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東
奥
の
西
郷
と
い
わ
れ
た
人
格
者 

菊 き
く

池 ち

九 く

郎 ろ
う 

  

「
是
非
と
も
、
藩
公
に

 

お
目
に
か
か
り
、
わ
が
弘
前
藩
の
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
申
述
べ
た
上
で
、
そ
の
助
力
を
願
う
の
だ
。
い
い
な
。」 

「
は
い
。
わ
か
り

 

ま
し
た
。
」 

「
今
夜
に
で
も
、
す
ぐ

 

出
発
せ
い
。
わ
し
は
、
そ
な
た
達
の
帰
り
を
、
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
る
ぞ
。」 

 

家
老
西
舘
宇う

膳ぜ
ん

に
こ
う
言
い
含
め
ら
れ
た
菊
池
達
は
、
旅
支
度
も
そ
こ
そ
こ
に
、
直
ち
に
弘
前
を
出
発
し
た
。 

 

一
八
六
八
年
（
慶
応
四
）
の

 

六
月
三
日
。
奥
州
の
白
石
で
奥
羽
二
十
七
藩
の
重
臣
会
議
が
開
か
れ
、
奥
州
の
主
な
諸
藩
は
徳
川
方
と
し
て

 

官
軍
に
立
ち
向
か
う
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
弘
前
藩
の
隣
の
秋
田
藩
は
、
か
ね
て
よ
り
徳
川
に
恨
み
を

 

も
っ
て
い
る
事
か
ら
、
お
そ
ら
く
官
軍
方
に
つ
く
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
弘
前
藩
と
し

て
は
、
庄
内
藩
（
山
形
）
と
協
力
し

 

、
秋
田
を
挟
み
討
ち
に
し
よ
う
。
菊
池
喜
代
太
郎
、
本
多
徳
蔵
、
石
郷
岡
左
司
馬

さ

じ

ま

等
は
、
そ
の
使
者
と
し
て
庄
内
へ
向
か
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

当
時
、
奥
州
の
諸
藩
は
、
佐
幕
（
徳
川
方
）
に
つ
く
か
、
薩
長
（
官
軍
方
）
に

 

つ
く
か
で
大
き
く
揺
れ
て
い
た
。
長
い
間
の
徳
川
の
恩
願
に
応
え
る
べ
き
だ
。
い
や
、

時
代
は
変
わ
っ
た
、
今
こ
そ
幕
府
を
倒
し

 

て
新
政
府
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。
と
、
そ
の
議
論
も
二
つ
に
分
か
れ
た
。
今
ま
で
の
い
き
が
か
り
か
ら
、
な
ん
と
な
く
、
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と
い
う
の
か
ら
、
情
勢
を
よ
く
分
析
し
た
上
で

 

、
と
い
う
慎
重
論
ま
で
。
し
か
も
、
こ
の
動
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
今
後
藩
が
生
き
の
び
て
い
く
に
は
、
果
た
し
て
ど
ち

ら
側
に
つ
く
の
が
有
利
な
の
か
、
と

 

い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
央
の
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
為
、
昨
日
ま

で
は
佐
幕
派
の
意
見
が
強
か
っ
た
の
に

 

、
き
ょ
う
は
官
軍
方
へ
の
賛
成
意
見
が
強
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
佐
幕
方
に
つ
い
た
弘
前
藩
は
、
同
じ
意
見
の
藩

と
「
奥
羽
列
藩
同
盟
」
を
結
び

 

、
北
上
し
て
く
る
官
軍
へ
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

庄
内
に
つ
い
た
菊
池
や
本
多
等
は

 

、
直
ち
に
藩
主
の
酒
井
忠
篤
公
に
面
謁
を
願
う
と
、
徳
川
方
に
決
定
し
た
弘
前
藩
の
事
情
を
説
明
し
、
こ
の
際
両
藩
が
同
盟
を
結

ん
で
協
力
し
合
い
た
い
、
そ
の
為
に

 

も
蒸
気
船
と
兵
器
を
貸
し
て
頂
き
た
い
、
と
熱
弁
を
振
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
酒
井
侯
、
そ
の
熱
情
に
感
服
し
て
、
津
軽
、
庄
内

