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第
２
回
の
征
長
役
に
お
け
る
宮
島
で
の
混
乱
に
つ
い
て 

   

長

州

ち
ょ
う
し
ゅ
う

征
討

せ
い
と
う

は
、
一
八
六
〇
年
代
に
、
江
戸
幕
府
と
長
州
藩
の
間
で
二
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
戦
い
で
あ
る
。
長
州
征
伐
、
長
州
出
兵
、
幕
長
戦
争
、

征
長
の
役
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
徳
川
幕
府
の
滅
亡
を
ほ
ぼ
決
定
付
け
た
と
さ
れ
る
。
第
二
次
の
長
州
征
討
は
、
第
二
次
幕
長
戦
争
と
も
、
ま
た
幕
府
軍
が

四
方
か
ら
攻
め
た
た
め
、
長
州
側
で
は
「
四
境

し
き
ょ
う

の
役 え

き

」
と
呼
ば
れ
る
。 

 

一
．
長
州
征
討
と
は 

第
一
次
長
州
征
討 

長
州
藩
は
尊
皇

そ
ん
の
う

攘
夷

じ
ょ
う
い

１

・
公
武
合
体
２

の
倒
幕
思
想
を
掲
げ
て
京
都
の
政
局
に
関
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
に
孝 こ

う

明 め
い

天
皇
・
公

武
合
体
派
の
公
家
・
薩
摩
藩
・
会
津
藩
に
よ
る
八
月
十
八
日
の
政
変
（
文
久
の
政
変
）
に
よ
り
京
よ
り
追
放
さ
れ
る
。
一
八
六
四
年
（
元
治

げ

ん

じ

元
年
）
七
月

一
九
日
に
は
藩
主
父
子
の
赦
免

し
ゃ
め
ん

な
ど
を
求
め
て
京
へ
軍
事
進
攻
す
る
禁
門

き
ん
も
ん

の
変 へ

ん

（
蛤
御
門

は
ま
ぐ
り
ご
も
ん

の
変
）
が
起
こ
る
と
、
朝
廷
は
京
都
御
所
へ
向
か
っ
て
発
砲

を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
に
長
州
藩
を
朝
敵
と
し
、
八
月
二
日
幕
府
に
対
し
て
長
州
征
討
の
勅
命

ち
ょ
く
め
い

を
下
す
。
幕
府
は
前
尾
張
藩
主
徳
川
慶 よ

し

勝 か
つ

を
総
督
、
越
前

藩
主
松
平
茂 も

ち

昭 あ
き

を
副
総
督
、
薩
摩
藩
士
西
郷
隆
盛
を
参
謀
に
任
じ
、
広
島
へ
三
十
六
藩
十
亓
万
の
兵
を
集
結
さ
せ
て
長
州
へ
進
軍
さ
せ
る
。 

一
方
、
長
州
藩
内
部
で
は
下
関
戦
争
の
後
に
藩
論
が
分
裂
し
、
保
守
派
（
俗
論
派
）
が
政
権
を
握
る
。
征
長
総
督
参
謀
の
西
郷
隆
盛
は
、
禁
門
の
変
の

責
任
者
で
あ
る
三
家
老
（
国
司

く

に

し

信
濃

し

な

の

・
益
田
右 う

衛
門

え

も

ん

介
の
す
け

・
福
原
越
後
）
の
切
腹
、
三
条
実
美

さ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
と
み

・
三
条

さ
ん
じ
ょ
う

西
季

に
し
す
え

知 と
も

・
東
久
世
道
禧

ひ
が
し
く
ぜ
み
ち
と
も

・
壬
生

み

ぶ

基
修

も
と
な
が

・
四
条

し
じ
ょ
う

隆
謌

た
か
う
た 

ら
亓 ご

卿
き
ょ
う

の
他
藩
へ
の
移
転
、
山
口
城
の
破
却
を
撤
兵

て
っ
ぺ
い

の
条
件
と
し
て
伝
え
、
藩
庁
は
こ
れ
に
従
い
恭
順
を
決
定
す
る
。
幕
府
側
は
こ
の
処
置
に
不
満
で

あ
っ
た
が
、
十
二
月
に
は
総
督
に
よ
り
撤
兵
令

て
っ
ぺ
い
れ
い

が
発
せ
ら
れ
る
。 



- 2 - 

 

