議
員
を
歴
任
し
ま
し
た
。
籠
手
田
大
津
県
判
事
試
補
就
任
の
明
治
元

年

（
一
八
六
八
）
か
ら
滋
賀
県
令
退
任
の
明
治

一
七
年

（
一
八
八
四
）
ま
で
、
籠
手
田

は
滋
賀
県
の
官
職
を
足
掛
け

一
七
年
間
務
め
ま
し
た
が
、
任
期
中
の
最
大
の
業
績
は
、

今
も
語
り
継
が
れ
る
治
水
事
業
で
し
た
。

滋
賀
県
が
平
成
二
九
年
に

「神
社
に
祀
ら
れ
た
県
令
―

―
籠
手
田
安
定
の
治
水
事

業
」
と
銘
打
っ
た
展
示
を
行
い
、
籠
手
田
県
令

（知
事
）
が
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え

て
達
成
し
た
長
浜
市
唐
国
町
の
治
水
事
業
を
紹
介
し
ま
し
た
。

地
方
税
の
支
出
は
県

会
が
否
決
し
て
も
内
務

省
が
承
認
す
れ
ば
執
行

可
能
で
し
た
の
で
、
籠
手

田
は
前
年
に
内
務
省
に

そ
の
旨
を
陳
情
し
て
い

た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
聞

き
届
け
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
明
治

一
六
年
五
月
、
籠
手
田
は
再
度
内
務
省
ヘ

県
の
河
田
大
書
記
官
を
派
遣
し
、
遂
に
内
務
省
の
許

可
を
取
り
つ
け
ま
す
。
こ
う
し
て
、
明
治

一
六
年

一
一

月
に
工
事
は
着
工
し
翌

一
七
年
六
月
に
竣
工
し
ま
し

た
。
村
人
た
ち
は
の
ち
に
暗
渠
の
近
く
に
祠
を
建
立

し
、
籠
手
田
県
令
を
祀
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
に
残
る

水
引
神
社
で
す
。

籠
手
田
の
蓬
谷
銀
山
訪
間

五
代
が
設
立
し
た
鉱
山
会
社
弘
成
館
の
鉱
山
の
中

に
、
近
江
国
愛
知

（え
ち
）
郡
政
所
（ま
ん
ど
こ
ろ
）村

の
蓬
谷

（よ
も
ぎ
た
に
）
銀
山
が
あ
り
ま
す
。
明
治
七

年
の
あ
る
日
、
そ
こ
へ
大
津
県
大
参
事
の
籠
手
田
安

定
が
訪
ね
て
き
ま
す
。
片
岡
春
卿
編
纂
『
贈
正
五
位
勲

四
等
五
代
友
厚
君
伝
』
か
ら
引
用
し
ま
す
。

明
治
七
年
、
杉
村
次
郎
当
山
の
鉱
長
た
り
。
徳
田

藤
次
郎
も
此
に
従
事
せ
り
。　
一
日
滋
賀
県
参
事

籠
手
田
安
定
来
山
し
て
曰
く
。
五
代
の
義
弟
安

定
鉱
業
を

一
覧
に
来
る
と
。
徳
田
其
言
を
訪
り
、

之
を
問
ふ
。

安
定
曰
く
、
回
顧
す
れ
ば
今
は
昔
、
文
久
。
元
治

の
交

（
こ
ろ
）
、
邦
内
各
地
開
国
鎖
国
の
党
派
分

立
し
、
各
々
其
の
執
る
所
の
主
義
を
達
せ
ん
と

す
。
而
し
て
五
代
君
は
開
国
派
の
錦
々
（さ
う
さ

う
、
評
判
が
高
い
）
た
る
も
の
、
余
は
又
純
然
た

る
鎖
国
主
義
松
れ
ば
、
宇
内
の
形
勢
愈
々
切
迫

し
来
れ
る
よ
り
意
気
激
昂
し
、
彼
れ
開
国
党
等

夷
狭
に
心
酔
し
皇
国
の
大
義
を
失
す
る
も
の
と

信
じ
、
時
機
を
窺
ひ
君
に
説
き
、
聴
か
ず
ん
ば

一

刀
の
下
に
斃
さ
ん
と
意
を
決
し
て
、
君
を
長
崎

の
旅
館
に
訪
ひ
し
に
、
君
直
ち
に
余
を
延
（ひ
）

ひ
て

一
室
に
会
し
、
徐
ろ
に
吾
邦
当
時
の
趨
勢

と
海
外
の
事
情
を
述
べ
、
到
底
今
日
攘
夷
派
の

主
張
す
る
処
は
行
ふ
可
き
に
非
ず
。
更
れ
ば
と

て
幕
府
が
因
循
姑
息
の
如
き
も
、
真
に
開
国
の

方
を
得
た
る
も
の
に
非
ざ
る
を
、
時
勢
に
証
し

痛
論
せ
ら
る
る
事
数
時
に
渉
り
、
君
が
説
の
良

（や
）
や
余
が
意
を
動
か
す
に
足
る
を
覚
ゆ
る

を
以
て
、
其
日
は
事
な
く
引
取
り
後
数
日
を
経

て
再
び
君
を
訪
ひ
、
満
腔
を
絞
り
て
大
に
時
事

を
討
論
せ
し
に
、
君
泰
然
と
し
て
諄
々
鎖
国
は

今
日
日
本
の
国
是
に
非
ず
、
結
局
我
に
攻
る
の

実
力
準
備
あ
り
て
ぞ
、
国
権
を
維
持
し
体
面
を

保
有
し
得
可
き
を
、
説
き
去
り
説
き
来
り
論
破

せ
ら
れ
、
余
良
（ま
こ
と
に
）
久
く
酔
る
が
如
く
、

而
し
て
后
翻
然
鎖
国
の
非
を
悟
り
、
積
年
の
迷

霧
初
め
て
弦
に
消
散
し
、
爾
来
深
く
君
が
卓
見

を
敬
慕

し
、
従
来
に
反
し
交
情
濃
や
か
に
し

往
時
、
長
浜
市
唐
国
町
を

北
か
ら
南
へ
貫
流
す
る
田

川
が
、
そ
の
西
側
を
流
れ
る

高
時
川
と
東
か
ら
流
れ
て

く
る
姉
川
と
の
三
川
の
合

流
地
点
で
大
雨
の
度
に
氾

濫
し
、
一
帯
を
水
害
に
見
舞

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
地

元
の
村
々
で
は
、
合
流
地
点

の
上
手
で
田
川
を
分
水
し

（
田
川
の
水
を
西
へ
流
す

分
流
を
つ
く
り
）
、
高
時
川

と
の
合
流
地
点
で
は
高
時

川
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
る
た

め
