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資
料
紹
介
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福
島
県
立
博
物
館

小
室
梅
尾
「
会
津
籠
城
絵
詞
」
―
会
津
藩
の
女
中
が
記
録
し
た
籠
城
戦
の
体
験
―

１
．
は
じ
め
に

　

平
成
三
〇
年
は
戊
辰
戦
争
及
び
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
の
節
目
の
年
で
あ
り
、
当
館

で
も
秋
に
「
戊
辰
戦
争
一
五
〇
年
」
と
題
す
る
展
覧
会
を
開
催
し
た
（
九
月
一
日
～
一
〇

月
一
四
日
）。
同
展
は
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
・
仙
台
市
博
物
館
と
の
共
同
企
画
展
覧
会

で
あ
り
、
図
録
も
共
同
で
作
製
し
て
い
る
。
こ
の
展
覧
会
の
準
備
の
過
程
で
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
に
「
会
津
籠
城
絵
詞
」
と
い
う
謄
写
資
料
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
調
査
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
、
当
該
資
料
の
原
本
は
戊
辰
戦
争
で
約
一
ヶ
月
に
及
ぶ
会
津
籠
城
戦
に
参

加
し
た
小
室
梅
尾
と
い
う
女
性
が
作
者
で
あ
り
、
彼
女
が
自
身
の
経
験
を
六
場
面
の
絵
と

文
章
と
で
詳
し
く
記
録
し
残
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
籠
城
戦
の

最
中
の
城
中
の
様
子
を
描
い
た
絵
画
資
料
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
原
本

が
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
謄
写
本
で
は
あ
る
が
展
覧
会
で
は
六
場
面
の
絵
を
す
べ

て
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
、
か
つ
図
録
に
も
カ
ラ
ー
図
版
を
掲
載
し
た
。
た
だ
し
展
覧
会
及
び

図
録
で
は
、
女
性
な
ら
で
は
の
目
線
で
書
か
れ
た
特
徴
あ
る
文
章
ま
で
紹
介
す
る
余
裕
が

な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
改
め
て
文
章
を
交
え
た
資
料
紹
介
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

２
．
作
者
の
小
室
梅
尾
に
つ
い
て

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
二
三
日
に
始
ま
っ
た
籠
城
戦
で
は
、
会
津
藩
主
松
平
容

保
（
表
向
き
に
は
容
保
は
鳥
羽
伏
見
開
戦
後
の
慶
応
四
年
二
月
に
隠
居
し
、
養
子
の
松
平

喜
徳
が
藩
主
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
後
も
容
保
が
藩
の
采
配
を
ふ
る
っ

て
い
た
）
の
義
姉
で
あ
る
照
姫
が
、
城
中
の
女
性
た
ち
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
小
室
梅
尾
は
会
津
藩
の
公
用
人
で
あ
る
小
室
金
吾
當ま

さ

節と
き

の
妹
で
、
照
姫
附
の

女
中
（
若
年
寄
）
を
つ
と
め
、
籠
城
に
あ
た
り
姫
に
従
っ
て
入
城
し
た
。
同
年
九
月
二
二

日
に
会
津
藩
が
降
伏
・
開
城
す
る
と
、
照
姫
は
一
旦
城
下
の
妙
国
寺
で
謹
慎
し
て
か
ら
町

家
に
移
り
、
さ
ら
に
翌
明
治
二
年
三
月
か
ら
同
年
一
二
月
ま
で
の
間
、
東
京
の
紀
州
藩
邸

で
謹
慎
し
た
。
梅
尾
は
「
会
津
籠
城
絵
詞
」
の
末
尾
に
「
明
治
二
年　

あ
く
る
と
し
、
わ

か
山
の
み
た
ち
に
て
し
る
す
、
照
姫
君
御
あ
つ
け
に
な
ら
せ
給
し
紀
州
家
青
山
の
邸
也
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
年
に
は
照
姫
と
と
も
に
紀
州
藩
邸
に
お
り
、
そ
こ
で

こ
の
記
録
を
書
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
「
あ
く
る
年
」
と
は
戊
辰
戦
争
の

翌
年
の
こ
と
で
、「
明
治
二
年
」
の
説
明
と
し
て
書
き
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
梅

尾
が
籠
城
戦
か
ら
一
年
経
つ
か
経
た
な
い
か
と
い
う
時
期
に
、
早
々
に
こ
の
記
録
を
残
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
梅
尾
が
こ
の
記
録
に
と
り
か
か
っ
た
理
由
を
文
中
よ
り
意
訳
す

れ
ば
、〈
前
代
未
聞
の
経
験
を
し
た
が
、
月
日
の
経
過
と
と
も
に
戦
争
が
過
去
の
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
う
。「
物
語
り
」
だ
け
で
は
実
態
が
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
特
に
戦
死
者
の
子

孫
に
対
し
、
絵
で
見
せ
て
戦
争
を
忘
れ
ぬ
よ
う
、
つ
た
な
い
な
が
ら
絵
筆
を
と
っ
た
〉
と

な
る
。
梅
尾
は
上
手
な
絵
師
の
描
き
直
し
を
願
い
つ
つ
、
筆
を
置
い
た
。
そ
の
後
、
梅
尾

が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
た
ど
っ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
梅
尾
が
残
し
た
原
本

も
現
在
は
行
方
が
分
か
ら
な
い
が
、
大
正
六
年
に
謄
写
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

女
の
意
思
は
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

３
．
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
本
「
会
津
籠
城
絵
詞
」
に
つ
い
て

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
謄
写
本
で
あ
る
（
請
求
記
号
：

維
新
史
料
引
継
本
─
Ⅱ
と
─
12
─
１
）。
現
状
は
和
綴
本
で
、
本
紙
に
は
維
新
史
料
編
纂

会
の
用
箋
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
維
新
史
料
編
纂
会
が
大
正
六
年
に
謄
写
し
た
時
、
原
本