第
二
次
長
州
征
討 

 

 
一
八
六
亓
年
（
慶
応
元
年
）、
長
州
藩
で
は
松
下

し
ょ
う
か

村
塾

そ
ん
じ
ゅ
く

出
身
の
高
杉

た
か
す
ぎ

晋
作

し
ん
さ
く

３

ら
が
馬 ば

関 か
ん

４

で
挙
兵
し
て
保
守
派
を
打
倒
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
し
、
倒
幕

派
政
権
を
成
立
さ
せ
た
（
元
治
の
内
乱
）。
高
杉
ら
は
西
洋
式
軍
制
導
入
の
た
め
民
兵
を
募
っ
て
奇
兵
隊
５

や
長
州
藩
諸
隊
を
編
成
し
、
ま
た
薩
長
盟
約
６

を

通
じ
て
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
な
ど
新
式
兵
器
を
入
手
し
、
大
村
益
次
郎
の
指
導
下
で
歩
兵
運
用
の
転
換
な
ど
大
規
模
な
軍
制
改
革
を
行
っ
た
。
十
四
代
将

軍
徳
川
家 い

え

茂 も
ち

は
大
坂
城
へ
入
り
、
再
び
長
州
征
討
を
決
定
す
る
。
幕
府
は
当
初
亓
方
面
か
ら
長
州
へ
攻
め
入
る
計
画
だ
っ
た
。
し
か
し
萩
口
を
命
じ
ら
れ

た
薩
摩
藩
は
、
土
佐
藩
の
坂
本
龍
馬
を
仲
介
と
し
た
薩
長

さ
っ
ち
ょ
う

盟
約

め
い
や
く

（
薩
長
同
盟
）
で
密
か
に
長
州
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
出
兵
を
拒
否
す
る
。
そ
の
た
め
萩

口
か
ら
長
州
を
攻
め
る
こ
と
が
で
き
ず
四
方
か
ら
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
府
は
大
目
付

お
お
め
つ
け

永
五

な

が

い

尚 な
お

志 ゆ
き

が
長
州
代
表
を
尋
問
し
て
処
分
案
を
確
定
さ
せ
、

老
中

ろ
う
じ
ゅ
う

小
笠
原

お
が
さ
わ
ら

長
行

な
が
み
ち

を
全
権
に
内
容
を
伝
達
し
て
最
後
通
牒

つ
う
ち
ょ
う

を
行
う
が
、
長
州
は
回
答
を
引
き
延
ば
し
て
迎
撃
の
準
備
を
行
う
。
一
八
六
六
年
（
慶
応
二

年
）
六
月
七
日
に
幕
府
艦
隊
の
周
防

す

お

う

大
島

お
お
し
ま

へ
の
砲
撃
を
皮
切
り
に
（
大
島
口
）、
十
三
日
に
は
芸
州

げ
い
し
ゅ
う

口 ぐ
ち

、
十
六
日
に
は
石
州

せ
き
し
ゅ
う

口 ぐ
ち

、
十
七
日
に
は
小
倉

こ

く

ら

口 ぐ
ち

で

そ
れ
ぞ
れ
戦
闘
が
開
始
さ
れ
る
。 

 

四
境
の
役 

大
島
口
で
は
、
幕
府
陸
軍
の
洋
式
歩
兵
隊
と
松
山
藩
の
兵
が
、
大
島
に
上
陸
し
占
領
し
た
。
宇
和
島
藩
は
幕
府
の
出
兵
命
令
を
拒
ん
だ
。
幕
府
海
軍
と

高
杉
率
い
る
艦
隊
が
戦
い
、
奇
襲
戦
法
に
よ
り
幕
府
海
軍
は
敗
走
し
た
。
そ
の
後
、
世
良

せ

ら

修
蔵

し
ゅ
う
ぞ
う

７

指
揮
下
の
長
州
軍
が
大
島
の
奪
還
を
果
た
す
も
、
島
内

に
逃
げ
散
っ
た
幕
府
軍
残
党
の
掃
討
が
終
戦
ま
で
続
く
。 

芸
州
口
で
は
、
長
州
藩
お
よ
び
岩
国
藩
と
、
幕
府
歩
兵
隊
や
紀
州
藩
兵
な
ど
と
の
戦
闘
が
行
わ
れ
る
。
彦
根
藩
と
高
田
藩
が
小
瀬
川
で
あ
っ
け
な
く
壊