の
伏
越
樋

（ふ
せ
こ
し

ひ
）
を
つ
く
る
工
事
を
し
て
新
川
と
名
づ
け
た
新
し

い
川
へ
水
を
流
そ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
木
製
の

伏
越
樋
に
耐
久
力
が
な
く
、
そ
の
後
も
水
害
が
起
こ

り
ま
し
た
。

明
治

一
二
年
に
県
が
内
務
省
土
木
局
の
御
雇
工
師

デ
レ
ー
ケ
に
調
査
を
依
頼
し
た
結
果
、
伏
越
樋
を
木

造
か
ら
煉
瓦
造
り
の
暗
渠
に
変
更
す
る

「田
川
カ
ル

バ
ー
ト
構
想
」
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
明
治

一
五
年

に
地
方
税
予
算
三
万
円
余
を
計
上
し
て

「東
浅
井
郡

水
害
除
却
工
費
」
が
県
会
に
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
わ

ず
か
の
差
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
時
の
県
令
籠
手
田

は
県
会
に
再
議
を
求
め
ま
す
が
、
再
び
否
決
さ
れ
ま

し
た
。
翌
明
治

一
六
年
に
は
籠
手
田
「田
川
筋
変
更
費
」

の
名
目
で
そ
の
治
水
策
を
県
会
に
提
案
し
ま
す
。
し

か
し
、
ま
た
も
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

平成 29年滋賀県展示資料より
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終
に
義
結
ん
で
兄
弟
た
ら
ん
こ
と
を
乞
ひ
之
を

諾
せ
ら
る
。
是
れ
五
代
君
を
義
兄
と
称
す
る
所

以
な
り
云
々
。

講
談
調
の
語
り
口
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
は
、
剣
客
籠
手
田
の

一
途
な
思
い
込
み

と
、
返
答
次
第
で
は

一
刀
の
も
と
に
切
り
捨
て
る
と

意
気
込
む
相
手
に
対
し
て
、
動
じ
る
こ
と
な
く
逆
説

得
し
て
、
相
手
を
味
方
に
変
え
て
し
ま
う
薩
摩
藩
士

五
代
の
胆
力
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「義
兄
弟
」
の
籠
手
田
は
、
こ
の
訪
間
の
あ
と
、
折

に
ふ
れ
て
五
代
の
事
業
の
見
学
に
訪
れ
、
五
代
と
親

交
を
結
ん
で
い
ま
す
。
な
お
、
『
君
伝
』
は
籠
手
田
の

蓬
谷
銀
山
訪
間
を
明
治
七
年
の
こ
と
と
し
て
い
ま
す

が
、
籠
手
田
が
五
代
に
宛
て
た
明
治
七
年
三
月
八
日

の
書
状
が
残
っ
て
い
ま
す

（『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』

第

一
巻
史
料
三
二
八
）
。
そ
こ
に
、
「
四
日
御
認
め
の
華

墨

（書
状
）、
五
日
相
達
し
、
拝
読
」
と
あ
り
ま
す
の

で
、
す
で
に
二
月
の
初
め
に
は
両
者
に
文
通
の
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
籠
手

田
の
蓬
谷
銀
山
訪
間
は
明
治
七
年
の

一
月
か
二
月
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
書
状
で
三
つ
の
こ
と
を
籠
手
田
は
書
い
て
い

ま
す
。
ひ
と
つ
は
折
し
も
台
湾
出
兵
直
前
の
時
期
で
、

政
府
の
中
枢
に
あ
っ
た
大
久
保
利
通
が
そ
の
決
断
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
、
「大
久
保
卿
、
吾
日
本
柱

石
の
大
臣
、
感
心
の
至
に
て
、
於
安
定
、
倍

（ま
す
ま

す
）、
相
慕
申
候
」
と
し
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
「名

馬
拝
借
奉
願
候
心
得
に
御
座
候
」
と
五
代
所
有
の
馬

の
拝
借
を
申
し
出
て
い
ま
す
。
五
代
の
名
馬
所
有
は

つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
三
番
目
は
、

「尊
画
」
（竹
の
水
墨
画
の
こ
と
で
し
ょ
う
）
を
日
頃

お
描
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「頂
戴
仕
度
」

と
五
代
の
画
を
所
望
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
率
直

な
書
き
ぶ
り
か
ら
し
て
、
い
か
に
二
人
が
親
密
な
関

係
を
結
ん
で
い
た
か
が
伺
わ
れ
ま
す
。

籠
手
田
は
、
こ
の
訪
間
の
あ
と
、
折
に
ふ
れ
て
五
代

の
事
業
の
見
学
に
訪
れ
、
ま
た
五
代
の
事
業
に
協
力

し
ま
し
た
。
（次
号
に
続
く
）

Ｄ

８ヽ
ヨ
五
代
塾
顧
問

曾
野
豪
夫

「難
難
（か
ん
な
ん
）汝
（な
ん
じ
）を
玉
に
す
」

敗
戦
翌
年
灘
中
に
入
学
し
た
時
、
漢
文
の
先
生
に

教
わ
っ
た
。
以
来
８０
年
近
く
、
中
国
の
諺
だ
と
思
っ

て
い
た
が
、
今
回
ネ
ツ
ト
検
索
し
て
み
た
ら
英
国
の

“
＞
０
く
Φ
∽ヽ
〓
く
彗
昇
Φ
∽
一
ヨ
∞
う
三
∽
Φ”

