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は
じ
め
に

　
「
大
隈
祭
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
九
回
目
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
お
話
し
す
る
の
も
三
度
目
で
す
。
第
一
回
目
の
二
〇
一
二

年
に
は
、
大
隈
さ
ん
が
政
府
を
追
い
出
さ
れ
た
経
過
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
政
府
の
ト
ッ
プ
に
い
た
の
に
、
一
転
し
て
野
に
下
ら
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
に
つ
い
て
で
す
。
三
年
前
の
二
回
目
、
二
〇
一
六
年
は
、
ち
ょ
う
ど
岩
波
文
庫
で
早
稲
田
大
学

編
『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
を
出
版
し
た
後
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
素
材
に
、
大
隈
さ
ん
が
何
を
語
っ
た
の
か
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

三
回
目
の
今
日
は
、「
新
政
府
の
な
か
の
大
隈
重
信
」
に
焦
点
を
当
て
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
昨
年
、
大
隈
祭
で
話
を
し
た
真
辺
将
之
さ
ん
は
、
著
書
『
大
隈
重
信
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
）
の
な
か
で
、
明
治
初
年
の
大

隈
さ
ん
に
つ
い
て
、「
後
年
の
、
政
治
的
見
解
を
問
わ
ず
大
勢
の
客
人
を
自
邸
に
迎
え
入
れ
た
大
隈
の
姿
勢
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
」

〔「
大
隈
祭
」
に
お
け
る
講
演
活
動
〕

参
議
大
隈
重
信
の
情
報
網

│
│ 『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
を
手
が
か
り
に 

│
│

大
日
方　

純　

夫
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と
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
外
交
つ
い
で
財
政
の
舞
台
で
活
躍
し
て
頭
角
を
現
し
、
近
代
化
政
策
に
邁
進
」
し
た
切
れ
者
が
大
隈
さ
ん
で
、

ば
り
ば
り
政
策
を
進
め
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
真
辺
さ
ん
の
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
木
戸
孝
允
は
、
大
隈
の
才
気
は
、
義

弘
・
村
正
の
名
剣
の
ご
と
し
、
つ
ま
り
鋭
い
切
れ
味
だ
、
シ
ャ
ー
プ
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
三
条
実
美
も
、
大
隈
・
伊
藤
の
二
人

は
非
常
に
優
秀
で
、
得
難
い
人
物
で
あ
り
、
頼
も
し
い
が
、
英
敏
の
あ
ま
り
、「
人
を
籠
絡
し
権
謀
術
数
に
近
く
、
温
和
の
気
象
包
容
の

度
量
」
が
な
い
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
切
れ
者
の
大
隈
さ
ん
が
、
参
議
時
代
の
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
か
ら
、
政
府

を
追
わ
れ
る
ま
で
の
約
一
〇
年
間
に
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
集
め
て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

佐
々
木
隆
さ
ん
は
、『
伊
藤
博
文
の
情
報
戦
略
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
）
の
な
か
で
、「
政
治
家
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
情
報
を
収

集
し
、
伝
達
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
分
析
・
評
価
し
、
行
動
に
移
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
情

報
は
彼
ら
の
行
動
に
と
っ
て
ど
の
程
度
、
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
純
で
常
識
的
な
問
題
だ
が
、
正
面
切
っ
て
尋
ね
ら
れ
る

と
意
外
に
答
え
に
く
い
設
問
で
あ
る
。
事
実
、
日
本
近
代
史
の
分
野
で
、
こ
う
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。
佐
々
木
さ
ん
は
、
伊
藤
博
文
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
明
治
初
期
の
大
隈
さ
ん
に
即
し
て
、
こ
れ
を
解
明
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

Ⅰ　
『
大
隈
重
信
自
叙
伝
』
と
「
監
部
設
置
」・「
浪
人
探
偵
」

　

さ
て
、『
大
隈
重
信
演
説
談
話
集
』
は
で
き
ま
し
た
が
、
岩
波
書
店
と
の
約
束
が
あ
り
、
も
う
一
冊
、
大
隈
さ
ん
の
自
叙
伝
を
作
る
こ

と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
昨
年
（
二
〇
一
八
年
）
三
月
、『
大
隈
重
信
自
叙
伝
』
と
し
て
、
同
じ
岩
波
文
庫
で
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
隈
さ
ん
の
文
庫
本
二
冊
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
佐
賀
の
方
に
は
『
自
叙
伝
』
が
お
勧
め
で
す
。
生
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い
立
ち
か
ら
の
佐
賀
時
代
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
後
ろ
を
あ
ま
り
振
り
返
り
た
が
ら
な
い
人
で
す
。
昔
の
こ
と
は
余
り
し
ゃ
べ
ら
な
い
し
、
書
か
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

日
清
戦
争
の
頃
に
大
隈
さ
ん
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
『
大
隈
伯
昔
日
譚
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
聞
き
手

が
大
隈
さ
ん
の
話
を
も
と
に
文
章
を
作
っ
て
文
語
体
で
書
い
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
読
ん
で
み
る
と
大
隈
さ
ん
ら
し
く
な
い
語
り
口
で

す
。
非
常
に
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
が
、
明
治
初
期
の
「
征
韓
論
政
変
」
ま
で
で
、
そ
の
後
は
語
っ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
大
隈
さ
ん
は
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
一
月
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
前
年
夏
、「
征
韓
論
政
変
」
以
後
に
つ
い
て
も
話

し
て
い
て
、『
報
知
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
隈
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
途
中
で
中
止
さ
れ
、
聞
き
取
り
の
内
容

は
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
後
あ
た
り
ま
で
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
そ
の
後
」
は
語
ら

れ
な
い
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。
最
晩
年
の
昔
語
り
で
す
。

　

こ
の
新
聞
連
載
は
、大
隈
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
す
ぐ
後
、聞
き
手
の
松
枝
保
二
の
編
で
、『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
と
い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
、

報
知
新
聞
社
出
版
部
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
征
韓
論
政
変
」
ま
で
の
『
大
隈
伯
昔
日
譚
』
と
、
こ
の
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』

を
つ
な
げ
て
、「
自
叙
伝
」
を
作
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
し
か
し
、「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
で
政
府
を
追
わ
れ
た
後
は
、
余
り
な
い
。

