
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
四
月
ご
ろ
、
樋
口
一
葉
は
「
さ
を
の
し
つ

く
」
と
表
題
さ
れ
た
綴
り
帳
に
、
こ
ん
な
言
葉
を
書
き
散
ら
し
た
。

た
貰
い
さ
上
か
六
つ
な
シ
つ
の
お
さ
な
だ
ち
よ
り
誰
つ
た
ゆ
る
と
も
覚

え
ず
心
に
う
つ
り
た
る
も
の
坐
折
々
に
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、
か
く

は
か
な
き
文
字
沙
た
に
は
な
り
つ
。
人
見
な
ぱ
、
す
ね
も
の
な
ど
こ
と

や
う
の
名
を
や
得
た
り
け
ん
。
人
は
わ
れ
を
恋
に
や
ぶ
れ
た
る
身
と
や

思
ふ
。
あ
は
れ
さ
る
や
さ
し
き
心
の
人
々
に
涙
を
そ
Ｌ
ぐ
我
れ
ぞ
か
し
、

こ
の
か
す
か
な
る
身
を
さ
シ
げ
て
誠
を
あ
ら
は
さ
ん
と
お
も
ふ
人
も
な

し
。
さ
ら
ば
我
一
代
を
何
が
た
め
の
犠
牲
な
ど
こ
と
人
、
敷
と
ふ
人
も

あ
ら
ん
。
花
は
散
時
あ
り
、
月
は
か
く
る
ふ
時
あ
り
。
わ
が
如
き
も
の
、

わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
く
き
一
生
な
る
に
、
は
か
な
き
す
ね
も
の
Ｌ
呼
名

を
か
し
う
て

う
つ
せ
み
の
よ
に
す
ね
も
の
と
い
ふ
な
る
は

つ
ま
子
も
た
ぬ
を
い
ふ
に
や
有
ら
ん

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
く
き

Ｉ
近
代
女
性
文
学
と
語
る
欲
望
②
・
樋
口
一
葉
Ｉ

徐
々
に
文
名
が
上
が
り
、
明
治
の
清
少
納
言
と
か
女
西
鶴
と
か
誉
め
そ
や

す
世
評
の
一
方
に
、
そ
の
実
生
活
が
寂
し
い
も
の
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た

馬
場
孤
蝶
は
、
気
の
お
け
な
い
姉
に
で
も
語
り
か
け
る
よ
う
に
戯
れ
歌
を
一

葉
に
贈
っ
た
。

こ
れ
さ
姉
さ
ん
す
ね
チ
ャ
ア
野
暮
だ
、
ま
だ
二
葉
な
る
こ
な
さ
ん
の
、

一
葉
に
秋
を
知
り
な
ん
す
、
御
発
心
と
は
何
が
た
ね
、
柳
の
糸
の
む
す

ぽ
れ
ぬ
、
縁
も
う
す
き
か
た
思
、
人
に
云
は
れ
ぬ
御
苦
労
か
、
笑
ひ
給

ふ
も
何
と
や
ら
、
凄
き
し
ら
べ
も
こ
も
る
な
り
、
せ
め
て
は
春
の
夕
ぐ

れ
に
、
散
り
行
く
花
の
木
の
下
に
、
間
き
た
や
君
が
胸
の
乱
を
。

（
樋
口
悦
編
『
一
葉
に
与
へ
た
手
紙
』
所
収
、
一
二
二
、
明
治
二
十
八

年
三
月
十
五
日
付
書
簡
、
今
日
の
問
題
社
、
一
九
四
三
年
）

を
か
し
の
人
ご
と
よ
な
。

（
『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
三
巻
（
下
）
、
七
七
六
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九

七
八
年
）

中

川

成
美

四
四



一
葉
は
こ
の
手
紙
に
当
意
即
妙
な
返
事
を
返
し
た
も
の
の
、
孤
蝶
の
「
す

ね
チ
ャ
ア
」
が
引
っ
か
か
っ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
人
生
の
春
に
あ

る
の
に
、
斜
に
構
え
て
世
を
鋤
ね
て
い
け
な
い
よ
と
い
う
孤
蝶
の
問
い
か
け

は
、
直
接
に
は
一
葉
へ
恋
愛
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
関
礼
子
は
こ
の

や
り
と
り
を
孤
蝶
の
「
包
容
力
」
に
包
ま
れ
た
一
葉
が
「
書
き
な
が
ら
愉
し

く
な
る
よ
う
な
言
葉
の
コ
ミ
ニ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
」
（
『
姉
の
力
』
、
筑
摩

書
房
、
一
九
九
三
年
）
を
持
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
往
復

書
簡
の
あ
と
、
あ
る
い
は
最
中
に
一
葉
は
何
故
、
孤
蝶
か
ら
命
名
さ
れ
た
「
す

ね
も
の
」
に
鋭
く
、
激
し
く
反
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
孤
蝶
に
悪

意
は
な
い
。
ま
た
、
親
し
い
者
同
士
の
、
そ
れ
も
文
学
を
通
じ
た
関
係
の
な

か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
言
葉
の
応
酬
が
、
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
も
っ