滅
し
た
が
、
幕
府
歩
兵
隊
と
紀
州
藩
兵
が
両
藩
に
代
わ
っ
て
戦
闘
に
入
る
と
、
幕
府
・
紀
州
藩
側
が
押
し
気
味
な
が
ら
も
膠
着

こ
う
ち
ゃ
く

状
況
に
陥
る
。
ま
た
芸
州

藩
は
幕
府
の
出
兵
命
令
を
拒
ん
だ
。 
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石
州
口
で
は
、
長
州
藩
の
大
村
が
指
揮
し
（
指
揮
役
は
清 き

よ

末 す
え

藩
主
８

・
毛
利
元
純
）、
中
立
的
立
場
を
取
っ
た
津
和
野
藩
を
通
過
し
て
徳
川
慶
喜

よ
し
の
ぶ

の
実
弟
・

松
平

ま
つ
だ
い
ら

武 た
け

聰
あ
き
ら

が
藩
主
で
あ
っ
た
浜
田
藩
へ
侵
攻
し
、
藩
主
・
武 た

け

聡
あ
き
ら

は
戦
わ
ず
し
て
逃
走
、
敗
残
の
兵
が
浜
田
城
、
浜
田
の
街
に
放
火
し
同
時
に
灰
燼

か
い
じ
ん

に

帰
し
た
。
十
八
日
に
浜
田
城
を
陥
落
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
明
治
ま
で
浜
田
城
と
天
領
だ
っ
た
石
見
銀
山
は
長
州
が
制
圧
し
た
の
で
あ
る
。 

小
倉
口
で
は
、
総
督
・
小
笠
原

お
が
さ
わ
ら

長
行

な
が
み
ち

が
指
揮
す
る
九
州
諸
藩
と
高
杉
晋
作
、
山
縣

や
ま
が
た

有 あ
り

朊 と
も

ら
率
い
る
長
州
藩
と
の
戦
闘
（
小
倉
戦
争
）
が
関
門
海
峡
を
は

さ
ん
で
数
度
行
わ
れ
、
一
時
肥
後
藩
が
互
角
の
戦
い
を
見
せ
た
（
赤
坂
・
鳥
越
の
戦
い
。
現
在
の
北
九
州
市
立
桜
丘
小
学
校
付
近
）。
し
か
し
佐
賀
藩
は
兵

を
出
さ
ず
、
小
笠
原
の
指
揮
よ
ろ
し
き
を
得
ず
、
諸
藩
は
随
時
撤
兵

て
っ
ぺ
い

し
た
。
将
軍
家 い

え

茂 も
ち

薨
去

こ
う
き
ょ

の
報
を
受
け
た
小
笠
原
も
戦
線
を
離
脱
し
、
孤
立
し
た
小
倉

藩
は
八
月
一
日
城
に
火
を
放
っ
て
香
春

か

わ

ら

９

に
退
却
し
た
。
そ
の
後
も
小
倉
藩
と
長
州
藩
の
戦
闘
は
続
く
が
こ
れ
で
事
実
上
、
幕
府
軍
の
全
面
敗
北
に
終
わ
る
。 

 世
情
混
乱 

 

世
直
し
一
揆 

戦
い
の
長
期
化
に
備
え
て
各
藩
が

兵

糧

ひ
ょ
う
り
ょ
う

米 ま
い

を
備
蓄
し
た
事
に
よ
っ
て
米
価
が
暴
騰
し
、
全
国
各
地
で
一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
が
起
こ
る
原
因
と
な
っ
た
。 

 

長
州
征
伐
と
宮
島
談
判 

徳
川
慶
喜

よ
し
の
ぶ

に
第
二
次
長
州
征
討
の
停
戦
交
渉
を
任
さ
れ
た
勝
海
舟
は
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
年
）
九
月
一
日
、
単
身
宮
島
の
談
判
に
臨
み
、
長
州
の
広
沢