の
所
蔵
者
は
東
京
在
住
の
「
浦
川
篤
」
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
謄
写
時
の
付
記
「
浦
川

氏
直
談
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
は
小
室
梅
尾
の
甥
と
い
う
。
浦
川
は
、
先
に
紹
介
し
た

小
室
梅
尾
の
簡
単
な
経
歴
と
、
梅
尾
の
入
城
時
の
状
況
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
照
姫
は
郭
内
本
丸
の
外
部
に
あ
っ
た
御
用
屋
敷
に
住
ん
で
お
り
、
入
城
時
は
梅
尾
よ

り
上
の
立
場
で
あ
っ
た
老
女
を
伴
っ
て
城
中
に
入
っ
た
と
い
う
。
梅
尾
は
後
片
付
け
を
し

て
か
ら
、
少
し
遅
れ
て
太
鼓
門
よ
り
入
城
し
た
と
す
る
。
梅
尾
が
描
い
た
六
場
面
の
絵
の

最
初
の
シ
ー
ン
は
梅
尾
が
御
用
屋
敷
を
出
て
お
城
へ
向
か
う
場
面
で
あ
っ
た
。
で
は
早

速
、
絵
と
文
章
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
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阿部綾子

４
．「
会
津
籠
城
絵
詞
」
絵
部
分
紹
介
（
絵
番
号
1
～
6
は
便
宜
的
に
付
し
た
）

1 
八
月
廿
三
日
朝
、
御
用
や
し
き
ゟ
う
つ
み
御
門
ゟ
入
て
、
御
城
へ
行
所
、
御
跡
か
た
つ

け
た
る
後
［
八
月
二
三
日
朝
、
御
用
屋
敷
よ
り
埋
御
門
よ
り
入
て
、
御
城
へ
行
く
所
、

御
跡
片
付
け
た
る
後
］

2
東
の
御
土
手
や
さ
ま
ゟ
、
小
山
田
近
方
せ
ん
地
見
る
所

［
東
の
御
土
手
矢
狭
間
よ
り
、
小
田
山
近
方
戦
地
見
る
所
］
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小室梅尾「会津籠城絵詞」−会津藩の女中が記録した籠城戦の体験−

3 

御
城
内
奥
老
女
つ
め
所
前
の
所
御
さ
ひ
所
に
て
た
き
出
し
、
づ
の
こ
と
く
台
を
し
て
兵

ろ
う
こ
し
ら
へ
る
所

［ 
御
城
内
奥
老
女
詰
め
所
前
の
所
御
さ
い
所
（
御
在
所
カ
）
に
て
炊
き
出
し
、
図
の
如
く

台
を
し
て
兵
糧
拵
え
る
所
］

4
奥
御
座
敷
御
伏
籠
に
や
き
く
さ
用
意
、
ほ
う
た
い
等
こ
し
ら
へ
る
所

［
奥
御
座
敷
御
伏
籠
に
焼
草
用
意
、
包
帯
等
拵
え
る
所
］
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阿部綾子

5
御
座
外
廻
り
御
い
り
か
は
通
行
の
づ

［
御
座
外
廻
り
御
入
側
通
行
の
図
］

6
表
御
座
御
所
い
ん
、
手
お
ひ
病
院
の
づ
、
看
病
婦
ハ
は
し
た
女
也

［
表
御
座
御
書
院
、
手
負
い
病
院
の
図
、
看
病
婦
は
端
女
也
］
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小室梅尾「会津籠城絵詞」−会津藩の女中が記録した籠城戦の体験−

５
．「
会
津
籠
城
絵
詞
」
文
章
紹
介

　

こ
れ
よ
り
文
章
部
分
の
紹
介
を
行
う
。
な
お
、
文
章
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
置
い
た
小
見

出
し
（【　

】）
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
読
点
や
中
黒
を
付
し
て
適
宜
文
章

を
整
え
、
片
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名
と
し
た
。
仮
名
ば
か
り
で
分
か
り
に
く
い
箇
所
な
ど