や
む
を
得
な
い
の
で
、
大
隈
さ
ん
の
談
話
な
ど
か
ら
選
び
出
し
て
、「
そ
の
後
」
を
編
集
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
岩
波
文
庫
の
『
大
隈
重
信
自
叙
伝
』
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
す
が
、
分
量
の
制
約
の
た
め
、
も
と
の
二
つ
の
『
昔
日
譚
』

か
ら
か
な
り
割
愛
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
は
、
か
な
り
割
愛
し
て
い
ま
す
。
自
叙
伝
に
ふ
さ
わ
し
い
と
こ

ろ
は
入
れ
ま
し
た
が
、「
昔
日
譚
」
と
い
う
こ
と
で
、
昔
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
思
い
出
し
て
話
し
て
い
ま
す
か
ら
、「
自
叙
伝
」
に
合
致
し

な
い
と
こ
ろ
は
落
と
し
て
い
ま
す
。「
二　

開
化
政
策
の
推
進
と
明
治
十
四
年
の
政
変
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
原
本
に
あ
る
「
演
劇
、
能
楽

一
夕
話
」、「
音
楽
、
美
術
門
外
話
」、「
我
国
最
初
の
製
糸
工
場
」、「
明
治
維
新
と
宗
教
上
の
変
革
」、「
学
術
の
進
歩
と
教
育
の
普
及
」、「
人
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才
登
用
と
各
藩
の
門
閥
」、「
豪
傑
揃
ひ
の
築
地
梁
山
泊
」、「
藩
閥
の
合
縦
連
衡
と
人
物
分
布
」、「
法
制
統
一
と
官
僚
政
治
」、「
藩
閥
勢
力

の
漸
次
衰
退
」、「
監
部
設
置
と
浪
人
探
偵
」
は
、
収
録
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
こ
の
落
と
し
た
部
分
の
中
に
「
監
部
設
置
と
浪
人
探
偵
」
が
あ
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
の
晩
年
の
語
り
と
い
う
こ
と
で
、
い
い
加

減
な
内
容
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
し
ま
す
よ
う
に
、
調
べ
て
み
た
ら
正
確
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分

か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
思
い
つ
き
で
し
ゃ
べ
っ
た
の
で
は
な
く
、
正
確
で
、
か
つ
大
隈
さ
ん
の
話
が
な
け
れ
ば
、
闇
に
消
え
て
し
ま
い

か
ね
な
い
事
実
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
今
日
は
こ
れ
に
絞
っ
て
お
話
し
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

Ⅱ　

大
隈
重
信
と
政
府
情
報
機
関
（
監
部
）

（
１

）
監
部
の
設
置

　

大
隈
さ
ん
は
、
松
枝
保
二
編
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
の
回
想
談
の
な
か
で
、
弾
正
台
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
人
心
の
動
揺
は
ま
す
ま
す
は
な

は
だ
し
く
、
陰
謀
や
暗
殺
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
の
で
、
そ
の
後
、
新
た
に
監
部
と
い
う
も
の
を
お
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
弾
正
台
と
い

う
の
は
、
新
政
府
草
創
の
時
期
に
創
ら
れ
た
監
察
機
関
と
い
う
か
、
偵
察
機
関
で
す
。
評
判
が
悪
く
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、

武
士
が
潰
れ
て
失
職
し
、「
不
平
家
」
が
た
く
さ
ん
い
る
。煽
動
家
も
あ
り
、人
心
が
は
な
は
だ
安
定
を
欠
い
て
、非
常
に
危
険
な
状
態
だ
っ

た
。
表
面
上
、
地
方
官
も
あ
り
、
警
察
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
な
の
で
、
別
に
「
監
部
」
を
お
い
て
人
心

の
動
き
を
察
し
よ
う
と
し
た
と
、
大
隈
さ
ん
は
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
役
目
は
、「
刑
事
」
と
か
「
密
行
」
と
か
い
う
も
の
で
、
表
面
の

官
吏
と
し
た
の
で
は
ま
ず
い
か
ら
、
極
め
て
隠
密
に
仕
事
を
さ
せ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
監
部
に
つ
い
て
、
大
隈
さ
ん
は
、
そ
の
時
の
相
談
で
、「
我
輩
」
が
そ
の
長
官
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
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と
は
「
頗
る
不
得
手
」
な
の
で
、
当
時
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
出
入
り
し
て
い
た
「
浪
人
や
ら
豪
傑
連
中
や
ら
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
と

語
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
隈
さ
ん
が
長
官
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
現
在
、
裏
付
け
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
長
官
と
い
っ
て
も
、
正
式
な
ポ

ス
ト
に
は
、
ど
う
も
な
っ
て
い
な
い
。
参
議
と
い
う
こ
と
で
、
内
輪
の
相
談
で
担
当
者
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
監
部
そ
の

も
の
は
、
大
隈
さ
ん
の
単
な
る
回
想
で
は
な
く
、
正
式
の
政
府
機
関
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

監
部
の
設
置
に
関
係
し
て
、
伊
藤
博
文
は
一
八
七
一
年
、
諸
官
員
を
監
督
す
る
の
は
、
参
議
お
よ
び
行
政
各
部
の
長
官
の
任
務
な
の
で
、

参
議
は
「
密
使
」
を
使
っ
て
四
方
の
状
況
や
官
員
の
「
正
非
」
を
「
偵
知
」
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
政
府
ト
ッ
プ
の

政
治
家
は
、
各
地
方
の
様
子
や
役
人
の
状
況
を
密
偵
に
探
ら
せ
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
新
政
府

草
創
の
時
期
、
地
方
の
役
人
は
新
政
府
の
も
と
に
あ
り
ま
し
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
政
府
の
方
針
通
り
に
仕
事
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
地
方
の
役
人
が
一
体
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
表
向
き
の
情
報
だ
け
で
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
裏
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
情
報
を
集
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
各
地
に
江
戸
時
代
で
言
え
ば
、
隠
密
と
か
、
御
庭
番
と
か
、
こ
う
し
た

人
物
を
派
遣
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

木
戸
孝
允
も
、
や
は
り
同
じ
年
、
参
議
は
各
省
・
各
官
の
実
状
・
実
況
を
詳
細
に
知
ら
な
け
れ
ば
、
政
策
執
行
に
障
害
を
生
じ
る
と
し