ひ
ろ
さ
わ

真 さ
ね

臣 お
み

・
五
上

い
の
う
え

馨
か
お
る

と
宮
島 

大
願
寺
１
０

書
院
に
お
い
て
休
戦
交
渉
の
会
談
を
開
き
、
長
州
と
の
停
戦
合
意
に
至
っ
た
が
、
慶
喜
は
停
戦
の
勅
命
引
き
出
し
に

成
功
し
、
勝
が
ま
と
め
た
和
議
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
勝
は
時
間
稼
ぎ
に
利
用
さ
れ
、
主
君
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
憤
慨
し
た
勝
は
御
役
御
免

お

や

く

ご

め

ん

を
願
い
出
て
江
戸
に
帰
っ
て
し
ま
う
。 

 二
．
宮
島
あ
た
り
の
征
長
軍
の
様
子 
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征
長
軍
の
嚴
島
渡
海 

〔
廣
島
市
史 

第
３
巻 

第
９
章
第
７
節 

浅
野
氏
時
代
（
幕
末
）
第
二
回
征
長
役
（
四
）〕 

六
月
四
日
（
一
八
六
六
年
（
慶
応
二
年
）
、
幕
府

幷
な
ら
び

に
美
濃
大
垣
の
兵
、
廣
島
よ
り
嚴
島
に
渡
海
し
、 

幕
府
砲
隊
大
筒
方

お
お
つ
つ
が
た

は
大
願
寺
に
、 

幕
府
歩
兵
隊
は
久
保
田
町
（
久
保
町
ヵ
）・
南
町

み
な
み
ま
ち

・
大
西
町

お
お
に
し
ま
ち

・
東
町
の
民
家
に
宿
陣
し
、 

大
垣
兵
は
瀧

た
き
の

本
坊

ほ
ん
ぼ
う

・
多
聞
院

た
も
ん
い
ん

・
及
び
瀧 た

き

町 ま
ち

・
中
江
町

ち
ゅ
う
え
ま
ち

の
民
家
に
宿
陣
す
。 

而
し
こ
う

し
て
演
劇
場
と
富
座

と

み

ざ

は
兵
糧
方

ひ
ょ
う
ろ
う
が
た

の
詰
所
と
為 な

れ
り
、 

同
月
七
日
嚴
島
宿
陣
中
の
幕
兵
の
一
部
隊
、
軍
艦
三
艘
に
乗
組
み
、
防
州
大
島
郡
に
向
て
出
發
す
。 

 

大
島
郡
の
砲
撃 

六
月
八
日
、
幕
艦
富
士
山
丸
・

翔
し
ょ
う

鶴 か
く

丸 ま
る

・
八
重
丸
は
進
ん
で
防
州
大
島
郡
の
多
賀
浦
を
砲
撃
す
。
敵
兵
の
無
き
を
見
て
、
陸
兵
を
上
陸
せ
し
む
、
（
十

亓
代
将
軍
徳
川
慶
喜

よ
し
の
ぶ

の
い
と
こ
に
あ
た
る
）
伊
豫

い

よ

松
山
候
松
平

ま
つ
だ
い
ら

隠
岐

お

き

の

守 か
み

勝 か
つ

成 し
げ

の
軍
艦
、
安
下
庄
及
久
賀
の

两
り
ょ
う

村
を
砲
撃
す
る
と
聞
き
、
富
士
山
丸
を

遣
つ
か
わ

し
て
應
援
す
。
敵
兵
守
る
能 あ

た

は
ず
。
兵
器
を
棄 す

て
海
を
渡
り
て
遠
崎

と
お
ざ
き

（
現
柳
五
市
）
に
逃
亡
す
。 

武
具
奉
行
同
心
の
「
在
京
在
坂
中
日
記
」
１
１

の
記
録
に
よ
れ
ば
、 

宮
島
表
か
ら
大
島
へ
出
発
の
人
数
、
西
丸
下
屯
所
二
大
隊
、
小
筒
組
三
小
隊
、
大
砲
一
小
隊
、
土
工
兵
二
小
隊
、
騎
兵
組
一
小
隊
、
そ
の
他
、
大
垣
藩
戸