両
藩
が
協
力
す
る
事
を
約
束
。
蒸
気
船
の
貸
与
は
無
理
だ
と
し
て
、
銃
二
百
挺
を
貸
し
て
く
れ
る
事
に
な
っ
た
。
し
か
も
一
行
の
庄
内
滞
在
中
は
、
頗

す
こ
ぶ

る
丁
重
な
も

て
な
し
を
う
け
た
の
で

 

あ
る
。
こ
う
し
て
無
事
大
任
を
果
し
た
一
行
は
、
酒
田
港
で
船
を
雇
う
と
、
二
百
挺
の
銃
を
つ
み
込
ん
で
、
意
気
揚
々
と
深
浦
港
へ
向
か
っ
た

の
で
あ

 

る
。 

 

さ
て
、
菊
池
ら
が
庄
内
へ
行
っ
て
い
る

 

そ
の
留
守
中
、
藩
で
は
事
情
が
一
変
し
て
い
た
。
京
都
か
ら
用
人
の
西
舘
平
馬
が
、
朝
廷
か
ら
の
密
勅
を
藩
公
に
届
け
た
の

だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
の
状
況
を

 

再
検
討
し
た
藩
の
重
役
達
は
、
こ
れ
迄
の
立
場
を
変
え
「
官
軍
方
に
つ
く
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
い
だ
し
た
の
だ
。
佐
幕
か
官
軍

か
、
大
も
め
に
も
め
た
結
果
、
最
後
は

 

藩
公
の
決
断
で
、
奥
羽
同
盟
か
ら
ぬ

 

け
て
官
軍
方
に
つ
く
事
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
朝
廷
方
に
つ
く
と
い
っ
て
も
、
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天
皇
に
対
す
る
忠
誠
心
か
ら
で
は
な

 

く
、
大
勢
が
幕
府
方
に
不
利
だ
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
っ
た

 

。 

 

帰
藩
し
て
こ
の
事
を
知
ら
さ
れ
た
菊
池
ら
は

 

、
大
い
に
怒
っ
た
。「
こ
れ
は
、
奥
羽
の
列
藩
、
と
く
に
庄
内
藩
の
信
義
を
裏
切
る
も
の
だ
」
と
、
重
役
に
脱
退
の
取

り
消
し
を
強
く
迫
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で

 

あ
っ
た
。
し
か
し

 

、
一
度
決
ま
っ
た
藩
の
方
針
は
も
は
や
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
わ
れ

 

る
と
、
血
気
に
は
や
る
菊

池
等
は
、
「
こ
の
上
は
、
藩
を
と
び
出
し
て

 

、
庄
内
藩
の
仲
間
と
行
動
を
共
に
す
る
し
か
な
い
」
と

 

、
藩
主
や
重
臣
の
止
め
る

 

の
も
聞
か
ず
に
、
脱
藩
の
上
庄
内
へ
走

っ
た
の
で
あ
る
。
藩
の
方
針
の
変
わ
っ
た
事
を

 

深
く
詫
び
た
上
、
一
同
申
し
訳
の
た
め
に
腹
を
切
ろ
う
、
と
い
う
覚
悟
で
あ
っ
た
。
菊
池
二
十
二
歳
、
本
多
は
二
十
一

歳
と
い
う
多
感
な
年
頃
で

 

あ
っ
た
。 

 

庄
内
藩
で
は
、
菊
池
等
の

 

決
心
を
漸
く
の
事
で
お
し
止
ど
め
、
手
厚
く
も
て
な
し
た
の
で
、
彼
等
は
、
し
ば
ら
く
の
間
庄
内
に
滞
ま
り
、
せ
め
て
も
の
恩
返
し
に
と
、

一
緒
に
な
っ
て
官
軍
と
戦
う
な
ど
、
庄
内
藩
の

 

為
に
働
く
が
、
や
が
て
戦
争
も
終
わ
り
大
政
奉
還
と
な
っ
た
の
で
弘
前
へ
帰
る
事
に
な
っ
た
。
然
し
、
藩
で
は
、
脱
藩

者
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藩
と

 