て
、
各
地
に
「
隠
密
の
細
作
」、「
細
作
」
と
は
密
偵
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
派
遣
し
て
探
索
に
あ
た
ら
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
関
係
者
以
外
、
こ
の
こ
と
は
秘
密
に
し
、
も
ち
ろ
ん
「
隠
密
の
探
鑿
書
」
は
参
議
以
外
の
人
に
見
せ
て
は
な
ら
な
い
と
述

べ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
七
月
、
太
政
官
正
院
と
い
う
政
府
の
中
枢
機
関
の
も
と
に
、「
監
部
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

「
監
部
課
事
務
章
程
」
は
監
部
に
つ
い
て
、「
正
院
耳
目
ノ
官
」
で
あ
り
、「
諸
官
省
各
局
各
地
方
官
員
奉
職
ノ
怠
惰
処
務
ノ
奸
詐
ヲ
行
走
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探
索
ス
ル
ノ
職
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
情
報
収
集
す
る
た
め
の
専
門
機
関
で
す
。「
監
部
ノ
行
走
探
索
」
は
、
す
べ

て
「
三
職
」
の
命
令
に
従
っ
て
派
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
三
職
と
は
大
臣
や
参
議
の
こ
と
で
す
。
政
府
ト
ッ
プ
の
政
治
家
は
、

こ
の
監
部
を
使
っ
て
情
報
収
集
活
動
を
展
開
す
る
の
で
す
。

　

一
八
七
一
年
七
月
に
定
め
ら
れ
た
「
監
部
心
得
」
が
あ
り
ま
す
。
監
部
は
「
三
職
ノ
耳
目
」、
つ
ま
り
耳
や
目
だ
と
し
て
、
監
部
の
官

員
は
、
諸
官
省
お
よ
び
各
地
方
官
員
の
「
奉
職
処
務
上
ノ
作
悪
」
を
探
索
す
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自

ら
「
官
人
」
と
称
し
た
り
、「
御
用
」
に
付
き
「
某
事
」
を
な
す
な
ど
と
「
自
称
」
す
る
こ
と
は
、「
勿
論
厳
禁
」
だ
と
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、「
御
用
ノ
事
」
は
、
親
子
兄
弟
た
り
と
も
漏
ら
す
こ
と
は
「
一
切
厳
禁
」
だ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
中
央
諸
官
庁
の
役
人
や
、

各
地
方
の
役
人
の
状
況
を
秘
密
裡
に
探
索
す
る
た
め
に
、
監
部
が
設
置
さ
れ
た
の
で
す
。

（
２

）
監
部
の
ス
タ
ッ
フ

　

で
は
、
誰
が
監
部
か
。
実
は
、『
官
員
録
』
な
ど
を
見
て
も
、
誰
が
監
部
な
の
か
、
機
密
性
が
高
い
ポ
ス
ト
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
記

載
が
な
く
て
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、「
監
部
諸
証
署
類
」
と
か
、「
監
部
諸
証
録
」
と
い
う
資
料
が
、
国

立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
書
店
で
購
入
し
た
ら
し
く
、
来
歴
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
書
類

に
、
誰
々
に
い
く
ら
渡
し
た
と
か
、
ど
こ
に
ど
こ
に
派
遣
し
た
と
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
洗
い
出
し
て
み
る
と
、
一
部
で
は

あ
り
ま
す
が
、
監
部
関
係
者
の
顔
ぶ
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
し
か
も
、
こ
れ
に
は
、
監
部
の
正
式
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な
く
、
諜

者
、
異
宗
徒
掛
諜
者
、
臨
時
雇
諜
者
、
偵
員
と
い
う
、
探
索
に
あ
た
っ
た
諜
者
・
密
偵
に
関
す
る
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
類
か
ら
、

各
年
・
月
ご
と
の
人
数
を
集
計
し
た
も
の
が
別
表
で
す
。
こ
の
表
に
あ
る
よ
う
な
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
、
各
地
の
情
報
収
集
を
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
公
式
の
資
料
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
書
類
か
ら
わ
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か
る
の
は
一
八
七
四
年
以
降
で
す
。
監
部
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
八
七

一
年
七
月
で
す
か
ら
、
活
動
を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
た
に
違
い
な
い

肝
心
な
時
期
の
状
況
は
、
残
念
な
が
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
こ
の
表
の
な
か
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
異
宗
徒
掛
諜
者

で
す
。
新
政
府
は
草
創
の
時
期
、
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
て
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教

関
係
の
情
報
を
収
集
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
異
宗
徒
掛
諜
者
が
こ

れ
を
担
当
し
、
各
地
で
宣
教
師
な
ど
の
も
と
に
潜
入
し
て
い
ま
し
た
。

後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
大
隈
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
後
、
早
稲
田
大
学
に

寄
贈
さ
れ
た
文
書
の
な
か
に
、
異
宗
徒
掛
諜
者
の
人
名
と
配
置
を
記
載

し
た
資
料
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
長
崎
、
大
阪
、
東
京
、

横
浜
、
函
館
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
の
拠
点
に
配
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
・
信

仰
は
黙
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
取
締
り
体
制
に
は
終
止
符
が
打
た
れ

ま
す
。
そ
の
結
果
、
異
宗
徒
掛
諜
者
は
、
別
表
の
よ
う
に
、
一
八
七
四

年
、
一
四
人
か
ら
七
人
に
半
減
し
、
さ
ら
に
六
月
ま
で
で
一
切
消
え
て

い
ま
す
。

【別表】　諜者数の推移（「監部諸証録」による）

1874年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

　諜者 14 10 13 12 10 10 14 16 15 14 15 15

　異宗徒掛諜者 14 14 14 7 7 7

　臨時雇諜者 9 11 6 8 10 13 13 13 12 10 9

　偵員 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

1875年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

　諜者 18 17 19 19 19 17 16 16 15 19 17 18

　臨時雇諜者 10 8 9 10 9 9 10 14 14 10 10 10

　偵員 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 11 11

1876年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

　諜者 19 17 16

　当分諜者 10 11 10

　偵員 11 11 11 16 12 7 10 10 10 7 7 9

1877年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

─ 7 7 5 5 4 4 4 3 4 4
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そ
の
後
、
監
部
の
探
索
活
動
の
中
心
は
、
地
方
行
政
の
探
索
と
な
り
ま
す
。
一
八
七
四
年
一
一
月
の
「
監
部
課
員
派
出
心
得
」
で
は
、