に
は
註
記
（［　

］）
し
た
。
闕
字
は
一
字
ア
ケ
と
し
、
合
わ
せ
字
の
ゟ
（
よ
り
）
は
そ
の

ま
ま
表
記
し
た
。

【
①
会
津
藩
の
趨
勢
】

い
に
し
へ
の
み
た
れ
た
る
世
々
の
い
く
さ
物
か
た
り
は
、
さ
ま
〳
〵
の
ゑ
ま
き
物
［
絵
巻

物
］
に
み
も
し
、
き
ゝ
も
せ
し
か
、
後
の
世
は
知
ら
す
、
大
よ
そ
此
度
の
い
く
さ
ほ
と
お

そ
ろ
し
き
は
あ
ら
じ
、
こ
と
国
［
異
国
］
の
ま
じ
は
り
ひ
ら
け
は
し
ま
り
て
よ
り
は
、
い

ま
た
日
の
本
に
聞
も
な
ら
は
ぬ
大
つ
ゝ
・
小
つ
［ゝ
大
筒
・
小
筒
］
い
く
さ
に
べ
ん
り
よ

き
を
、
こ
と
国
人
の
た
く
み
に
た
く
み
た
る
を
、　

大
君
の
い
く
さ
の
い
き
ほ
ひ
［
勢
い
］

に
、
あ
つ
め
に
あ
つ
め
給
ひ
し
を
、
す
く
れ
た
る
も
の
ゝ
ふ
国
々
よ
り
き
そ
ひ
あ
つ
ま
り

て
、
み
こ
と
の
り
を
い
た
ゝ
き
、
一
つ
の
城
は
も
の
か
は
と
日
夜
せ
め
た
つ
る
、
そ
の
中

に
三
十
日
か
あ
ひ
た
こ
も
り
、
つ
ゝ
か
な
き
［
恙
な
き
］
は
、
天
も
あ
は
れ
と
助
け
給
ひ

た
る
か
、　

我　

君
春
よ
り
の
お
め
い
［
汚
名
］
を
こ
ふ
む
り
給
ひ
し
を
ひ
た
す
ら
た
ん

か
ん
［
嘆
願
］
な
し
給
ひ
、
近
国
の
方
々
を
も
頼
み
給
ひ
、
数
通
の
た
ん
か
ん
も
た
ゞ
中

と
［
中
途
］
に
て
と
だ
え
、
か
ん
軍
［
官
軍
］
日
増
に
近
国
に
せ
ま
り
、
い
ま
は
い
か
ん

と
も
す
る
事
あ
た
は
す
、
つ
ひ
に
か
く
籠
城
と
ま
で
な
り
ぬ
る
も
、　

君
の
御
心
に
は
恐

入
給
ふ
の
み
、
い
ま
は
は
や
臣
た
ち
も
命
を
す
て
ゝ
重
代
の
御
恩
此
と
き
と
力
を
つ
く

す
、
只
君
た
ち
の
御
つ
ゝ
か
な
き
を
願
ふ
の
み
、
君
た
ち
の
あ
は
れ
み
ふ
か
ゝ
り
し
は
、

此
時
に
い
は
て
し
も
あ
ら
は
れ
て
、
か
く
日
数
こ
も
り
内
に
、
か
へ
り
忠
［
返
忠
］
の
者

な
と
は
壹
人
と
し
て
な
き
に
て
も
し
る
べ
し
、
只
春
よ
り
の
お
め
い
の
は
れ
給
ひ
、
晴
天

を
み
給
ふ
こ
と
を
の
み
誰
〳
〵
も
願
ふ
の
み
、
い
か
に
せ
ん
、
近
国
の
か
た
〳
〵
さ
へ
、

み
な
か
ん
軍
と
な
り
ぬ
れ
は
、
と
て
も
す
く
ひ
だ
に
な
き
一
孤
城
、
い
か
て
か
な
ふ
へ
き

と
、
心
に
た
れ
も
思
ふ
の
み
、
か
ん
軍
は
あ
ら
手
［
新
手
］
に
あ
ら
手
を
入
か
へ
て
日
々

夜
々
せ
め
た
て
け
れ
は
、
い
か
て
か
な
ふ
べ
き
、
と
て
も
死
を
ま
つ
の
外
な
き
に
、　

君

は
あ
ま
た
の
人
の
命
を
あ
は
れ
と
思
め
し
、
つ
み
を
御
身
に
引
う
け
給
ひ
、
軍
門
に
く
た

り
給
ひ
し
は
、
ま
事
に
［
誠
に
］
に
恐
お
ゝ
し
と
も
中
々
言
葉
に
つ
く
し
か
た
し
、
先
年

よ
り
京
都
七
ヶ
年
の
守
ご
御
役
中
［
京
都
守
護
職
在
任
中
］
も
、
た
ゝ
公
武
の
御
あ間ひ
た

か
ら
宜
し
く
、
か
つ
天
下
太
平
の
こ
と
を
の
み
、
ち
う
や
［
昼
夜
］
飲
食
を
も
わ
す
れ
給

ひ
御
心
を
尽
し
給
ひ
し
も
、
あ
ら
ぬ
行
た
か
ひ
［
行
違
い
］
よ
り
か
く
お
め
い
を
こ
ふ
む

り
給
ひ
、
今
日
に
い
た
る
こ
と
、
い
か
成
月
日
に
や
、
老
臣
た
ち
も
れ
ん
名
［
連
名
］
の

た
ん
か
ん
共
々
な
り
し
が
、
か
ん
軍
聞
き
と
ゝ
け
る
よ
り
九
月
廿
二
日
と
い
ふ
に
ひ
ら
き

給
ふ
、
あ
ま
た
の
人
々
と
て
も
な
き
命
と
思
ひ
し
も
生
て
［
生
き
て
］
出
つ
る
は　

君
の

御
め
く
み
城
よ
り