し
て
も
、
信
義
を
重
ん
じ
て
の
彼
等
の
行
動
を
責
め
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
ま
た
彼
等
の
能
力
や
行
動
力
を
高
く
買
っ

て
い
た
か
ら
で
も

 

あ
る
。 

 

許
さ
れ
て
帰
藩
し
た
菊
池
は

 

、
喜
代
太
郎
を
九
郎
に
、
ま
た
本
多
は
、
徳
蔵
を
庸
一
と
改
名
し
た
。 

 



 4 

 
喜
代
太
郎
（
九
郎
）
は

 

、
一
八
四
七
年
（
弘
化
四
）、
弘
前
の
長
坂
町
で
、
菊
池
新
太
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
い
頃
父
に
死
な
れ
た
が
、
母
が
賢
い
人
で
、

三
男
二
女
の
姉
弟
達
を
立
派
に

 

育
て
あ
げ
た
。
九
郎
は
十
二
歳
の
時
藩
学
校
の
稽
古
館
に
入
学
し
た
が
、
同
じ
頃
、
徳
蔵
（
庸
一
）
も
入
学
し
て
い
る
の
で
、
彼
と
は

机
を
並
べ
て
学
ん
だ
学
友
と

 

い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
十
二
歳
で
す
で
に
、
大
学
、
中
庸
、
論
語
を
学
ん
で
い
た
と
い
う
秀
才
の
徳
蔵
に
く
ら
べ
、
喜
代
太
郎
に
は
、

学
問
の
面
で
頭
角
を

 

あ
ら
わ
し
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
な
い
。
む
し
ろ
「
少
年
時
代
は
大
変
に
気
む
ず
か
し
く
、
学
校
が
嫌
い
で
何
時
も
母
に
ダ
ダ
を
こ
ね
る
の
で
、

隣
家
の
成
田
茂
（
珍
田
捨
巳
の
姉
婿
）
と

 

い
う
人
が
、
イ
ヤ
が
る
喜
代
太
郎
を
な
だ
め
す
か
し
て
、
学
校
へ
連
れ
て
行
っ
た
」
と
い
う
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

少
年
の
頃
の
喜
代
太
郎
は

 

、
不
登
校
児
童
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
ん
な
喜
代
太
郎
が
、
学
問
を
好
み
、
人
格
修
養
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
み
な
、
母
喜

久
子
の
愛
情
と
教
え
に

 

よ
る
も
の
だ
と
い
う
。 

 

母
の
喜
久
子
は

 

、
若
く
し
て
夫
を
失
な
い
、
多
く
の
子
供
を
抱
え
て
苦
労
を
し
た
が
、
独
学
で
経
伝
史
書
を
学
び
、
の
ち
に
は
東
奥
義
塾
女
子
部
の
教
師
を
つ
と
め

る
な
ど
、
努
力
の
人
で

 

あ
っ
た
。 

 

学
生
時
代
の
喜
代
太
郎
や
庸
一
は

 

、
気
に
合
っ
た
同
志
が
集
ま
っ
て
、
よ
く
議
論
し
、
か
つ
語
り
合
っ
た
。 

「
多
数
の
友
人
達
が
会
合
し
、
晩
飯
を
食
べ
た
。
冬
は
タ
ラ
の
味
噌
汁
や
鯡

に
し
ん

の
塩
焼
き
、
菓
子
と
い
え
ば
煎
餅
か
コ
ゴ
リ
豆
。
そ
れ
を
食
べ
な
が
ら
深
夜
ま
で
語
り

合
っ
た
。
議
論
に
熱
中
す
る
と

 

、
互
い
に
声
が
大
き
く
な
っ
て
摑
み
か
か
っ
た
り
す
る
。
そ
ん
な
時
、
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
っ
て
い
る
徳
蔵
が
仲
裁
に
入
る
と
、
す
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ぐ
納
ま
っ
た
。
」
こ
れ
は
『
本
多
庸
一
伝
』
に

 

あ
る
一
節
だ
が
、
学
問
に
つ
い
て
、
ま
た
日
本
の
将
来
に
つ
い
て
真
剣
に
語
り
合
っ
て
い
る
若
い
彼
等
の
様
子
が
わ
か