（
「逆
境
は

人
を
賢
明
に
す
る
」
）
の
意
訳
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

兼
松
房
治
郎
は
阿
片
戦
争
終
結
三
年
後
の
弘
化
二

年

（
一
八
四
五
、
日
本
の
敗
戦

一
〇
〇
年
前
）
、
大
坂

江

之

子

島

（川
回
の
近

く
）
で
尾
張

国

布

袋

野

（
ほ
て
の
）

村
出
身
広
間

弥
兵
衛
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
五
代
友
厚
の
十

歳
年
下
だ
っ
た
。

父
の
弥
兵
衛
は
青
年
に
な
っ
て
素
行
が
収
ま
ら
ず
、

祖
父
に
勘
当
さ
れ
て
大
坂
に
出
て
畳
表
商
吉
田
某
の

店
で
働
い
た
。
そ
の
後
品
行
を
慎
み
忠
勤
を
励
ん
だ

の
で
、
通
勤
手
代
に
ま
で
な
り
、
別
家
と
し
て
独
立
し

主
人
の
媒
酌
で
伏
見
帯
屋
町
斎
藤
吉
右
衛
門
の
末
娘

八
重
と
結
婚
し
た
。
兼
松
の
両
親
で
あ
る
。

兼
松
が
生
れ
て
三
ヶ
月
、
父
は
畳
表
買
い
占
め
の

嫌
疑
で
官
憲
の
探
索
を
受
け
、
妻
に
何
も
告
げ
ず
に

出
奔
し
て
し
ま
っ
た
。
仕
方
な
く
母
は
尾
張
の
夫
の

実
家
に
寄
宿
し
た
。
し
か
し

一
年
経
っ
て
も
夫
か
ら

の
連
絡
は
な
く
、
母
子
は
伏
見
の
実
家
に
戻
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
母
は
心
な
ら
ず
も
兼
松
三
歳
の

時
に
同
地
の
魚
商
北
村
某
と
再
婚
し
た
。
同
家
は
そ

こ
そ
こ
の
生
計
を
営
ん
で
い
た
が
主
人
が
急
逝
し
た

た
め
営
業
を
続
け
る
者
な
く
、
九
歳
の
兼
松
は
母
と

共
に
ま
た
実
家
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
前
年
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
、
ペ
リ
ー
提
督

が
浦
賀
に
、　
一
ヶ
月
半
後
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
提
督
が
長

崎
に
来
航
し
た
。
五
代
が
二
十
三
歳
で
長
崎
海
軍
伝

習
所
に
派
遣
さ
れ
る
四
年
前
で
あ
る
。

十

一
歳
に
な
っ
た
少
年
兼
松
は
、
立
身
出
世
し
て

家
道
を
興
し
、
父
母
の
鴻
恩
に
報
い
る
た
め
に
は
水

火
も
あ
え
て
辞
せ
ず
、
遠
く
他
国
に
ゆ
き
遍

（あ
ま
ね
）

く
辛
酸
を
な
め
る
に
し
か
ず
、
と
決
心
し
た
。

れ
た
こ
と
幾
た
び
か
。
煎
餅
よ
り
薄
い
煎
餅
布
団
に

身
を
ゆ
だ
ね
て
う
と
う
と
と
し
て
寝
し
ょ
ん
べ
ん
を

す
る
こ
と
ま
た
幾
た
び
か
。
そ
の
都
度
布
団
を
体
温

で
乾
か
し
て
朝

一
番
に
起
き
て
湿
っ
た
布
団
を
押
入

れ
の

一
番
下
に
置
く
。
入
浴
は
五
日
に

一
度
。

一
年
数
ヶ
月
ぶ
り
に
伏
見
に
里
帰
り
し
た
兼
松
を

見
た
母
は
、
余
り
に
も
や
つ
れ
て
い
る
息
子
の
容
姿

に
驚
き
、
両
親
と
相
談
し
て
京
の
高
倉
松
原
通
り
の

蝋
燭
屋
に
丁
稚
奉
公
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
仕
事
は

楽
だ
っ
た
が
将
来
の
見
込
み
が
な
い
の
で
こ
こ
も

一

年
余
り
で
や
め
た
。

兼松房治郎 満 60歳

明治 38年最後の

渡豪時にシ ドニーで

(日 露戦争戦勝直後 )

語
る
も
涙
、
聞
く
も
涙
の
丁
稚
奉
公
　
　
　
岡
部
駿
河
守
の
蠅
人
大
野
新
在
衛
問

安
政
三
年
慈
母
と
祖
父
母
の
計
ら
い
で
兼
松
は
伏

見
西
浜
の
醤
油
味
噌
な
ど
を
商
う
霞

（よ
し
）
屋
に
丁

稚
奉
公
に
で
た
。
朝
早
く
起
き
て
午
前
中
は
得
意
廻

り
を
し
、
午
後
は
先
輩
の
店
員
に
つ
い
て
貧
民
部
落

を
回
っ
て
味
暗
、
醤
油
、
酒
の
小
売
り
を
す
る
日
課
だ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
途
が
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
。