た
遊
戯
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
一
葉
が
通
じ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
が
な

い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
一
葉
に
拘
泥
さ
せ
る
も
の
が
、
孤
蝶
の
軽
口
の
な
か

に
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
に
、
「
さ
を
の
し
つ
く
」
に
示
さ
れ
た
一

葉
の
反
発
は
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

皮
相
的
に
み
れ
ば
一
葉
が
実
際
の
片
思
い
を
し
て
い
て
、
そ
れ
を
見
破
ら

れ
た
こ
と
に
う
ろ
た
え
て
言
い
訳
し
た
と
見
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
「
さ
を
の
し
つ
く
」
は
日
記
と
作
品
と
の
中
間
に
あ
る
よ
う

な
手
元
の
メ
モ
で
あ
り
、
誰
に
も
弁
解
す
る
必
要
の
な
い
筆
記
媒
体
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
濃
密
な
自
己
の
内
部
と
の
対
話
が
交
わ
さ
れ
て
い

た
。
一
葉
が
実
際
に
孤
蝶
に
与
え
た
返
事
は
、

女
子
に
は
片
恋
は
な
き
も
の
と
仰
せ
ら
れ
し
君
さ
ま
の
御
心
に
、
さ
て

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
べ
き

と
軽
妙
な
も
の
で
あ
り
、
「
さ
を
の
し
つ
く
」
の
内
省
的
な
き
ま
じ
め
さ
は

少
し
も
な
い
。
一
葉
は
明
ら
か
に
孤
蝶
に
自
ら
の
真
情
を
隠
蔽
し
て
、
殊
更

に
明
る
く
振
舞
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
を
「
さ

を
の
し
つ
く
」
と
い
う
綴
じ
帳
に
語
り
か
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
葉
と
孤
蝶
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
男
と
女
の
根
本
的

な
甑
酪
と
い
う
よ
う
に
一
般
化
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
孤
蝶
は
女
性
と
し
て
の

一
葉
を
意
識
し
つ
つ
、
年
若
き
友
人
と
し
て
ご
く
通
常
の
価
値
観
に
立
脚
し

て
、
恋
愛
や
結
婚
と
い
う
「
幸
せ
」
を
彼
女
に
願
い
、
一
葉
は
そ
う
し
た
「
女

性
の
幸
せ
」
と
い
う
押
し
付
け
に
本
能
的
に
反
発
し
た
と
み
る
見
方
が
、
こ

こ
で
の
説
明
に
容
易
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
、
孤
蝶
に
無
意
識
に

働
く
男
性
中
心
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
は
、
一
葉
と
い
う
「
も
の
書
く
女
」

を
容
認
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
一
葉
を
「
す
ね
も
の
」
と
し
て
非
難
し
て
恋
愛

市
場
に
送
り
返
す
の
だ
と
、
彼
女
が
理
解
し
て
反
発
し
た
と
す
る
解
釈
も
、

こ
こ
で
は
妥
当
性
を
持
ち
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
凡
庸
な
分
析
を
粉
砕
す

る
の
は
次
の
「
さ
を
の
し
つ
く
」
の
一
節
で
あ
る
。

は
そ
れ
程
な
さ
け
あ
る
も
の
と
御
覧
じ
つ
る
か
、
真
実
真
に
お
嬉
し
く

候
・
言
ひ
解
か
ん
折
は
お
の
づ
か
ら
候
は
ん
。
な
み
の
濡
衣
と
申
さ
ん

も
古
け
れ
ば
、

ひ
た
す
ら
に
い
と
ひ
は
は
て
じ
名
取
川

な
き
名
も
恋
の
う
ち
に
ざ
り
け
る

（
明
治
二
十
八
年
三
月
十
七
日
付
、
馬
場
孤
蝶
宛
書
簡
、
『
樋
口
一
葉

全
集
』
第
四
巻
（
下
）
、
八
九
一
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）

四
五



こ
の
一
葉
の
自
己
認
識
、
そ
し
て
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

自
己
確
認
は
、
世
間
へ
の
ポ
ー
ズ
や
自
己
鞘
晦
、
ま
し
て
や
自
己
噸
笑
や
自

己
卑
下
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
他
者
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら

れ
た
「
す
ね
も
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
主
体
が
、
「
わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
べ
き
一
生
」
と
考
え

る
主
体
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
一
葉
は
歌
に
託
し
た
。

こ
の
世
の
中
で
偏
屈
に
鋤
ね
て
暮
ら
し
て
い
る
と
呼
ば
れ
る
人
と
は
結
婚

を
せ
ず
に
伴
侶
や
子
供
を
持
た
な
い
人
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
意
の
こ
の
和
歌
が
、
女
性
規
範
に
括
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
も

の
で
あ
る
の
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
私
の
よ
う
な
人
間
が
、