「
時
態
人
情
ノ
変
遷
ヲ
速
知
」
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
、
①
各
府
県
治
の
状
況
、
②
官
員
の
勤
務
状
況
（
長
官
・
次
官
の
和
・
不
和
の
状
況
）、

③
人
情
の
向
背
、
苦
情
の
有
無
、
④
貫
属
士
族
の
方
向
、
生
計
の
状
況
、
⑤
忠
孝
節
義
奇
特
者
、
⑥
鰥
寡
孤
独
廃
疾
者
、
⑦
学
校
、
⑧
徴

兵
、
⑨
道
路
・
橋
梁
・
堤
防
の
修
理
、
⑩
開
墾
・
物
産
・
諸
会
社
、
な
ど
に
つ
い
て
探
索
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ⅲ　

大
隈
重
信
の
情
報
人
脈
と
探
索
活
動

（
１

）
大
隈
重
信
と
五
代
友
厚
・
北
畠
治
房

　

で
は
、
一
体
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
大
隈
さ
ん
に
つ
な
が
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大
隈
さ
ん
の
情
報
人
脈
と
い
う
こ
と
で
、

今
回
お
話
し
す
る
た
め
に
あ
れ
こ
れ
調
べ
て
い
て
、「
え
？
」
と
意
外
な
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
以
前
、
こ
の
大
隈
祭
で
「
明
治
十
四

年
の
政
変
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
政
変
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
事
件
に
つ
い
て
、

薩
摩
出
身
の
政
商
五
代
友
厚
と
政
府
の
薩
摩
系
の
癒
着
を
大
隈
さ
ん
が
批
判
し
た
こ
と
も
要
因
と
な
っ
て
、
大
隈
さ
ん
が
政
府
を
追
わ
れ

た
と
い
う
流
れ
で
お
話
し
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
五
代
と
大
隈
は
仲
が
悪
か
っ
た
と
錯
覚
し
か
ね
な
い
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
。

二
人
は
非
常
に
親
密
で
仲
が
良
か
っ
た
。
資
料
を
見
て
み
る
と
、
二
人
が
情
報
交
換
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。

　
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
で
大
隈
さ
ん
は
、「
我
輩
に
は
ド
ウ
し
て
も
此
役
目
だ
け
は
出
来
ぬ
。
我
輩
は
こ
ん
な
こ
と
は
余
り
好
で
も
な
い
が
、

不
得
手
で
も
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
陽
気
な
方
で
、
探
偵
等
と
云
ふ
陰
険
な
仕
事
は
出
来
ぬ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
ど
う
し

た
の
か
。「
北
畠
を
以
て
其
親
分
に
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
は
北
畠
治
房
が
大
隈
さ
ん
の
も
と
で
「
探
偵
」
の
元
締
め
を
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
北
畠
を
大
隈
さ
ん
に
最
初
に
紹
介
し
た
の
が
、
五
代
友
厚
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
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五
代
が
大
隈
さ
ん
に
北
畠
を
紹
介
し
た
証
拠
が
あ
る
の
か
ど
う
か
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
編
集
し
た
『
大
隈

重
信
関
係
文
書
』
の
な
か
に
、
五
代
か
ら
の
大
隈
宛
の
手
紙
が
あ
り
ま
し
た
。
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
八
月
二
三
日
付
の
手
紙
で
す
。

五
代
は
、「
北
畠
四
郎
と
申
す
仁
は
、
以
前
か
ら
の
知
り
合
い
」
で
、
近
年
は
だ
い
ぶ
開
け
て
き
て
、「
開
化
人
物
に
属
す
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、「
愉
快
な
る
人
物
」
な
の
で
、
現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
採
用
し
よ
う
と
い
う
折
か
ら
、
北
畠
に
会
っ
て
ほ
し
い
と

願
い
出
て
い
ま
す
。
北
畠
は
四
方
に
交
わ
り
が
広
く
、
使
う
と
必
ず
役
に
立
つ
と
紹
介
し
て
、
彼
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
伝
え
て
い
る
の
で

す
。

　

そ
の
後
、
同
年
一
一
月
一
二
日
付
の
手
紙
で
も
、
五
代
は
大
隈
さ
ん
に
、
北
畠
に
会
っ
て
京
都
・
大
阪
方
面
の
状
況
を
直
接
に
聞
い
て

ほ
し
い
と
要
請
し
、
さ
ら
に
、
同
人
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
託
し
て
も
大
丈
夫
な
の
で
、
使
っ
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
申
し
入
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
薩
摩
の
五
代
友
厚
と
大
隈
さ
ん
が
、
な
ぜ
知
り
合
い
な
の
か
、
仲
が
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。『
五
代
友
厚
伝
』

（
宮
本
又
次
、
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
し
て
み
ま
す
と
、「
五
代
は
長
崎
に
お
い
て
（
中
略
）
佐
賀
の
大
隈
八
太
郎
（
重
信
）
と
も
交

際
を
重
ね
て
い
た
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
幕
末
の
時
期
、
五
代
は
長
崎
に
出
て
、
各
藩
の
志
士
と
交
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。

大
隈
さ
ん
も
長
崎
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
で
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

つ
ぎ
に
五
代
と
北
畠
の
関
係
で
す
が
、『
五
代
友
厚
伝
』
は
、
長
崎
に
潜
伏
中
、
五
代
は
何
度
か
攘
夷
派
の
た
め
に
暗
殺
の
危
機
に
さ

ら
さ
れ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
五
代
は
訪
ね
て
く
る
攘
夷
派
の
人
々
と
激
論
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
も
、
五
代
の
情
熱
に
動
か
さ
れ
て
、

結
局
、
開
国
論
者
に
転
向
し
た
と
し
て
、
北
畠
の
名
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
天
誅
組
に
組
み
し
て
、（
中
略
）
薩
摩
に
亡
命
し

て
い
た
北
畠
治
房
も
、
五
代
に
会
っ
て
説
服
さ
れ
、
開
国
論
者
に
か
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
す
。
ま
た
、『
五
代
友
厚
伝
』
は
、「
五

代
は
部
下
・
輩
下
に
優
秀
な
密
偵
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
集
め
た
情
報
を
政
府
と
交
換
し
て
い
た
」
と
か
、「
五
代
は
中
央
権
力
に
多
く