そ
こ
で
翌
年
、
京
の
東
洞
院
万
寿
寺
の
鮒
屋
庄
兵

衛

（通
称
鮒
商
）
の
住
込
み
店
員
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
こ
こ
の
主
は
性
格
が
苛
酷
で
、
朝
は
寅
の
刻

（
三
～

五
時
）
に
た
た
き
起
こ
さ
れ
、
い
か
に
酷
寒
の
朝
で
も

気
分
が
悪
い
時
で
も
鰊

（に
し
ん
）
二
、
○
○
○
本
と

棒
鱈

（ぼ
う
だ
ら
）
一
、
五
〇
〇
本
を
洗
う
こ
と
を
命

じ
ら
れ
た
。
そ
の
内
に
番
頭
、
丁
稚
頭
な
ど
が
起
き
て

き
て
店
頭
の
拭
き
掃
除
、
朝
食
。
当
時
の
京
の
町
屋
の

朝
食
は
、
芋
粥
を
す
す
る
程
度
。
食
事
は
主
人
、
番
頭
、

丁
稚
と
序
列
の
順
番
に
鍋
か
ら
粥
を
す
く
う
の
で
、

末
席
の

「房
公
」
は
芋
の
筋
と
汁
の
み
だ
っ
た
。
朝
食

が
終
わ
れ
ば
湯
葉
、
椎
茸
、
千
瓢
、
昆
布
、
高
野
豆
腐

の
注
文
取
り
。
昼
は
温
飯

（ぬ
く
め
し
）
が
で
る
の
で

兼
松
の
唯

一
の
楽
し
み
だ
っ
た
。
午
後
も
注
文
と
り

と
配
達
に
で
か
け
る
。
夕
食
は
朝
食
と
同
じ
。
そ
れ
か

ら
昆
布
の
塩
掃
き
、
鰊

（に
し
ん
）
の
撰
分

（よ
り
わ

け
）
、
鰹
節
の
艶
つ
け
、
穴
埋
め
な
ど
の
作
業
が
待
っ

て
い
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
番
頭
に
算
盤
を
習
う
。

つ
い
う
と
う
と
と
し
て
番
頭
か
ら
算
盤
で
頭
を
叩
か

大
坂
に
住
む
遠
縁
を
頼
っ
て

江
戸
堀
の
米
屋
孫
太
郎
方
に
兼

松
は
丁
稚
奉
公
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
あ
る
日
、
得
意
先
で
米
の

代
金
を
領
収
し
、
そ
の
受
取
り

を
書
い
て
い
る
と
店
頭
に
い
た

数
名
の
丁
稚
が
下
手
な
文
字
を

み
て
失
笑
し
た
。
か
ね
て
か
ら

己
の
無
学
文
盲
を
嘆
じ
て
い
た
兼
松
は
、
ま
す
ま
す

学
問
の
必
要
性
を
痛
感
し
た

（明
治
に
入
っ
て
か
ら

は
能
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
。
と
か
く

す
る
内
、
祖
父
母
と
慈
母
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
父

は
行
方
知
れ
ず
の
ま
ま
で
あ
り
天
涯
孤
独
の
身
と
な

っ
た
。

兼
松
に
あ
る
日
主
人
が
言
っ
た
。
「近
く
長
崎
奉
行

岡
部
駿
河
守
の
用
人
大
野
新
右
衛
門
様
が
北
浜
の
銅

座
に

一
週
間
宿
泊
さ
れ
る
の
で
そ
の
身
の
回
り
の
給

仕
を
す
る
よ
う
に
」
。
機
敏
に
立
ち
働
く
兼
松
の
身
の

上
話
し
を
聞
い
た
大
野
は
、
別
れ
際
に
言
っ
た
。
「
い

つ
で
も
江
戸
に
来
る
こ
と
が
あ
れ
ば
世
話
を
し
て
や

ろ
う
、
で
は
さ
ら
ば
。
」

江
戸
で

籠さ
ん
ぴ
ん
」
と
な
る

大
野
の
言
葉
を
信
じ
て
兼
松
は
江
戸
に
下
る
決
意

略

驚
幌

楽琴書 兼松房治郎大正 12年、
亡くなる直前に陶淵明の詩から
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を
し
た
。
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
、
貯
金
と
遠
縁
か