田
人
数
、
弾
薬
・
兵
粮

ひ
ょ
う
ろ
う

警
衛

け
い
え
い

と
し
て
三
小
隊
ほ
ど
出
張
に
て
、
総
人
数
は
千
三
百
人
ば
か
り
に
御
座
候
。 

 

そ
の
う
ち
相
戦
ひ
候
隊
は
、
歩
兵
二
大
隊
・
小
筒
・
大
砲
三
局
ば
か
り
に
て
、
あ
と
は
戦
ひ
申
さ
ず
候
。
実
に
大
島
を
荒
ら
し
候
事
は
言
語
に
述
べ
難

く
候
。
後
に
は
飼
ひ
置
き
候
鶏
は
も
ち
ろ
ん
、
牛
ま
で
殺
し
相
食
ひ
申
し
候
。
右
に
つ
き
官
軍
の
事
は
、
奇
兵
隊
ど
も
始
め
百
姓
に
至
る
ま
で
恐
れ
を
な

し
、
か
つ
、
そ
の
内
に
も
歩
兵
組
の
事
は
、「
鍋
か
ぶ
り
の
千
人
隊
」
と
号 な

づ

け
、
白
胴
朋
、
別
し
て
そ
の
内
に
も
撤
兵
隊
の
黒
筋
入
り
な
ど
身
請
け
候
得
ば
、
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博
徒
ど
も
は
申
す
に
及
ば
ず
、
百
姓
・
町
人
ま
で
腰
を
抜
か
し
、
居
座
り
同
様
の
振
舞
い
な
り
。 

こ
の
よ
う
に
、
大
島
に
上
陸
し
た
西
丸
下
屯
所
の
二
大
隊
が
中
心
と
な
っ
て
傍
若
無
人
な
振
舞
い
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
住
民
の
惨
状
は
藩
内
を
憤

激
さ
せ
、
高
杉
晋
作
の
奇
兵
隊
の
一
部
が
小
倉
口
か
ら
退
勢
挽
回
の
た
め
大
島
方
面
に
差
し
向
け
ら
れ
た
。
六
月
十
四
日
の
朝
、
海
の
向
こ
う
藝
州
口
方

面
で
戦
火
が
上
が
る
の
を
見
た
。
翌
一
亓
・
一
六
両
日
長
州
第
二
奇
兵
隊
・
洪
武
隊
六
大
隊
が
総
攻
撃
を
掛
け
、
戦
意
喪
失
の
松
山
勢
は
総
員
安
下

あ

げ

の

庄
し
ょ
う

か

ら
船
で
大
島
を
引
き
揚
げ
た
。
一
七
日
幕
艦
富
士
山
丸
、
翔
鶴
丸
か
ら
の
掩
護

え

ん

ご

射
撃
に
助
け
ら
れ
最
後
に
残
っ
た
幕
府
兵
が
命
か
ら
が
ら
収
容
さ
れ
大
島

か
ら
撤
収
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

大
竹
川
（
一
名
小
瀬
川
）
合
戦 

慶
應
二
年
六
月
十
四
日
未
明
、
長
防
軍
は
豫
備
し
渡
船
籔
十
艘
に
て
大
竹
川
を
渡
り
、
隊
を
三
分
し
、
一
隊
は
小
方
村
に
向
ひ
・
一
隊
は
大
甲
良
山
に

登
り
油
見
村
を
瞰
下
し
、
又
一
隊
は
河
岸
に
沿
ひ
大
竹
村
に
向
ひ
て
進
む
。
五
伊
掃
部
頭
（
近
江
國
彦
根
候
）
の
本
隊
亦 ま

た
大
竹
村
に
到
着
し
、
盛
ん
に

大
小
砲
を
放
ち
て
、
遂
に
和
木
村
を
燒
く
。
岩
國
軍
和
木
渡
船
場
の
長
堤
竹
林
中
に
潜
伏
し
、
東
軍
の
來
る
を
待
つ
。
是
時
五
伊
軍
の
中
よ
り
一
騎
馬
武