生
れ
出
し
と
い
は
ん
か

【
②
入
城
後
の
姫
君
（
照
姫
）
と
女
性
た
ち
】

八
月
廿
二
日
［
八
月
二
十
三
日
の
誤
り
］
ろ
う
城
［
籠
城
］
の
は
し
め
ゟ
、
男
は
み
な

た
ゝ
か
ひ
に
の
そ
め
は
［
臨
め
ば
］、
奥
女
中
・
女
子
は
手
を
ひ
か
ん
病
［
手
負
い
看
病
］

よ
り
手
お
ひ
の
ひ
や
う
ろ
う
［
兵
糧
］
手
を
つ
く
す
、
大
玉
・
小
玉
は
聞
な
れ
て
、
物
の

か
す
と
も
思
わ
す
、
ま
か
な
ひ
の
事
な
に
く
れ
と
心
尽
く
し
、
手
お
ひ
の
お
も
く
て
死
せ

る
を
取
か
た
つ
け
ま
て
も
ね
ん
こ
ろ
に
［
懇
ろ
に
］
な
す
事
、
中
々
に
て
常
の
心
に
て
み

や
つ
か
へ
［
宮
仕
え
］
す
る
者
な
ど
に
出
来
べ
き
事
な
ら
ね
と
、
君
が
た
め
と
た
れ
〳
〵

も
思
へ
は
、
ひ
た
す
ら
手
を
つ
く
す
、
い
と
ま
あ
る
者
は
、
め
ん
ざ
ん
し
［
綿
撒
糸
］
な

と
こ
し
ら
へ
て
、
又
や
き
玉
等
落
る
あ
た
り
心
付
、
夫
々
ゆ
だ
ん
な
く
、
か
く
い
と
ま
な

け
れ
は
、
お
や
の
な
り
行
・
子
の
ゆ
く
へ
し
る
よ
し
も
な
く
、
又
お
や
を
う
た
れ
兄
を
な

く
し
弟
を
う
し
な
ふ
か
な
し
み
に
、
や
す
き
心
は
あ
ら
ね
と
、
た
づ
ね
も
と
む
へ
き
す
べ

も
な
し
、
か
か
る
を
り
に
は
女
子
も
お
ゝ
し
く
［
雄
々
し
く
］
な
り
て
男
子
を
い
さ
む
る

事
も
あ
り
、
初
よ
り
家
中
の
家
内
た
ち
あ
ま
た
入
ぬ
れ
は
、
や
ゝ
も
す
れ
は
さ
は
か
し
く

［
騒
が
し
く
］、
一
同
に
さ
わ
き
立
し
ん
ど
う
［
振
動
］
な
す
を
、　

姫
君
は
元
よ
り
御
心

を
す
へ
給
ひ
し
事
な
れ
は
、
す
こ
し
も
ど
ふ
じ
［
動
じ
］
給
は
す
、
常
は
深
窓
に
や
し
な

は
れ
給
う
御
身
、
や
さ
し
き
事
の
み
見
聞
か
せ
給
ふ
を
、
今
日
に
い
た
り
て
は
い
と
お
ゝ

し
く
も
心
く
は
り
給
ふ
て
、
只
御
二
君
初
あ
ま
た
の
も
の
ゝ
ふ
の
勇
し
く
も
つ
ゝ
か
な
か

れ
、
只
ひ
た
す
ら
神
ほ
と
け
ね
き
［
祈
ぎ
］
給
ひ
て
お
ち
つ
き
給
ふ
、
か
く　

姫
君
の
よ

き
御
か
く
こ
［
覚
悟
］
よ
り
、
餘
た
［
数
多
］
の
女
子
た
ち
の
と
ふ
よ
ふ
［
動
揺
］
も
い

つ
と
な
く
し
つ
ま
り
、
日
数
た
つ
う
ち
、
夫
々
し
ら
へ
［
調
べ
］
も
付
て
、
御
間
こ
と
に

［
誠
に
］
を
ち
付
［
落
ち
着
く
］
こ
と
ゝ
な
り
ぬ
、
又
四
方
よ
り
打
こ
む
大
つ
ゝ
・
小

つ
ゝ
は
、
間
こ
と
に
落
入
ぬ
所
な
く
、
き
の
ふ
迄
ち
り
は
め
し
［
鏤
め
し
］
や
か
た
も
、

け
ふ
は
か
べ
お
ち
、
な
げ
し
も
そ
げ
て
、
見
る
に
身
の
け
も
よ
だ
つ
計
の
所
も
あ
り
、
は

く
ら
ひ
［
舶
来
］
の
や
せ
ん
玉
［
野
戦
玉
］
の
著
は
つ
［
着
発
］
に
は
、
わ
る
れ
ば
中
よ

り
数
丸
の
小
玉
出
さ
ん
ら
ん
［
散
乱
］
す
れ
と
も
、
人
の
身
に
は
あ
た
る
は
ま
れ
な
り
、

や
き
玉
は
夫
々
ふ
せ
く
や
う
ひ
［
防
ぐ
用
意
］
し
て
衣
類
・
も
う
せ
ん
［
毛
氈
］
等
を
水

に
ひ
た
し
お
き
、
是
に
て
つ
ゝ
む
、
又
な
べ
・
か
ま
等
を
ふ
せ
て
け
す
な
と
、
後
に
は
な

れ
て
、
お
と
ろ
か
ぬ
様
に
な
り
た
り

【
③
城
内
で
の
二
方
の
君
（
容
保
・
喜
徳
）
と
照
姫
の
居
所
】
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弐
方
の
君
は
黒
か
ね
御
門
［
黒
金
門
・
黒
鉄
門
・
鉄
門
］
に
き
よ
う
へ
き
つ
き
て
［
胸
壁