ら
の
借
金
で
、
ま
ず
八
軒
家
船
着
き
場

（天
満
橋
）
か

ら
三
十
石
船
に
乗
っ
て
伏
見
の
寺
田
屋
に

一
泊

（あ

の
寺
田
屋
？
）
。
母
方
の
親
戚
宅
を
素
通
り
し
て
宇
治

を
経
て
奈
良
に
入
り
、
柳
行
李
、
雨
合
羽
な
ど
を
整
え

て
東
海
道
を
下
っ
た
。
時
に
十
七
歳
の
夏
だ
っ
た
。

江
戸
で
岡
部
駿
河
守
の
屋
敷
の
裏
門
を
叩
い
た
。

驚
い
た
の
は
用
人
大
野
で
あ
る
。
自
分
の
リ
ッ
プ
・
サ

ー
ビ
ス
の
言
葉
を
信
じ
て
江
戸
に
来
た
兼
松
に

「江

戸
は
そ
ん
な
に
甘
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
帰
郷
を

促
し
た
が
、
結
局
仕
方
な
く
門
番
小
屋
で
働
く
こ
と

を
許
し
た
。
や
が
て
利
発
な
兼
松
は
駿
河
守
の
目
に

と
ま
り
、
奥
付
中
小
姓
に
取
り
立
て
ら
れ
、
若
殿
の
お

供
を
し
て
学
問
所
で
共
に
学
問
や
習
字
を
学
び
、
武

芸
所
で
鍛
錬
す
る
機
会
を
得
て
文
武
の
知
識
と
世
の

中
の
動
き
を
少
し
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
武
家
社
会

で
は
異
例
の
大
出
世

（？
）
で
あ
る
。

翌
年
、
駿
河
守
が
大
日
付
と
な
る
と
、
兼
松
は
さ
ら

に
御
用
部
屋
書
役
に
抜
櫂
さ
れ
、　
一
方
講
武
所
で
銃

術
の
調
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

（幕
末
、
幕
府
の

洋
式
武
芸
訓
練
所
）
。
そ
し
て
駿
河
守
の
部
下
の
斡
旋

で
四
両
二
人
扶
持
の
足
軽
の
株
を
買
っ
て
両
刀
を
腰

に
す
る
身
分
と
な
っ
た
。
通
称

「さ
ん
ぴ
ん
」
で
あ
る
。

江
戸
時
代

一
番
身
分
の
低
い
侍
の

一
年
分
の
給
与
が

三
両

一
人
扶
持

（現
金
三
両
と

一
日
当
た
り
米
五
合
）

だ
っ
た
こ
と
に
よ
る

俗
語

（卑
称
）
で
あ

る
。
幕
末
に
は
、
四
両

一
人
又
は
二
人
扶
持

と
な
っ
て
お
り
、
住

み
込
み
の
女
中
位
の

年
俸
だ
っ
た
。
更
に

上
司
の
周
旋
に
よ
り

歩
兵
と
な
っ
て

一
人
半
扶
持
の
加
増
を
得
て
、
フ
ラ

ン
ス
軍
の
軍
事
教
練
団
か
ら

「ｃ
Ｐ

Ｏ
Φ
ＣＸ
¨
一
３
一∽
！
」

と
鉄
砲
や
大
砲
の
稽
古
を
う
け
た
。

あ
る
時
、
兼
松
は
厳
父
広
間
弥
兵
衛
の
出
身
地
近

く
の
岩
崎
村
に
聞
き
知
っ
て
い
た
親
戚
兼
松
家
を
訪

ね
、
父
が
名
古
屋
に
健
在
な
る
こ
と
を
知
り
、
よ
う
や

く
十
余
年
振
り
に
父
子
対
面
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

房
治
郎
は
親
戚
の
懇
望
に
よ
り
兼
松
家
を
継
い
だ
。

以
後
実
父
が
明
治
七
年
に
亡
く
な
る
迄
扶
助
を
行
っ

て
孝
養
を
尽
く
し
た
。

筑
波
の
後

⌒
天
狗
党
鐵
伐
）
に
出
陣
す

元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
三
月
、
水
戸
藩
士
が
筑
波

山
で
尊
攘
の
兵
を
挙
げ
た
。
幕
府
講
武
所
頭
取
兼
歩

兵
奉
行
か
ら
兼
松
は
歩
兵
指
図
役
下
役
並
見
習
に
挙

げ
ら
れ
、
次
い
で
第
三
聯
隊
第

一
大
隊
三
番
中
隊
小

隊
司
令
官
を
命
ぜ
ら
れ
て
野
州

（下
野
国
、
現
栃
木
県

と
群
馬
県
当
た
り
）
に
出
陣
し
、
各
所
に
転
戦
し
た
。

役
後
、
兼
松
は
仏
兵
駐
屯
司
令
長
官
か
ら
仏
法
陣
兵

の
式
を
伝
習
し
た
。
何
事
に
も
熱
心
な
兼
松
は
技
術

の
習
得
が
早
く
、
下
役
並
に
昇
級
し
た
。
と
は
言
え
、

足
軽
の
ち
よ
っ
と
上
で
あ
る
。

兼
松
は
考
え
た
。
仮
に
大
隊
長
、
連
隊
長
に
昇
進
し

た
と
し
て
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
外
国
兵
の
指

揮
の
下
で
日
本
人
同
志
が
戦
争
を
す
る
の
も
馬
鹿
ら

し
い
！
そ
う
だ
、
商
業
に
よ
っ
て
身
を
た
て
よ
う
！

商
業
、
貿
場
一鮎
そ
我
が
遍

慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
二
月
、
兼
松
の
姿
は
横
浜

に
あ
っ
た
。
五
代
友
厚

一
行
十
九
名
が
鹿
児
島
串
木

を
出
港
し
て
欧
州
に
出
立
し
た
ち
よ
う
ど
そ
の
頃
で

あ
る
。
暫
く
横
浜
の
様
子
を
視
察
し
て
兼
松
は
大
坂

に
戻
っ
た
。
間
も
な
く
幕
府
の
長
州
征
伐
が
起
こ
っ

た
。
翌
二
年
春
、
一
友
人
と
資
金
を
出
し
合
っ
て
伏
見

の
清
酒
を

一
船
に
積
ん
で
山
口
に
密
航
し
て
高
値
で

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
長
州
側
か
ら
兼

松
は
幕
府
の
密
偵
か
も
し
れ
な
い
と
疑
わ
れ
厚
遇
は

さ
れ
た
が
六
ヶ
月
間
逗
留
さ
せ
ら
れ
、
よ
う
や
く
相

当
の
利
益
を
懐
に
し
て
帰
坂
し
た
。

世
情
は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
。
兼
松
は
叔
母

が
摂
津
茨
木
十

一
村
の
お
寺
に
嫁
い
で
い
た
の
で
そ

こ
に
寄
宿
し
、
近
所
の
児
童
に
習
字
な
ど
を
教
え
な

が
ら
明
治
維
新
を
迎
え
た
。
兼
松
は
全
資
金
を
持
っ

て
新
開
地
横
浜
に
出
た
。
伊
豆
屋
富
太
郎
と
共
同
で

金
巾

（カ
ネ
キ
ン
、
葡
語
綿
製
品
）
、
綿
糸
、
雑
貨
な

ど
を
売
買
し
て
利
益
を
得
た
。
次
い
で
神
戸
に
ゆ
き

石
炭
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
し
て
相
当
の
利
益
を
上
げ
た

が

一
年
後
倒
産
し
て
元
の
本
阿
弥
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
で
新
開
港
地
新
潟
に
赴
い
た
が
無