者
、
紅
色
の
陣
羽
織
を
着
し
、
鞭 む

ち

を
擧 あ

げ
、
大
叫

だ
い
き
ょ
う

し
て
進
み
出
て
、
河
流

か
り
ゅ
う

を
渡
る
。
從
兵
二
人
こ
れ
に
隨

し
た
が

ふ
。・
・
・
岩
國
伏
兵
竹
林
中
よ
り
百
銃
齊
發

せ
い
は
つ

す
。
騎
武
者
彈
丸
に
中 あ

た

り
、
忽

た
ち
ま

ち
水
中
に
斃

た
お
れ

る
。
從
兵

じ
ゅ
う
へ
い

も
亦 ま

た

一
名
は
戰
死
し
一
名
は
遁 の

が

れ
去
る
。・
・
・
東
軍
俄

に
わ
か

に
伏
兵
の
起
れ
る
を
見
て
驚
き
小
方

村
に
退
却
せ
む
と
す
、
時
に
長
防
の
游
撃
隊
は
三
方
同
時
に
起
り
、
山
々
峯
々
よ
り
盛
ん
に
大
小
砲
銃
を
放
下

ほ

う

か

し
、・
・
・
其
退
路
を
遮

さ
え
ぎ

る
。
亦 ま

た

た
河
流

か
り
ゅ
う

を

渡
り
て
追
撃
す
る
こ
と
益
々
急
な
り
。
五
伊
・
榊
原
の
兵
苦
戰
に

陷
お
ち
い

り
、
終 つ

い

に
陣
を
玖
波
の
海 か

い

濱 ひ
ん

に
移
し
、
堤
防
に
據 よ

り
て
砲
戰
せ
し
も
、
三
方
の
敵
軍

に
包
圍

ほ

う

い

せ
ら
れ
、
援
軍
も
亦
た
來
ず
し
て
遂
に
支
ふ
る
能 あ

た

は
ず
。
掃
部
頭

か
も
ん
の
か
み

は
運
送
船
に
乗
じ
て
廣
島
に
逃
れ
還 か

え

り
、
誓
願
寺
の
本
陣
に
入
る
。
敗
兵

は
い
へ
い

の
多

く
は
海
濱
に
沿
ひ
て
廿
日
市
に
敗
走
し
、
又
は
先
を
爭
ひ
て
漁
船
に
乗
じ
、
嚴
島
に
遁 の

が

る
ゝ
も
の
尐
な
か
ら
ず
（
嚴
島
神
社
棚 た

な

守 も
り

職 し
き

野
坂
氏
の
記
録
に
據 よ

れ

ば
、
是
時

こ
の
と
き

嚴
島
須
屋
室

す

や

む

ろ

濱 は
ま

に
遁 の

が

れ
來
た
る
者
の
み
に
て
も
三
百
人
な
り
と
）・
・
・
長
防
軍
の
游
撃
隊
は
大
竹
・
油
見
を
焼
き
拂
ひ
、
小
方
村
に
陣
す
。
是
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日
東
軍
敗
兵
の
大
竹
村
に
遺
棄
せ
し
甲
冑

か
っ
ち
ゅ
う

・
銃
砲
・
刀 と

う

槍 そ
う

の
類

た
ぐ
い

甚
は
な
は

だ
多
く
、
長
兵
こ
れ
を
収
め
て
道
路
に
丘
を
な
せ
り
。・
・
・
云
々
。 

 三
．
嚴
島
神
社
の
祭
事 

管
絃
祭
と
宮
島
歌
舞
伎
の
興
行
中
止
へ 

「
征
長
軍
の
嚴
島
渡
海
」
之
項
で
「
演
劇
場
と
富
座
は
兵

糧

方

ひ
ょ
う
り
ょ
う
が
た

の
詰
所
と
為 な

れ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
原
因
で
慶
応
二
年
旧
暦
六
月
十
七
日
の
管

絃
祭
が
前
代
未
聞
の
原
因
で
中
止
と
な
り
ま
す
。
春
市
、
秋
市
に
対
し
夏
市
は
殊
に
盛
ん
で
、
六
月
十
日
か
ら
七
月
七
日
迄
を
夏
市
と
云
う
。
因
み
に
春