の
親
交
あ
る
人
物
を
持
ち
、
ま
た
腹
心
の
も
の
を
入
れ
て
い
た
。
司
法
官
北
畠
治
房
か
ら
の
書
翰
は
政
府
部
内
の
動
静
、
消
息
を
よ
く
伝
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え
て
い
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
五
代
友
厚
、
北
畠
治
房
、
そ
し
て
大
隈
さ
ん
の
人
的
な
つ
な
が
り
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
北
畠
人
脈

に
は
ど
う
い
う
人
物
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
隈
さ
ん
は
、『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

北
畠
の
乾こ

児ぶ
ん

に
は
大
分
面
白
い
人
が
居
つ
た
。
昔
の
勤
王
家
連
中
で
、
例
へ
ば
千
秋
と
云
ふ
神
主
で
、
尾
州
一
宮
の
宮
司
に
な
つ
た
、
こ
れ
が
妙
な

男
で
あ
つ
た
。
筑
後
柳
川
の
人
で
後
画
家
に
な
つ
た
が
、
却な
か
な
か々

勝
れ
た
歴
史
画
を
書
い
て
居
た
。
十
年
程
前
ま
で
生
き
て
居
た
ん
で
あ
る
。
河
辺
と

か
何
と
か
云
つ
た
三
河
の
国
の
豪
家
ら
し
い
の
も
居
た
。
其
他
国
学
者
だ
と
か
神
主
だ
と
か
云
ふ
乾
児
共
が
方
々
に
沢
山
居
た
。（
中
略
）
監
部
に

は
我
輩
の
部
下
も
三
十
人
程
居
た
が
、
実
に
奇
々
怪
々
の
人
達
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
先
づ
こ
れ
で
大お
お

凡よ
そ

国
々
に
ど
う
云
ふ
不
穏
の
団
体
が
あ
る
か
、

ど
う
云
ふ
不
平
分
子
が
居
る
か
ゞ
大
概
解
つ
た
。

　

北
畠
の
子
分
に
は
、
だ
い
ぶ
お
も
し
ろ
い
人
物
が
い
た
。
勤
皇
家
連
中
で
、
例
え
ば
「
ち
あ
き
」
と
読
む
か
「
せ
ん
し
ゅ
う
」
と
読
む

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
神
主
と
い
う
こ
と
で
、
尾
州
・
尾
張
の
一
宮
の
宮
司
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
他
に
、
国
学
者
、

神
主
、
い
ろ
い
ろ
な
子
分
が
北
畠
の
配
下
に
は
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
監
部
に
は
自
分
の
部
下
も
三
〇
人
ぐ
ら
い
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
ど
う
い
う
不
穏
の
団
体
が
あ
る
か
、
ど
う
い
う
不
平
分
子
が
い
る
か
が
大
体
分
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

大
隈
さ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
収
集
網
を
使
い
な
が
ら
、
明
治
初
年
の
各
地
方
の
状
況
を
調
査
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
う
か
が
え
ま

す
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
を
探
し
て
み
ま
す
と
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
三
月
三
日
付
の
大
隈
さ
ん

宛
の
北
畠
の
手
紙
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
「
別
紙
又
々
大
伴
千
秋
よ
り
さ
し
越
文
中
何
も
珍
変
無
之
候
へ
ど
も
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
大

伴
か
ら
の
情
報
が
北
畠
に
来
て
、
そ
れ
が
大
隈
さ
ん
に
渡
る
と
い
う
流
れ
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
三
月
一
五
日
付
の
北
畠
の
手
紙

で
は
、「
千
秋
」
が
静
岡
あ
た
り
に
い
る
こ
と
が
大
隈
さ
ん
に
伝
え
ら
れ
、
別
紙
と
し
て
北
畠
宛
て
の
大
伴
の
手
紙
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
情
報
が
収
集
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
情
報
ル
ー
ト
の
一
つ
が
、
大
伴
↓
北
畠
↓
大
隈
と
い
う
流
れ

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
２

）「
大
隈
文
書
」
の
な
か
の
探
索
報
告
書

　

大
隈
さ
ん
は
、「
我
輩
」
が
監
部
の
「
長
官
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
い
か
し
、
以
上
お
話
し
し
て
き
た
の
は
、

大
隈
さ
ん
自
身
の
回
想
と
、
大
隈
さ
ん
宛
の
手
紙
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、「
長
官
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
証
拠

が
必
要
で
す
。
つ
ま
り
、
密
偵
の
報
告
書
が
な
い
と
、
手
紙
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
回
想
で
は
証
拠
が
つ
か
め
な
い
。
そ
こ
で
、

大
隈
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
後
、
遺
族
か
ら
早
稲
田
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
膨
大
な
資
料
、
現
在
、
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
大
隈

文
書
」
を
見
て
み
る
と
、
密
偵
の
報
告
書
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
大
隈
さ
ん
が
監
部
の
元
締
め
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
も
の
で
す
。

　

実
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
関
係
で
は
、「
大
隈
文
書
」
の
な
か
の
探
索
報
告
書
を
使
っ
た
研
究
が
、
か
ね
て
か
ら
か
な
り
あ
り
ま
す
。「
大

隈
文
書
」
の
目
録
で
は
、
た
だ
一
項
目
、「
耶
蘇
教
諜
者
各
地
探
索
報
告
書
（
明
治
４

・
12
〜
６

・
４

）　

諜
者
豊
田
道
二
等
」
と
あ
る
だ
け

で
す
が
、
実
際
に
は
二
三
冊
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
探
索
報
告
書
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
て
み
る
と
、
各
地
に
潜
入
し
た
密
偵
（
異
宗
徒
掛
諜
者
）
が
監
部
に
送
っ
た
報
告
が
、
大
隈
さ
ん
の
も
と
に
集
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
ル
ー
ト
は
、
諜
者
↓
監
部
（
担
当
は
小
池
詳
敬
と
小
栗
憲
一
）
↓
大
隈
、
と
い
う
流
れ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
、
横
浜
に
入
り
込
ん
だ
諜
者
と
し
て
は
、
正
木
譲
と
安
藤
劉
太
郎
の
探
索
報
告
書
が
入
っ
て
い
ま
す
。
宣
教
師
の
も
と
に
潜
入

し
た
異
宗
徒
掛
の
密
偵
は
、
洗
礼
を
受
け
て
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
史
の
側
で
は
、
彼
ら
は
日
本
で
最
初