私
の
あ
り
よ
う
の
ま
ま
で
生
き
て
い
く
人
生
」
と
い
う
概
念
が
こ
こ
で
は
明

確
に
意
識
さ
れ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
「
す
ね
も
の
」
と
し
て
排
除
さ
れ
て
し
ま

う
不
当
性
を
主
張
し
て
、
そ
こ
に
秩
序
立
て
ら
れ
慣
習
化
さ
れ
た
意
識
の
構

造
を
あ
ぶ
り
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
書
く
と
い
う
行
為
は

「
わ
が
如
き
も
の
」
の
実
現
と
不
可
分
に
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
わ
が

如
く
」
す
る
た
め
必
須
の
表
現
形
態
・
パ
ー
フ
オ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と

う
つ
せ
み
の
よ
に
す
ね
も
の
と
い
ふ
な
る
は

つ
ま
子
も
た
ぬ
を
い
ふ
に
や
有
ら
ん

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
く
き
一
生

と
述
べ
て
い
る
が
、
文
学
が
た
だ
自
律
的
な
主
体
の
認
識
に
よ
っ
て
の
み
構

成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
読
者
・
批
評
者
と
い
う
「
他
者
」
と
の
相
互

的
な
認
識
行
為
の
な
か
に
可
変
的
な
生
成
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を

は
、
前
掲
の
「
さ
お
の
し
つ
く
」
引
用
文
の
冒
頭
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
六
、

七
歳
の
こ
ろ
か
ら
「
心
に
う
つ
り
た
る
も
の
」
を
誰
に
習
っ
た
の
で
も
な
く

文
字
表
現
に
託
し
て
き
た
一
葉
は
、
自
ら
を
そ
う
し
た
行
為
体
（
エ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
）
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
方
に
一
葉
は
、

よ
は
は
か
な
く
て
を
か
し
き
物
也
。
い
さ
上
か
筆
に
墨
を
ぬ
り
て
白
紙

の
上
に
そ
め
い
だ
せ
ば
文
と
い
ひ
歌
と
よ
び
お
の
が
心
に
か
な
ひ
た
ら

ぱ
や
が
て
非
凡
絶
倫
な
ど
た
ふ
ゆ
る
ぞ
か
し
。
つ
く
る
人
も
と
よ
り
こ

上
ろ
な
し
ぼ
む
る
物
い
か
で
な
が
上
ら
ん
や
。
き
の
ふ
の
歌
才
は
今
日

の
平
凡
に
成
て
見
か
へ
る
も
の
も
な
き
こ
そ
哀
れ
な
れ
。
凡
眼
い
か
で

玉
石
を
し
る
べ
き
。
わ
か
ち
難
き
の
ま
な
こ
を
も
っ
て
み
だ
り
に
殴
誉

の
こ
と
ば
を
出
さ
ば
時
に
冠
を
く
つ
に
す
る
事
あ
り
。
こ
の
あ
い
だ
に

う
ま
れ
て
此
詞
に
左
右
さ
る
べ
き
文
士
画
客
の
を
か
し
さ
よ
・
人
の
見

る
を
こ
の
ま
ず
世
の
闇
を
願
は
ず
静
に
思
ひ
を
筆
墨
の
間
に
か
ま
ふ
る

も
の
又
い
く
た
り
か
あ
ら
ん
。
こ
れ
あ
り
て
は
じ
め
て
天
地
し
る
べ
く

人
事
う
か
笈
ふ
に
た
る
べ
し
。
夜
深
く
し
て
月
く
ら
く
、
と
も
し
火
消

え
ん
と
す
る
破
窓
の
も
と
に
ひ
と
り
思
ひ
て
猶
ゑ
が
き
が
た
し
。

（
前
出
「
さ
を
の
し
つ
く
」
）

四
六



も
理
解
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
作
品
の
価
値
評
価
が
浮
薄

な
流
行
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
状
況
を
嘆
く
の
が
主
眼
で
は
な
く
、
「
世

の
聞
を
願
は
ず
静
に
思
ひ
を
筆
墨
の
間
に
か
ま
ふ
る
」
と
い
う
一
節
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
作
品
を
書
く
こ
と
が
自
己
の
内
部
に
垂
直
に
降
り
て
い
く

よ
う
な
行
為
性
そ
の
も
の
の
実
行
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
作
家
の
制
作
態
度
へ
対
す
る
モ
ラ
ル
へ
の
言
及
と
い
う
よ
り
は
、
も

っ
と
個
人
的
な
欲
望
・
ニ
ー
ズ
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想

像
さ
せ
る
。

清
少
納
言
や
西
鶴
に
擬
せ
ら
れ
る
自
己
が
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で

清
少
納
言
や
西
鶴
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
る
文
脈
、
例
え
ば
そ

れ
は
文
学
と
い
う
場
所
で
あ
ろ
う
し
、
直
接
に
は
原
稿
が
売
れ
る
文
学
市
場

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
収
奪
さ
れ
る
こ
と
へ

の
違
和
が
こ
こ
で
は
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
清
少
納
言
や
西
鶴
を
引
用

項
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
文
学
と
い
う
場
所
が
、
孤
蝶
が
手
放