市
は
三
月
十
日
よ
り
四
月
八
日
、
秋
市
は
九
月
十
日
よ
り
三
十
日
に
訖 お

わ

り
、
こ
の
年
中
の
三
市
の
夏
市
が
中
止
と
な
っ
た
の
で
す
。
第
二
次
長
州
征
討
の

征
長
軍
の
宮
島
へ
の
入 い

り

込 こ
み

が
有
っ
た
こ
と
で
、
七
月
十
四
日
の
延
年
祭
（
玉
取
祭
）
も
中
止
に
追
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
征
長
軍
の
宮
島
へ
の
入
込
は
慶
応

二
年
六
月
二
日
夜
よ
り
尐
々
あ
り
、
三
日
宿
割
り
の
知
ら
せ
有
り
、
四
日
、
町
屋
は
残
ら
ず
宿
陣
成
る
。 

こ
う
し
て
征
長
軍
の
宿
陣
の
白
羽
の
矢
が
当
た
っ
た
宮
島
は
、
島
挙
げ
て
の
最
大
の
夏
市
と
管
絃
祭
を
執
り
行
う
大
事
な
時
機
に
、
島
内
多
人
数
の
入

込
で
大
変
な
状
況
と
な
っ
た
。
大
芝
居
の
行
わ
れ
る
演
劇
場
と
、
市
立

い
ち
だ
て

の
時
富
籤

と
み
く
じ

の
売
ら
れ
る
富
座
が
、
鍋
・
釜
持
ち
込
み
、
煮
炊
き
の
場
と
な
っ
た
為
市
立

い
ち
だ
て

も
到
底
成
り
立
た
ず
、
ま
た
芝
居
小
屋
も
兵
糧

ひ
ょ
う
ろ
う

場
所
に
な
り
芝
居
も
出
来
ず
、
芝
居
の
一
座
は
引
き
払
い
、
芝
居
船
は
十
二
日
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。 

結
局
こ
の
年
の
行
事
は
、
管
絃
祭
が
十
月
十
七
日
、
延
年
祭
が
翌
日
に
延
期
さ
れ
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

                                        

        

 

【
註
】 

 

１ 

尊
皇

そ
ん
の
う

攘
夷

じ
ょ
う
い 
 

王
を
尊
び
外
圧
・
外
敵
を
撃
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
思
想
。 

２ 

公
武
合
体 

 

江
戸
時
代
後
期
（
幕
末
）
に
公
家
（
朝
廷
）
の
伝
統
的
権
威
と
、
武
家
（
幕
府
）
を
結
び
つ
け
て
幕
府
権
力
の
再
構
築
を
は
か
ろ
う
と

し
た
政
策
論
を
い
う
。 

３ 

高
杉
晋
作 

 

幕
末
の
長
州
藩
の
尊
王
倒
幕
志
士
と
し
て
活
躍
。
元
治
元
年
、
俗
論
派
打
倒
の
た
め
に
功
山
寺
（
長
府
）
で
挙
兵
。 

http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E9%95%B7%E5%BA%9C
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４ 

馬 ば

関 か
ん 

 
 
  

下
関
港
周
辺
は
、
古
く
は
赤
間
関

あ
か
ま
が
せ
き

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
赤
馬
関
と
も
書
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
略
し
た
馬
関
と
い
う
別
名
も

用
い
ら
れ
た
。 

５ 

奇
兵
隊 

 
  

奇
兵
隊
な
ど
の
諸
隊
は
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
の
下
関
戦
争
の
後
に
藩
に
起
用
さ
れ
た
高
杉
晋
作
ら
の
発
案
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

た
戦
闘
部
隊
で
あ
る
。
こ
の
諸
隊
の
編
制
や
訓
練
に
は
高
杉
ら
が
学
ん
だ
松
下
村
塾
の
塾
主
・
吉
田
松
陰
の
『
西
洋
歩
兵
論
』
な
ど
の

影
響
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
外
国
艦
隊
か
ら
の
防
備
が
主
目
的
で
、
本
拠
地
は
廻
船
問
屋
の
白
石
正
一
郎
邸
に
置
か
れ

た
。
本
拠
地
は
の
ち
に
赤
間
神
宮
へ
移
る
。
奇
兵
隊
が
結
成
さ
れ
る
と
数
多
く
の
藩
士
以
外
の
者
か
ら
な
る
部
隊
が
編
制
さ
れ
、
長
州