期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
「
信
者
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
不
思
議
な
現
象
で
す
。
潜
入
し
て
い
る
の
は
誰
か
。
実
は
浄
土
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真
宗
の
僧
侶
だ
っ
た
の
で
す
。
浄
土
真
宗
の
僧
侶
が
、
異
宗
徒
掛
諜
者
と
し
て
政
府
に
抱
え
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
潜
入
し
て
、

聖
書
を
読
ん
だ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
受
け
な
が
ら
、
洗
礼
ま
で
受
け
て
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

私
は
そ
の
な
か
の
一
人
、
安
藤
劉
太
郎
を
ず
っ
と
追
跡
し
て
い
て
、
出
身
地
の
愛
知
県
一
色
町
の
安
休
寺
と
い
う
お
寺
に
も
行
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
後
で
も
触
れ
ま
す
が
、
彼
は
諜
者
を
辞
め
て
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
向
こ
う
で
勉
強
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ど
こ
か

よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
以
前
、
私
も
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
時
、
調
べ
て
み
た
り
し
ま
し
た
。

　

明
治
初
期
、
浄
土
真
宗
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
対
抗
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
安
藤
劉
太
郎
も
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
て
長
崎
に

行
き
、
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
排
撃
の
活
動
を
始
め
ま
す
。
や
が
て
大
阪
に
移
っ
て
洋
学
校
に
入
り
、
宣
教
師
の
も
と
に
潜
入
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
浄
土
真
宗
の
仏
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
て
潜
入
し
、
情
報
収
集
を
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
横
浜

に
移
り
ま
し
た
が
、
こ
の
横
浜
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
内
情
探
索
報
告
書
が
、「
大
隈
文
書
」
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
安
藤
劉
太
郎

と
い
う
名
で
、「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
に
な
り
す
ま
し
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
同
時
に
潜
入
し
て
い
た
他
の
密
偵
が
、
そ
の
様
子
を
報

告
し
て
い
る
の
で
す
。「
誰
々
が
洗
礼
を
受
け
た
」
と
、
他
の
密
偵
が
報
告
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
密
偵
の
報
告
書
が
非
常
に

興
味
を
ひ
く
の
は
、
お
た
お
た
し
て
い
る
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
、
危
機
感
を
伝
え
て
い
る
点
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
一
生
懸
命
に

や
っ
て
い
る
、
教
育
や
慈
善
事
業
を
や
っ
た
り
し
て
、
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
も
し
っ
か
り
し
な
い
と
、
ま
ず
い
、
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

た
だ
し
、
政
府
が
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
て
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
役
目
が
あ
る
わ
け
で
す
。
政
府
が
認
め
て
し
ま
え
ば
、
お
払
い
箱

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
密
偵
は
、
政
府
が
キ
リ
ス
ト
教
容
認
に
転

じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
役
御
免
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
彼
ら
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
安
藤
劉
太
郎
だ

け
は
分
か
り
ま
す
の
で
、
後
で
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
す
。
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さ
て
、
他
方
で
、
密
偵
た
ち
は
各
地
方
で
も
探
索
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
各
地
に
様
々
な
不
平
や
不
満
が
渦
巻
い
て
い
る
わ
け
で

す
。
政
府
は
密
偵
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
探
っ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
調
査
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
対
象
に
接
近
す

る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
知
識
と
人
脈
が
必
要
で
す
。
外
か
ら
観
察
し
て
も
内
情
は
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
相
応
の
イ
ン
テ
リ
、
相
応
に

事
情
の
分
か
る
人
物
が
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

廃
藩
置
県
後
の
地
方
探
索
と
い
う
こ
と
で
、
探
索
書
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。「
大
隈
文
書
」
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、

も
ち
ろ
ん
、「
大
隈
文
書
」
以
外
に
他
の
政
府
高
官
、
三
条
実
美
な
ど
そ
の
他
の
人
物
の
関
係
文
書
の
な
か
に
も
報
告
書
は
あ
り
ま
す
。

大
隈
さ
ん
の
も
と
に
あ
っ
た
報
告
書
で
は
、
荘
村
省
三
と
大
伴
千
秋
の
名
が
目
立
ち
ま
す
。
大
伴
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
。

　

荘
村
省
三
は
親
密
な
情
報
係
と
し
て
大
隈
さ
ん
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
先
ほ
ど
触
れ
た
五
代
・
北
畠
と
は
別
の
人

脈
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
荘
村
省
三
と
は
一
体
誰
な
の
か
、
私
は
か
な
り
以
前
か
ら
追
究
し
て
き
ま
し
た
。
熊
本
出
身
で
、
横
井
小

楠
門
下
の
イ
ン
テ
リ
の
よ
う
で
す
。
江
戸
で
も
勉
強
し
、
や
が
て
藩
の
命
令
を
受
け
て
長
崎
に
出
張
し
て
い
ま
す
。
一
八
六
三
年
の
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
フ
ル
ベ
ッ
キ
を
知
り
、
聖
書
な
ど
を
読
み
、
教
え
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
長
崎
滞
在
中
に
洗
礼
を
受
け
ま
し
た
。
か

な
り
早
い
時
期
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
長
崎
時
代
に
大
隈
さ
ん
な
ど
と
も
知
り
合
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
荘
村
の
記

録
を
調
べ
た
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。荘
村
は
坂
本
龍
馬
、桂
小
五
郎
、そ
れ
か
ら
副
島
種
臣
な
ど
と
も
知
り
合
い
に
な
っ

た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
一
二
月
に
上
京
し
て
、
新
政
府
の
下
で
太
政
官
の
役
人
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
後
藤
新
平
の
履
歴
書
を
見
て
み
る
と
、
東
北
か
ら
東
京
に
出
て
き
た
後
藤
新
平
は
、

「
熊
本
藩
士
荘
村
省
三
ニ
随
テ
漢
学
ヲ
修
メ
」
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
荘
村
の
と
こ
ろ
に
住
み
込
み
、
勉
強
し
始
め
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