し
に
賞
賛
す
る
よ
う
な
絶
対
的
な
価
値
と
し
て
一
葉
に
は
感
知
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
表
面
上
に
お
い
て
も
、
そ
ん
な
盛
名
に
反
し
て

一
向
に
経
済
状
態
は
良
く
な
ら
な
い
し
、
賞
賛
に
み
あ
っ
た
具
体
的
な
恩
恵

が
降
っ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
が
主
た
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
こ

で
彼
女
が
言
お
う
と
試
み
る
の
は
、
ま
さ
し
く
名
づ
け
に
よ
っ
て
他
者
に
奪

還
さ
れ
る
し
か
な
い
自
ら
の
主
体
を
、
如
何
に
し
て
自
分
の
身
に
繋
ぎ
と
め

て
い
く
か
と
い
う
命
題
へ
の
答
え
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
葉
の
こ
の
真
剣
な

内
的
葛
藤
は
、
必
然
と
し
て
彼
女
を
と
り
ま
く
資
本
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
均

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
べ
き

一
葉
日
記
に
は
一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
年
）
四
、
五
月
か
ら
九
五
年

（
二
十
八
年
）
四
月
ま
で
の
空
白
部
分
が
あ
る
。
野
口
碩
は
日
記
の
補
注
（
『
樋

口
一
葉
全
集
』
第
三
巻
（
上
）
、
四
二
頁
）
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
は
一

葉
自
身
が
処
分
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
『
一
葉
に
与
え
た
手
紙
』
（
前
出
）

手
紙
番
号
二
○
七
の
校
訂
者
の
意
見
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
久
佐
賀
義
孝
や

村
上
浪
六
と
の
交
渉
の
経
過
の
最
も
不
明
な
部
分
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
」

こ
と
、
ま
た
「
更
に
注
意
を
ひ
く
こ
と
に
は
、
二
十
七
年
七
月
末
以
後
二
十

八
年
四
月
ま
で
の
空
白
が
、
日
清
戦
争
の
期
間
に
相
当
」
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
日
清
戦
争
が
明
治
近
代
に
お
け
る
「
国
民
」
と
い
う
主
体

概
念
の
確
立
を
促
し
た
こ
と
は
、
そ
の
戦
後
補
償
問
題
、
す
な
わ
ち
日
清
講

和
条
約
調
印
直
後
の
三
国
干
渉
に
お
け
る
勧
告
が
国
民
世
論
の
沸
騰
を
呼

び
、
そ
の
受
諾
を
屈
辱
と
し
て
、
西
欧
の
帝
国
主
義
と
同
等
の
日
本
帝
国
主

義
の
樹
立
を
目
指
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
よ
う
。
帝
国
主
義

的
「
発
展
段
階
」
の
出
発
と
な
っ
た
の
は
、
日
清
戦
後
経
営
と
し
て
次
々
に

打
ち
出
さ
れ
た
政
府
主
導
の
急
速
な
軍
備
拡
張
と
資
本
主
義
整
備
、
ま
た
教

育
体
系
の
再
編
、
植
民
地
経
営
な
ど
で
あ
っ
た
。
陸
軍
は
七
個
師
団
か
ら
倍

の
十
四
個
師
団
に
、
八
幡
製
鉄
所
の
建
設
（
一
八
九
七
年
）
、
高
等
専
門
学

校
や
女
学
校
な
ど
中
等
教
育
以
上
の
教
育
機
関
の
拡
張
、
台
湾
総
督
府
の
設

置
（
一
八
九
五
年
）
な
ど
、
清
国
か
ら
の
賠
償
金
三
億
円
を
基
礎
に
営
業
税
、

衡
や
歪
み
を
剥
ぎ
と
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

※
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葉
タ
バ
コ
専
売
実
施
な
ど
の
新
税
導
入
と
増
税
、
ま
た
公
債
募
集
な
ど
の
財

源
に
よ
っ
て
、
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
年
）
の
国

家
歳
出
予
算
は
二
億
四
七
五
○
万
円
、
内
軍
事
費
は
一
億
三
八
五
六
万
円
に

の
ぼ
り
、
歳
入
予
算
一
億
三
六
二
六
万
円
を
上
回
っ
た
。
日
清
戦
後
の
急
速

な
近
代
化
は
、
こ
う
し
た
無
理
な
軍
備
拡
張
を
基
盤
に
促
進
さ
れ
、
階
級
間

格
差
は
広
が
り
、
貧
富
の
差
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

一
葉
が
日
清
戦
時
下
の
日
記
を
自
ら
破
棄
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憶

測
は
、
当
時
金
を
借
り
る
こ
と
を
目
的
に
近
づ
い
た
久
佐
賀
義
孝
、
村
上
浪

六
と
の
交
渉
の
痕
跡
を
消
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
理
由
か
ら
導
き
出
さ