築
き
て
カ
］
御
座
宜
し
き
や
う
、
し
つ
ら
ひ
参
ら
せ
入
せ
給
ふ
、　

姫
君
に
は
家
臣
な
に

か
し
の
申
出
て
、
東
の
方
土
手
の
わ
き
高
く
大
き
成
石
か
き
［
石
垣
］
の
上
に
土
蔵
有
あ

た
り
、
く
つ
き
や
う
［
屈
強
］
の
所
な
り
と
て
、
此
も
と
に
か
り
の
御
座
し
つ
ら
ひ
、

た
ゝ
み
あ
ま
た
よ
せ
か
け
、
か
た
は
ら
に
は
米
た
は
ら
あ
ま
た
つ
み
て
、
玉
の
は
げ
し
き

所
は
ふ
せ
く
た
め
、
是
に
う
つ
り
給
ふ
、
大
玉
は
げ
し
き
を
り
は
、
御
そ
ば
の
わ
ら
は

［
童
］
に
か
づ
［
数
］
印
さ
せ
給
ふ
に
、
あ
る
日
は
千
七
百
余
玉
と
し
る
し
ぬ
、
小
玉
の

か
す
は
中
々
雨
の
ご
と
く
な
れ
は
、
数
な
と
は
お
も
ひ
も
よ
ら
す

【
④
籠
城
中
の
二
つ
の
悲
劇
】

又
こ
も
り
た
る
家
中
の
者
の
内
あ
は
れ
な
る
は
、
手
お
ひ
て
か
へ
り
た
る
て
ゝ
お
や
［
父

親
］
子
共
二
人
あ
り
て
、
幼
き
乍
も
か
ひ
ほ
う
［
介
抱
］
な
し
い
た
る
を
、
て
ゝ
お
や
と

て
も
た
す
か
る
す
へ
な
き
を
は
か
り
て
、
子
共
ふ
た
り
を
す
か
し
ね
か
し
て
、
う
ご
か
ぬ

身
に
て
や
う
〳
〵
そ
は
成
つて

つ
ほ
う
に

ゝ
に
玉
を
こ
め
て
、
お
の
れ
と
う
た
れ
て
死
に
ぬ
、
子
共
ら

音
に
お
と
ろ
き
、
め
を
さ
ま
し
て
な
き
ま
と
ふ
［
泣
き
惑
う
］
な
と
、
め
も
あ
て
ら
れ

ず
、
あ
る
は
は
れ
つ
［
破
裂
］
に
あ
た
り
た
る
女
房
、
ち
の
み
子
［
乳
飲
み
子
］
を
し
う

と
め
［
姑
］
に
ゆ
た
ね
て
、
く
す
し
よ
ひ
て
よ
［
薬
師
呼
び
て
よ
］
と
す
か
し
や
り
、
跡

に
て
い
さ
き
よ
く
し
が
ひ
［
自
害
］
し
て
死
せ
る
な
と
、
か
る
き
者
の
つ
ま
成
よ
し
な
か

ら
、
い
さ
き
よ
し
、
其
中
に
心
の
ほ
せ
［
逆
上
せ
］、
き
よ
う
き
［
狂
気
］
せ
し
人
も
あ

る
な
と
あ
は
れ
な
り
、
一
す
し
に
思
ひ
せ
ま
り
し
心
よ
り
、
て
ん
と
う
［
転
動
］
す
る
も

さ
も
あ
る
へ
き
な
れ
と
、
か
ゝ
る
時
は
心
の
す
は
り
［
据
わ
り
］
そ
一
大
事
な
れ

【
⑤
女
子
の
働
き
に
つ
い
て
の
老
女
の
見
解
、
領
民
の
奉
公
】

あ
る
は
た
け
き
［
猛
き
］
も
の
ゝ
ふ
の
事
と
も
あ
ま
た
あ
れ
と
、
そ
は
人
々
の
し
る
事
な

れ
は
し
る
さ
す
、
女
子
も
た
け
く
は
や
る
人
々
も
あ
れ
と
、
か
ね
て
聞
、
女
子
の
た
け
き

は
男
子
の
さ
ま
た
け
、
す
ゑ
〳
〵
の
そ
し
り
の
た
ね
そ
と
、
只
内
の
事
共
よ
く
心
く
ば
り

て
よ
と
、
老
女
た
ち
か
た
く
い
ま
し
め
て
い
く
さ
に
は
出
さ
ゝ
り
け
り
、
か
ゝ
る
お
り
も

し
づ
［
賤
］
の
お
の
こ
は
さ
ま
〳
〵
の
さ
ゝ
け
物
［
捧
げ
物
］
も
て
き
て
奉
る
、
雨
の
ご

と
き
玉
の
中
、
帰
り
に
は
は
か
な
く
な
る
者
も
餘
た
あ
り
、
重
代
の
御
お
ん
し
る
百
生

［
御
恩
知
る
百
姓
］
の
心
い
と
〳
〵
あ
つ
は
れ
［
天
晴
れ
］
と
い
う
へ
し

【
⑥
会
津
藩
の
降
伏
、
城
外
に
立
ち
退
い
た
人
々
の
動
向
】

か
く
し
て
日
数
ふ
れ
と
も
、
い
か
に
か
せ
ん
、
か
ん
軍
日
々
に
弥
増
の
み
、
い
た
つ
ら
に

たひ
や
う
ろ
う

く
は
へ
［
貯
え
］
の
つ
き
る
を
ま
ち
て
、
あ
ま
た
の
人
の
命
す
て
ん
事
を　

君
た
ち
は

あ
は
れ
み
給
ひ
て
、
御
つ
み
を
御
身
に
う
け
て
御
こ
う
ふ
く
［
降
伏
］
と
は
な
り
ぬ
、
い

と
〳
〵
恐
有
こ
と
な
り
、　

御
城
の
内
は
か
ゝ
る
あ
り
さ
ま
、
又
ざ
ひ
方
［
在
方
］
へ
立

の
き
し
も
、
ち
り
〳
〵
は
ら
〳
〵
に
、
お
や
子
兄
弟
お
ち
付
方
も
あ
ら
は
こ
そ
、
の
に
ふ

し
［
野
に
伏
し
］
山
に
あ
く
か
れ
て
、
父
は
い
か
ゝ
哉
、
子
は
い
か
に
、
兄
弟
お
く
れ
は

と
ら
ぬ
か
と
、
且
さ
ま
〳
〵
に
ま
と
ふ
［
惑
う
］
の
み
、
中
に
し
ん
せ
つ
の
百
生
あ
れ

ば
、
ふ
し
ん
せ
つ
の
宿
も
あ
り
、
其
内
に
産
の
け
つ
き
て
や
す
〳
〵
と
出
産
す
る
人
も
あ

り
、
只
々
城
の
方
い
か
ゝ
哉
と
安
し
［
案
じ
］
思
ふ
内
に
も
、
城
に
て
つ
く
時
の
か
ね
遠

く
聞
こ
ゆ
る
を
た
よ
り
に
せ
し
よ
し
な
と
も
、
跡
に
て
か
た
り
あ
ふ
の
み
、
此
お
り
は
た

よ
り
き
く
よ
し
も
な
し

【
⑦
絵
筆
を
と
っ
た
理
由
】

か
ゝ
る
中
に
あ
ひ
し
［
遭
い
し
］
身
の
、
い
き
て
ふ
た
ゝ
ひ
世
に
あ
ふ
も
、　

御
名
す
て

給
し
君
の
め
く
み
、
命
す
て
し
も
の
ゝ
ふ
ゆ
へ
、
か
く
日
数
も
し
の
き
つ
れ
、
前
代
未
聞

の
ろ
う
城
に
あ
ひ
ぬ
る
身
も
、
さ
る
物
は
日
々
に
う
と
き
な
ら
ひ
、
中
々
わ
す
る
ゝ
と
に

は
あ
ら
ね
と
、
年
月
た
つ
う
ち
、
い
つ
と
な
く
遠
さ
か
り
ゆ
き
、
は
て
〳
〵
子
共
た
ち
は

覚
え
ぬ
こ
と
な
れ
は
、
中
々
物
か
た
り
に
て
は
、
い
か
て
か
ゝ
る
中
に
一
日