一
文
に

等
し
か
っ
た
の
で
何
も
商
売
は
で
き
な
か
っ
た
。
あ

る
日
、
神
戸
で
親
し
く
な
っ
た
蘭
商
ア
デ
リ
ヤ
ン
社

の
カ
ネ
テ
ラ
と
遭
遇
し
、
彼
と
共
同
で
商
品
売
買
を

行
い
、
ま
た
砂
糖
の
輸
入
で
相
当
の
利
益
を
得
た
。
更

に
加
賀
藩
の
商
事
方
を
し
て
い
た
谷
道
英
橘
と
懇
意

と
な
り
、
綿
、
砂
糖
、
鉄
な
ど
を
同
藩
系
列
商
に
売
り

込
み
多
額
の
利
益
を
重
ね
た
。
一
年
半
後
、
東
京
を
経

由
し
て
急
発
展
し
て
い
る
横
浜
に
舞
い
戻
っ
た
。

新
潟
で
親
し
く
な
っ
た
越
中
高
岡
の
谷
口
と
池
津

の
両
人
と
出
会
い
、
当
時
流
行
し
て
い
た
蚕
卵
紙

（た

ね
が
み
）
を
外
国
商
館
に
売
り
込
ん
だ
。
日
に
月
に
事

業
は
盛
大
と
な
り
、
前
途
洋
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
時
の
得
意
満
面
の
二
十
五
歳
、
背
広
姿
の
兼
松

の
写
真
は
本
紙
第
十
六
号
に
掲
載
し
て
あ
る
。
然
る

に
明
治
三
年
七
月
、
普
仏
戦
争
が
起
こ
り
、
相
場
が
暴

落
し
ま
た

一
文
無
し
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｆ
〓
・バ
ラ
ー
師
夫
妻
か
ら
英
語
を
学
ぶ

兼
松
は
考
え
た
。

「畢
一見
（
つ
ま
る
と
こ
ろ
）
は
時

な
り
。
焦
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
英
語
を
習
っ
て
時
を
待
と

う
」
と
。
そ
こ
で
横
浜
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
バ

ラ
ー
師
夫
妻
に
つ
い
て
英

語
を
習
っ
た

（日
本
に
最

初
に
で
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
教
会
の
牧
師
）
。
夫

妻
と
も
好
人
物
で
、
夫
人

は
兼
松
の
国
の
中
に
指
を

突

っ
込
ん
で
舌
を
引
っ
張

っ
て
発
音
を
教
え
た
と
記

憶
し
て
い
る
が
、
今
そ
の

資
料
が
見
つ
か
ら
な
い
。
バ
ラ
ー
師
は
、
」
・，
ヘ
ボ
ン

師
よ
り
十
七
歳
若
か
っ
た
が
お
互
い
に
協
力
関
係
に

あ
っ
た

（明
治
学
院
の
創
学
者
は
ヘ
ボ
ン
師
で
あ
る
）

バ
ラ
ー
夫
人
は
自
著
の
”
ｏ
〓
暑
∽
Φ
∽
０
「
ｏ
〓

」
一
３
５

一∞
い
一―
一∞
ま

”
に
、
「貧
困
と
女
性
へ
の
虐
待
と
も
と

れ
る
風
習
が
蔓
延
し
て
い
た
清
国
と
比
べ
、
日
本
で

の
女
性
の
自
由
と
、
女
性
天
皇
を
生
み
出
し
た
日
本

の
歴
史
的
な
女
性
の
地
位
の
高
さ
」
を
書
い
て
感
嘆

し
て
い
る
。

兼
松
は
ヘ
ボ
ン
夫
妻
と
も
面
識
が
あ
っ
た
と
思
う

英
語
を
習
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
に
つ

い
て
、
兼
松
は
ス
ペ
リ
ン
グ
、
グ
ラ
マ
ー
、
バ
イ
ブ
ル

な
ど
を
習
っ
て
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

（社
史
や
兼

松
の
言
動
か
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
改
宗
は
し
て
い
な

か
っ
た
と
思
う
）
。
翌
四
年
、
弁
天
通
に
外
国
語
学
校

が
設
立
さ
れ
た
の
で
兼
松
は
同
校
に
入
学
し
た
。
そ

こ
で
元
農
商
務
省
鉱
山
局
長
の
伊
藤
弥
次
郎
か
ら
訳

文
な
ど
を
教
わ
っ
た
。
こ
の
間
、
食
事
は
た
い
て
い
パ

ン
と
水
。
た
ま
に
友
人
か
ら
借
金
が
で
き
た
時
は
牛

肉
店
に
飛
び
込
ん
で
栄
養
補
給
を
し
た
。

世
界

一
の
羊
毛
輸
入
繭
へ

（シ
ェ
ア
“
％
）

明
治
五
年
二
月
二
十
七
歳
、
兼
松
は
横
浜
を
辞
し

て
大
阪
に
戻
る
こ
と
に
し
た
。
途
中
、
ふ
と
伊
勢
の
取

引
先
に
未
回
収
金
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
立
ち

寄
っ
た
。
幸
い
に
も
百
五
～
六
十
両

（円
）
を
回
収
で

き
、
大
阪
江
戸
堀
扇
屋
旅
館
に
投
宿
し
た
。
適
当
な
仕

事
が
見
つ
か
ら
ず
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
渡
航
も
考
え
た
が