れ
て
い
る
。
久
佐
賀
は
天
啓
顕
真
術
会
と
い
う
怪
し
げ
な
組
織
を
作
っ
て
会

員
募
集
し
た
占
師
で
あ
り
、
村
上
は
当
時
東
京
朝
日
新
聞
の
小
説
記
者
と
し

て
い
わ
ゆ
る
接
賓
小
説
と
い
う
娯
楽
読
み
物
や
、
日
清
戦
争
実
録
で
あ
る
『
征

清
軍
記
』
（
青
木
嵩
山
堂
、
明
治
二
十
七
年
十
二
月
刊
）
を
書
い
て
い
た
。

接
点
を
持
た
な
い
こ
の
二
人
を
結
ぶ
の
は
、
投
機
家
・
相
場
師
と
い
う
別
の

顔
で
あ
る
。
近
代
資
本
制
度
の
推
進
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
相
場
は
、
米
、
株

式
を
筆
頭
に
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
を
投
機
の
対
象
と
し
て
物
象
化
し
た
の
で
あ

る
。
一
八
九
四
年
（
明
治
二
十
七
年
）
八
月
に
始
ま
っ
た
日
清
戦
争
は
こ
れ

ら
を
白
熱
化
さ
せ
る
、
投
機
家
に
と
っ
て
は
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
っ
た
。

米
相
場
（
実
際
に
取
引
さ
れ
る
米
を
対
象
と
し
た
正
米
相
場
）
を
例
に
と
れ

ば
、
一
八
九
四
年
三
月
、
一
石
七
○
九
三
円
で
あ
っ
た
の
が
、
七
月
に
は
九

二
三
八
円
、
十
一
月
に
は
一
万
○
二
二
四
円
に
ま
で
高
騰
し
て
い
る
。
し
か

も
、
前
述
し
た
よ
う
な
戦
後
政
策
の
な
か
で
、
九
五
年
四
月
の
講
和
条
約
締

結
時
に
八
七
九
○
円
で
落
ち
着
い
た
米
価
が
十
月
に
は
九
四
二
三
円
、
翌
年

十
月
に
は
一
万
五
三
三
四
円
と
な
っ
て
、
市
井
の
民
衆
の
生
活
を
圧
迫
し
た
。

久
佐
賀
、
村
上
が
小
金
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
時
期
を
逃
さ
ず
に
う
ま

く
立
ち
回
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
葉
は
講
和
条
約
に
興
奮
す
る
世
情
の
な
か
で
久
佐
賀
に
六
○
円
の
無
心

を
す
る
（
「
水
の
上
日
記
」
明
治
二
十
八
年
四
月
二
十
日
の
項
）
。
ま
た
、
村

上
の
も
と
に
も
昨
年
来
頼
ん
で
い
た
借
金
の
催
促
を
し
て
い
る
（
同
五
月
一

日
の
項
）
。
「
た
け
く
ら
べ
」
の
連
載
、
「
ゆ
く
雲
」
、
「
軒
も
る
月
」
の
執
筆

と
旺
盛
な
意
欲
を
示
し
な
が
ら
、
五
月
初
頭
一
葉
は
経
済
的
に
に
っ
ち
も
さ

っ
も
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
、
西
村
釧
之
助
が
五
月
八
日
に

相
場
に
は
ず
れ
て
刀
剣
と
西
郷
南
州
の
軸
を
持
参
し
て
五
○
円
ぐ
ら
い
で
質

入
し
て
く
れ
と
頼
み
に
来
た
（
「
水
の
上
に
つ
記
」
）
。
こ
れ
は
二
十
二
日
（
「
ミ

つ
の
う
へ
」
）
に
相
場
が
好
転
し
て
い
い
結
果
に
な
っ
た
と
西
村
が
来
訪
し

て
解
決
し
た
。
西
村
は
感
謝
の
し
る
し
と
一
同
に
う
な
ぎ
を
箸
っ
た
。
一
葉

は
そ
の
日
の
こ
と
を
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
今
日
は
西
村
の
吉
報
を
き
く
。

家
は
貧
た
亘
迫
り
に
迫
れ
ど
、
こ
Ｌ
ろ
は
春
の
海
の
如
し
」
（
「
ミ
つ
の
う
へ
」
、

明
治
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日
）
。
久
佐
賀
や
村
上
に
は
持
ち
得
な
い
感
情

を
、
一
葉
は
素
直
に
吐
露
し
て
い
る
。

投
機
に
走
る
久
佐
賀
や
村
上
が
も
し
失
敗
し
た
と
し
て
も
同
情
な
ど
示
し

は
し
な
い
だ
ろ
う
に
、
稲
葉
家
の
縁
に
つ
な
が
る
西
村
の
苦
境
に
は
真
実
心

を
痛
め
、
冷
徹
に
は
ふ
る
ま
え
な
い
。
そ
れ
は
縁
の
遠
近
だ
け
で
決
定
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
清
戦
時
、
戦
後
の
構
造
的
社
会
矛
盾
が
、
一
葉
の

間
近
に
も
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
西
村
の

よ
う
な
ご
く
近
し
い
人
間
た
ち
が
否
応
な
し
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
残
酷
な