も
い
き
て
た

ゆ
と
ふ
べ
き
と
思
ふ
様
に
も
な
り
ゆ
か
ん
こ
と
を
思
へ
は
、
い
さ
ゝ
か
見
聞
せ
し
事
を
つ

た
な
き
筆
に
し
る
し
お
き
て
、
討
死
の
し
そ
ん
の
子
た
ち
に
物
か
た
ら
ん
よ
り
は
、
ゑ

［
絵
・
画
］
に
み
せ
て
わ
す
れ
ぬ
た
め
に
も
と
、
く
れ
〳
〵
も
つ
た
な
き
筆
も
か
へ
り
み

す
［
顧
み
ず
］
し
る
し
ぬ
、
後
に
あ
は
れ
と
見
給
ふ
人
あ
ら
は
、
よ
き
ゑ
た
く
み
［
画

工
］
の
直
し
て
う
つ
さ
せ
給
へ
と
願
ふ
、
あ
な
か
し
こ

　

明
治
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
室

　
　

あ
く
る
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
尾

　
　
　

わ
か
山
の
み
た
ち
［
和
歌
山
の
御
館
］
に
て
し
る
す

　
　

照
姫
君
御
あ
つ
け
に
な
ら
せ
給
し
紀
州
家
青
山
の
邸
也

（
以
下
謄
写
時
の
付
記
）

「
浦
川
氏
直
談

小
室
梅
尾
は
公
用
人
小
室
金
吾
當マ

サ

節ト
キ

の
妹
、
照
姫
君
の
御
附
に
て
若
年
寄
な
り
、
其
上

に
一
人
の
老
女
あ
り
て
姫
君
に
御
供
し
て
城
中
に
入
り
、
梅
尾
は
後
か
た
つ
け
を
す
ま

せ
て
後
に
入
城
し
た
る
な
り
、
門
は
太
鼓
門
と
い
ふ
、
此
門
を
入
れ
ば
本
城
な
り
、
門

内
右
側
に
鐘
楼
あ
り
し
と
云
ふ
、
橋
は
木
橋
に
あ
ら
ず
土
橋
を
是
と
す
、
浄
書
の
際
に

は
改
む
る
を
要
す
、
照
姫
御
用
屋
敷
は
郭
内
本
丸
の
外
部
に
あ
り
、
照
姫
の
居
住
な
り

小
室
梅
尾
ハ
浦
川
篤
氏
の
叔
母
に
当
る�

」
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小室梅尾「会津籠城絵詞」−会津藩の女中が記録した籠城戦の体験−

６
．
ま
と
め

　

以
上
、
絵
と
文
章
と
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
き
た
が
、
最
後
に
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め

て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
絵
の
部
分
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

1
は
前
述
の
よ
う
に
梅
尾
の
入
城
場
面
で
あ
る
。
気
に
な
る
の
は
、
絵
に
は
御
用
屋
敷

を
出
た
後
「
う
つ
み
御
門
」（
埋
門
）
よ
り
入
城
と
あ
る
が
、「
浦
川
氏
直
談
」
に
は
門
内

右
側
に
鐘
楼
の
あ
る
「
太
鼓
門
」
か
ら
入
城
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
埋
門
は
城
の
北
側
か

ら
三
の
丸
に
通
じ
る
門
で
あ
る
。
一
方
、
太
鼓
門
は
北
出
丸
か
ら
坂
を
登
り
帯
郭
に
入
る

門
で
、
帯
郭
に
は
鐘
撞
堂
が
あ
る
。
実
際
は
埋
門
か
ら
入
る
と
太
鼓
門
を
く
ぐ
ら
ず
と
も

本
丸
へ
行
け
る
の
で
、
埋
門
か
ら
入
城
し
た
後
、
三
の
丸
→
二
の
丸
→
帯
郭
（
太
鼓
門
の

脇
を
ぬ
け
て
）
→
本
丸
へ
と
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
な
お
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

　

2
は
、
本
丸
東
側
の
土
手
塀
の
矢
狭
間
か
ら
、
女
性
た
ち
が
小
田
山
方
面
を
見
て
い
る

場
面
で
あ
る
（
資
料
に
は
小
山
田
と
あ
る
が
、
小
田
山
の
転
写
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
）。
小

田
山
は
城
の
東
側
に
あ
る
小
山
で
敵
軍
の
陣
地
が
あ
り
、
籠
城
戦
中
は
こ
こ
か
ら
城
内
に

大
砲
が
打
ち
込
ま
れ
、
大
き
な
被
害
が
出
た
。
山
の
上
に
は
大
砲
も
描
か
れ
て
い
る
。
ま

た
絵
の
左
側
に
米
俵
が
積
ま
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
章
③
に
よ
れ
ば
、
照

姫
の
仮
御
座
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
丸
東
側
の
土
手
脇
の
、
高
く
大
き
な
石
垣
の
上
に
土

蔵
が
あ
る
あ
た
り
が
安
全
と
家
臣
の
進
言
が
あ
り
、
照
姫
は
畳
を
た
く
さ
ん
寄
せ
か
け
、

米
俵
も
た
く
さ
ん
積
ん
だ
こ
の
場
所
に
移
動
し
た
と
す
る
。
籠
城
戦
中
の
照
姫
の
居
所
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。

　

3
は
、
女
性
た
ち
が
城
内
の
奥
老
女
詰
所
前
の
「
御
さ
ひ
所
」（
御
在
所
カ
）
で
炊
き

出
し
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
桶
と
板
な
ど
を
利
用
し
て
即
席
の
台
を
つ
く
り
、
握
り
飯
を

作
っ
た
り
、
大
根
を
刻
ん
だ
り
、
鍋
を
火
に
か
け
る
女
性
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