る
、
微
笑
ま
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

 

あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
帰
藩
を

 

許
さ
れ
た
九
郎
は
、
一
八
六
九
年
（
明
治
二
）、
藩
主
に
従
っ
て
上
京
、
慶
応
義
塾
に
入
学
す
る
。
当
時
の
慶
応
義
塾
は
、
入
学
希
望
者
が
多

く
、
こ
の
時
に
は
僅
か
三
名
し
か
入
学
を

 

許
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
九
郎
は
そ
の
一
人
に
選
ば
れ
た
。
こ
こ
で
の
留
学
は
僅
か
一
年
間
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
福
沢
諭

吉
か
ら
受
け
た
影
響
が
、
の
ち
に
東
奥
義
塾
を

 

創
設
す
る
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

翌
年
、
こ
ん
ど
は
鹿
児
島
藩
の

 

英
学
校
に
入
学
し
て
英
語
を
学
び
、
そ
の
あ
と
兵
学
校
で
砲
術
や
兵
制
を
も
学
ん
だ
。
こ
の
鹿
児
島
留
学
中
、
西
郷
隆
盛
か
ら
受
け

た
影
響
も
大
き
く
「
私
の

 

人
格
修
養
の
目
標
は
、
西
郷
隆
盛
そ
の
人
に
、
い
く
ら
か
で
も
近
づ
き
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
ま
で
い
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ

 

る
。 

 

留
学
か
ら
帰
っ
た
九
郎
は

 

、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
二
十
六
歳
の
若
さ
で
、
藩
の
漢
英
学
校
の
校
長
と
な
る
が
、
こ
の
学
校
も
廃
藩
置
県
の
影
響
で
ま
も
な
く
経

営
困
難
と
な
っ
た
。
そ
こ
で

 

、
こ
れ
に
代
わ
る
私
立
学
校
の
必
要
を
感
じ
た
九
郎
は
、
東
奥
義
塾
を
創
立
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
東
奥
義
塾
と
い
う
名
は
、
福
沢
諭
吉

と
慶
応
義
塾
教
師
の

 

小
幡
篤
次
郎
に
よ
る
命
名
だ
と
い
わ
れ
る
。
教
授
に
は
慶
応
義
塾
の
教
師
だ
っ
た
吉
川
泰
次
郎
を
は
じ
め
、
こ
の
塾
で
学
ん
だ
地
元
の
俊
才
達
を

集
め
た
。
校
風
や

 

教
授
法
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
慶
応
義
塾
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）、
本
多
庸
一
を
塾
長
に
迎
え
て
か
ら
は
、
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学
校
経
営
も

 

全
く
軌
道
に
の
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

当
時
こ
の

 

辺
り
に
は
、
他
に
高
等
普
通
教
育
の
う
け
ら
れ
る
学
校
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
義
塾
に
は
、
県
内
各
地
の
秀
才
が
集
ま
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。 

  

一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
）
は

 

、
日
本
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
重
要
な
年
で
あ
っ
た
。
二
月
十
一
日
に
は
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
四
月
に
は
全
国
三
十
一
の
町
に
市

制
が
施
行
さ
れ
た
。
弘
前
も

 
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

「
先
生
、
初
代
市
長
に
は

 

、
是
非
と
も
先
生
に
な
っ
て
頂
き
ま
す
。
市
会
議
員
の
選
挙
も
我
々
の
圧
勝
で
し
た
。
こ
れ
も
先
生
の
力
で
す
。」 

 

市
会
議
員
の
選
挙
で

 

は
、
菊
池
の
属
す
る
「
大
同
派
」
が
大
勝
し
た
。
そ
の
勢
い
で
市
長
選
も
勝
ち
と
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

「
み
ん
な
の
気
持
も
わ
か
る
が

 

、
私
に
は
義
塾
が
あ
る
。
こ
れ
を
捨
て
て
政
界
に
は
出
ら
れ
な
い
。」 

「
義
塾
は
、
も
う
立
派
に

 