四
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近
代
資
本
の
触
手
に
、
無
縁
の
ま
ま
に
過
ご
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
葉
は

そ
の
構
造
の
最
も
底
辺
を
担
い
、
な
お
そ
の
構
造
に
よ
っ
て
外
縁
化
さ
れ
る

し
か
な
い
こ
と
の
不
当
性
を
「
わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
ぺ
き
」

と
い
う
言
葉
に
託
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
・
私
と
い
う
主
体
を
、

自
ら
が
認
知
す
る
主
体
の
ま
ま
で
は
置
い
て
く
れ
な
い
よ
う
な
社
会
の
偏
頗

な
配
分
に
一
葉
は
反
発
す
る
。

一
葉
を
貧
困
と
い
う
コ
ー
ド
で
分
析
す
る
こ
と
は
、
社
会
経
済
構
造
の
基

底
を
な
す
権
力
の
配
置
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
一
葉
は
そ
う

し
た
権
力
へ
の
覚
醒
が
希
薄
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
小
状
況

に
お
け
る
既
存
の
価
値
基
準
に
寄
り
添
う
形
で
、
そ
の
文
学
活
動
を
成
就
し

た
と
み
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
（
例
え
ば
博
文
館
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ

て
、
『
文
学
界
』
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
思
想
の
前
に
金
が
必
要

で
あ
っ
た
か
ら
仕
方
が
無
か
っ
た
な
ど
と
い
っ
た
説
明
で
処
理
し
て
し
ま
う

よ
う
な
こ
と
が
、
一
葉
理
解
に
は
性
々
に
見
ら
れ
る
）
。
『
日
清
戦
争
実
記
』
で

資
本
を
蓄
え
た
博
文
館
が
、
総
合
雑
誌
の
嚇
矢
『
太
陽
』
を
も
っ
て
明
治
言

論
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
参
入
す
る
の
は
、
一
八
九
五
年
（
明

治
二
十
八
年
）
一
月
で
あ
る
。
社
主
大
橋
佐
平
の
女
婿
大
橋
乙
羽
か
ら
の
要

請
で
『
文
芸
倶
楽
部
』
、
『
太
陽
』
と
い
う
博
文
館
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
参
画

し
た
一
葉
は
、
名
前
の
上
で
は
政
治
家
や
学
者
、
男
性
作
家
た
ち
と
肩
を
並

べ
、
視
覚
的
に
権
力
の
構
図
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
ゆ
く
雲
」
を
掲

載
し
た
『
太
陽
』
第
一
巻
第
五
号
（
一
八
九
五
年
五
月
五
日
）
を
例
に
と
れ

ば
、
口
絵
が
小
松
宮
、
閑
院
宮
、
松
方
正
義
、
論
説
欄
に
三
宅
雪
嶺
、
久
米

邦
武
、
植
村
正
久
、
講
演
が
金
子
賢
太
郎
、
そ
の
他
外
山
正
一
、
幸
田
露
伴
、

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
べ
き

依
田
学
海
、
佐
々
木
信
綱
、
泉
鏡
花
が
一
つ
の
雑
誌
の
目
次
に
ひ
し
め
い
た

の
で
あ
る
。
女
性
は
一
葉
と
、
家
庭
欄
の
「
く
り
や
女
」
の
み
で
あ
っ
た
。

名
前
が
自
己
の
身
体
を
超
え
て
浮
遊
す
る
よ
う
な
感
覚
を
、
一
葉
は
「
水

の
う
へ
日
記
」
明
治
二
十
八
年
十
月
の
項
に
「
お
そ
ろ
し
き
世
の
波
か
ぜ
に

こ
れ
よ
り
我
身
の
た
夏
よ
は
ん
な
れ
や
。
お
も
ふ
も
か
な
し
き
は
や
う
Ｊ
、
を

さ
な
子
の
さ
か
い
を
は
な
れ
て
争
ひ
し
げ
き
世
に
交
る
成
け
り
。
」
と
記
し

て
い
る
。

一
葉
の
言
語
表
現
に
は
よ
く
こ
の
よ
う
に
水
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
、
そ

の
浮
遊
感
を
表
出
し
て
い
る
が
、
よ
る
べ
な
い
孤
立
感
を
そ
こ
に
表
し
な
が

ら
、
一
方
に
は
そ
の
感
じ
を
自
分
の
独
自
の
主
体
感
覚
と
し
て
提
出
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
何
も
知
ら
な
い
子
供
で
あ
っ
た
時
代
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
社

会
化
し
た
主
体
と
し
て
独
立
し
た
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ
の

言
葉
は
、
社
会
に
布
置
さ
れ
た
権
力
の
見
取
り
図
に
つ
い
て
学
習
し
た
例
証

と
な
ろ
う
。
だ
が
、
名
づ
け
に
よ
っ
て
自
己
主
体
が
喪
失
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
彼
女
の
ト
ラ
ウ
マ
の
よ
う
に
再
起
す
る
恐
れ
は
、
も
は