後
藤
新
平
の
伝
記
を
見
て
み
ま
す
と
、
荘
村
は
「
大
隈
重
信
等
と
も
往
来
し
て
い
た
が
、
博
覧
強
記
、
能
弁
」
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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こ
う
し
て
、
お
そ
ら
く
幕
末
・
長
崎
時
代
あ
た
り
か
ら
の
人
脈
と
し
て
、
荘
村
は
中
央
政
府
の
も
と
で
大
隈
さ
ん
と
連
携
す
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
佐
賀
の
乱
の
前
後
の
地
方
探
索
で
も
、「
大
隈
文
書
」
で
は
、
や
は
り
大
伴
千
秋
と
荘
村
省
三
の
名
が
目
に
つ
き
ま
す
。
荘
村

に
つ
い
て
は
、
西
日
本
方
面
に
入
り
込
ん
で
る
よ
う
で
す
。
大
伴
は
三
河
方
面
、
あ
る
い
は
東
北
方
面
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
書
か

ら
分
か
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
隈
さ
ん
の
回
想
録
、
各
種
の
手
紙
、
そ
し
て
報
告
書
そ
の
も
の
の
裏
付
け
か
ら
み
て
、
大
隈
さ
ん
の
情
報
網
は
、
監
部
を

中
心
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
み
て
、
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

Ⅳ　

監
部
廃
止
と
そ
の
後

（
１

）
監
部
廃
止
と
密
偵

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
隈
さ
ん
の
情
報
網
は
い
つ
ま
で
続
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
隈
さ
ん
は
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』

で
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

兎
に
角
、
斯か
く

の
如
く
に
し
て
監
部
を
設
け
た
が
、
自
己
の
意
思
で
他
人
を
探
偵
し
他
人
の
陰
微
を
摘あ
ば

き
、
自
己
の
悪
む
者
は
其
善
事
ま
で
を
も
抹
殺

す
る
は
危
険
に
し
て
大
害
あ
り
と
見
た
か
ら
、
三
条
、
岩
倉
に
も
相
談
し
て
単
に
人
心
の
動
き
を
見
る
に
止
め
た
。
聊
か
其
弊
害
も
防
ぐ
し
、
前
述

の
如
く
に
人
心
の
動
き
を
概
括
的
に
洞
察
す
る
に
は
徒
労
で
は
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
却な
か
な
か々

難
か
し
い
の
で
、
明
治
九
年
頃
い
ゝ
加
減
に
切
り
上

げ
た
。
十
年
戦
争
の
頃
ま
で
は
少
し
は
残
つ
た
も
の
も
あ
つ
た
ん
で
あ
る
。
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監
部
を
設
け
た
が
、
他
人
を
探
偵
し
、
他
人
の
陰
謀
を
あ
ば
き
、
自
己
の
憎
む
も
の
は
善
事
ま
で
も
抹
殺
す
る
と
い
う
の
は
危
険
で
、

大
い
に
害
が
あ
る
と
し
て
、
三
条
実
美
・
岩
倉
具
視
と
も
相
談
し
て
人
心
の
動
き
を
見
る
だ
け
に
と
ど
め
た
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
や
は
り
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
九
年
頃
に
は
切
り
上
げ
た
、
西
南
戦
争
の
頃
ま
で
は
少
し
残
っ
た
が
大
体
切
り
上
げ
た

と
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
も
、
監
部
は
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
四
月
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
内
史
分
局
と
い
う
内
部
部
局
が
そ
の
機
能
や
役
目
を
引

き
継
ぎ
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
翌
年
（
明
治
九
年
）
四
月
に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
大
隈
さ
ん
の
回
想
ど
お
り
で
す
。
な
お
、

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
七
四
年
六
月
に
は
、
異
宗
徒
掛
諜
者
も
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
監
部
関
係
の
ス
タ
ッ
フ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
触
れ
た
安
藤
劉
太
郎
は
、
一

八
七
三
年
、
一
足
早
く
東
本
願
寺
の
法
主
一
行
に
随
行
し
て
洋
行
し
て
い
ま
す
。
英
語
が
で
き
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
宣
教
師
の
も
と
に

入
り
込
ん
で
、
翻
訳
や
通
訳
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
。
関
信
三
と
名
前
を
改
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
い
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ

ス
に
渡
っ
た
こ
と
が
、
一
行
の
記
録
な
ど
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
後
、
彼
が
日
本
に
帰
っ
て
き
て
何
を
や
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
大
隈
さ
ん
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

な
か
な
か
興
味
深
い
の
で
す
。
帰
国
し
た
後
の
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
に
東
京
女
子
師
範
学
校
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
前
身
で
す
が
、

そ
こ
で
幼
稚
園
の
開
設
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
こ
の
関
信
三
こ
と
安
藤
劉
太
郎
は
、
幼
稚
園
教
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き

た
人
物
で
す
。
墓
は
谷
中
の
お
寺
に
あ
り
ま
す
が
、
積
み
木
を
重
ね
た
よ
う
な
墓
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
大
隈
さ
ん
と
は
直
接
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
隈
さ
ん
の
情
報
係
と
い
っ
て
も
よ
い
二
人
、
大
伴
千
秋
と
荘

村
省
三
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
官
員
録
』
を
見
て
み
ま
す
と
、
正
院
監
部
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
大
伴
は
正
院
十
等
出
仕
と
し

て
政
府
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
大
蔵
省
御
用
掛
判
任
心
得
と
し
て
、
ず
っ
と
大
蔵
省
に
抱
え
ら
れ
て
、
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一
八
八
一
年
ま
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
荘
村
省
三
。
彼
は
も
と
は
三
条
実
美
に
抱
え
ら
れ
た
偵
員
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
八
七
五
年
一
〇
月
、
正
院
分
局
の
諜
者

と
な
り
、
一
八
七
六
年
二
月
に
免
職
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
文
書
が
残
っ
て
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
省
三
は
、
先
年
来
、
偵
員
と
し
て
「
勉
励
苦
慮
」
し
て
き
た
た
め
、
正
院
の
間
諜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
者
が
多
く
、
差
し
支
え

る
の
で
や
め
さ
せ
た
い
。
し
か
し
、
頑
張
っ
て
き
た
か
ら
ち
ゃ
ん
と
ケ
ア
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
金
五
〇
円
を
支
給
し

た
い
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
二
月
に
荘
村
は
免
職
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
翌
一
八
七
七
年
一
月
二
九
日
付
で
大
隈
さ
ん
に
宛

て
た
荘
村
の
手
紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
去
年
三
月
の
免
職
後
も
一
生
懸
命
や
っ
て
き
た
が
、
あ
ち
こ
ち
走
り
回
る
た
め
に
お
金
が
必
要
な