4
は
奥
御
座
敷
に
伏
籠
を
用
い
て
焼
草
を
準
備
し
た
り
、
包
帯
を
縫
っ
て
い
る
場
面
と

い
う
。
焼
草
は
薪
な
ど
燃
料
の
こ
と
で
、
傷
病
兵
の
看
護
用
に
集
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
奥
御
座
敷
の
外
側
に
は
や
は
り
畳
が
立
て
か
け
ら
れ
た
り
俵
が
積
ま
れ
た

り
し
て
お
り
、
大
砲
に
備
え
部
屋
が
補
強
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

5
は
御
座
外
廻
り
の
入
側
（
縁
座
敷
）
を
、
人
々
が
通
行
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
鉄

砲
を
携
行
し
た
警
備
兵
、
握
り
飯
を
肩
に
乗
せ
て
運
ぶ
女
性
、
手
を
負
傷
し
た
藩
士
と
そ

の
人
物
に
か
け
よ
る
子
ど
も
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
負
傷
兵
と
子
ど
も
は
親
子
で
あ
ろ

う
か
。
よ
う
や
く
会
え
た
の
か
、
互
い
を
心
配
す
る
よ
う
な
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。
御
座

は
ま
ん
幕
で
覆
わ
れ
、
そ
の
中
に
は
布
団
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

　

6
は
表
御
座
御
書
院
で
け
が
人
を
収
容
し
、
女
性
た
ち
が
看
病
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

湯
を
沸
か
す
女
性
、
病
人
を
看
る
女
性
、
握
り
飯
や
汁
物
を
配
る
女
性
が
甲
斐
甲
斐
し
く

働
く
。
け
が
人
の
中
に
は
、
横
た
わ
っ
た
ま
ま
の
人
、
布
団
の
上
に
起
き
直
り
食
事
を
し

て
い
る
人
、
包
帯
で
顎
を
押
さ
え
て
い
る
人
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
六
場
面
を
ざ
っ
と
見
て
き
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
文
章
を
詳
し
く
見

て
み
よ
う
。

　

文
章
の
①
は
、
会
津
籠
城
戦
に
至
る
会
津
藩
の
趨
勢
に
つ
い
て
の
、
梅
尾
の
見
解
で
あ

る
。
過
去
に
見
聞
し
た
戦
の
中
で
、
今
回
の
戦
程
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ

て
い
る
。
理
由
と
し
て
、
外
国
の
す
ぐ
れ
た
武
器
を
た
く
さ
ん
集
め
、
国
中
か
ら
武
士
が

集
ま
っ
て
日
夜
一
つ
の
城
を
攻
め
立
て
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
梅
尾
は
、
汚
名
を
う
け
た

容
保
が
何
度
も
嘆
願
を
重
ね
た
が
、
嘆
願
書
が
途
中
で
途
絶
え
て
最
後
ま
で
届
か
ず
、
そ

の
中
で
官
軍
が
だ
ん
だ
ん
会
津
に
迫
っ
て
き
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
籠
城
と
な
っ

た
と
状
況
を
捉
え
て
い
た
。
重
代
の
ご
恩
を
返
そ
う
と
力
を
尽
く
し
、
藩
主
家
の
汚
名
返

上
を
願
う
家
臣
の
気
持
ち
も
書
き
添
え
て
い
る
。
命
な
き
も
の
と
覚
悟
の
籠
城
戦
も
、
生

き
て
城
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
罪
を
一
身
に
受
け
た
容
保
の
恵
み
と
の
所
感
で

あ
っ
た
。

　

②
は
、
籠
城
戦
中
の
照
姫
や
女
性
た
ち
の
よ
う
す
を
記
し
て
い
る
。
城
中
で
の
奥
女
中

や
女
子
の
仕
事
は
、
け
が
人
の
看
病
や
兵
糧
作
り
な
ど
で
あ
っ
た
。
看
病
や
兵
糧
作
り
、

そ
れ
に
関
わ
る
仕
事
に
つ
い
て
は
、
絵
3
～
6
に
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
他
に
綿

撒
糸
（
綿
布
の
糸
を
ほ
ぐ
し
、
薬
液
に
浸
し
て
傷
口
に
用
い
る
）
作
り
、
城
内
に
打
ち
込

ま
れ
る
焼
き
玉
の
処
理
な
ど
も
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
親
や
子
な
ど
、
身
内
の
情
報
を

知
る
暇
も
す
べ
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
照
姫
は
少
し
も
動
じ
ず
落
ち
着

き
、
女
性
た
ち
の
動
揺
を
鎮
め
た
と
い
う
。
な
お
舶
来
の
野
戦
玉
は
、
割
れ
れ
ば
中
か
ら

小
玉
が
出
て
き
て
散
乱
す
る
も
の
の
人
に
当
た
る
の
は
稀
だ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
焼
き
玉

は
水
に
浸
し
て
お
い
た
布
で
包
ん
だ
り
鍋
釜
を
伏
せ
て
消
し
た
。

　

③
は
、
城
内
で
の
二
方
の
君
（
容
保
・
喜
徳
）
と
照
姫
の
居
所
に
触
れ
て
い
る
。
容
保
・

喜
徳
は
鉄
門
内
を
居
所
と
し
て
い
た
。
照
姫
は
、
先
に
絵
2
の
所
で
触
れ
た
よ
う
に
、
家

臣
の
進
言
に
よ
り
、
本
丸
東
側
の
土
手
内
に
畳
や
米
俵
な
ど
で
補
強
し
た
居
所
に
移
動
し

た
と
い
う
。
大
玉
が
激
し
く
打
ち
込
ま
れ
た
日
に
は
、
お
側
の
童
に
数
え
さ
せ
た
ら
、
千

七
百
発
余
り
と
な
っ
た
と
す
る
。

　

④
で
は
、
籠
城
中
に
見
聞
し
た
悲
し
い
出
来
事
を
二
つ
記
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
け
が