や
後
戻
り
は
出
来
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
何
度
も
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。

一
葉
の
最
も
著
名
な
嘆
慨
で
あ
る
「
た
け
く
ら
べ
」
脱
稿
直
後
の
日
記
の

一
節
は
、
そ
う
し
た
逵
巡
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

み
た
り
け
る
夢
の
中
に
は
お
も
ふ
事
こ
ふ
ろ
の
ま
ふ
に
い
ひ
も
し
つ
。

お
も
へ
る
こ
と
さ
な
が
ら
人
の
し
り
つ
る
な
ど
嬉
し
か
り
し
を
、
さ
め

ぬ
れ
ば
又
も
や
う
つ
せ
み
の
わ
れ
に
か
へ
り
て
、
い
ふ
ま
じ
き
事
、
か

た
り
が
た
き
次
第
な
ど
さ
ま
ぇ
＼
ぞ
有
る
。
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自
己
主
体
を
確
立
し
何
の
障
碍
も
な
く
自
己
実
現
す
る
夢
の
な
か
の
「
我
」

と
、
そ
う
で
は
な
い
現
実
の
「
我
」
と
の
逵
巡
は
、
「
誠
に
我
は
女
成
り
け

る
も
の
を
」
と
い
う
母
体
を
得
て
統
合
さ
れ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
孤
絶
の

中
に
し
か
、
在
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。
勝
本
清
一
郎
は
、
こ
の
箇
所
を

「
一
葉
に
と
っ
て
世
の
中
は
ど
う
に
も
女
の
力
に
及
ば
な
い
不
如
意
の
世
の

中
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
世
俗
的
な
、
主
と
し
て
男
の
、
力
関
係
で
が
雁
字

が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
世
の
中
の
荒
浪
の
あ
い
だ
で
、
女
の
一
葉
は
何
度
も

う
め
き
声
を
発
し
、
遂
に
厭
世
の
「
甘
味
」
に
さ
そ
わ
れ
た
。
」
（
「
一
葉
．

わ
れ
は
女
な
り
け
る
も
の
を
」
、
『
近
代
文
学
ノ
ー
ト
２
』
所
収
、
み
す
ず
書

房
、
一
九
七
九
年
）
と
解
釈
し
た
。
確
か
に
こ
の
暗
い
嘆
き
は
、
博
文
館
に

よ
っ
て
押
し
出
さ
れ
た
場
所
が
、
男
性
論
理
に
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い

し
ば
し
文
机
に
頬
づ
え
つ
き
て
お
も
へ
ぱ
、
誠
に
わ
れ
は
女
成
け
る
も

の
を
、
何
事
の
お
も
ひ
あ
り
と
て
、
そ
は
な
す
べ
き
事
か
は
。

わ
れ
に
風
月
の
お
も
ひ
有
や
い
な
や
を
し
ら
ず
。
塵
の
世
を
す
て
鼻
深

山
に
は
し
ら
ん
こ
出
ろ
あ
る
に
も
あ
ら
ず
。
さ
る
を
厭
世
家
と
ゆ
び
さ

す
人
あ
り
。
そ
は
何
の
ゆ
ゑ
な
ら
ん
。
（
中
略
）
か
上
る
界
に
身
を
置

き
て
あ
け
く
れ
に
見
る
人
の
一
人
も
友
と
い
へ
る
も
な
く
我
れ
を
し
る

も
の
空
し
き
を
お
も
へ
ぱ
あ
や
し
う
一
人
こ
の
世
に
生
れ
し
心
地
ぞ
す

る
。
我
れ
は
女
な
り
。
い
か
に
お
も
へ
る
こ
と
あ
り
と
も
そ
は
世
に
行

ふ
く
き
事
か
あ
ら
ぬ
か
。

（
「
ミ
つ
の
上
」
、
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
日
の
項
、
『
樋
口
一
葉
全

集
』
第
三
巻
（
上
）
所
収
）

う
こ
と
へ
の
気
づ
き
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
張
り
巡
ら
さ
れ
た
権
力
の
機
構

は
男
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
葉
が
介
入
す
る
隙
間
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。

だ
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
を
挺
子
に
、
自
己
の
主
体
が
ど
こ
に
も
奪
還
さ
れ
な

い
確
か
な
指
標
と
し
て
の
「
女
性
」
を
発
見
し
た
一
葉
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
不
平
等
を
転
倒
さ
せ
、
権
力
の
支
配
・

分
配
原
理
か
ら
独
立
し
た
場
所
と
し
て
「
女
性
」
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
す
ね
も
の
」
、
「
厭
世
家
」
の
意
味
内
容
の
価
値
転
倒
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
な
お
そ
れ
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
通
俗
的
な
男
性
視
点
で
構
築
さ
れ
た
「
女
性
」
と
は
別
の
地
平
に