う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
。

明
治
六
年
二
十
九
歳
の
あ
る
日
、
神
戸
に
所
要
が

あ
っ
て
汽
船
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
、
偶
然
に
も
外
国
語

学
校
の
伊
藤
先
生
と
避
逓
し
、
三
井
組
総
理
三
野
村

利
左
衛
門
を
紹
介
さ
れ
て
同
銀
行
部
に
就
職
す
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
本
紙
第
十
六
号
、
本
稿

（上
）

の
通
り
で
あ
る
。
三
井
組
銀
行
部
以
降
の

兼

松

の
生

涯

は

本
紙
第
十
六
、
十

七

号

に
も
ど

っ

て
ご

通
読

頂
き

た
い
。

岡部駿河守長常

横浜のバラー師夫妻

晩年の伊藤弥次郎先生

兼松は終生厚誼を尽く

し、後継者にもそれを

託 した

，
三

．

‥
・
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第
十
六
号
訂
正

。
一
頁
三
段
目

¨
「大
阪
に
戻
る
船
中
」
↓

「大
阪

か
ら
神
戸
へ
の
船
中
」

。
二
頁
三
段
と
四
段
目

¨
「創
業
社
長
」
↓

「創
業

社
主
」
（大
阪
毎
日
新
聞
社
の
登
記
は
翌
年
。
）

藪
難
辛
苦
の
末
兼
松
は
、
三
井
組
銀
行
部
を
経
て

異
例
に
も
三
井
元
之
助
の
代
理
と
し
て
明
治
九
年
大

阪
堂
島
米
商
会
所
肝
煎

（現
在
の
専
務
理
事
か
）
と
な

っ
て
五
代
友
厚
の
信
頼
を
得
た
。
更
に
十

一
年
大
阪

商
法
会
議
所
設
立
に
伴
い
初
代
肝
煎
に
就
任
し
た
。

私
の
外
祖
父
永
見
米
吉
郎
は
長
崎
で
薩
摩
藩
の
御
用

商
人
を
勤
め
る
永
見
商
店
の
末
弟
で
あ
り
、
長
崎
在

勤
の
五
代
の
推
挙
も
あ
っ
て
慶
応
二
年
大
坂
に
雄
飛

し
た
。
そ
し
て
十

一
年
大
阪
株
式
取
引
所
の
初
代
肝

煎
と
な
り
、
そ
の
長
男
省

一
が
五
代
の
娘
の
従
妹
綾

と
結
婚
し
た
。

因
み
に
兼
松
商
店
は
、
第

一
次
欧
州
大
戦
直
前
の

一
九

一
三
～

一
四
年
季

（大
正
三
～
三
年
）
の
豪
州
羊

毛
取
扱
高
は
日
本
商
社
七
社
中
、
実
に
六
十
六
・
五
％

だ
っ
た
―
こ
こ
に
お
い
て
五
代
と
兼
松
の
夢
は
、
豪

州
羊
毛
輸
入
に
つ
い
て
は
確
実
に
実
現
し
た
の
で
あ

る
。
豪
州
以
外
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
、

南
米
か
ら
の
輸
入
を
含
め
る
と
世
界

一
の
羊
毛
商
で

あ
ろ
う
、
と
世
界
中
か
ら
い
わ
れ
た
。
大
正
十

一
年
、

私
の
父
は

「羊
毛
の
兼
松
商
店
」
に
入
り
、
戦
後
私
と

娘
の
直
系
三
代
が
兼
松
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
兼
松
を
五
十
五
歳
で
退
職
し
て
四
十
五
年
が
経