一
人
立
ち
し
て
い
ま
す
。
義
塾
の
生
徒
も
可
愛
い
で
し
ょ
う
が
、
弘
前
市
民
は
も
っ
と
可
愛
い
筈
で
す
！
」 

 

「
市
民
の

 

た
め
に
」
「
弘
前
市
の
た
め
に
」
と
い
わ
れ
て
、
菊
池
も
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
市
長
選
出
馬
を
決
心
し
た
菊
池
九
郎
は
、
市
民
の
圧
倒

的
な
支
持
を
う
け
て
初
代
弘
前
市
長
の
椅
子
に
座
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
も

 
、
僅
か
一
年
余
り
で
辞
し
た
。
わ
が
国
初
の
、
衆
議
院
議
員
選
挙
に
出
る
た
め
で

あ
る

 

。 
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菊
池
等
が
関
係
し
た

 

団
体
「
大
同
派
」
で
は
、
か
ね
て
か
ら
こ
の
選
挙
に
、
候
補
者
と
し
て
菊
池
や
本
多
を
予
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
ア
メ
リ
カ
に
い
た

本
多
か
ら
は
「
私
は
宗
教
界
に

 

進
み
た
い
の
で
、
政
界
に
出
る
こ
と
は
断
念
す
る
」
と
い
う
返
事
が
き
た
。
そ
こ
で
弘
前
、
中
郡
、
南
郡
、
西
郡
を
選
挙
区
と
す
る
第

三
区
か
ら
は

 

、
菊
池
九
郎
を
候
補
者
と
し
て
出
し
、
圧
倒
的
な
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
菊
池
は

 
、
第
一
回
か
ら
第
九
回
ま
で
、
連
続
九
選
、
十
八
年
間
に
わ
た
っ
て
国
政
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
考
え
て
み
る
と
、
市
長
と
い

い
衆
議
院
議
員
と
い

 

い
、
彼
の
場
合
、
い
ず
れ
も
本
人
の
意
志
と
い
う
よ
り
は
、
周
囲
か
ら
の
強
い
要
望
に
よ
っ
て
の
政
界
入
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）、
菊
池
は

 

山
形
県
知
事
に
任
命
さ
れ
た
。
山
形
（
庄
内
）
は
、
若
い
頃
、
奥
羽
列
藩
同
盟
で
走
り
回
っ
た
な
つ
か
し
い
所
だ
。
菊
池
に

と
っ
て
感
慨
深
い
も
の
が

 

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
、
着
任
早
々
、
県
内
の
巡
回
を
始
め
た
が
、
質
素
な
服
装
に
わ
ら
じ
ば
き
と
い
う
そ
の
姿
に
は
、
県
民
も
大
い

に
驚
い
た

 

と
い
う
。
ま
た
巡
回
の
途
中
、
か
つ
て
の
同
志
達
と
会
い
、
戊
辰
戦
争
の
昔
語
り
な
ど
し
て
、
再
会
を
喜
び
合
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
庶
民
的
な
態

度
、
そ
し
て
維
新
当
時
の
菊
池
と

 

の
関
係
か
ら
、
反
対
派
の
人
々
か
ら
も
極
め
て
評
判
が
よ
く
、
津
軽
出
身
の
菊
池
知
事
は
、「
恭
謙
温
良
の
君
子
」
と
、
広
く
県
民

か
ら
尊
敬
さ
れ
た
の
で

 

あ
っ
た
。 

 

一
九
〇
四
年
（
明
治
三
十
七
）
の

 

第
二
十
一
回
議
会
で
、
菊
池
は
改
進
党
、
進
歩
党
両
党
の
推
薦
に
よ
り
、
全
院
委
員
長
に
選
出
さ
れ
た
が
、
政
治
家
と
し
て
の
菊

池
に
つ
い
て

 

、
あ
る
政
治
評
論
家
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。 
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「
菊
池
は
、
か

 

つ
て
東
奥
の
西
郷
と
い
わ
れ
、
人
望
す
こ
ぶ
る
高
く
、
こ
れ
は
工
藤
行
幹
（
同
じ
津
軽
出
身
の
代
議
士
）
も
遠
く
及
ば
な
い
。
大
隈
重
信
は
彼
の
事
を

『
菊
池
九
郎
は

 