置
か
れ
て
い
る
、
極
め
て
純
化
し
た
具
体
的
な
身
体
を
指
し
て
い
る
。

一
葉
に
語
る
欲
望
が
充
溢
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
作
品
、

和
歌
、
日
記
な
ど
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
見
る
の
は

間
違
い
で
あ
ろ
う
。
一
葉
は
語
れ
な
い
苦
し
み
を
内
省
的
に
訴
え
る
。
「
も

の
つ
つ
み
の
君
」
と
呼
ば
れ
た
少
女
の
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
の
語
る
欲
望
は
常

に
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
満
た
さ
れ
な
い
渇
き
を
知
り
も
し
な
い
で
、
孤
蝶

は
彼
女
を
「
す
ね
も
の
」
と
か
ら
か
っ
た
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
り
、
名
づ
け

ら
れ
た
り
す
る
た
び
に
一
葉
の
内
部
に
去
来
す
る
違
和
感
は
、
お
そ
ら
く
は

彼
女
の
な
か
に
夢
の
中
に
見
る
よ
う
な
語
り
の
欲
望
を
遺
憾
な
く
満
足
さ
せ

る
理
想
の
「
我
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
作
品
を
書
き
、
発
表

す
る
ス
テ
ッ
プ
の
な
か
で
感
知
さ
れ
た
社
会
矛
盾
の
諸
相
は
、
一
葉
に
、
そ

の
不
可
能
性
を
学
習
さ
せ
た
。
そ
れ
は
落
胆
す
る
経
験
で
あ
り
な
が
ら
、
一

方
に
欲
望
が
十
全
に
満
た
さ
れ
る
地
点
な
ど
な
い
の
だ
と
い
う
了
解
を
さ
せ

た
の
だ
。

五
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語
り
の
主
体
と
し
て
認
知
し
て
き
た
自
己
が
、
実
は
重
層
的
に
構
築
さ
れ

た
諸
条
件
に
よ
っ
て
可
変
的
に
存
在
し
、
そ
の
存
在
の
あ
り
方
が
自
己
主
体

た
。
そ
こ
一

で
も
な
い
。

悪
意
が
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
孤
蝶
が
呼
び
か
け
た
「
す
ね
も
の
」
と

い
う
言
葉
に
、
一
葉
は
侮
蔑
さ
れ
た
と
感
じ
、
深
く
拘
っ
た
。
こ
の
出
発
が
、

語
る
欲
望
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
、
自
己
主
体
の
喪
失
に
不
満
・
不
安

を
募
ら
せ
る
一
葉
自
身
の
内
的
意
識
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
っ
た
。
バ
ト

ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
葉
が
孤
蝶
の
呼
び
か
け
に
根
本
的
に
依
存
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
葉
は
そ
の
言
葉
に
鋭
く
反
応
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、

そ
の
言
葉
を
外
在
化
さ
せ
な
が
ら
、
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き
直
し

た
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
の
は
、
本
当
の
「
私
」
で
も
、
何
も
無
い
「
私
」

「
す
ね
も
の
」
と
い
う
孤
蝶
の
呼
び
か
け
に
生
起
し
た
一
葉
の
主
体
を
求

め
る
放
浪
は
こ
う
し
て
現
実
の
一
葉
の
身
体
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ジ
ュ
デ

ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
『
触
発
す
る
言
葉
』
野
。
耳
画
匡
の
ぎ
の
①
呂
含
ｏ
匡
匡
の
烏
の
ゞ

ら
召
）
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

も
し
も
言
語
が
身
体
を
支
え
て
い
る
な
ら
、
言
語
が
身
体
の
存
在
を

脅
威
に
さ
ら
す
こ
と
も
あ
り
え
る
。
つ
ま
り
、
言
語
が
暴
力
を
ふ
る
う

可
能
性
は
、
す
べ
て
の
語
る
存
在
が
、
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
ひ
と
を
構

築
す
る
《
他
者
》
か
ら
の
呼
び
声
に
根
本
的
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に

深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

（
竹
村
和
子
訳
、
『
思
想
』
一
九
九
八
年
一
○
月
）

わ
が
如
き
も
の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
べ
き

な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
一
葉
が
、
自
己
の
語
る
欲
望
の
発
話
へ
の

拘
り
を
捨
て
、
自
己
実
現
の
場
所
と
し
て
の
「
女
性
」
、
つ
ま
り
自
己
身
体

を
発
見
し
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ず
っ
と
求
め
続
け
た
「
わ
が
如
き
も

の
、
わ
が
如
く
し
て
過
ぬ
く
き
」
た
め
の
、
も
っ
と
も
確
か
な
場
所
を
獲
得

し
た
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
は
女
成
け
る
も
の
を
」
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
嘆
き

か
ら
出
で
な
が
ら
、
確
固
た
る
内
的
世
界
へ
と
、
言
語
的
な
制
約
を
超
え
て

探
索
す
る
意
思
を
表
明
す
る
、
一
葉
の
独
立
宣
言
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

付
記
『
樋
口
一
葉
全
集
』
か
ら
の
引
用
は
、
一
部
句
読
点
、
濁
点
を
補
っ
て

表
記
し
た
。

（
な
か
が
わ
・
し
げ
み
本
学
教
授
）

五
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