ち
、
繊
維
産
業
は
中
国
他
の
国
々
で
隆
盛
し
て
い
る
。

主
な
参
考
資
料

・
西
川
文
太
郎
『
兼
松
濠
洲
翁
』
神
戸
新
聞
社

大

正
三
年
。
著
者
は
兼
松
翁
明
治
二
十
八
年
第
八

回
目
最
後
の
訪
濠
に
二
ヶ
月
間
同
行
し
て
帰
朝

後
本
書
を
出
版
し
た
。
し
か
し
翁
は

一
年
半
前

の
大
正
三
年
に
他
界
し
て
い
た
。
享
年
六
十
八
。

・
天
野
雅
敏

『戦
前
日
豪
貿
易
史
の
変
遷

‐
兼
松

商
店
と
三
井
物
産
を
中
心
と
し
て
』
勁
草
書
房

二
〇

一
〇
年

・
『
毎
日
新
聞

一
〇
〇
年
史
』

一
九
七
八
年

◆
第
１３
回
マ
８
ヨ
五
代
塾
セ
ミ
ナ
ー
実
施

２
月
１７
日

（土
）
定
例
の
セ
ミ
ナ
ー

（五
代
友
厚

勉
強
会
）
を
開
催
し
た
。
『
五
代
友
厚
小
伝
』
１８
話
（著

者
八
木
孝
昌
）
の
第
３
話
「長
崎
遊
学
と
薩
英
戦
争
」

を
教
材
に
し
、
補
足
資
料
を
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使

用
し
勉
強
を
進
め
た
。

五
代
の
長
崎
遊
学
の
第

１
回
は
薩
摩
藩
の
選
抜

で
長
崎
海
軍
伝
習
所
で
西
洋
の
学
問
や
船
舶
技
術
な

ど
を
習
得
す
る
た
め
で
、
今
回

は
藩
命
で
長
崎
に
着
任
し
、
貿

易
や
蒸
気
船
の
購
入
、
欧
米
諸

国
の
情
勢
を
調
査
す
る
の
が

使
命
で
あ
る
。
こ
の
長
崎
遊
学

か
ら
薩
英
戦
争
で
イ
ギ
リ
ス

の
捕
虜
と
な
り
横
浜
に
上
陸

す
る
ま
で
４
年
余
り
の
短
い

警
筆

■
群

下
１
一■
ｔ
ｉｌ
彗
〓
〓

，ナ
ー
予
定

日
時

】
４
月
２０
日

（土
）
１４
時
～
１６
時

場
所

¨
川
口
宅
　
勉
強
内
容

。
進
行

（川
口
建
）

教
材

¨
「開
学
の
祖

五
代
友
厚
小
伝
」
１８
話

（著
者
八
木
孝
昌

・
非
売
品
）

第

４
話

「潜
伏
生
活
と
藩
へ
の
上
申
書
」
（
５００
円
）

●
堺
事
件

（平
和
を
築
く
た
め
の
国
際
理
解
講
座
）

於

・
堺
市
妙
国
寺
参
加

２
月
２３
日

（主
催

堺̈
事
件
を

語
り
継
ぐ
会
）
に
会
員
と
し
て
お

手
伝
い
参
加
し
た
。

２３
日
は
土
佐

藩
±
１１
名
が
妙
国
寺
で
切
腹
を
し

た
日
で
す
。
今
年
は
７
回
目
の
開

催
で
、
当
時
の

要

・
紙
芝
居

・
請
演
会
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

あ

っ

た

が
、
後
の

官
職
や
下
野
後
の
経
済
活
動
の

支
え
と
な
る
人
脈
を
築
き
、
ま

た
、
欧
米
諸
国
の
脅
威
や
先
鋭

的
な
考
え
を
実
体
験
し
、
貴
重

な
時
間
で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。例

え
ば
、
五
代
は
グ
ラ
バ
ー

と
堀
懇
の
関
係
を
結
び
、
共
に

上
海
に
渡
り
汽
船
を
購
入
し
た

り
、
幕
府
船
千
歳
丸
に
水
夫
の

名
目
で
乗
船
、
上
海
で
２
ヶ
月

間
市
場
調
査
も
し
て
い
る
。
広

く
見
聞
し
多
く
の
知
識
を
吸
収

し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

次
回
は
第

４
話

「潜
伏
生
活

と
藩
へ
の
上
申
書
」
を
勉
強
す

る
。

●
中
之
島
図
書
館
街
歩
き
講
座
参
加

１
月
２７
日
、
森
島
克

一
氏
講
演

「事
業
家

・
五
代

友
厚
の
金
銀
分
析
所
～
そ
の
知
ら
れ
ざ
る
出
発
点
」

●
五
代
友
厚
生
誕
ウ
ィ
ー
ク

イ
ベ
ン
ト
参
加

２
月
８
日
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
に

参
加
。
缶
バ
ツ
チ
と
小
物
入
れ
を
頂

き
ま
し
た
。
ま
た
、
大
阪
商
工
会
議
所

そ
の
他
セ
ミ
ナ
ー
・イ
ベ
ン
ト
の
ご
紹
介

の
り

ニ
ュ
ー

ア

ル
後
の

「五
代
友

厚
像
」
と
対
面
。

２

月

１３

日

、

町
田
明
広
氏
講

演
、
「グ
ロ
ー
バ
ル
幕
末
史
と
五
代
友
厚
～
パ
リ
万
博

を
中
心
に
～
」

■■■■■■

半田銀山を見上げる福島県伊達郡桑折町にある桃源郷じ)四月中
旬ごろからも

'桃

の花が満開を迎える。3年前のコ0月 にこの半田銀山
の坑道、資料館、五代さんの碑などを訪ね、その帰りに阿武隈川沿い

に約120ヘクタール(約363000坪)の桃畑を観た。桃の実も何もない枝だけがある広大

な桃畑が広がつていた。明治時代から昭和には桑畑が広がつていたので五代さんが半田

銀山を訪ねた時には桃ではなく桑畑が広がり養蚕業が盛んであったのでしよう。

五代さんはその時代にすでに銀山の労働問題、地域の公害問題について真摯に向き合
い未来を見据え事業を行つていたことに感動する。桑折町も未来を見据え桑畑から桃畑ヘ

と転換し今は献上桃として全国に名を馳せている。是非機会があれば桃源郷を見に出かけ

てみてください。

また4月 5日 (金 )三浦春馬さんの誕生日に映画【天外者】が全国で再上映されますので

編集後記

皆様時間があれば大画面での五代友厚公、三浦春馬さんを堪能下さい。

そして終盤の大阪商法会議所での友厚公の日本を想う熱いセリフを聞き

逃さないでください。(川口由美子記)

(連絡先:川 口建) Emai[ : gogokenl 2345@gmait.com

隊

員

橋

詰

愛

平

（
１２
人
目
の
切
腹

予
定
者
）
の
御
子

孫
や
堺
市
長
を
は

じ
め

‐００
名
あ
ま
り

の
参
列
者
を
お
迎
え
し
て
、
法

4
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第 19号

◆
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
額

当
会
員
で
三
浦
春
馬
さ
ん
フ
ア
ン
の
方
か
ら

「天

外
者
」
の
写
真
入
り
額
を
頂
き
ま
し
た
。
額
は
縦
２９

ｃｍ
×
横
２８

ｃｍ
と
大
き
な
サ
イ
ズ
で
す
。
早
速
部
屋
に

飾
り
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

期

間

で
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