を
し
て
城
内
に
戻
っ
た
藩
士
と
そ
の
二
人
の
子
ど
も
の
話
で
あ
る
。
子
ど
も
二
人
は
幼
い

な
が
ら
父
親
の
介
抱
を
し
て
い
た
が
、
父
親
は
自
分
が
助
か
る
見
込
み
が
な
い
た
め
、
子

ど
も
を
な
だ
め
て
寝
か
せ
た
後
、
鉄
砲
で
自
死
し
た
と
い
う
。
梅
尾
は
、
音
で
目
を
覚
ま

し
て
泣
き
じ
ゃ
く
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
城
中
に
打
ち
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込
ま
れ
た
破
裂
玉
に
あ
た
っ
た
女
性
の
話
で
あ
る
。
女
性
は
乳
飲
み
子
を
姑
に
託
し
て
医

者
を
呼
ぶ
よ
う
に
頼
み
、
そ
の
間
に
自
害
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
籠
城
戦
で
は
、
自

分
の
命
が
助
か
ら
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
混
乱
の
最
中
に
足
手
ま
と
い
に
な
ら
な

い
よ
う
、
自
ら
命
を
絶
つ
者
も
い
た
。

　

⑤
で
は
、
女
性
の
働
き
に
つ
い
て
、
奥
女
中
の
考
え
と
し
て
注
目
さ
れ
る
見
解
が
記
さ

れ
て
い
る
。
梅
尾
は
老
女
た
ち
か
ら
、「
女
子
の
た
け
き
」
は
男
子
の
妨
げ
に
な
り
、
後
々

そ
し
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
た
だ
「
内
の
事
」
に
心
を
配
る
よ
う
に
と
言
わ
れ

て
い
た
と
い
う
。
会
津
藩
の
女
性
た
ち
の
中
に
は
、
山
本
八
重
（
後
の
新
島
八
重
）
や
娘

子
軍
の
よ
う
に
戦
い
に
参
加
し
た
人
た
ち
も
い
る
が
、
奥
女
中
た
ち
は
女
性
が
戦
い
に
加

わ
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
梅
尾
は
、
領
民
の
中

に
は
城
中
に
様
々
な
捧
げ
物
を
持
っ
て
く
る
人
々
が
い
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
鉄
砲
玉

が
雨
の
よ
う
に
降
る
中
、
帰
り
に
亡
く
な
る
人
も
い
た
と
い
う
。
梅
尾
は
こ
う
し
た
「
重

代
の
御
お
ん
し
る
百
生
の
心
い
と
〳
〵
あ
つ
は
れ
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

⑥
は
、
会
津
藩
の
降
伏
や
城
外
に
立
ち
退
い
た
人
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
籠

城
戦
中
、
城
内
で
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
城
外
に
い
た

人
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
苦
労
し
た
と
い
う
。
野
山
を
さ
ま
よ
い
、
身
内
を
探
し
、
親
切
な
領

民
に
宿
を
提
供
し
て
も
ら
え
る
人
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
の
最
中
に

出
産
す
る
人
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
城
内
を
心
配
し
、
城
内
か
ら
聞
こ
え
る
鐘
の
音
を
遠
く

聞
い
て
心
の
よ
す
が
と
し
た
と
い
う
。
梅
尾
は
、
後
に
そ
う
し
た
話
を
耳
に
し
て
、
こ
こ

に
記
し
た
の
で
あ
る
。

　

⑦
は
、
梅
尾
が
絵
筆
を
と
っ
た
理
由
が
記
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
冒
頭
で
紹
介
し
た
通

り
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
一
文
を
示
せ
ば
、「
い
さ
ゝ
か
見
聞
せ
し
事
を
つ
た
な
き

筆
に
し
る
し
お
き
て
、
討
死
の
し
そ
ん
の
子
た
ち
に
物
か
た
ら
ん
よ
り
は
、
ゑ
に
み
せ
て

わ
す
れ
ぬ
た
め
に
」
の
部
分
に
な
る
だ
ろ
う
。
梅
尾
は
、
前
代
未
聞
の
想
像
を
絶
す
る
経

験
を
、
会
津
藩
の
戦
死
者
の
子
孫
た
ち
に
伝
え
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
、
か
つ
想
像
し
が
た

い
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
で
は
な
く
絵
で
残
し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
資
料
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
梅
尾
が
戦
争
の
翌
年
に
こ
の
記
録
を
ま
と
め
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
会
津
藩
の
降
伏
後
、
藩
士
た
ち
は
、
明
治
二
年
か
ら
三
年
春
頃
に

か
け
て
、
諸
藩
に
預
け
ら
れ
謹
慎
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
藩
士
た
ち
に
は
、
謹
慎
先
で

記
録
を
ま
と
め
た
り
、
書
籍
を
写
し
た
り
し
て
い
る
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

高
田
藩
（
上
越
市
）
で
謹
慎
し
て
い
た
者
が
、
謹
慎
先
で
会
津
藩
の
戦
死
者
名
簿
を
写
し

残
し
た
り
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。「
会
津
籠
城
絵
詞
」
も
そ
う
し
た
中
で
生
ま
れ
た

記
録
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
女
性
の
目
線
で
早
い
時
期
に
、
か
つ
絵
を
交
え
て
記
録

し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
今
後
資
料
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
擱
筆
し
た
い
。

○
付
記

・
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
資
料
紹
介
の
許
可
を
頂
い
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
謝
意

を
表
し
た
い
。

・
本
稿
は
奥
会
津
只
見
戊
辰
一
五
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
・
只
見
町
が
主
催
し
た

「
戊
辰
セ
ミ
ナ
ー 

第
二
回 

戊
辰
戦
争
─
会
津
で
の
戦
い
」（
令
和
元
年
八
月
二
五
日
に
只

見
振
興
セ
ン
タ
ー
で
開
催
）
で
の
講
演
内
容
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。