藩
諸
隊
と
総
称
さ
れ
る
。 

 

６ 

薩
長
盟
約  

 

慶
応
二
年
一
月
二
十
一
日
に
幕
末
の
薩
摩
藩
と
長
州
藩
の
間
で
締
結
さ
れ
た
政
治
。
軍
事
的
同
盟
で
あ
る
。
薩
長
同
盟
、
薩
長
連
合
と

も
い
う
。 

 

７ 

世
良

せ

ら

修
蔵

し
ゅ
う
ぞ
う 

 

周
防
国
大
島
郡
椋
野
村
の
庄
屋
中
司
家
の
出
で
、
十
七
歳
の
時
萩
明
倫
館
に
学
び
、
後
に
大
畠
村
で
海
の
守
り
を
説
い
た
海
防

か
い
ぼ
う

僧 そ
う

月
性

げ
っ
し
ょ
う

の
時
習
館
（
清
狂
草
堂
）
に
学
び
、
さ
ら
に
江
戸
で
は
儒
者
安
五
息
軒
の
三
計
塾
塾
長
代
理
を
つ
と
め
た
。
そ
の
後
、
周
防
阿 あ

月 つ
き

領
主

浦
靱
負

う
ら
ゆ
き
え

が
開
設
し
た
私
塾
克
己
堂
の
兵
学
等
の
講
師
と
し
て
仕
官
し
た
（
こ
の
当
時
既
に
士
分
と
な
っ
て
お
り
、
大
野
修
蔵
と
名
乗
っ

て
い
た
）。 

 

８ 

清 き
よ

末 す
え

藩 は
ん 

 
 
 

江
戸
時
代
の
藩
名
。
長
州
藩
の
支
藩
で
あ
る
長
府
藩
の
さ
ら
に
支
藩
。
長
州
藩
の
孫
藩
に
あ
た
る
。
藩
庁
は
清
末
陣
屋
に
置
か
れ
た
。  

９ 

香
春

か

わ

ら 
 
 

  

福
岡
県
田
川
郡
に
属
す
香
春
町
で
、
亓
木
寛
之
の
小
説
『
青
春
の
門
』
に
登
場
し
有
名
に
な
っ
た
香
春

か

わ

ら

岳 だ
け

（
地
元
で
は
、
一
ノ
岳
、
二

ノ
岳
、
三
ノ
岳
と
呼
ぶ
事
が
多
い
）
が
町
域
西
部
に
あ
る
。 

 

１
０

大
願
寺

だ
い
が
ん
じ 

 
 
 
 

安
芸
の
厳
島
神
社
の
西
回
廊
を
出
て
、
御
手
洗
川
を
渡
り
右
手
に
あ
る
「
亀 き

居
山

き
ょ
ざ
ん

放
光
院

ほ
う
こ
う
い
ん

大
願
寺

だ
い
が
ん
じ

」。
亀 き

居
山

き
ょ
ざ
ん

と
は
、
神
社
東
側
の
千

畳
閣
や
亓
重
塔
の
あ
る
「
塔 と

う

の
岡 お

か

」
の
別
称
に
て
、
往
時
こ
の
岡
の
下
に
あ
り
し
が
山
号
の
由
縁
な
り
。
室
町
時
代
よ
り
明
治
初
年
の 
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廢
佛
毀
釋

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

ま
で
、
厳
島
神
社
の
普
請

ふ

し

ん

奉
行
と
し
て
、
鍛
冶
、
番
匠

ば
ん
し
ょ
う

（
大
工
）
、
桧
皮
師

ひ

わ

だ

し

と
い
っ
た
職
人
集
団
を
率
い
修
理
造
営
を
行
っ

て
き
た
。 

 

１
１

「
在
京
在
坂
中
日
記
」 

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
二
巻
所
収 

三
一
書
房 

一
九
七
一
年 

    

【
参
考
文
献
】 

 

廣
島
市
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第
参
巻 

 

廣
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市
役
所 

 

昭
和
四
十
七
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廿
日
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史 

通
史
編
（
上
） 

廿
日
市
町 

 

昭
和
六
十
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年 

 

宮
島
歌
舞
伎
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代
記 

 

蒲
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一
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国
書
刊
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和
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