の
で
、
何
と
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
お
金
を
無
心
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
た
め
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
荘
村
も
一
八

七
八
年
か
ら
大
蔵
省
御
用
掛
判
任
心
得
と
い
う
こ
と
で
、
大
伴
と
と
も
に
大
蔵
省
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、『
官
員
録
』
か
ら
判
明

し
ま
す
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
荘
村
は
そ
の
後
も
、
大
隈
さ
ん
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
書
を
送
っ
て
い
ま
す
。
監
部
廃
止
後
の
「
大
隈
文
書
」

に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
探
索
文
書
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
お
そ
ら
く
荘
村
は
大
隈
さ
ん
の
も
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

を
収
集
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。

　

一
八
八
一
年
の
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
あ
た
り
ま
で
は
、
大
伴
も
荘
村
も
確
認
で
き
ま
す
が
、
以
後
は
『
官
員
録
』
か
ら
消
え
て
い

ま
す
。
多
分
、
大
隈
さ
ん
が
下
野
し
た
の
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
、
彼
ら
も
政
府
を
去
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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（
２

）
大
隈
情
報
人
脈
の
そ
の
後

　

さ
て
、
最
後
に
大
隈
さ
ん
の
情
報
人
脈
の
そ
の
後
に
つ
い
て
少
し
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
大
隈
祭
で
「
明
治
十
四
年
の
政

変
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
際
、
大
隈
さ
ん
に
宛
て
た
北
畠
治
房
の
手
紙
を
使
い
ま
し
た
。
大
隈
さ
ん
は
、「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
の

直
前
ま
で
、
天
皇
巡
幸
に
随
行
し
て
東
北
・
北
海
道
方
面
に
出
か
け
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
途
中
の
大
隈
さ
ん
に
、
北
畠
は
東
京
の
状
況

を
手
紙
で
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
手
紙
を
見
て
み
る
と
、
情
報
を
収
集
し
た
結
果
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
政
府
内
部
の
様
子
を
大
隈
さ
ん
に

伝
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
薩
人
が
大
い
に
団
結
し
、
閣
下
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
様
子
が
あ
る
、
長
人
も
加
担
し
て
、
今
は
閣

下
が
孤
立
の
様
子
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
北
畠
は
、
政
府
内
部
の
情
報
を
収
集
し
て
、
大
隈
さ
ん
に
連
絡
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
北
畠
と
い
う
人
は
、
そ
の
後
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
で
大
隈
さ
ん
と
と
も
に
政
府

を
去
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
立
憲
改
進
党
の
結
成
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
隈
さ
ん
の
腹
心
、
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と

い
う
こ
と
で
、
以
後
、
生
涯
を
大
隈
さ
ん
と
と
も
に
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
を
編
集
し
た
松
枝

保
二
は
、「
老
侯
生
前
最
も
親
し
き
一
人
に
て
改
進
党
創
設
に
は
挙こ
ぞ

っ
て
力
あ
り
。
芝
公
園
の
老
侯
銅
像
建
立
委
員
長
と
し
て
非
常
に
奔

走
尽
力
し
た
人
」
と
、
同
書
で
注
記
し
て
い
ま
す
。
芝
公
園
に
大
隈
銅
像
が
建
立
さ
れ
た
際
に
は
、
北
畠
が
そ
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
て
、
大
隈
さ
ん
と
北
畠
と
の
関
係
は
、
明
治
初
期
の
五
代
人
脈
か
ら
始
ま
っ
て
、
生
涯
ず
っ
と
続
い
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

大
隈
さ
ん
は
北
畠
に
つ
い
て
、
五
代
の
紹
介
で
会
っ
た
が
、「
遂
に
無
二
の
親
友
と
な
つ
た
」
と
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
で
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

他
方
、
大
伴
千
秋
は
職
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、「
な
ん
と
か
し
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
隈
さ
ん
宛
の
北
畠
の
手

紙
の
な
か
に
出
て
き
ま
す
。
大
隈
さ
ん
が
免
職
に
な
っ
た
翌
年
、
一
八
八
二
年
一
二
月
の
手
紙
で
す
が
、
こ
の
間
、
大
伴
千
秋
が
や
っ
て

き
て
言
う
こ
と
に
は
、
在
野
で
籠
城
し
て
も
、
兵
糧
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
、
な
ん
と
か
職
を
斡
旋
し
て
ほ
し
い
と
求
め
て
い
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る
わ
け
で
す
。
大
隈
さ
ん
の
一
声
が
な
け
れ
ば
な
か
な
か
厳
し
い
と
し
て
、
お
願
い
し
ま
す
と
依
頼
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
結
果
か
ど

う
か
、
大
伴
は
愛
知
県
一
宮
の
真ま

清す
み

田だ

神
社
の
宮
司
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
真
清
田
神
社
に
問
い
合
わ
せ
て
、
大
伴
が
宮
司
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

荘
村
省
三
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
涯
読
書
ば
か
り
楽
し
み
に
し
て
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
墓

は
熊
本
に
あ
っ
て
、
こ
れ
も
確
認
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
波
乱
の
人
生
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

変
動
す
る
明
治
初
年
の
政
情
の
な
か
、
新
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
の
動
向
や
、
社
会
の
不
平
・
不
満
を
把
握
す
る
た
め
、
多
く
の
密
偵
を

各
地
に
派
遣
し
て
、
さ
か
ん
に
情
報
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
大
隈
さ
ん
は
そ
の
元
締
め
だ
っ
た
ら
し
く
、「
大
隈
文
書
」
の
な
か

に
は
多
く
の
密
偵
史
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
参
議
大
隈
重
信
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
情
報
を
収
集
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
情
報
網
を
人
脈
や
密
偵
報
告
書
か
ら
探
っ
て
み

ま
し
た
。
し
か
し
、
集
め
た
情
報
を
大
隈
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
分
析
・
評
価
し
、
行
動
に
移
し
た
の
か
は
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
す
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
大
隈
さ
ん
に
と
っ
て
、
ど
の
程
度
、
役
に
立
っ
た
の
か
も
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も
、
今
後
に
残
さ
れ
た

研
究
課
題
で
す
。

　

以
上
、
政
治
家
に
と
っ
て
情
報
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
大
隈
さ
ん
の
情
報
網
に
つ
い
て
お
話
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