名
士
で
あ
る
。
そ
の
人
格
の
秀
れ
て
い
る
点
で
は
、
数
あ
る
代
議
士
の
中
で
も
抜
き
ん
で
て
い
た
』
と
述
べ
て
い
る
。
代
議
士
の
中
に
は
雄
弁
や
術
策

の
う
ま
い
の
は
大
勢
い
る
が

 

、
菊
池
の
よ
う
に
、
人
徳
の
立
派
な
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
の
代
表
と
な
る
べ
き
人
物
は
極
め
て
少
な
い
。
推
さ
れ
て
全
院
委
員
長
と
な
っ

た
の
も

 

当
然
で
あ
る
」 

 

菊
池
は
、
こ
の

 

全
院
委
員
長
を
花
道
と
し
て
、
政
界
か
ら
引
退
す
る
。
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
、
気
候
の
温
暖
な
神
奈
川
の
湘
南
海
岸
に
住
み
、
す
べ
て

の
公
職
か
ら
離
れ
、
ゆ

 

っ
た
り
と
そ
の
余
生
を
送
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
）
ま
た
も
や
乞
わ
れ
て
、
弘
前
市
長
に
就
任
す
る
。
と
い
う
の

は
、
そ
の
頃
、
弘
前
に
あ

 

っ
た
「
弘
前
結
社
」
と
い
う
政
治
団
体
が
、
内
紛
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
か
れ
、
市
民
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
争
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
見
る

に
見
か
ね
た
市
民
の

 

有
志
が
、「
こ
の
混
乱
を
お
さ
え
る
事
が
出
来
る
の
は
菊
池
先
生
し
か
い
な
い
。」
と
、
し
ぶ
る
菊
池
を
無
理
矢
理
説
得
し
て
担
ぎ
出
し
た
の
だ
っ

た

 

。 

 

第
七
代
弘
前
市
長
と
し
て
二
度
目
の
就
任
を
し
た
菊
池
は
、
財
政
整
理
や
人
事
刷
新
な
ど
を
断
行
し
、
乱
れ
た
市
制
を
一
新
し
て
市
民
の

 

期
待
に
応
え
た
。
し
か
し
、

翌
年
（
一
九
一
二
）
に

 

は
、
盟
友
本
多
庸
一
が
亡
く
な
り
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は
、
彼
の
創
設
し
た
東
奥
義
塾
（
当
時
は
、
青
森
県
立
弘
前
中
学
東
奥
義
塾
）
が
、
経

営
難
か
ら
遂
に
廃
校
と
な

 

る
な
ど
、
そ
の
任
期
中
に
は
悲
し
い
出
来
事
が
続
き
、
さ
す
が
の
菊
池
も
大
い
に
力
を
落
と
し
た
事
だ
っ
た
。 
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教
育
家
と
し
て
、
ま
た
政
治
家
と
し
て
の

 

功
績
の
ほ
か
に
、
り
ん
ご
、
梨
な
ど
の
果
樹
栽
培
の
奨
励
や
東
奥
日
報
創
刊
な
ど
、
産
業
、
文
化
、
経
済
と
い
ろ
ん
な
分

野
で
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
菊
池
も

 

、
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
）
の
一
月
一
日
、
神
奈
川
県
片
瀬
の
自
宅
で
亡
く
な
っ
た
。
八
十
歳
で
あ
っ
た
。 

 

一
月
十
一
日
に
は

 

、
弘
前
の
東
奥
義
塾
（
大
正
十
一
年
に
再
興
）
の
講
堂
で
、
学
校
葬
に
よ
る
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
石
郷
岡
文
吉
弘
前
市
長
、
笹
森
順
造
塾
長
を
は

じ
め
、
関
係
者
多
数
の

 
参
列
が
あ
り
、
弘
前
市
始
ま
っ
て
以
来
の
盛
儀
と
い
わ
れ
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
、
本
県
中
等
学
校
で
行
わ
れ
た
「
校
葬
」
の
初
め
と
な
っ
た
。 

 

最
後
に
、
菊
池
九
郎
の

 

、
人
間
味
溢
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
二
、
三
紹
介
し
て
み
よ
う
。 

  

先
生
に

 

は
、
年
頃
に
な
っ
て
も
嫁
を
世
話
す
る
人
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
「
脱
藩
者
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
八
木
橋
と
い
う
家
の
娘
を
貰
い
に
行
っ
た

が
断
ら
れ
ま

 

し
た
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
姉
が
嫁
い
で
い
る
山
田
浩
蔵
の
妹
を
嫁
に
貰
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
は
あ
ま
り
気
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
然
し
、

姉
の
為
に
我
慢
し
て

 

い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
頃
本
多
さ
ん
（
庸
一
）
は
藤
崎
に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
事
を
心
配
し
、
毎
日
の
よ
う
に
先
生
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て

き
て
、
い
ろ
い
ろ
説
教
し
た

 

と
い
う
事
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

（
佐
藤

 

 

要
一
） 

 

私
は
、
六
歳
の
時
に

 

父
に
死
な
れ
た
為
、
伯
父
で
あ
る
菊
池
家
に
引
取
ら
れ
ま
し
た
。
多
忙
な
伯
父
は
、
あ
ま
り
家
に
居
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
家
に
い
る
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と
き
は
、
少
し
も
の
ん
び

 

り
し
て
い
ま
せ
ん
。
小
包
の
紐
が
落
ち
て
い
れ
ば
、
丁
寧
に
ほ
ど
い
て
束
ね
て
抽
き
出
し
に
入
れ
た
り
、
裏
へ
出
て
り
ん
ご
の
虫
を
と
っ
た

り
し
ま
す
。
衆
議
院
議
員
や
市
長
と
い
う

 

肩
書
き
は
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
、
道
路
に
落
ち
て
い
る
馬
糞
を
ひ
ろ
い
集
め
て
き
て
は
、
り
ん
ご
の
樹
の
肥
料
に
す
る
な
ど
、

よ
く
働
く
方
で
し
た
。
伯
父
は
、
誰
に
で
も

 

親
切
で
公
平
だ
っ
た
の
で
、
家
で
働
い
て
い
た
下
男
な
ど
は
「
旦
那
様
の
為
な
ら
、
死
ん
で
も
い
い
」
と
ま
で
い
っ
た
も

の
で
す
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （
菊

 

池 

知
学
） 

  

明
治
二
十
五
年
頃
、
私
は
東
京
の

 

先
生
の
お
宅
に
、
足
か
け
三
年
ほ
ど
寄
宿
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
家
で
は
、
主
人
、
家
族
、
雇
人
な
ど
が
、
み
な
平
等

に
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
驚
き
ま
し

 

た
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
プ
を
掃
除
し
た
り
、
雨
戸
を
開
け
た
り
、
使
い
に
出
た
り
と
い
う
の
は
、
普
通
は
書
生
が
す
る
の
に
、
こ

こ
で
は
家
族
の
誰
で
も
が
や
っ
て
い
ま
す

 

。
食
事
の
と
き
も
、
先
生
、
母
上
、
書
生
、
女
中
ま
で
が
ズ
ラ
リ
と
並
び
、
主
人
も
女
中
も
、
み
な
同
じ
物
を
同
じ
よ
う
に

食
べ
て
い
る
の
で
す
。
食
事
の
時
は
無
言

 

で
静
か
に
箸
を
と
る
の
が
普
通
で
す
が
、
こ
の
家
で
は
、
家
族
が
談
笑
し
乍
ら
食
べ
ま
す
。
平
生
家
族
と
語
り
合
う
時
間
の

少
な
い
先
生
が
、
こ
の

 

食
事
の
時
間
を
利
用
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
西
郷
南
州
（
隆
盛
）
の
話
に
な
る
時
は
、
先
生
は
箸
と
茶
碗
を
お
き
、
両
手
を
膝
の
上

に
の
せ
て
話
を
し

 

、
終
わ
る
と
再
び
箸
を
と
っ
て
食
事
し
ま
し
た
。
い
か
に
西
郷
南
州
先
生
を
敬
慕
し
て
い
た
か
、
こ
の
事
で
も
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。 
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（
船

 

水
武
五
郎
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